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I さんによると、「ヨットは風 をつかまえようとはしないのですね。受 けて流 すだけ」なのだそうである。

わたしがすぐ思 い出 したのは「風 は思 いのままに吹 く、あなたはその音 を聞 いても、それがどこから来

て、どこへ行 くかを知 らない。霊 から生 まれた者 も皆 そのとおりである」という、ヨハネによる福 音 書 三

章 八 節 の 言 葉 である。これはもちろん風 のまにまに流 される勝 手 気 ままな生 が霊 から生 まれた者 の

生 き 方 だ と い う こ と で は な い 。 天 然 自 然 な 生 が す す め ら れ て い る の で あ る 。 風 に 対 し て 天 然 自 然 で

あることがヨット帆 走 のコツであるかもしれない。 

わ た し た ち は そ れ と な く 、 風 を 「 つ か ま え て 」 海 面 を 疾 走 す る の が ヨ ッ ト 帆 走 で あ る と 思 い 勝 ち で あ



る 。 有 名 な アメ リ カ ン ・ カ ップ の 写 真 な ど を 観 る と そ う 思 う 。 あれ は 帆 を 半 球 型 に 膨 ら ま せ 、 風 を 捕 ま

えて走 る。しかし風 を捕 まえただけだったら、ヨットはマストが折 れたり、転 覆 したりするのである。詳 し

い こ とは 知 らな い が、 転 覆 の 一 歩 手 前 ま で 風 を 受 け、 そ し て そ れを 流 す。 １ ９ 世 紀 の お わ り に、 香 港

か ら 紅 茶 を 積 ん で イ ギリ ス ま で 運 ぶ 帆 船 、 い わ ゆる チ ャイ ナ・ クリ ッパ ー の 競 走 で は 、 帆 船 が 転 覆 す

る 一 歩 手 前 ま で 船 を 傾 け て 限 度 一 杯 に 風 を 受 け 、 そ の 風 を 流 し な が ら 走 る の が 船 長 の 腕 で あ る と

い う 話 を ど こ か で 読 ん だ こ と が あ る 。 風 を う け て 、 そ れ を 流 す 。 そ の 風 の 流 路 に 乗 る こ と が 帆 走 の 要

諦 であるらしい。それは風 を「つかまえる」ことではないだろう。 

も と も と 、 あ る も の を 「 つ か ま え る 」 と い う こ と は 、 ヨ ハ ネ 伝 の 中 の イ エ ス の 言 葉 が 示 唆 し て い る よ う

に、た ぶん 、有 害 な こ とで ある。 それは 対 象 を 自 分 の 必 要 か ら捕 まえ る こと、 言 い 換 え れば、 対 象 の

主 観 化 だ か ら だ 。 海 面 を 吹 い て い る 風 は ヨ ッ ト を 走 ら せ る こ と な ど を 意 図 し て 吹 い て い る わ け で は な



い。ただ海 面 を自 由 に吹 いて いるだけだ。それに乗 ってヨットを走 らせるの である。風 に乗 るので はな

く 、 風 を つ か ま え て ヨ ッ ト を 走 ら せ よ う と す る こ と は 、 そ の 風 を ヨ ッ ト の 視 点 か ら つ か ま え 、 そ れ を 主 観

の 意 図 で 縛 る こ と で あ る 。 た ぶ ん そ れ で は う ま く 帆 走 す る と こ は で き な い 。 本 来 、 風 は 思 い の ま ま 吹

いているものだ。それは、いわばヨットが生 きている場 である。ヨットが先 にあるわけではない。 

 

思 い 込 み と い う の は 恐 ろ し い 。 そ れ は 自 分 を 中 心 に し た 合 理 主 義 的 構 図 で 、 自 分 の ま わ り に に

周 り の 世 界 を 構 築 し 直 そ う と す る こ と で あ る 。 合 理 主 義 と は 自 分 の 視 点 か ら 、 周 囲 の 物 事 を 秩 序

づけることだ。ヨットがヨットを発 想 の 中 心 にして風 をつかまえようとしても、風 はヨットを中 心 にし て 吹

いてはいない。だから自 己 中 心 的 な合 理 主 義 では、いろいろな面 で無 理 が生 まれる。それではヨット

のマストが折 れたり、転 覆 したりするだろう。 



わ た し が こ れ を 書 い て い る の は 二 〇 〇 五 年 の 四 月 だ が 、 い ま 中 国 で 反 日 の デ モ が 荒 れ 狂 い 、 日

