
中村 彝 の2つ の 《自画像 》― 第7回 太 平洋画会展 出品作 と第4回 文展 出 品作
田所夏子

は じめ に

37歳 で 夭 折 し た 中 村 彝(18871924)は 、 対 象
の 生 命 感 や 深 遠 な 内 省 的 世 界 を 描 き 出 す 画 風 で

数 々 の 傑 作 を 残 し た 大 正 期 を代 表 す る 画 家 の ひ と

りで あ る 。 ま た 生 涯 を 通 じて 自画 像 を 描 き続 け た
こ と で も 知 られ 、 な か で も当 館 所 蔵 の 《自画 像 》

(fig.1－ 以 下 、 《自 画 像(BMA)》 ） は 、17世 紀 オ
ラ ン ダ の 画 家 レ ン ブ ラ ン ト ・フ ァ ン ・レ イ ン

（16061669） の 影 響 を 濃 厚 に 示 す 初 期 の 代 表 作
と い え る 。 同 時 期 の 作 例 の 中 で も特 に 完 成 度 が 高

く、 《海 辺 の 村 （白壁 の 家 ）》(fig.2)と と も に 《肖

像 》 と い う タ イ トル で1910（ 明 治43） 年 の 第4回

文 展 に 出 品 さ れ た 重 要 な 作 品 で あ る 。 に も関 わ ら

ず 本 作 品 が 制 作 さ れ た 年 に つ い て は 、 主 要 な 画 集

fig.1
中 村 彝 《自 画像 》 油彩 、
石 橋 財 団 ブ リ ヂ ス トン美 術 館

fig.2
中村 彝 《海辺 の 村(白 壁 の 家)》1910年 、 油 彩 、
東 京 国立 博 物 館

や 展 覧 会 図 録 で 大 き く分 け て1909(明 治42)年 と

す る 説 と 、1910(明 治43)年 とす る 説 とが あ り、
い ま だ に 明確 に な っ て い な い 。 こ の 混 乱 の 要 因 の

ひ とつ と考 え られ る の は 、1917(大 正6)年3月26

日 に 書 か れ た 彝 の 中 村 春 二 宛 書 簡 に あ る 次 の 記 述
で あ る 。

然 し只 弱 つ て 居 る の は経 費 の 点 で す 。 今 ま で は

ど う に か 出 来 る だ け や つ て 来 ま した が 、 実 は 今

少 し で 嚢 中 が 怪 し く な る の で 、 今 後 の 処 置 に 窮

して 居 る の で す 。 画 室 に は絵 が 沢 山 あ り ます が 、

自 画 像(明 治 四 十 六[マ マ]年 太 平 洋 画 会 出 品 、

翌 年 文 展 出 品)と 小 さ な 女 の 胸 像 と を 除 い て は

皆 駄 作 許 りで 、 人 に お 譲 り出 来 る様 な も の は 一

枚 も な い の で す 。1)(下 線 筆 者 、 以 下 同)

こ の 年 の 初 め 彝 は 大 喀 血 を し、 絶 対 安 静 を 余 儀

な くさ れ て い た 。 そ れ ま で 物 心 共 に支 援 し て くれ
て い た 中村 屋 主 人 で あ る 相 馬 愛 蔵 ・黒 光 夫 妻 の 長

女 俊 子 と の 恋 愛 問 題 を こ じ らせ た ま ま 思 う よ う に

体 を 動 か す こ と もで き な い 彝 は 、 生 活 費 の 工 面 に

困 り果 て て い た 。 こ の 書 簡 は 彝 の 重 要 なパ ト ロ ン

で あ っ た 実 業 家 今 村 繁 三 に援 助 を頼 む た め 、 今 村

の 親 友 で 成 蹊 学 園 創 立 者 の 中 村 春 二 か ら苦 しい 状

況 を 今 村 に 話 し て も ら い た い と お 願 い す る た め の

も の で 、 上 記 引 用 箇 所 は そ の 今 村 へ の 見 返 りの 品

す ら ま ま な ら な い こ と を 説 明 して い る 。 な お 、 文

中 「自 画 像(明 治 四 十 六 年 太 平 洋 画 会 出 品 、 翌 年

文 展 出 品)」 と あ る が 、1912(明 治45)年7月30日
に は 明 治 天 皇 崩 御 の た め 改 元 し元 号 は 大 正 と な っ

て い る 上 、1913(大 正2)年 に 彝 が 太 平 洋 画 会 に

自 画 像 を 出 品 し た 記 録 は な い 。2年 連 続 で 自 画 像

を 出 品 して い る 点 か ら 考 え て 、1909(明 治42)年
の 第7回 太 平 洋 画 会 展 と1910(明 治43)年 の 第4回

文 展 を意 味 して い る 可 能 性 が 高 い 。
こ の 書 簡 の 内 容 か ら 第4回 文 展 に 出 品 さ れ た 《自

画 像(BMA)》 は 、 し ば し ば 前 年 に 開 催 さ れ た 第
7回 太 平 洋 画 会 展 に も 出 品 さ れ た も の と解 釈 さ れ 、

1909（ 明 治42） 年 作 とす る説 が 採 用 さ れ て い た よ

う で あ る 。 し か し な が ら 第7回 太 平 洋 画 会 展 の 全

出 品 作 品 が 掲 載 され た 目録 が 現 存 し な い た め 、 作

品 を 同 定 す る の は 極 め て 困 難 な 状 況 で あ る 。 そ も

そ も2年 続 け て2つ の 展 覧 会 に 同 じ作 品 を 出 品 す る
こ と 自体 不 自然 で 考 え に くい 。 ま た 、 こ の 時 期 彝

