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美 的 感 動 は、 一 人 称 にし かな いと 思 いま す。わ たし は先 月 の 説 教 「イエ スの 復 活 」で、 一 人 称 、 二 人

称 、 三 人 称 の 知 識 の 区 別 をし ました 。 一 人 称 の 知 識 とは 、そ れを 対 象 化 して 定 着 させる と 、そ れは す で

に 三 人 称 の 知 識 に な っ て い ま す 。 「 わ た し は こ う 思 う 。 こ う 感 じ る 」 だ け で は 、 そ れ は 感 想 で あ っ て 知 識 と

は 言 え ま せ ん 。 だ か ら 一 人 称 の 知 識 と は 、 そ れ を 対 象 化 し 、 定 着 さ せ よ う と す る と 、 一 人 称 の 知 識 と し

ては消 え去 るようなものでした。そしてイエスの復 活 と は、いわば一 人 称 の 知 識 であり、それなのに、そ れ

を 三 人 称 の 知 識 と し て 説 明 し よ う と す る こ と に 無 理 が あ る の で は な い か 、 と 言 い ま し た 。 わ た し は そ の 文

脈 で 、 エ マ オ へ の 道 で 復 活 の イ エ ス が 二 人 の 弟 子 に 現 れ た と き 、 二 人 の 弟 子 は そ の イ エ ス の こ と が 分



か ら ず 、 後 刻 、 目 が 開 か れ て 、 そ れ が 復 活 の イ エ ス だ と 分 か っ た 時 、 「 そ の 姿 は 見 え な く な っ た 」 と い う 聖

書 （ ル カ 伝 二 四 章 二 八 ～ 三 一 節 ） の 記 述 を 引 用 し た の で し た 。 そ も そ も 知 識 と は す べ て 三 人 称 の も の

で す 。 一 人 称 の 知 識 が 説 得 的 に な る の は 、 そ の 論 拠 を 、 三 人 称 の 知 識 、 つ ま り 公 共 の 知 識 に 依 存 し

て い る か ら で す 。 学 校 で 習 う の は す べ て 三 人 称 の 、 公 共 の 知 識 で す 。 美 術 や 音 楽 の 時 間 と い う も の も

あ り ま す が 、 音 楽 的 感 動 、 美 術 的 感 動 そ の も の を 、 教 え る こ と は で き ま せ ん 。 教 え る こ と が で き る の は 、

それらの美 的 感 動 の あり方 とか 、せいぜいそれを表 現 する技 術 であるにすぎないでしょう。 

職 人 の 芸 は 、 教 え て も ら う も の で は な く て 盗 む も の だ と い う こ と が よ く い わ れ ま す が 、 そ れ は 親 方 の 狭

量 の せ い で は な く て 、 芸 に 対 す る 美 的 感 動 そ の も の は 、 三 人 称 の 知 識 の よ う に 、 教 え ら れ る も の で は な

いからでし ょう。 芸 に 対 して 美 を 感 じな い弟 子 に いくら 教 えても 、 その 弟 子 の中 に 美 的 感 動 そ のものを湧

き 出 さ せ る こ と は で き ま せ ん 。 つ ま り 、 ダ メ な 弟 子 は 親 方 が 何 を 教 え て も ダ メ な の で す 。 芸 は 一 人 称 の も



の だ か ら で す 。 落 語 な ど を 聞 い て い る と （ わ た し は 耳 が 悪 く て よ く 聞 え な い の だ が 、 そ れ で も 字 幕 な ど で あ

る 程 度 は 分 か る ） 、 つ く づ く そ う 思 い ま す 。 そ れ が 、 職 人 が 弟 子 に 芸 を 教 え な い 理 由 で し ょ う 。 弟 子 の 中

に美 的 感 動 があれば、それを教 えるまでもなく、その弟 子 は芸 を盗 んで独 りで伸 びて いきます。 

 

今 年 はもう 新 緑 の 季 節 になりま したが、 桜 が咲 く 頃 、 わたしは 毎 年 、 自 転 車 で ICU の桜 を 観 に 行 っ

て い ま し た 。 し か し 今 年 は わ た し も 七 十 六 才 に な る し 、 自 転 車 で 片 道 四 〇 分 の 道 の り を 往 復 す る こ と に