本 の 大 使 館 や 各 地 の 領 事 館 の ガ ラ ス が 割 ら れ た り 、 石 が 投 げ 込 ま れ た り 、 い ろ い ろな 乱 暴 狼 藉 が

行 わ れ て い る 。 い つ だ っ た か サ ッカ ー の 試 合 が 日 中 間 で あ った と き も、 日 本 の 公 使 館 の 車 が 壊 さ れ

たようなことがあった。わたしはそれを見 ていて、つくづく思 い込 みの恐 ろしさについて考 えた。双 方 に

はいろいろな理 屈 が あるだろうが、あの群 集 心 理 は 「思 い込 み」によるものだろうと 思 う。日 本 にも小

泉 首 相 の 靖 国 神 社 参 拝 や い わ ゆ る 教 科 書 問 題 な ど 、 中 国 人 が 嫌 う こ と 、 そ し て そ れ に は 充 分 理

由 が あ る こ と も あ る 。 し か し 日 本 の 現 状 は 、 そ れ だ け で は な い だ ろ う 。 少 な く と も 中 国 群 集 の 乱 暴 狼

藉 の 対 象 の 「 小 日 本 」 だ け が 日 本 全 体 で は な い 。 今 日 の 新 聞 に も で て い た が 、 中 国 の 群 集 た ち は

共 産 主 義 国 家 特 有 の 思 想 教 育 を 受 け 、 日 本 を 悪 者 に 仕 立 て 、 そ う 「 思 い 込 ん で 」 乱 暴 狼 藉 に 及

ん で いる に ちが いな い 。 彼 ら は「 愛 国 無 罪 」と 口 々 叫 ん で いる そ うだ が、 そ れは 中 国 の 為 政 者 た ちが



若 者 たちに吹 き込 んだ言 葉 だという。 

群 集 心 理 は 「 思 い 込 み 」 によ る もの だ と 思 う。 中 国 国 内 で の 貧 富 の 差 、 役 人 の 汚 職 、 拝 金 主 義

などの不 満 の捌 け口 を、中 国 の為 政 者 たちが日 本 に向 けさせている。暴 徒 を下 手 におし留 めると、

民 衆 の 不 満 が 自 分 た ち に 向 け ら れ る の で 、 そ れ を 避 け る た め に 、 デ モ の 暴 動 を 黙 認 し て い る の だ と

い う 。 お そ ら く そ れ が 、 中 国 指 導 部 の 目 算 な の だ ろ う と 思 う 。 理 由 は 何 で あ れ 、 日 本 の 公 館 に 狼 藉

を 働 い て 、 そ れ に 謝 罪 し な い こ と は 、 ど う 見 て も 国 際 常 識 か ら 外 れ て い る 。 国 際 社 会 の 「 風 」 か ら 見

ると、あの 狼 藉 が い かに独 善 的 な「 思 い 込 み」によ るもの で あるかは、 少 し 頭 を 冷 やせば 分 かるは ず

だ。 

しかしこれは現 代 の中 国 に限 ったことではない。わたしは日 本 の六 十 二 年 安 保 改 定 闘 争 の時 の、

わ た しを 含 めた こ の 国 の 精 神 状 態 を 思 い 出 す 。 あ れ も「 思 い 込 み 」 によ って 「 風 」 をブ ロ ック し た 運 動



であったことは今 にして振 り返 ればよく見 える。当 時 、首 相 であった岸 信 介 が｢声 無 き声 ｣を聞 くのが

政 治 家 の 役 目 だ と 言 っ た り 、 別 の 時 に 、 首 相 の 福 田 赳 夫 が 「 民 衆 の 声 に も 時 々 変 な 声 が あ る 」 な

ど と 言 い 、 わ た し た ち は そ れ を 聞 い て 不 愉 快 で あ っ た が 、 そ れ が 国 際 情 勢 を 吹 い て い る 風 を 見 落 と