が2つ の 大 き な 自 画 像 を 仕 上 げ た と い う 証 言 も
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あ っ て 、 第7回 太 平 洋 画 会 展 に 出 品 さ れ た も の と

第4回 文 展 に 出 品 さ れ た も の と は 別 の 作 品 で 、 《自

画 像(BMA)》 は 後 者 の み に 出 品 さ れ た1910(明

治43)年 作 とす る見 方 が 近 年 主 流 で あ る 。
そ こで 本 稿 は 、 第4回 文 展 出 品 自画 像 と第7回 太

平 洋 画 会 展 出 品 自 画 像 そ れ ぞ れ の 展 覧 会 評 や 作 品
を 実 見 した 友 人 た ち の 証 言 を も と に 、 改 め て 《自

画 像(BMA)》 の 基 本 デ ー タ と な る 制 作 年 と 出 品

歴 に つ い て 検 証 を 試 み る こ と を 目的 と し た い 。

1.2つ の自画像
―太平洋画会 出品作 と文展 出品作

中 村 彝 は1910(明 治43)年 、 上 野 の 竹 之 台 陳 列

館 で 開 催 さ れ た 第4回 文 部 省 美 術 展 覧 会(文 展)

に 《肖 像 》 と 《海 辺 の 村(白 壁 の 家)》 を 出 品 し、

後 者 は 三 等 賞 を受 賞 した 。2作 品 と も当 時 の 目録

に 図 版 が 掲 載 さ れ て お り、 《肖 像 》 と題 さ れ た 作

品 が 《自画 像(BMA)》 と 同 一 で あ る こ と は 間 違

い な い 。 画 面 に 対 し て や や 斜 め に構 え鑑 賞 者 に 視

線 を 向 け る 構 図 や 、 左 上 か ら差 し込 む 光 が 表 情 に

深 い 陰 影 を 生 む ドラ マ テ ィ ッ ク な 明 暗 表 現 は 、 レ
ン ブ ラ ン トの 自画 像 か らの 強 い 影 響 を示 して い る 。

ま た彝 は1909(明 治42)年6月 の 第7回 太 平 洋 画

会 展 に も 自 画 像 を 出 品 し、 この 年 か ら 設 け ら れ た

奨 励 賞 の 最 初 の 受 賞 者 と な り、 同 時 に 同 会 正 会 員
の 候 補 者 に 推 薦 さ れ て い る 。 と こ ろ が こ の 年 の 太

平 洋 画 会 展 は 、 一 部 の 出 品 作 品 の 図 版 が 掲 載 さ れ

た カ タ ロ グ の み 現 存 し、 全 作 品 が 記 載 さ れ た 出 品

目録 は 見 つ か っ て い な い 。 残 さ れ た カ タ ロ グ に は

彝 の 作 品 図 版 は 掲 載 さ れ て お らず 、 そ の た め 出 品

さ れ た 自画 像 を特 定 す る こ と は 難 し い 。 しか し 当

時 の 展 覧 会 評 の な か に は 、 彝 の 出 品 した 自画 像 に

関 す る 言 及 が い くつ か 見 ら れ 、 そ こ か ら お お よ そ
の 作 品 の 雰 囲 気 を 想 像 す る こ と は 可 能 で あ る 。 以

下 に そ の 言 及 箇 所 を 引 用 す る 。

分 な も の で 太 平 洋 賞 を 受 け た 。 恐 ら く君 の 出 世

作 で あ ら う 。 柏 亭 氏 が ドギ ツ イ と云 つ て あ ま り

好 意 あ る 評 言 を 加 へ な か つ た 事 を 私 は 意 外 と し、

不 服 に思 つ た ほ ど で あ る 。3)

日暮 里 の 下 宿 の 穢 い 六 畳 の 部 屋 に は 、 当 時 鏡 が

た っ た 一 つ 置 か れ 、 そ の 周 囲 の 壁 に は 多 くの 自

画 像 で 殆 ん ど埋 め ら れ て い た 位 だ っ た 、 彝 サ ン

程 自 画 像 を よ くか い た 人 も珍 しい 、 パ イ プ を く

は え た 自画 像 が 当 時 の 太 平 洋 画 会 の 展 覧 会 で 最

初 の 奨 励 賞 を貰 っ た の も 、 そ の 当 時 で あ る 。4)

以 上 の よ う な評 か ら 、 浅 野 徹 氏 は 彝 の 没 後 最 初

に 出 版 さ れ た 画 集 『中 村 彝 作 品 集 』(no.22、 中 村

彝 作 品 刊 行 会 、1926年11月)に 掲 載 さ れ て い る横

向 き の 半 身 自 画 像(fig.3)が そ れ に該 当 す る と 考

え ら れ る と指 摘 し て い る5)。残 念 な が ら、 『中 村 彝

作 品 集 』 に掲 載 さ れ た モ ノ ク ロ 図 版 が 不 鮮 明 な た

め 、 先 に挙 げ た い くつ か の 証 言 に あ る 「煙 草 を燻

ら す 」 「パ イ プ を くは え た 」 と い う 特 徴 的 な 要 素

に つ い て は は っ き り と判 別 す る こ と は 難 し い 。 し

か し 、 逆 に こ れ ら の 言 及 さ れ て い る特 徴 は 《自 画

像(BMA)》 に は 見 ら れ な い 点 を 多 々 示 し て お り、

や は り太 平 洋 画 会 展 に 出 品 さ れ た の は 《自 画 像

(BMA)》 で は な い 別 の 作 品 で あ る 可 能 性 が 高 い
と言 え る だ ろ う 。 こ の こ と は 、 以 下 に 引 用 す る 戸