いくらか不 安 がありましたので、大 事 をとって、ICU へ自 転 車 で行 く事 は 今 年 から諦 め ました。電 車 とバ

ス で 観 に い く に は 大 回 り に な り ま す 。 そ の か わ り 、 と 言 う 言 い 方 は お か し い で す が 、 家 の 近 く の 神 田 川 に

沿 っ て 咲 い て い る 桜 と か 、 そ の 他 そ こ こ こ に 咲 い て い る 桜 を 見 て 回 り ま し た 。 ど こ の 桜 も 美 し い 。 花 吹 雪

の 時 期 は 、 同 じ 場 所 に 咲 いて い て も 、 木 に よ っ て 違 う こと も 発 見 し ま し た 。 花 吹 雪 は 桜 独 特 の 風 情 で す



が 、 花 吹 雪 の 中 に 立 つ と 、 わ た し は 毎 年 感 動 し ま す 。 し か し 今 年 は 花 吹 雪 の 中 に 立 ち な が ら 、 花 吹 雪

が な か っ た ら 、 桜 の 美 し さ は 半 減 す る だ ろ う な と 思 っ た の で す 。 そ し て 「 散 る か ら こ そ 花 は 惜 し ま る れ 」 と い

う 言 葉 を 思 い 出 し ま し た 。 散 ら な い 、 ま た は 枯 れ な い 花 は 美 し く あ り ま せ ん 。 桜 の 花 吹 雪 は 、 そ の こ と を

劇 的 に 表 現 し て い ま す 。 造 花 が 美 し く な い の は そ の た め だ と 思 い ま す 。 た と え ば 桜 の 造 花 は 、 い わ ば 三

人 称 に定 着 した桜 で す。それは散 りません。だからそれはウッカリすると、埃 に汚 れ ていたりする。埃 の つ

いた、生 き た花 という のはありません。それは存 在 矛 盾 のようなところがあります。 

しかし 散 る から 花 は 美 しいこと の 宿 命 として 、美 は 移 り 行 き だ 、と いうことが あ るでしょう 。これは 花 に は

限 り ま せ ん 。 少 女 は み な 美 し い 。 わ た し は 音 大 に 勤 め て い た 頃 、 化 粧 の 濃 い 女 子 学 生 に 、 「 き み た ち は

生 の ま ま で 美 し いの だ か ら 、 化 粧 な どは す る な」 と 説 教 を 垂 れ た こ と があ り ま す 。 嫌 が ら せ の 年 令 、 と いう

ことでしょう 。しかし そ の少 女 が 成 長 して 大 人 にな る と、その 美 しさは 減 退 します。 移 り行 く こと は、 美 であ



る こ と の 宿 命 だ と 思 い ま す 。 。 キ ル ケ ゴ ー ル が 、 美 は 移 り 行 き だ と 言 っ た の は 、 美 が 決 し て 三 人 称 と し て

定 着 し な い こ と 、 三 人 称 と し て 定 着 し て し ま っ た ら 、 そ れ は 美 と 呼 ぶ に は 相 応 し く な い と い う こ と を 言 っ て

い る の で は な い で し ょ う か 。 し か し 思 う の で す が 、 こ の よ う な 移 り 行 きと し て の 美 の 本 性 には 、 一 種 の 頽 廃 、

ニ ヒ リ ズ ム が 含 ま れ て は い な い だ ろ う か と 、 わ た し は 今 年 、 花 吹 雪 を 眺 め な が ら 、 そ れ と な く 考 え て い ま し

た 。 む か し 読 ん だ の で 忘 れ て し ま いま し た が 、 キ ル ケ ゴ ー ル は 美 的 生 活 の 典 型 と し て 、 ド ン ・ フ ァ ン を 挙 げ

て い た と 思 い ま す 。 美 が 移 り 行 き の 中 に あ る の な ら ば 、 そ の 典 型 は 、 美 し い 女 か ら 他 の 美 し い 女 へ 移 り

行 く ド ン ・ フ ァ ン と い う こ と に な る で し ょ う 。 一 人 の 女 性 を 終 生 、 妻 と し て 愛 す る 誠 実 さ は 美 と は 別 の 事 柄

で す 。 ド ン ・ フ ァ ン が 頽 廃 し た 生 活 を 送 っ て い た か 否 か は 別 と し て 、 少 な く と も ド ン ・ フ ァ ン 的 な 生 き 方 が 、

