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藤
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此

度

の

博
覽

會

か

動

機

と

し

て

世

間

の
繪
畫

に
對

す

る

聲

を

聞

く

と
、
同

情

の

多

く

が
西

洋
畫

の

方

に

注

が

れ

て

居

る

事

は

最

も

注

意

す

べ

き

現

象

だ

と

思

ふ
。
其

癖

日

本
畫

の

出

品

に

は

比

較

的

に

骨

折

つ

た

も

の

が

多

く

、
西

洋
畫

に

は

中

村

不

折

氏

等

二

三

の

人

の

製

作

を

除

い

て

は

、
大

概
舊

作

か

然

ら

ず

ん

は

間

に

合

は

せ

で

あ

る
。
そ

れ

に

も

拘

は

ら

ず

世

間

の

受

け

が

洋
畫

の

方

に

多

く

傾

い

て

居

る

と

云

ふ

の

は

明

か

に

洋
畫

の

地
位

が

高

ま

つ

て

來

た

事

を
證

す

の

で

こ

れ

が

叉

我
邦
繪
畫

の

將

來

に

と

り

て

は

看

過

す

べ

か

ら

ざ

る
變

遷
の

兆

候

と

云

は

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

由
來

日

本
畫

が

日

木

人

に
用

ひ

ら

れ

て

居

た

特

色

と

云

ふ

べ

き

は

、
多

く

其

装

飾

的

の
點

に

あ

つ

た

の

で

佳

宅

の

装

飾

と

か
、
來

客

に
對

す

る

室

内

の

装

飾

と

か

殆

ど

全

く

装

飾

的

の

要

求

か

ら

日

本
畫

が

購

は

れ

て

居

た
、
い

つ

や

ら

の

趣

味

に

出

て

居

た

梶

田

氏

の

話

に

あ

つ

た

如

く

、
日

本
畫
を

注

文

す

る

に

は
、
畫

面

の

大

き

さ

を

定

め

る

と

か
、
竪
畫

で

な

け

れ

ば

い

け

な

い

と

か

云

ふ

好

み

が

多

い

と

云

ふ

工

合

で

、
そ

れ

を

見

て

も

如

何

に

日

本

人
、
が
繪
畫

を

装

飾

と

し

て

要

求

し

て

い

た

か

が

判

る
。
一

方

に

装

飾

品

と

し

て
繪
畫

を

要

求

し

て

い

る

と

同

時

に
、
一

方

に

於

て

は

叉

富

貴

を
衒

ふ

弊

風

が
、
日

本

人
、
殊

に

貴

族

富

豪

に

多

か

つ

た
。
兎

に

角

日

本

人

に

は
(
無

論

例

外

は

あ

る

が
)
眞

に

美

術

の

趣

味

を

解

し

、
眞

に

美

術

を

尊

重

す

る

と

云

ふ

事

は

誠

に

少

な

か

つ

た

の

で

あ

る
、或

者

は

富

貴

を
衒

は

ん

が

爲

に
、
或

者

は

家

室

の

装

飾

た

ら

し

め

ん

が

爲

に

多

く
繪
畫

を

玩

弄

視
し

て

居

つ

た
。
か

の
時

々
畫

を

か

け
變

へ

る

と

か
、
其

爲

め
畫

の

式

が

定

ま

つ

て

額

が

少

な

く

掛

物

が

多

か

つ

た

と

か

凡

で

は

根

本

の

要

求

が

間
違

っ

て

居

た

か

ら

生

じ

來

つ

た

悪
弊

で

は

な

い

か
。
換

言

す

れ

は

、
日

本

人

は

眞

に

自

己

の

美

術

趣

味

を
滿

足
せ

し

め

ん

が