張 弧 雁(18821927)に よ る 回 想 に よ っ て さ ら に

補 足 さ れ る 。

日暮里の下宿 に居 る間に、大 きな自画像が(公
け に さ れ た)二 枚 出 来 た 。 其 の 一 つ は 少 し く斜
の向 きで(太 平洋画会展覧会に出品 したもの)

会員外 の出品で奨励賞の月桂冠 を得た作である。
鹿 子 木 氏 な ど に 能 くあ る ク ラ シ ッ ク 風 の 画 で 、

衣服 と背景 との深黒裡か ら血色の好い顔が出て
居 る。沈静 な画趣の裡 に人間らしい情緒 のほの
め い て 居 る の が 、 ひ ど く観 者 の 興 を 牽 い た 。 た

だ 憂 ふ べ きは 此 の種 の 画 が 、 亦 た 動 も す れ ば 形

式 を 遂 は ん と す る 奇 険 に 臨 め る こ とで あ る 。2)

それか ら間もない頃太平洋画会 に出品 された煙
草を燻 らす 『自画像』 によつて初 めて君の作品
を知つた。それは既に完全 した技能 を示す に充

fig.3
中 村 彝 《自画 像 》1909年 、 油 彩 、
所 在 不 明
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色 彩 も ま だ 十 分 に 落 着 きが な か つ た が 、 も う 一
つ は 最 後 ま で 君 の 画 室 に 懸 け て あ つ た も の で 、

そ れ を 描 く時 は 詳 し く レ ン ブ ラ ン トな ど を研 究

して 、 自分 か ら も其 網 版 や 三 色 版 な どの 印 刷 物

を参 考 に貸 した り、 光 線 の 取 方 な ど に 就 い て も

随 分 詳 し く 質 問 を 受 け た り し た も の で あ つ

た 。6)

彝 が 日暮 里(北 豊 島 郡 田 端 村 日暮 里1054番 地)
に 移 り 住 む の が1909(明 治42)年2月10日 の こ と

で あ る 。 そ の 後 同 年6月25日 に 日 暮 里1067番 地 の

神 田 方 へ 移 り、 翌 年6月2日 に は 日 暮 里1066番 地 晩

翠 館 二 階 に移 っ て い る 。 こ の 部 屋 に は 、1911(明

治44)年12月 に 中 村 屋 裏 の 柳 敬 助(18811923)

が 使 っ て い た 画 室 へ 移 る ま で 住 ん で い た 。 日暮 里
で 暮 ら し た1909～1911(明 治42～44)年 ま で の2

年 間 で3回 場 所 を 移 っ て い る も の の 、 い ず れ も 近

所 で あ る 。

太 平 洋 画 会 展 が1909(明 治42)年6月4日 ～29日

に 上 野 公 園 竹 之 台 陳 列 館 で 開 催 さ れ て い る こ と か

ら 、 同 展 出 品 自 画 像 は戸 張 の 証 言 に倣 え ば 日暮 里

の 下 宿 に 移 っ た 同 年 の2月10日 か ら展 覧 会 が 開 会

す る6月4日 ま で の あ い だ に 描 か れ た こ と に な る 。
一 方 、 文 展 出 品 自画 像 に つ い て は次 の よ う な 証 言
が あ る 。

太 平 洋 の 研 究 所 で ウ マ イ 人 だ と思 つ て い た が 、

初 め て 彝 君 と い ふ 人 が 頭 に 入 つ た の は 、 文 展 の

何 回 か の 締 切 の 日 、 い か に も遅 く な つ て か ら慌

てゝ二点作品を持つて来 られた時だ。夫れは房
州 の 画 で 、 倉 の あ る 海 岸 の 通 り と岩 の 画 だ つ た

と思 ふ が 、 中 々 しつ か り し た 出 来 で あ つ た 。 入

選 間 違 ひ な い と思 つ た の で 、 大 急 ぎ で 持 込 む 事

を お 勧 め し た 。 確 か 一 つ は 額 縁 も な か つ た 様 に

覚 え る 。 此 れ が 彝 君 の 世 間 に 認 め ら れ た 第 一 歩

で し た 。7)

君 が 文 展 に 出 品 し た 自 画 像 を描 い た 時 、 君 を し

て ど う して も満 足 せ しめ ぬ 一 小 部 分 の 為 に 、 其
一 局 部 を 三 十 二 三 遍 削 り直 し 、 自分 の 得 心 の 行

く迄 や り遂 げ る と い ふ 熱 心 と真 剣 な 態 度 は 、

我 々 の 常 に 敬 服 す る 処 で あ つ た 。8)

最 初 の 証 言 が 第4回 文 展 出 品 時 の こ と を 語 っ て
い る の は 明 らか で あ る 。 つ ま り 《海 辺 の 村(白 壁

の 家)》 と 《自 画 像(BMA)》 は 締 切 間 近 に 、 す

な わ ち 文 展 が 開 会 す る1910(明 治43)年10月14日

か ら そ れ ほ ど遠 く な い 頃 に 仕 上 げ ら れ た こ と に な
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る 。