すこと への 慨 嘆 で あるの なら、 その 気 持 ちは 分 か らないこ と は ない。 安 保 改 定 が 必 要 で あった ことは 、

その後 のこの国 の現 代 史 が証 明 しているだろう。 

 

I さんは「ヨットを始 めてから、風 に敏 感 になりました。風 に吹 かれて過 ごしています」と言 う。それに

は、新 緑 を渡 ってくる薫 風 がい い。頃 は五 月 である。風 にはいろいろな表 情 がある。秋 風 は 蕭 々とし

ている。それは終 末 を予 想 して いるようだ。決 してそ れに吹 か れて快 適 なものでは ない。「裏 を見 せ、

表 を 見 せ て 散 る 紅 葉 」 の 良 寛 の 句 は 、 風 が 絶 え て い る 情 景 に な っ て お り 、 そ の こ と が か え っ て 終 末



を 暗 示 し て い る 。 ま た 春 風 は 優 し い が 、 桜 の 花 吹 雪 が 感 動 的 で あ る の は 、 優 し い 春 風 に 桜 が ハ ラ

ハ ラ と 散 る か ら だ 。 春 風 そ の も の は 穏 や か で 優 し い だ け だ 。 と き ど き 吹 く 春 の 烈 風 や 冷 雨 に 桜 が 散

る の に は 、 当 た り 前 す ぎ て 、 わ た し た ち は あ ま り 感 動 し な い 。 い つ だ っ た か 市 谷 の 土 手 の 、 満 開 の 夜

桜 の 下 を 友 人 と 散 歩 し た こ と が あ っ た 。 桜 は 、 あ る と も な い 風 に ハ ラ ハ ラ と 散 っ て い た 。 そ れ は 春 の

宵 を象 徴 していた。 

わ た し た ち は 五 月 の 薫 風 の よ う な 、 さ わ や か な 生 を 送 り た い 。 「 風 に 吹 か れ て 」 気 持 ち が よ い の は

五 月 の 薫 風 で あ ろ う 。 夏 の 夕 べ の 涼 風 も 気 持 ち が い い が 、 そ れ に は 日 中 の 烈 日 の 記 憶 が あ る 。 し

か し さ わ や か さ に は 、 あ る 種 の 欠 如 感 が 必 用 な の で は あ る ま い か 。 夏 の 夕 べ の 涼 風 の よ う に 、 求 め

る も の が す べ て 手 に 入 っ て し ま っ た 後 の 生 は 、 さ わ や か で は な い 。 求 め る も の を す べ て 手 に 入 れ よ う

と し 、 ｢ つ か ま え よ う ｣ と す る の が 合 理 主 義 的 で あ る 。 折 角 受 け た 風 を 流 す こ と 、 そ れ を 「 つ か ま え よ



う 」 と し た り は し な い こ と 、 そ の あ る 種 の 思 い 切 り が 、 五 月 の 薫 風 と い う も の で あ ろ う と 思 う 。 そ こ に は

一 種 の欠 如 感 がある。 

風 を 「 受 け て 流 す だ け 」 と い う 思 い 切 り は 、 そ の 風 が 一 期 一 会 の 風 で あ る と い う 風 情 を も っ て い る

か ら は あ る ま い か 。 風 を 帆 に と ら え て 、 そ れ を 「 つ か ま え 」 、 手 元 に 置 い て お こ う と し た り は し な い の で

あ る 。 そ れ は 風 の 流 路 を ブ ロ ッ ク し て し ま うこ と だ 。 そ し て 一 期 一 会 の 風 と は 「 い ま そ し て こ こ 」 の 風 を 、

掛 け 替 え な く 生 きる と い うこ と で もある 。 五 月 の 薫 風 は そ うい う気 配 を も って い る 。 た ぶ ん、 ヨ ット の 操

帆 も 、 一 期 一 会 の 風 と の 出 会 い な の だ 。 そ れ は 大 袈 裟 に 言 え ば 、 永 遠 の 彼 方 か ら 吹 い て く る 風 に

乗 る こ と で も あ る だ ろ う 。 風 に 敏 感 にな り 、 た だ そ れ を 受 け て 流 す だ け 。 ヨ ッ ト を 帆 走 さ せ る こ と は 、 案

外 、哲 学 的 なことであるかもしれぬと思 う。(05420 )  

 