爲

に
畫

を

好

む

の

で

は

な

く

て
、
多

く

は

他

に
對

す

る

爲

に
、
若

し

く

は

家

や

部

屋

の
爲

に
繪

を

要

求

し

た

の

で

あ

る

所

が

近

頃

に

な

つ

て

大

分

新

ら

し

い

心

を

以

て



畫
を

要

求

す

る

人

が

出

て

來

た

、
此

精

神

的

の

要

求

に
對

し

て

は

、
か

の

能

樂

や

歌

舞

伎

と

同

し

く

、
舊

來

の
日

本
畫

は

到

底

満

足

を
與

へ

る

こ

と

が

出

來

な

く

な

つ

た
、
單

に

意

を
寫

す

を

以

て
滿

足

し

て

居

た

日

本
畫

は

叉

精

神

に

も
★
陷

の

多

い

も

の

と

な

つ

て

來

た

、
是

に

於

て

か

何

等

か

新

ら

し

い

も

の

を

求

め

つ

ゝ

あ

る

民

衆

の

眼

に
、
幼

稚

な

が

ら

も

洋
畫

の

方

が

よ

り

多

く

の

好

賞

を

得

る

や

う

に

な

っ

た

の

で

あ

る
、
即

ち

日

本

人

の

美

術

趣

味

が
益

々

個

人

的

に

な

つ

て

行

く

と

云

ふ

所

に
、
西

洋
畫

の

特

に

入

る

べ

き

道

途

が

開

か

れ

た

の

で

は

な

い

か
。

そ

れ

に

今

一

つ

西

洋
畫

が

今

迄
寫

生

に

の

み

限

ら

れ

て

居

る

も

の

と

誤

解

さ

れ

て

居

た

の

が
、
此

頃

に

な

つ

て

西

洋

の

名
畫

が

い

ろ
い
ろ

の

版

に

て

輸

入
せ

ら

れ
、
又

日

本

の

西

洋
畫

家

の

中

に

て
、
純

粋

な
寫

生

的

ス

タ

デ

ィ

か

ら

一

歩

進

ん

だ

製

作

を

公

に

す

る

や

う

に

も

な

つ

た

の

で

、
日

本
人

の
西

洋
畫

に
對

す

る

誤

解

が

解

け

始

め

た

事

も
、
近

時

の

趣

味

傾

向

の
變

化

を

來

し

た

大

な

る

原

因

と

な

つ

て

居

る
。
又

装

飾

と

し

て

も

河

村

清

雄

氏

な

ど

の

や

つ

て

居

ら

れ

る

や

う

な

者

を

見

る

と

あ

な

が

ち
西

洋
畫

も

日

本

趣

味

に

適

し

な

い

も

の

と

は

云

へ

な

く

な

つ

た

の

で
。
凡

て

此

等

の

諸
點

か

ら

し

て
、
西

洋
畫

は

漸

時

日

本
畫

の

地

歩

を
蠶

食

し

つ

ゝ

あ

る
、
そ

し

て

優

に

今

迄

日

本
畫

が

や

つ

て

居

た

や

う

な

事

も

西

洋
畫

に

て

も

な

し

得

る

と

云

ふ

事

も

世

間

に

知

ら

れ

て

來

た

の

で

あ

る
。

次

は

日

本

の

建

築

だ

が
、
こ

れ

も

西

洋

か

ら
歸

つ

て

見

る

と
、
日

本

人

と

し

て

は

今

迄

の

日

本

建

築

が

い

か

に

も

住

心

地

よ

く

感

ぜ

ら

れ

て

容

易

に
變

へ

た

く

な

い

や

う

に

思

ふ

が
、
事

實

は

日

に
日
に
變

化

し

て

行

く

。
そ

れ

で

も

住

は

、
衣

食
住

の

三

つ

の

中

最

も

大

き

い

も

の

だ

け

に
、
急

に
變

ら

ぬ

が
、
し

か

し

こ

れ

と

て

永

く

は

此

ま