こ の 時 間 軸 に つ い て は 、 森 口 多 里 に よ る 画 集

『中 村 彝 』(ア ト リ エ 社 、1941年)に 、 図 版 こ そ

な い が 太 平 洋 画 会 展 出 品 の 《自 画 像 》 が 「明 治42

年 作 」 と し て 、 ま た 第4回 文 展 出 品 《肖 像 》が 「明

治43年 作 」 と して 巻 末 の 「主 要 作 品 目録 」 に 記 載

さ れ て い る こ と と符 合 す る。 ま た 、 当 該 画 集 に お
い て い ず れ の 自画 像 も大 き さ は 「二 十 五 号 」 と記

さ れ て お り、 《自画 像(BMA)》 の 大 き さ が80.6×
61.0cmで あ る こ と と一 致 して い る 。

彝 の 生 前 刊 行 さ れ た 雑 誌 『美 術 』第1巻 第5号(大

正6年3月)に 掲 載 さ れ た 《自 画 像(BMA)》 の 図

版 下 に は 「明 治 四 十 二 年 冬 」 と あ り、 彝 が1909(明

治42)年 の 冬 に 一 度 完 成 させ て い た 可 能 性 が あ る

点 は 留 意 した い が 、 誤 植 や 間 違 い で あ る 可 能 性 も

十 分 考 え ら れ る 。 彝 の 友 人 た ち の 証 言 に よ り翌 年

の 文 展 出 品 の 直 前 ま で 繰 り返 し 手 を 入 れ 続 け た と

さ れ る こ と か ら、 少 な く と も本 作 品 が 完 成 し た の

は 「1910(明 治43)年 」 で あ る こ と は 明 ら か で あ

る 。
つ ま り 日暮 里 時 代 に 制 作 さ れ た2つ の 自 画 像 は 、

まず1909(明 治42)年 の2月 か ら6月 ま で の 間 に 最

初 の 作 品 が 完 成 さ れ 、 も う ひ と つ の 自 画 像 は 翌

1910(明 治43)年10月 頃 ま で 手 を入 れ 続 け 完 成 さ

れ た 。 そ し て2作 品 と も ほ ぼ 同 じ 大 き さ で 描 か れ 、

前 者 は1909(明 治42)年 の 第7回 太 平 洋 画 会 展 で

奨 励 賞 を 受 賞 し、 パ イ プ を くわ え 煙 草 を 燻 らす や

や 斜 め 向 き の 半 身 自画 像 で 「鹿 子 木 氏 な ど に 能 く

あ る ク ラ シ ッ ク風 の 」 作 品 で あ っ た 。 後 者 は1910

(明 治43)年 の 第4回 文 展 に 出 品 さ れ 、 詳 し く レ
ン ブ ラ ン ト な ど を 研 究 し た も の で 、 《自 画 像

(BMA)》 で あ っ た 。
以 上 を 踏 ま え る と、 し ば し ば 《自 画 像(BMA)》

が 太 平 洋 画 会 展 と文 展 と両 方 に 出 品 され た とい う

誤 解 を 招 く要 因 と な っ た 彝 の 中 村 春 二 宛 書 簡 の 解

釈 に は 慎 重 に な ら ざ る を得 な い 。 す な わ ち 、 「画
室 に は 絵 が 沢 山 あ り ます が 、 自 画 像(明 治 四 十 六

