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「 自 然 と 個 人 」 と 言 っ て も 、 聖 書 に は こ の 二 つ の 概 念 、 自 然

も 個 人 も な い 。 聖 書 事 典 の 中 で も 有 意 な 解 説 は な い よ う だ 。 こ

れ は た ぶ ん 、 パ レ ス テ ィ ナ 地 方 が 砂 漠 地 帯 で あ り 、 そ の 中 を ベ

ド ヴ ィ ン の 人 々 を 率 い て い く の に は 、 男 性 的 ・ 族 長 的 資 質 が 必

要 だ っ た か ら で あ ろ う 。 自 然 や 個 人 の 問 題 で は な い の で あ る 。

キ リ ス ト 教 史 上 で も っ と も 自 然 に 近 い 位 置 に 立 っ て い た と さ れ

る 、 ア ッ シ ジ の 聖 フ ラ ン チ ェ ス コ も 、 そ の 詩 の 中 で 「 わ が 兄 弟



な る 太 陽 」「 姉 妹 な る 死 」 と 歌 っ て い て も 、 こ れ は 自 然 そ の も の

の 讃 歌 で は な い の で あ る 。 そ れ で 、 も っ と も 自 然 讃 美 に 近 い も

の と し て 、 マ タ イ 伝 六 章 二 六 節 を え ら ぶ こ と に す る 。（「 空 の 鳥

を よ く 見 な さ い 。 種 も 蒔 か ず 、 刈 り 入 れ も せ ず 、 倉 に 納 め も し

な い 。 だ が 、 あ な た が た の 天 の 父 は 鳥 を 養 っ て く だ さ る 。 あ な

た が た は 、 鳥 よ り も 価 値 あ る も の で は な い か 。」）  

 