時 間 と と も に 移 り 行 く と い う 自 分 の 存 在 性 そ の も の に 正 確 に 向 き 合 わ ず 、 美 を 求 め て 移 り 行 き 、 存 在

者 と し て 健 全 な 生 活 を 送 っ て は いな い と は 言 え る で し ょ う 。 だ か ら そ の 生 活 の 行 き 着 く 涯 は 退 屈 だ 、 と キ



ル ケ ゴ ー ル は 言 っ た の だ と 思 い ま す 。 花 吹 雪 の よ う な 美 し さ の 中 に は 、 何 か 頽 廃 と ニ ヒ リ ズ ム の 感 覚 が

潜 ん で い る と 言 っ た の は そ う い う こ と で す 。 梶 井 基 次 郎 が 「 桜 が 美 し い の は 、 そ の 根 元 に 動 物 の 死 骸 が

埋 まっているからだ」と言 ったのは、そのことに関 係 ある かもしれません。 

 

先 日 、 新 聞 で 寺 山 修 司 の こ と を 読 み 、 そ れ に 感 動 し 、 慌 て て 本 屋 に 行 っ て 『 わ れ に 五 月 を 』 と い う 寺

山 修 司 の 作 品 集 を 買 っ て き ま し た （ 思 想 社 、 一 九 九 三 年 ） 。 新 聞 紙 上 で 感 動 し た 詩 の 一 節 と は 次 の

よ う な も の で す 。 「 き ら め く 季 節 に  た れ が あ の 帆 を 歌 っ た か  つ か の ま の 僕 に  過 ぎ て ゆ く 時 よ 」 。 ま た 次

の 歌 は 、 寺 山 の 代 表 的 歌 で す か ら 、 知 っ て い る 人 が 多 い と 思 い ま す 。 「 マ ッ チ 擦 る  つ か の ま 海 に 霧 ふ

か し  身 捨 つ る ほ どの  祖 国 は あ りや 」 。 わ た し は 以 前 、 この 歌 を 図 書 館 で 偶 然 知 り 、 ビ ック リ して 書 き と

め た 記 憶 が あ り ま す 。 こ れ ら の 二 つ の 歌 が 、 「 つ か の ま の 僕 に  過 ぎ ゆ く 時 よ 」 と い う 詠 嘆 に し て も 、 「 身



捨 つるほ どの 祖 国 は ありや」と いう祖 国 な る ものへ の 憧 れにして も 、そ れら が 永 遠 へ の 思 慕 を 表 現 し ―

― た ぶ ん 無 意 識 に ― ― 、 そ う い う 哲 学 的 真 理 を 詠 ん で い る こ と は 明 ら か で す 。 そ れ は 哲 学 的 真 理 で す

から、そ の 意 味 で 、 三 人 称 的 知 識 をう たっ ているの だ と思 いま す 。しかし これらの 歌 そ のものは 論 理 的 で

は あ り ま せ ん し 、 論 理 的 と い う こ と な ら 、 何 を 言 お う と し て い る の か 分 か ら な い と こ ろ が あ り ま す 。 こ れ ら の

歌 は 、 入 学 試 験 の 問 題 に は 決 し て 採 用 さ れ な い で し ょ う （ 因 み に 言 え ば 、 わ た し の 著 書 の 文 章 が 、 あ る

中 国 地 方 の 私 立 大 学 の 入 学 試 験 の 問 題 に 採 用 され た こと があり ます 。 後 で その ことへ の 挨 拶 と 、わ ず

かな稿 料 が問 題 集 の出 版 社 から送 られ て来 ました ）。しかしこれらの歌 そ れぞれの全 体 には、 永 遠 への

深 い 憧 れ 、 時 間 的 存 在 者 で あ る 自 分 へ の 深 い 哀 し み と 思 慕 が う た わ れ て い ま す 。 そ の 思 慕 と 哀 し み は 、

寺 山 という 詩 人 （ これ らの 歌 は 寺 山 が 十 代 のときの 作 品 である そうです 。『 とびや すき  葡 萄 の 汁 で 汚 す

な か れ  虐 げ ら れ し 少 年 の 詩 を 』 ） の 一 人 称 の 感 動 を う た っ て い る こ と は 明 ら か で あ る で し ょ う 。 だ か ら こ