[マ マ]年 太 平 洋 画 会 出 品 、 翌 年 文 展 出 品)と 小
さ な 女 の 胸 像 と を 除 い て は皆 駄 作 許 りで 、 人 に お

譲 り出 来 る 様 な も の は 一 枚 も な い の で す 。」 と い

う記 述 に あ る 自 画 像 に つ い て は 、 「明 治 四 十 六 年

[マ マ]太 平 洋 画 会 と、 翌 年 文 展 の 両 方 に 出 品 さ
れ た 自 画 像 」 と読 む の で は な く、 「明 治 四 十 六 年

[マ マ]太 平 洋 画 会 に 出 品 し た 自画 像 と、 翌 年 文

展 に 出 品 した 別 の 自画 像 」 と読 む こ と で 、 事 実 関

係 の 整 合 性 が とれ る の で あ る 。 付 け 加 え る な ら ば 、

雑 誌 『美 術 』 第1巻 第5号(大 正6年3月)に 掲 載 さ

れ た ア トリ エ に 腰 掛 け る彝 の 写 真(「 畫 室 に 於 け



る 中 村 彝 君 」)に は 、 不 鮮 明 な が ら 『中 村 彝 作 品

集 』 掲 載 の 横 向 きの 半 身 自画 像 と思 わ れ る 作 品 が

壁 に 、 そ し て 《自 画 像(BMA)》 が イ ー ゼ ル に 掛

け られ て 写 っ て お り、 中 村 春 二 宛 書 簡 を さ ら に 裏

付 け て い る(fig.4)。 左 端 に も 自 画 像 と思 わ れ る

円 形 の作 品 が 掛 か っ て い る が 、 大 き さ か ら言 っ て

除 外 して 良 い だ ろ う 。 こ の 写 真 と書 簡 の 内 容 か ら

考 え て も、 第7回 太 平 洋 画 会 展 に 出 品 さ れ た の は

『中 村 彝 作 品 集 』 掲 載 の 半 身 自 画 像 で あ る 可 能 性

が 高 い と思 わ れ る 。

2.レ ン ブ ラ ン トの 受 容

彝 は1909～1910(明 治42～43)年 頃 に レ ン ブ ラ
ン ト風 の 自 画 像 を集 中 して 制 作 し て お り、 《自画

像(BMA)》 は そ の 中 で も特 に 高 い 完 成 度 を示 し
て い る 。 そ こ で 次 に 彝 の レ ン ブ ラ ン ト受 容 の 過 程

を整 理 し 、 初 期 に 見 ら れ る 一 連 の レ ン ブ ラ ン ト風

自 画 像 群 に お け る 《自 画 像(BMA)》 の 位 置 づ け

を 見 直 し て み た い 。
レ ン ブ ラ ン ト と の最 初 の 出 会 い は 幼 年 学 校 時 代 、

一 枚 の絵 葉 書 か らで あ っ た と い う 。 明 治 末 頃 、 日

本 で は 美 術 雑 誌 な ど に お い て レ ン ブ ラ ン トが さ か

ん に 紹 介 され て い た 。 た と え ば 『美 術 新 報 』 で は 、

1902(明 治35)年 の8月 か ら11月 に か け て レ ン ブ

ラ ン トに つ い て8回 の 連 載 が 組 ま れ て い る 。 さ ら

に 、 生 誕300年 に あ た る1906(明 治39)年 に は 石

橋 望 雲 に よ る 「れ ん ぶ ら ん と 三 百 周 年 祭 紀 念 」
が 全7回 に 渡 っ て 連 載 さ れ た 。 ち ょ う ど こ の 年 本

格 的 に 画 家 に な る こ と を 志 し て 白 馬 会 研 究 所 に入

門 し て い た 彝 が こ れ ら の 情 報 に 敏 感 で あ っ た と し
て も不 自然 で は な い だ ろ う 。

ま た 友 人 で 彫 刻 家 の 中 原 悌 二 郎(18881921)
の 回 想 に よ れ ば 、 彝 は1909(明 治42)年 頃 丸 善 で

高 額 の レ ン ブ ラ ン トの 赤 表 紙 の 画 集 を 購 入 し、 手

fig.4
ア トリエ の 中村 彝 と2つ の 自画 像
(雑誌 『美術 』 第1巻 第5号 、1917年 よ り転 載)

垢 で 真 っ 黒 に な る 程 繰 り返 し見 つ め な が ら研 究 し

て い た とい う。 お そ ら く こ の 画 集 と の 出 会 い は彝

の レ ン ブ ラ ン ト受 容 の 過 程 に お い て 重 大 な役 割 を

果 た し た だ ろ う 。 彝 が 丸 善 で 手 に 入 れ た 画 集 は 、

A.ロ ー ゼ ン ベ ル グ に よ る 赤 表 紙 の 画 集 『Rem

brandt:des　Meisters　Gemaldein　in　643　Abbildungen』

(1909年 出 版 、 第3版)で あ る こ とが 判 明 し て い
る9)。こ れ は 相 馬 家 の 主 催 す る 中 村 屋 サ ロ ン に 顔

を 出 し て い た 彫 刻 家 の 荻 原 守 衛(18791910)が

ヨ ー ロ ッパ 留 学 の 際 に オ ラ ン ダ か ら 持 ち 帰 っ た 画

集(第2版 、1906年 出 版)の 第3版 で あ り、 モ ノ ク
ロ な が ら643点 も の 図 版 が 掲 載 さ れ て い た 。 さ ら

に 、 戸 張 弧 雁 か ら網 版 や 三 色 版 を 借 り、 光 線 の 取

り方 につ い て も研 究 した が 、 暗 い 下 宿 屋 の 一 室 で

そ れ ら の 複 製 物 か ら レ ン ブ ラ ン トの 光 を 学 ぶ の は

想 像 以 上 に難 し く、 そ の た め の 種 々雑 多 な 道 具 が

「安 芝 居 の 楽 屋 以 上 の 見 もの 」 の よ う に 用 意 さ れ

て い た とい う10)。

暗 く沈 ん だ 色 彩 の た め 細 部 の 判 別 が 難 しい が 、

《自 画 像(BMA)》 に 描 か れ た 黒 の 丸 帽 子 に 黒 い

和 服 姿 は 、 当 時 彝 が 「黒 の 木 綿 の 紋 付 き羽 織 に 白
い 紐 、 荻 原 守 衛 を ま ね た 黒 の ソ フ トの お 釜 帽 とい

う姿 で 研 究 所 に 通11)」っ て い た とい う証 言 と一 致

し て い る 。 左 斜 め 上 部 か ら差 し込 む 光 線 が 額 と鼻 、

袴 の 袷 の 隙 間 か ら の ぞ く胸 元 に あ た り 、 眉 は ひ そ

め ら れ 僅 か に 開 い た 口 元 か らは 歯 が み え て い る 。

描 か れ た 表 情 か ら 本 作 品 に 「に が む し」 と い うあ

だ 名 が つ い た と さ れ る が 、 レ ン ブ ラ ン トの 自画 像

に も故 意 に 表 情 を ゆ が め た もの が しば し ば 見 受 け

ら れ る 。 ロ ー ゼ ン ベ ル グ の 赤 表 紙 の レ ン ブ ラ ン ト

画 集 に も類 似 す る特 徴 を備 え た 自画 像 が 掲 載 され

て お り、 た と え ばno.B175の 《自 画 像 》(fig.5、

た だ し現 在 は 自 画 像 で は な い と い う 見 方 や 、 レ ン

ブ ラ ン トの 弟 子 の 作 で あ る とい う指 摘 が な さ れ て

い る)やno.B430の 《ベ レ ー 帽 を か ぶ っ た 立 襟 の

自 画 像 》(fig.6)な ど を 制 作 の 際 参 考 に し た 可 能

性 が 考 え ら れ る12）。
しか し彝 は レ ン ブ ラ ン ト同 様 生 涯 を通 じて 自画

像 を 描 き続 け る 一 方 、 そ の 画 風 に 関 し て は 《自画

像(BMA)》 以 降 明 る い 色 調 と 自 由 な筆 致 に よ る

印 象 派 風 へ 、 そ して 晩 年 に は セ ザ ン ヌ や エ ル ・グ
レ コ を 思 わ せ る 画 風 へ と 変 化 して い く。 第4回 文