先 日 、 NHK の ス ペ シ ャ ル 番 組 で 「 桂 離 宮 」 と い う の を 見 た 。

印 象 に 残 っ て い る の は 、 よ く 言 わ れ て い る こ と だ が 、 桂 離 宮 に

代 表 さ れ る よ う な 日 本 の 宮 廷 文 化 が 、 自 然 と マ ッ チ し て い る こ



と 、 と い う よ り も 、 自 然 の 中 に あ っ て 、 自 然 を 取 り 込 ん で い る

と い う こ と で あ る 。  

建 物 が 萱 葺 き で あ る こ と は 知 ら れ て い よ う が 、 そ れ は い か に

も 、 周 囲 の 庭 園 と 一 体 に な っ て い る 。 あ れ が 瓦 葺 か 板 屋 根 で あ

っ た ら 、 周 囲 と 調 和 が と れ な い だ ろ う 。 桂 離 宮 そ の も の は 、 も

の の 本 に よ る と 、 智 仁 親 王 に よ っ て 一 六 二 〇 年 か ら 数 年 間 工 事

が 進 め ら れ 、 そ れ が 智 忠 親 王 の 代 に な っ て 、 寛 永 （ 一 六 二 四 年

～ 四 四 年 ） の 末 年 か ら 新 書 院 な ど の 増 築 が あ り 、 後 水 尾 天 皇 を

迎 え る た め に 整 備 さ れ た そ う で あ る 。 増 築 さ れ る 前 の 建 物 を 古

書 院 と 呼 ぶ そ う だ 。 あ と は 中 書 院 、 新 書 院 。  



庭 は 前 面 の 池 を め ぐ っ て 、 回 遊 式 庭 園 に な っ て い る が 、 西 洋

の 名 だ た る 宮 殿 に も 、 山 紫 水 明 を 模 し た 、 回 遊 式 庭 園 は な い の

で は な い か 。 ヴ ェ ル サ イ ユ 宮 殿 の 庭 は 、 人 間 の 恣 意 的 幾 何 学 模

様 で 、 自 然 そ の も の の 理 に 反 し て い る 。 桂 離 宮 の 場 合 、 障 子 に

よ っ て 隔 て ら れ て い た 庭 の 木 々 が 、 そ の 障 子 が 開 け 放 た れ る と 、

そ の 季 節 々 々 に よ っ て 、 新 緑 や 紅 葉 を 室 内 に あ ふ れ さ せ る 。 室

内 と 庭 が 、 一 体 に な っ て い る の で あ る 。 外 界 を 室 内 か ら 隔 て る

ガ ラ ス 戸 や ス テ ン ド ・ グ ラ ス の 類 は 無 い 。  

ま た 庭 や 建 物 は 観 月 を 愛 ず る た め に 設 計 さ れ て い る そ う で 、

そ の た め の 竹 の す の こ の 露 台 ま で あ る 。 フ ラ ン ス の ド ゴ ー ル 内



閣 の 情 報 ・ 文 化 大 臣 ア ン ド レ ・ マ ル ロ ー が 来 日 し 、 桂 離 宮 を 参

観 し て 、 い た く 感 動 し た そ う だ が 、 そ れ は 日 本 文 化 の 、 こ の 面

に 関 し て で あ ろ う と 思 わ れ る 。  

 

わ た し は ヨ ー ロ ッ パ 文 明 が 大 好 き だ 。 エ ジ プ ト 文 明 、 ギ リ シ

ア 文 明 、 ア ジ ア 文 明 で は な く 、 ヨ ー ロ ッ パ 文 明 で あ る 。 そ れ を

紹 介 す る テ レ ビ 番 組 が 時 々 あ る が 、 そ れ を 新 聞 で 探 し て 、 飽 か

ず 見 て い る 。 ア メ リ カ 文 明 も 、 あ れ は ジ ュ ラ ル ミ ン の 箱 の よ う

で 、 あ ま り 好 き に な れ な い 。 そ し て ヨ ー ロ ッ パ 文 明 が 好 き で あ

る 理 由 は 何 か と 、 と き ど き 考 え る こ と が あ る 。 た と え ば 街 並 み



を 形 づ く っ て い る 家 々 の 窓 な ど を 見 て い る と 、 そ こ に 住 ん で い

る 人 々 の た つ き が 感 じ ら れ て 、 飽 き る こ と が な い 。 そ し て そ れ

ら が 懐 か し い の は 、 結 局 、 人 間 の 自 我 が 懐 か し い の で あ ろ う と

思 っ た 。  

こ れ は ヨ ー ロ ッ パ と い う も の の 概 念 規 定 に な る が 、 ヨ ー ロ ッ

パ は 近 代 に な っ て 成 立 し た も の だ 。 そ れ は 、 そ れ ま で 無 自 覚 で

あ っ た 人 間 が 、 自 覚 的 に な っ た 時 代 で あ る 。 そ し て そ の 背 後 に

は 個 人 主 義 の 確 立 と い う こ と が あ る だ ろ う 。 そ の 個 人 主 義 が 、

こ の 懐 か し さ の 源 泉 か と 思 え て く る 。 し か し 、 中 世 に も 贅 を つ

く し た 寺 院 や 宮 殿 が あ る が 、 そ れ ら を 眺 め て い る と 、 そ れ は 個



人 主 義 の 「 美 的 暴 力 」 で あ る よ う な 、 矛 盾 し た 気 分 に な っ て く

る 。 も と も と 美 と 暴 力 は 対 極 の も の だ 。 キ リ ス ト に し て も 聖 母

マ リ ア に し て も 、 ま た は ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ に し て も 、 あ ま り に も

写 実 的 で 、 写 実 主 義 は 結 局 、 大 人 の 芸 で は な く て 児 戯 で は な い

か と 思 え て く る 。 日 本 文 化 に は 、 そ う い う 写 実 性 は な い 。 ヨ ー

ロ ッ パ 文 化 に は 、 日 本 の 宮 廷 文 化 の よ う な 、 捨 て る も の は 捨 て

る と い う 人 間 の 心 情 に ま で 立 ち 入 っ た 計 算 は な い 。 省 略 も な い 。 

写 実 は 、 写 実 の 対 称 が そ こ に あ り 、 そ れ を 写 す 。 そ う で な け

れ ば 、 あ の 微 に い り 、 細 に わ た っ た 表 現 は あ り え な い だ ろ う 。

そ こ に は 、あ る 種 の 精 神 の 弱 さ は な い か 。少 な く と も こ こ に は 、



日 本 文 化 の よ う な 抽 象 は な い 。 ヨ ー ロ ッ パ の 寺 院 を 見 て い る と 、

つ く づ く ヨ ー ロ ッ パ は 自 我 主 義 ・ 食 肉 文 化 だ と 思 え て く る 。 あ

の 精 力 は 、 東 洋 文 化 に は 見 ら れ な い も の だ 。 桂 離 宮 に 、 自 我 の

暴 力 的 ・ 美 的 主 張 は な い 。 よ く 言 わ れ て い る こ と だ が 、 ヨ ー ロ

ッ パ 文 明 は 自 我 の 主 張 で あ る 。 そ こ に は 自 然 と 自 我 と の 関 わ り

あ い の 中 に 、 自 分 の 美 的 感 動 を 見 出 す と い う こ と が な い 。  

 