ゝ

で

は

居

る

ま

い
。
現

に

公

共

の

建

物

は

殆

ん

ど

仝

く

西

洋

化

し

て

ま

つ

た

の

を

見

て

も

わ

か

る
。
さ

て

家

屋

が

か

く

の

如

く

日

に
日
に

西

洋

化

し

行

く

と

な

る

と
、
昔

か

ら

日

本
畫

最

大

の

要

途

で

あ

つ

た

室

内

装

飾

と

云

ふ

事

も

危

く

な

る

わ

け

で

あ

る
。
尤

も

日

本
畫

で

も

光

淋

風

や

土

佐

派

の

も

の

な

ら

ば

格

別

だ

が
、
其

他



の

も

の

に

至

て

は

眞

に

危

い
。

と

先

づ

以

上

の

如

く
觀

て

來

る

と
、
我

邦

の

將

來

は

少

な

く

と

も
一

種

特

別

な

綜

合

的

日

本
畫

が

出

て

ゞ

も

來

な

い

限

り

は

先

づ

西

洋
畫

が

用

ひ

ら

る

と

見

て

よ

か

ろ

う
。
島

村

氏

の

御

話

に

も

日

本
畫

も

西

洋
畫

も

物

足

ら

ぬ

西

洋
畫

は

若

く

前

途

あ

る

が

故

日

本
畫

は

老

い

て

衰

へ

た

る

が

故

に

と

云

ふ

や

う

な

事

を

承

つ

た

が

誠

に

其

通

り

で
、
現

在

の

日

本
畫

が

何

と

か

大

改

良

を

し

や

う

と

す

れ

ば

西

洋
畫

に

な

る

の

外

な

く

、
古

き

ま
ゝ

で

や

つ

て

行

け

ば

時

代

の

趣

味

に
應

じ

な

く

な

る

と

云

ふ

風

で

、
日

本
畫

に

と

つ

て

は

今

が

命

の

境

目

で

あ

ら

う

と

思

ふ
。

さ

て
、
そ

れ

と

し

て

西

洋

謁

の

現

在

を

見

る

と

先

づ

油

糟

と

水

彩

書

と

の

二

つ

に

分

れ

て

居

る

が

、
大

概

は

油

総

で

、
水

彩
畫

專

門

の

人

は

僅

に

二

三

を

以

て
數

ふ

る

位

な

有
樣

で

、
今

の
處

水

彩
畫

は

殆

ど

洋
畫

界

に

は

勢

力

が

な

い

と

云

っ

て

も

よ

い
。
是

は

日

本

ば

か

り

で

な

く

西

洋

で

も

同

じ

や

う

な

有
樣

で

あ

る
。
所

が

近

頃

多

く

の

人

の

評

を

聞

く

と
、
油
繪

は

ま

だ

日

本

の

も

の

に

な

つ

て

居

な

い
、
何

と

な

く

口

本

人

に

は

重
つ

く

ろ

し

す

ぎ

る

が
、
水

彩
畫

は

い

か

に

も

よ

く

日

本

人

の

趣

味

に

合

つ

て

よ

い

と

云

ふ

呼

聲

が

高

い

や

う

で

あ

る

無

論

そ

れ

に

は

勢

力

の

な

い

水

彩
畫

家

に

向

つ

て

の

奨
勵

な

り

、
御

世
辭

な

り

が

交

つ

て

居

る

の

で

あ

ら

う
が

、

ペ

ン

キ

塗

よ

り

も

杉

の

柾

板

を

好

む

と

云
ぷ

や

う

な

日

本

民

族

の

趣

味

が

存

す

る

限

り

は
、
其

等

の

言

の

強

ち

御

世
辭

ば

か

り

で

な

い

事

は

吾

々

の

固

く

信

ず

る

所

で

あ

る
。

建

築

と

の

關

係

か

ら

云

つ

て

も
、
い

か

に

洋

風

の

建

築

が

入

つ

て

來

て

も

そ

れ

が

日

本

趣

味