展 に 同 時 に 出 品 さ れ た 《海 辺 の 村(白 壁 の 家)》
は す で に 印 象 派 を 思 わ せ る 筆 致 と色 彩 が 顕 著 で あ

る し、1911(明 治44)年 に 制 作 さ れ た 《麦 藁 帽 子

の 自 画 像 》(fig.7)は 明 ら か に 印 象 派 研 究 の あ と

を 見 せ て い る 。 ま た 、 彝 は 《自 画 像(BMA)》 を

仕 上 げ る に 当 た っ て 大 変 な こ だ わ り と周 囲 が 敬 服
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す る ほ ど の 努 力 を も っ て 取 り組 む と 同 時 に 、 以 下
の よ う に あ る 人 か ら 「色 盲 」 と言 わ れ た こ と に憤

慨 し 、 以 後 色 彩 研 究 に没 頭 し た とい う証 言 もあ る 。

君 は 其 当 時 或 人 か ら色 盲 と言 は れ た 事 に非 常 に

昂 奮 し た 。 『何 だ?俺 を色 盲 視 す る 様 な 奴 の 気

が 知 れ ん 。 今 に 見 て 居 れ 』、 そ れ は 当 時 の 君 の

気 概 で あ つ て 、 君 は色 彩 に対 す る 或 確 信 を 持 つ

て 居 た の で あ る 。 そ れ 以 来 色 彩 の 研 究 に没 頭 し

た 。13)

す で に1909(明 治42)年 の 第3回 文 展 で は 印 象

派 を 取 り 入 れ た 山 脇 信 徳(18861952)の 《停 車

fig.5
レ ン ブ ラ ン ト 《自 画 像(?)》1641年 頃

(?)、 油 彩 、 ノ ー ト ン ・サ イ モ ン 財 団

(ロ ー ゼ ン ベ ル ク に よ る 画 集 、 第3版
よ り転 載)

場 の 朝 》(戦 災 で 焼 失)が 褒 状 を 受 け 、 第4回 文 展
で も 山 下 新 太 郎(18811966)《 読 書 》(1908年 、

石 橋 財 団 ブ リ ヂ ス ト ン 美 術 館 蔵)を は じめ ヨ ー
ロ ッパ 留 学 か ら帰 国 し た 画 家 た ち に よ る 印 象 派 や

そ れ 以 後 の 影 響 を 受 け た 作 品 が 次 々 と 発 表 さ れ て
い た 。 雑 誌 『白 樺 』 が 創 刊 し そ れ らの 美 術 動 向 が

紹 介 さ れ た こ と も、 彝 の み な ら ず 大 正 期 の 美 術 界

全 体 に大 き な 影 響 を与 え て い た 。

こ う し た 背 景 か ら 、 あ る 意 味 ま っ た く対 照 的 と

も 言 え る レ ン ブ ラ ン ト 的 明 暗 の 対 比 が ド ラ マ

テ ィ ッ ク な 《自 画 像(BMA)》 と 同 時 に 印 象 派 的

で 色 彩 豊 か な 《海 辺 の 村(白 壁 の 家)》 が 出 品 さ

れ 、 そ の 後 彝 の レ ン ブ ラ ン ト研 究 は い っ た ん 区 切

り を つ け る こ と と な っ た 。 事 実 、 こ の と き 彝 は3

等 賞 を 受 賞 し た 《海 辺 の 村(白 壁 の 家)》 を 今 村

繁 三 に売 っ た 代 価 の 一 部 で ミ レ ー の ド ロ ー イ ン グ
の 初 版 画 集 を 丸 善 で 購 入 し て い る 。 《自 画 像

(BMA)》 を 第4回 文 展 に 出 品 し て 以 降 、 彝 は 次
の 段 階 へ と歩 み を 進 め て い た と い え る だ ろ う 。

ま た 、 《麦 藁 帽 子 の 自 画 像 》 は 作 品 に 記 さ れ た

年 記 か ら1911(明 治44)年5月15日 に 完 成 さ れ た
こ とが 分 か る 。 こ の 作 品 は 、 印 象 派 の 画 家 ピ エ ー

ル=オ ー ギ ュ ス ト ・ル ノ ワ ー ル(18411919)や ポ

ス ト印 象 派 の 画 家 フ ィ ン セ ン ト ・フ ァ ン ・ゴ ッ ホ

(18531890)な ど の 影 響 が 指 摘 さ れ て い る も の
で 、1910(明 治43)年10月 の 《自 画 像(BMA)》

発 表 後 約 半 年 の う ち に 彝 の 画 風 が 大 き く変 化 し て
い る こ とが わ か る 。 こ の 頃 を境 に レ ン ブ ラ ン ト風

の 自 画 像 は 描 か れ な く な り、 レ ン ブ ラ ン トか ら の

強 烈 な 影 響 は彝 の な か に 深 く消 化 され て い っ た 。

そ して そ の 余 韻 は 、 レ ン ブ ラ ン トの 《ヤ ン ・シ ッ

ク ス の 肖像 》(1654年 、 ア ム ス テ ル ダ ム 、 シ ッ ク

fig.6
レ ン ブ ラ ン ト 《ベ レー 帽 を か ぶ っ た 立
襟 の 自画 像 》1659年(?)、 油 彩 、 サ ザ ー
ラ ン ド公 爵 蔵 、 ス コ ッ トラ ン ド国 立 美
術 館 寄 託(同 上)

fig.7
中 村 彝 《麦 藁 帽 子 の 自画 像 》1911年 、
油 彩 、 中村 屋 サ ロ ン美 術 館
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ス ・コ レ ク シ ョ ン)か らの 影 響 が 指 摘 さ れ て い る