自 然 と 自 我 の 、 ど ち ら も 必 要 な の だ と 思 う 。 そ し て わ た し は

思 う の だ が 、 わ た し は こ れ ま で 、 そ の こ と を 、 強 調 し て き た と

思 う 。 自 然 と 自 我 と の 止 揚 、 そ の 関 係 性 が 大 事 で あ る と 言 っ て



き た 。「 自 然 の 必 然 と 歴 史 の 尊 厳 」 と 、 自 著 の ど こ か に 書 い た こ

と が あ る 。 し か し そ う 言 い な が ら ― ― わ た し は 反 省 す る の だ が

― ― 、 そ の 関 係 性 の 中 に あ っ て 、 あ ら ゆ る も の の 相 関 性 を 主 張

し な が ら 、 そ の 実 、 自 分 の 個 人 性 ば か り 主 張 し て い た 気 が す る

の で あ る 。 関 係 性 と い い な が ら 、 死 は や は り 、 個 人 の 消 滅 と し

て 怖 い の だ 。と て も フ ラ ン チ ェ ス コ の よ う に 、「 わ が 姉 妹 な る 死 」

と は 言 え な い 。 死 は 、 近 代 自 我 の 終 焉 で あ る 。 そ れ は 自 我 に と

っ て 、 絶 対 的 な 孤 独 で あ る 。 そ の こ と が ヨ ー ロ ッ パ 文 明 に 対 す

る わ た し の 心 情 的 共 感 の 理 由 で は な い の か 。 毎 日 の 夕 方 に な る

と 感 ず る こ の 寂 し さ は 何 だ ろ う 、 と 思 う 。 も ち ろ ん 七 十 九 才 と



い う 自 分 の 年 齢 の こ と も あ る だ ろ う が 、 そ の 根 本 的 理 由 は 、 関

係 性 と い う こ と を 言 い な が ら 、 自 分 が 自 分 の 個 人 性 の 消 滅 に の

み 捉 わ れ て い る か ら で は な い の だ ろ う か 。 自 我 の 痕 跡 で あ る 西

洋 美 術 に わ た し が 共 感 す る の も 、 こ の 自 我 と し て の 寂 し さ が 、

そ の 理 由 で は な い か と 思 え て く る 。 す く な く と も そ の 寂 し さ の 、

消 極 的 理 由 で は な い か と 思 っ て い る 。  

 

佛 教 の 悟 り と か 、 キ リ ス ト 教 の 信 と は 、 非 常 に 個 人 主 義 的 な

も の 、 む し ろ 個 人 主 義 ま た は 主 体 性 が 、 信 や 悟 り の 本 質 で あ る

よ う な と こ ろ が あ る 。 集 団 的 回 心 と か 悟 り と い う も の は な い 。



む し ろ 集 団 的 論 理 、 つ ま り イ デ オ ロ ギ ー に な る こ と を 拒 否 す る

と こ ろ が 、 信 や 悟 り に は あ る 。  

し か し 関 係 の 中 に 生 き る と い う こ と は 、 自 我 の 消 滅 で は な い

の で あ る 。 そ の 自 我 を 離 れ る こ と で あ る 。 自 我 を 離 れ て も 、 自

我 は な く な り は し な い 。 自 我 は か え っ て 、 そ こ に 生 き 返 る 。 夕

方 が 淋 し い う ち は 、 ま だ 近 代 自 我 的 で 駄 目 な の だ 。 大 体 、 淋 し

い と い う の は 、 自 我 的 情 念 で あ る 。 少 な く と も 、 そ れ は 主 情 的

で あ る 。 信 と か 悟 り と 言 っ て も 、 そ れ ら は 、 そ の 自 我 を 生 か す

こ と の は ず だ ろ う 。  

 