れ ら の 詩 に は 、 一 人 称 の 感 動 と 三 人 称 の 知 識 の 、 危 う い 橋 渡 し が あ る と 思 わ れ ま す 。 そ の こ と に わ た し

たちは感 動 するのでしょう。元 来 、詩 とはそ ういうものだ思 います 。 

こ の こ と は 、 三 好 達 治 の 有 名 な 歌 、 詩 集 『 測 量 船 』 の 序 詩 で も 明 ら か で す 。 「 春 の 岬  旅 の を は り の

鴎 ど り  浮 き つ つ 遠 く  な り に け る か も 」 。 旅 の 終 わ り と か 海 、 そ の 中 で 車 窓 か ら 遠 く な っ て い く 海 面 に 浮

い て い る 鴎 な ど が 、 永 遠 と 自 然 へ の 思 慕 を う た っ て い る こ と は 明 ら か で す 。 し み じ み と し た 叙 景 が こ こ に

は あ り ま す 。 そ の 意 味 で この 風 景 は 三 人 称 的 情 景 で あ る と 言 え ま す 。 し か し この 詩 全 体 で 醸 し 出 し て い

る 叙 情 は 、 詩 人 三 好 達 治 の 一 人 称 の も の で あ り 、 そ の こと に わ た し た ち は 感 動 す る の で す 。 し か し 三 人

称 的 叙 景 な し に は 、 一 人 称 的 感 動 も 、 詩 の 中 に 呼 び 出 さ れ る こ と は あ り ま せ ん 。 こ こ に あ る も の も 、 一

人 称 的 感 動 と 、 三 人 称 的 知 識 の 危 う い 橋 渡 し で し ょ う 。 ハ イ デ ッ ガ ー が 、 優 れ た 詩 は 世 界 を 呼 び 出 す

と言 ったのは、このことではないか、と思 います。 



 

わたしが 美 的 宗 教 と 言 うのは、 信 仰 と いうのは本 来 そのような もの、一 人 称 的 感 動 と三 人 称 的 知 識

の橋 渡 しの 性 格 をもったものではないかということです。一 人 称 的 感 動 と三 人 称 的 知 識 が一 致 すること

は あ り ま せ ん 。 一 人 称 の 知 識 は 、 知 識 と し て 定 着 さ れ た と き 、 そ れ は す で に 三 人 称 の 知 識 で し て 、 一 人

称 の 知 識 としては 消 滅 し ている のですから 、それ は 存 在 と して、 危 う い性 格 のものだと 思 います 。 信 仰 は

定 着 し た 堅 固 な 哲 学 体 系 で は あ り ま せ ん 。 定 着 し て 体 系 に な っ た と き 、 そ の 宗 教 は 堕 落 し て い ま す 。 シ

ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー や ヘル ダ ー 、 コウ ル リ ッ ジ な ど が 主 張 し た ロ マ ン テ ィ シ ズ ム 的 神 学 と い う も の も 、 そ れ と

別 のものではないのではないか。 

す で に 何 箇 所 か で 書 い た こ と が あ る よ う に 、 わ た し は ロ マ ン テ ィ シ ズ ム と 、 ネ オ ・ ロ マ ン テ ィ シ ズ ム と 呼 ぶ

も のを 区 別 する こ とに して いま す 。 それ は こ う も 言 え る かも し れま せん 。 ロマ ンテ ィ シズ ムは 、 美 か ら 美 へ の



移 り 行 き だ け で あ り 、 し た が っ て あ る 種 の 頽 廃 と 敗 北 の 気 分 を も っ て い る 。 そ こ に は 三 人 称 的 対 象 性 は

な い 。 あ る の は 一 人 称 的 情 感 だ け で あ る 。 そ れ に 対 し て ネ オ ・ ロ マ ン テ ィ シ ズ ム と は 、 一 人 称 的 信 仰 と 、

三 人 称 的 知 識 の 橋 渡 し で あ る と 。 そ れ は 世 界 を 呼 び 出 し て い ま す 。 そ れ は 存 在 と し て 危 う い が 、 し か し

存 在 として危 うくないものが、そもそも人 間 に、真 実 と してあるだろうか、とも思 います。 
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