《洲 崎 義 郎 氏 の 肖 像 》(1919年 、 新 潟 県 立 近 代 美

術 館 蔵)な ど、 晩 年 の 代 表 作 へ と 結 実 して い る 。

彝 に と っ て レ ン ブ ラ ン トは た だ 一 時 期 の 興 味 関 心

に 終 わ ら な い 重 要 性 を も っ て い た と い え る だ ろ う。

そ し て 《自 画 像(BMA)》 は そ の レ ン ブ ラ ン トの

影 響 が も っ と も 顕 著 に現 れ た 作 例 で あ り、 一 連 の

集 大 成 と し て 位 置 づ け る こ と が で き る の で あ る 。

3.晩 年 画 室 に残 さ れ た 自 画 像

《自 画 像(BMA)》 は 、 石 橋 正 二 郎(18891976)
が1955(昭 和30)年 に 長 谷 川 仁(18971976)か

ら購 入 し、1961(昭 和26)年 に 石 橋 財 団 に寄 贈 し

て い る こ と が 当 館 の 受 入 台 帳 の 記 録 か ら明 らか に

な っ て い る 。 こ れ に 加 え 、 近 年 、 福 島 県 南 部 の 白

河 で 代 々 醸 造 業 を営 む 旧 家 出 身 の 素 封 家 伊 藤 隆 三

郎(18891970)が 彝 の 借 金 を 肩 代 わ り し た 謝 礼

に 《自画 像(BMA)》 を贈 ら れ た 可 能 性 が 指 摘 さ

れ た14）。

伊 藤 は 懇 意 で あ っ た 須 賀 川 出 身 の 洋 画 家 広 瀬 嘉

吉 の 紹 介 に よ り 白 馬 会 研 究 所 で 彝 と出 会 い 、 年 齢

が 近 い こ と も あ っ て 親 密 に な っ た とい う。1914(大

正3)年 の 末 に 彝 が 伊 豆 大 島 を 訪 れ た 際 に は 伊 藤

が 費 用 を 援 助 し、 そ の 後 も定 期 的 に 送 金 す る 代 わ

り に 彝 の 作 品 を 譲 り受 け た 。 こ の 時 期 彝 は新 宿 中

村 屋 の 相 馬 愛 蔵 ・黒 光 夫 妻 の 好 意 で 中 村 屋 裏 の 画
室 に 住 ん で お り、 夫 妻 に生 ま れ た 子 供 の 名 付 け 親

に な る な ど 一 家 と 親 し く交 流 す る 一 方 で 、 健 康 状

態 が 優 れ ず 転 地 療 養 の た め た び た び 伊 豆 を 訪 れ て
い た 。 しか し そ の 後 、 先 に も述 べ た よ う に 相 馬 夫

妻 の 長 女 俊 子 との 恋 愛 事 件 を 起 こ した こ と で 精 神

的 に も金 銭 的 に も苦 しい 状 況 に 陥 っ て い っ た 。
1915(大 正4)年9月6日 付 け の 伊 藤 宛 書 簡 に は 、

こ の 事 件 で 負 っ た 相 馬 家 へ の 借 金(120～130円)

の 肩 代 わ り を依 願 し、 そ の 代 わ り に 第4回 文 展 出

品 自画 像 （《自 画 像(BMA)》 ） の 譲 渡 を提 案 す る

内 容 が 書 か れ て い る 。 以 下 に 一 部 抜 粋 す る 。

御 存 じの 如 く、 自分 に は 頼 るべ き親 兄 弟 も 、 親

戚 、 知 人 も な い 。 君 を お い て かゝ る 際 に 頼 む べ

き人 が な い の で す 。 ど う か 御 願 ひ で す か ら これ
だ け の 金 を一 時 融 通 して 呉 れ ませ ん か 。 今 まで

の 私 の 代 表 的 の も の で 自 画 像 （第 四 回 文 展 出

品 ） で も、 大 正 博 へ 出 し た 静 物 で も ど れ で も差
上 げ ます 。 常 磐 銀 行(水 戸)の 株 券 で も宜 し け

れ ば差 上 げ ます 。 又 こ ん 後 出 来 る 作 品 で 、 こ の

ラ ブ に 関 係 あ る も のゝ 佳 作 を 必 ず 一 つ 進 呈 し て

も宜 しい の で す が 如 何 で せ う 。15)

そ し て 、 そ の 翌 年1916(大 正5)年 初 め(1月31

日付 け)の 彝 か ら 伊 藤 宛 の 書 簡 に は 「文 展 の 肖像

を送 り ま した 、 余 り感 心 し な い が 記 念 の 為 め に 。

画 室 が 出 来 た ら いゝ 絵 を 描 い て 御 送 り し ま す 」16)