に

化
せ

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

事

が

疑

ふ

べ

か

ら

ざ

る

以

上

は
、
室

内

装

飾

と

し

て

油
繪

の

全

然

調

知

す

る

事

の

出

來

な

い

の

は

明

か

で

、
其
處

に

日

本

趣

味

と

西

洋

趣

味

と

を

調

和

す

る

に

容

易

な

形

式

が

要
せ

ら

る

ゝ

に

違
ひ

な

い
、
此

點
に

於

て

は
、
水

彩
畫

こ

そ

當

に

其

任

に

當

る

べ

き

形

式

で

あ

ら

う

と

思

ふ
。

今

一

つ

油
繪

と

水

彩
畫

と

を

比

較

し

て

見

れ

ば

、
油
繪

は

概

し

て
畫

面

が

大

き

く

、
水

彩
畫

は

総

じ

て

大

な

る



自
然

を

小

な

る
畫

面

に

と

り

入

れ

や

う

と

つ

と

め

る

油
繪

を

ピ

ア

ノ

と

す

れ

ば

水

彩
畫

は

バ

イ

オ

リ

ン

に

比

す

べ

き

も

の

で

あ

ら

う
。
油
繪

と

水

彩
畫

ピ

ア

ノ

と

バ

イ

オ

リ

ン
、
何

れ

が

果

し

て

よ

く

日

本

人

の

生

活

に

適

し

て
、
よ

く

藝

術

的

職

務

を

完

了

し

得

る

か
、
無

論

吾

人

は

將

來

に

於

て

水

彩
畫

は

油
繪

よ

り

も
、
日

本

人

の

趣

味

に

適

し

、
日

本

の
繪
畫

を

し

て

最

も

國

民

的

の

特

色

を
發

揮
せ

し

め

得

る

も

の

と

信

ず

る
。

今
一

つ

吾

々

の

考

へ

た

い

の

は

吾

人

が

外

國

へ

行

つ

て

い

つ

も
畫

を

見

て

感

ず

る

事

は
、
油
繪

で

は

殆

ど

あ

ら

ゆ

る

仕

事

を

自

由

自

在

に

や

っ

て

あ

る

の

で

、
日

本

人

が

そ

れ

に

手

を

つ

け

て

い

か

に

努

力

す

る

と

て

あ

れ

以

上

の

仕

事

を

す

る

の

は

到

底

不

可

能

で

あ

る

と

云

ふ

事

で

あ

る
。
し

か

し
轉

じ

て

水

彩
畫

を

見

る

と

こ

れ

は

漸

く

百

年

程

前

に

英

國

で

芽

を

出

し

た

位

な

も

の

だ

け

に
、
ど

こ

に

か
發

展

の
餘

地

が

あ

る

よ

う

に

思

は

れ

る

の

で

あ

る
。
そ

れ

に

水

彩
畫

の

初

期

の

作

品

を

見

る

と

ま

る

で

日

本
畫

に
對

す

る

や

う

な

氣

持

が

す

る

程

で

い

か

に

も

日

本

人

の

仕

事

と

し

て

有

望

な

も

の

の

や

う

に

感

じ

さ
せ

る
。
で

思

ふ

に
、
も

し

日

本

人

が

此

形

式

を

假

り

來

つ

て
、
い

や

が

上

に

も

努

力

を

重

ね

て

行

た

な

ら

ば

、或

は

水

彩
畫

は

日

本

の

も

の

だ

と

云

ふ

や

う

に

な

り

は

す

ま

い

か
。
ま

あ

こ

ん

な

世

界

的

な

希

望

も

あ

り

、
旁

々

水

彩
畫

を

以

て
日

本

將

來

の
繪
畫

の
中

心

と

し

た

い

と

云

ふ

信

念

が
益

々

固

く

な

る

ば

か

り

で

あ

る

。

た

ゞ

今

の

所

水

彩
畫

に
缺

け

て

居

る