も と も と 人 間 と は 、 自 己 を 離 れ て 見 る と 、 大 概 お か し い 風 情

を 漂 わ し い て く る 。 そ れ を ユ ー モ ア と い う の で は な い か 。 友 人

の 掛 井 五 郎 と い う 彫 刻 家 （ 非 常 に 有 名 ） か ら 、 個 展 の 案 内 状 が

来 た 。 そ こ に こ う あ る 。「 何 故 、 人 間 は 問 題 を 抱 え な が ら 生 き て

い る の か 。 答 え は 無 い 。『 彫 刻 』 と は 何 か 。 長 年 仕 事 を 続 け て き

た 理 由 を 自 分 に 問 う た が 、 答 え は 無 い 。 だ が 、 今 日 も ア ト リ エ

に 入 っ て 制 作 を す る 。 ２ ０ ０ ８ 年 、 冬 」。 こ れ は こ の 著 名 な 彫 刻

家 の 、 存 在 と し て の ユ ー モ ア で は な い の か 。   

ユ ー モ ア と は 、 そ の 本 人 は 大 真 面 目 な も の だ 。 そ れ で な け れ

ば ユ ー モ ア に は な ら な い 。 そ れ が お か し い の だ 。 し か し そ れ が



ユ ー モ ア の 本 性 な の で あ る 。 一 二 月 の 広 谷 氏 の 説 教 と 、 そ れ に

触 発 さ れ た わ た し の 一 月 の 説 教 で 、 五 木 寛 之 の 「 只 管 人 生 」 と

い う こ と を 言 っ た 。 只 管 人 生 に は 人 生 の 無 意 味 さ 、 無 意 味 な 生

と い う 自 覚 が 前 提 さ れ て い る 。 そ の 自 覚 に も か か わ ら ず 生 き て

い く と い う こ と が 、 只 管 人 生 だ 。 し か し そ の 状 況 は 、 ユ ー モ ア

を 生 む だ ろ う 。  

 

振 返 っ て み る と 、 わ た し の 毎 日 は 安 定 し て い る 。 夢 も 無 く 、

希 望 も 無 く 、 毎 日 不 安 で 睡 眠 剤 を 飲 ま な い と 眠 れ な い が 、 ふ と

人 生 の こ の 時 期 、「 わ た し の 毎 日 は 安 定 し て い る な 」 と 思 う こ と



が あ る の だ 。 今 朝 も 朝 七 時 す ぎ に 起 き て 、 ヨ ー グ ル ト と 果 物 、

お 茶 と パ ン を 主 体 に し た 朝 食 を と り 、 そ れ か ら 新 聞 を 細 か く 読

む 。 昼 ご ろ 昼 食 。 午 後 は 一 時 間 か ら 一 時 間 半 の 散 歩 、 帰 っ て 夕

刊 を 見 な が ら テ レ ビ （ 今 は 一 時 間 ぐ ら い 相 撲 を 見 る ） を 見 る 。

夜 は 大 概 テ レ ビ を 見 て い て い る 。 そ の 後 入 浴 、 間 も な く 布 団 に

入 り 、 読 書 を し な が ら 、 睡 眠 剤 を 飲 ん で 眠 る 。 そ し て こ れ は こ

れ で 、 安 定 し て い る か も し れ な い な 、 と 時 々 思 う 。 人 生 の 末 期

に 、 自 分 の 一 生 を 振 返 っ て み て 、 こ の 時 期 は 、 棲 家 も 手 に 入 れ

た し 、 収 入 も 食 う だ け な ら あ る し 、 案 外 安 定 し て い る か も し れ

な い な と 思 う 。 そ し て 、 こ の 時 期 、 高 齢 の 男 が 、 こ ん な 生 活 を



し て い た と 思 う こ と で 、 気 分 が 落 ち 着 く の で あ る 。  

 

わ た し は 論 理 的 に は 、 関 係 性 の 中 に 個 人 を 位 置 づ け て い る が 、

し か し 関 係 性 そ の も の は 、 個 の 存 在 を 前 提 し て い る も の だ 。 自

然 と 自 我 は 同 格 な の で あ る 。 こ の 自 我 の 確 認 が 、 ヨ ー ロ ッ パ が

懐 か し い 理 由 だ と 思 わ れ る 。 し か し そ の こ と は 、 日 本 文 化 の 肯

定 に も 連 な っ て い る 。 人 の 生 は ユ ー モ ア が 本 義 で あ る の か も し

れ な い 。  