と あ り、 《自 画 像(BMA)》 が 借 金 の 肩 代 わ り の

お 礼 に伊 藤 に 送 ら れ た と 読 め る 。 実 際 、 こ の 時 点

ま で で 彝 が 文 展 に 出 品 した 《肖像 》 と い う タ イ ト

ル が 付 さ れ た 作 品 は 、 第4回 文 展 出 品 の 《自 画 像

(BMA)》 の ほ か 、 第9回 文 展 出 品 の 《肖像 》(関

東 大 震 災 で 焼 失)の み で あ る 。 こ の う ち 彫 刻 家 の

保 田 龍 門(18911965)を 描 い た1915(大 正4)年
の 第9回 文 展 出 品 の 《肖像 》 は 、 俊 子 と の 恋 愛 事

件 で 常 軌 を 逸 す る 振 る 舞 い に 及 ん だ 彝 が 「狂 人 で

な い 証 拠 に 良 い 絵 を 描 い て 見 た い 」 と言 っ て 制 作

し た もの で 、 二 等 賞 を受 賞 し今 村 繁 三 の 支 援 を受

け る き っ か け と な っ た 重 要 な 作 品 で あ っ た 。 し か

し こ の と き文 部 省 買 上 げ と な っ て い る た め 伊 藤 に

送 ら れ た と は 考 え に くい 。 と は い え 、 こ の 《肖 像 》
が 《自 画 像(BMA)》 で あ る と 断 定 す る に は ま だ

疑 問 が 残 る 。 先 に あ げ た 中 村 春 二 宛 書 簡 や 雑 誌

『美 術 』第1巻 第5号 （大 正6年3月 ）に よれ ば 、1917

(大 正6)年3月 当 時 画 室 に は 《自 画 像(BMA)》

が あ っ た と解 釈 で きる た め 、 も し こ の と き伊 藤 の

手 に 渡 っ て い た な ら 事 実 関 係 に 齟 齬 が 出 て く る の

で あ る 。 ま た 戸 張 弧 雁 の 証 言 に あ る よ う に 、 「最

後 ま で 君 の 画 室 に 懸 け て あ つ た 」 と さ れ る こ と と

も 符 合 し な い 。 も っ と も、 彝 は 一 度 送 っ た 作 品 を

後 か ら別 の 作 品 との 交 換 を提 案 す る こ と も あ っ た
の で 安 易 に 《自画 像(BMA)》 で あ る 可 能 性 は 否

定 で き な い が 、 「余 り感 心 し な い 」 「画 室 が 出 来 た
ら いゝ 絵 を描 い て 御 送 り し ます 」 な ど、 作 品 に満

足 し て い な い 様 子 が う か が え る 点 も不 可 解 で あ る 。

伊 藤 の 元 に 送 ら れ た 作 品 を 特 定 す る に は さ ら な る

調 査 が 必 要 で あ ろ う 。
い ず れ に せ よ、1915(大 正4)年9月6日 付 け の

伊 藤 宛 書 簡 の 中 で 彝 自 身 が 《自 画 像(BMA)》 を

「私 の 代 表 的 の も の 」 と認 め て い る こ と は 重 要 で
あ る 。 そ し て 俊 子 との こ と で そ れ ま で 家 族 の よ う

に付 き合 い 支 え ら れ て き た 相 馬 家 と の 関 係 が 絶 た

れ 、 窮 地 に 立 た さ れ た 彝 の 必 死 の 懇 願 の 気 持 ち を

込 め る に相 応 しい 作 品 で あ っ た こ と に 間 違 い は な
い 。 そ の2年 後 、 俊 子 と の 関 係 に 決 着 を つ け る 間

もな く病 に倒 れ た 彝 は 、 再 び 窮 地 を逃 れ る た め 今

村 に援 助 を 願 い 出 た 際 も 《自画 像(BMA)》 を 引

き 合 い に 出 して い る 。 しか し結 局 、 こ の 自画 像 は

彝 が1924(大 正13)年12月24日 に 亡 く な る 最 後 ま
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で 画 家 の ア トリ エ に 架 け られ て い た 。 こ れ らの 事

実 は 《自 画 像(BMA)》 が 画 家 自 ら代 表 的 な 作 品
と述 べ る ほ どの 自信 作 で あ っ た こ と を明 ら か に し、

同 時 に 彝 に と っ て ま る で 困 っ た 時 の 頼 み の 綱 か お

守 りの よ う に 生 涯 大 切 に さ れ て い た こ と を物 語 っ
て い る 。

奇 し く も1925(大 正14)年2月10日 発 行 の 雑 誌

『ア トリ エ 』 第2巻 第2号 掲 載 の 彝 没 後 の ア ト リ エ

写 真 に は 、 壁 に掛 け ら れ た 《自 画 像(BMA)》 と

と も に 、 額 装 さ れ て い な い 『中 村 彝 作 品 集 』 掲 載

の 半 身 自 画 像 が 床 に 立 て 掛 け ら れ て い る様 子 が 記

録 さ れ て い る(fig.8)。 ま た1925(大 正14)年 に

画 廊 九 段 で 開 か れ た 没 後 最 初 の 遺 作 展 出 品 目録 に

は 、い ず れ も(「自 画 像 （明 治 四 十 二 年 作)」(no.2)

と 「肖 像(明 治 四 十 三 年 作)」(no.6))所 蔵 者 空

欄 で 記 載 さ れ て い る17）。 お そ ら く両 作 品 と も 最 後

ま で 画 家 の 手 元 に残 さ れ て い た の だ ろ う 。 《自 画

像(BMA)》 と 同 じ 日暮 里 時 代 に 制 作 さ れ た 同 じ

大 き さ の ま る で 双 子 の よ う な 半 身 自画 像 は 、 残 念

な が ら今 日所 在 不 明 と な っ て い る 。

fig.8
中 村 彝 没 後 の ア トリ エ(美 術 雑 誌 『ア ト リエ 』 第2巻 第2
号 、1925年 よ り転 載)
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