の

は

、
人

物

を
畫

く

事

だ

が
、
も

と
も
と

水

彩
畫

は

多

く

風

景

の

方

に

適

し

た

も

の

と

な

つ

て

居

る

の

で

、
此
點

な

ど

も

少

な

か

ら

ず

日

本

趣

味

と

一

致

し

て

居

る

よ

う

に

思

ふ
。
何

を

云

つ

て

も

ま

だ

水

彩
畫

が

日

本

へ

來

て
獨

立

し

て

展
覽

會

に

出

る

や

う

に

な

つ

て

か

ら
、
十

年

に

も

な

ら

ぬ

の

だ

か

ら
、
何

れ

は

將

來

を

期

し

て

見

る

べ

き

大

事

業

な

の

で

あ

る
。
そ

れ

で

も

事

實

と

し

て

水

彩
畫

が

年

一

年
畫

會

に

増

加

し

て

行

く

事

や

其

趣

味

が

非

常

な

勢

で

世

間

殊

に

青

年

男

女

學

生

の

問

に

傳

播

し

て

あ

る

事

や
、
又

は

油
繪

が

眞

を
寫

す

に

長

け

て

居

る

に

も

拘

ら

ず

、
肖

像
畫

を

水

彩
畫

で
畫

い

て

ほ

し

い

と

云

ふ

人

の

多

く

な

り

ゆ

く

事

や
、
い

ろ
い
ろ

　

の

事

象

を

綜

合

し

て
、吾

人

は
益

々

意

を

強

く

す

る

の

で

あ

る
。
で

、
更

に

將



來

の

日

本

の
繪
畫

を
豫

想

し

て

見

る

と
、
人

物

は

油
繪

、
風

景

は

水

彩
畫

、
装

飾

は

日

本
畫

と

云

ふ

や

う

な
一

つ

の

見

界

も

立

た

ぬ

で

は

な

い

が
、
結

局

は

水

彩
畫

に

統

一

さ

れ

た

日

本
獨

特

の
畫

風

の
獨

占

時

代

を

豫

想
せ

ざ

る

を

得

な
い

。
但

し

之

は

水

彩
畫

家

と

し

て

の
自

分

の

信

念

で

あ

る

事

を
斷

つ

て

置

き

た

い
、
尚

最

後

に

一

言
斷

つ

て

置

か

ね

ば

な

ら

ぬ

の

は

、
水

彩
畫

と

云

ふ

と
、
吾

々

が

今
日
畫

い

て

居

る

や

う

な

も

の

ば

か

り

に

思

つ

て

居

る

人

が

世

間

に

多

い

や

う

だ

が

、之

れ

は

大

な

る

誤

解

で
、
吾

々

が

今

日

水

彩
畫

で

あ

る

と

云

つ

て

公

に

し

て

居

る

の

は

、
ま

だ

ホ
ン

の

研

究

に

す

ぎ

な

い

の

で

、眞

に

吾

々

の

以

て

誇

と

す

べ

き

水

彩
畫

は

ま

だ

な

か
な
か

示

し

得

ぬ

の

で

、吾

々

は

た

だ

そ

れ

を

得

ん

が

爲

め

に

苦

悶

し

つ

ゝ

あ

る

の

で

あ

る
。
或

は

吾

人

の

生

涯
中

に

そ

れ
を

得

ら

る

ゝ

か
、
若

し

く

は

幾

年

の

後

に

そ

れ

を

得

る

か
、
兎

に

角

に

吾

々

は

一

歩
一
歩
其

理

想

に

向

つ

て

進

み

つ

ゝ

あ

る

の

で

あ

る
。

　

此

項

は

、
先

頃

早

稻

田

文

學
社

の

た

め

に

談

話
せ

ら

れ

し

も

の

な

れ

ど
、
吾

々

が

水

彩
畫

に
對

す

る

信

念

の

　

那

邊

に

あ

る

か
を

『
み
づ

ゑ
』
讀

者

に

も

知

ら
せ

た

く

重

ね

て
こ

ゝ

に

掲

ぐ

る

事

と

し

た

り

(
編

者

)


