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 「 マ タ イ によ る 福音書 」六章二 五 節から 三 四節ま で は、恐ら く、最も 人々に 知 られた

聖書の 箇 所であ ろ う。そこ では野 の 花の方 が ソロモ ン の王衣 よ りも美 し く、空の 鳥は種 を

蒔いた り 、刈 り入 れをし た りする こ とがな い のに 、天 の父は そ れらを 養 ってい る とイエ ス

によっ て 語られ て いる 。そ して三 四 節では「 だから 、明日の こ とまで 思 い悩む な 。明 日の

ことは 明 日自ら が 思い悩 む 。そ の日 の苦労 は 、そ の日 だけで 十 分であ る 」と ある 。い わゆ

る天然 自 然な生 が 勧めら れ ている の である 。  



しかし 同 時にま た この聖 書 の箇所 は 、人間 の 宗教性 に 最も守 ら れてい な い勧め で あると

も言え る 。ロー マ のサン・ピエト ロ 寺院を は じめ、イ タリア 各 地には 数 々の大 寺 院があ る

が、その 絢爛豪 華 さは 、野 の花や 空 の鳥の よ うな天 然 自然な 生 とは最 も 遠く隔 た ってい る 。

しかし そ れらの 寺 院文化 が なけれ ば 、キリ ス ト教は 、少なく と も現在 の 形では 、われわ れ

にまで 伝 わって こ なかっ た ことも 事 実であ ろ う。以前 、ギ リシ ア正教 の 宗教用 品 の展覧 会

があっ て 、そ こに 展示さ れ ていた 祭 壇用聖 書 などは 、表紙が も うこれ 以 上飾り 様 が無い と

思われ る ほど金 彫・銀彫 が 施され て おり、そ れはイ エ スの ｢野 の 花・空 の鳥 ｣の 言 葉 と は 全

く逆で 、宗教に 関 して何 か 根本的 な 勘違い が なさせ た 業では な いかと 思 わせる も のであ っ

た。わ た しはそ こ に、神 に 近づこ う とあせ る 人間の 愚 かさの み を感じ た のであ る 。  

 



イタリ ア 旅行後 一 ヶ月近 く なる 。そ して情 け ないこ と だが 、帰 国後ず っ と不眠 症 に悩ま

されて い る。そ れ はわた し だけで は なくて 、一緒に 行 った弟 も 同じで あ るとい う 。大体 わ

たした ち の父親 は 、当時 で いう神 経 質で、し ばしば 夜 眠れな い で悩ん で いた。わ たした ち

兄弟に 、その性 格 が遺伝 し たのだ と 思う。わ たした ち の場合 は 、心の 気 づかな い どこか で 、

イタリ ア・ショ ッ クがボ デ ィー・ブ ロウの よ うな効 果 を発揮 し て、眠 り 妨げて い るので あ

ろ う 。 眠 ろ う 眠 ろ う と す る と 、 か え っ て 目 が さ え て 眠 れ な い 。 医 者 に も ら っ た 睡 眠 薬 も 、

その効 果 が押し も どされ て 入眠で き ない 。し まいに は 、今 夜も 眠れな い のでは な いかと 思

うと 、朝 のうち か ら心配 で 、夜 にな るのが 怖 いとい う ありさ ま であっ た 。こ れは「一 日の

苦労は 、その日 だ けで十 分 である 」という 天 然自然 な 生とは 全 く逆の 心 理現象 で ある。一

日中寝 て ばかり い る家の 猫 が、わ た しは羨 ま しかっ た 。これ は やはり 、イタリ ア 旅行中 に



見 聞 し た い ろ い ろ な も の が 、「 人 間 と は 誰 か 」 と い う 思 い を 、 無 意 識 の う ち に わ た し に 強

いてい る のであ ろ う。  

中世に は 、不 眠症 に悩む 自 我など は 自覚さ れ ていな か ったの で はない か と思う 。これは 、

個人の 自 我を圧 殺 したの が 中世の 暗 黒時代 だ という の ではな く て、そ の ような 自 我は初 め

から無 か ったの で はない か 。今 回の イタリ ア 旅行で 数 々の大 聖 堂を見 た が、それ らはど れ

も築造 に 何世紀 も かかっ て いる。ミ ラノの 大 聖堂な ど は五〇 〇 年かか っ ている そ うであ る 。

五〇〇 年 という と 五世紀 で ある。こ れは自 我 の尺度 に 合うタ イ ム・ス パ ンでは な い。近 代

の芸術 は 、誰 が何 を創造 し たかと い う確認 が 芸術的 感 動の前 提 になっ て いる 。し かしそ の

確認を す るにし て は、五 世 紀とい う 時間は 長 すぎる 。大聖堂 の 何処を 誰 が、何 時 作った か

という よ うな自 覚 はもと も と中世 に はなく 、当時の 職 人たち は 営々と し てそれ を 作り 、そ



れがグ ラ ンド・デ ザイン に まとま っ て大聖 堂 になっ た のでは な かろう か 。そう い う、自 我

や近代 芸 術を超 え た迫力 が 、ミ ラノ 、ピ サ、ヴェネ チ アなど の 大聖堂 に はあっ た 。そ れに

較べれ ば 、ミケ ラ ンジェ ロ の設計 に かかる ロ ーマの サ ン・ピ エ トロ寺 院 などは 、築造す る

のに一 二 〇年し か
． ．

かかっ て いない 。  

だ か ら フ ィ レ ン ツ ェ の ウ ッ フ ィ ツ ィ 美 術 館 を 中 心 に し た ル ネ ッ サ ン ス 芸 術 群 は 強 烈 で

あった 。そこに は 新しく 目 覚めた 自 我が鮮 烈 に存在 し 始めて い た。一つ 一つの 絵 の優劣 は

わたし に は分か ら ないが 、その新 し く目覚 め た自我 の 強さに 、わたし は 圧倒さ れ るよう な

気 が し た 。 中 世 の 無 ― 自 我 か ら の 、 自 我 の 再 生 で あ る 。 も ち ろ ん こ の こ と は ｢ル ネ ッ サ ン

ス ｣（ 再 生 ） と し て 肯 定 的 に 受 け 取 ら れ て い る 。 し か し 今 回 、 わ た し は そ の 再 生 し た 自 我

の奥に 、自我の 本 性的孤 独 さも感 じ た気が し たので あ る。個 は 個だけ に なり、周 囲との 関



係を離 れ た自我 に なると 、自我は 自 分の位 置 を見失 っ て ｢家 郷 喪 失 ｣の 状 態 に な り、自 我 の

意味そ の ものを 見 失うこ と になる の ではな い か。ボッ ティツ チ ェリの『 ヴィー ナ スの誕 生 』

を観な が ら、わ た しはそ の ことを 考 えた。ヴ ィーナ ス が貝殻 の 中に立 ち 上がり 、左側に は

男女の 風 神が息 を 吹きか け てヴィ ー ナスを 岸 に吹き 寄 せてい る 。これ は 古代ギ リ シアの 神

話から 採 られた 構 図であ ろ うが、し かし貝 に 乗って 沖 から岸 に 吹き寄 せ られる ヴ ィーナ ス

とは、ヴ ィーナ ス のあり 方 として 、あまり に も孤独 で はない か 。ヴィ ー ナスと は もっと 華

やいだ も のでは な いのか 。そうい う 目で見 る と、背 景 の海も 空 も、そ の 色調か ら して寂 し

げであ る 。絵 全体 に孤独 の 翳があ る 。こ の絵 の奥に 、わたし は ルネッ サ ンス人 、近代人 の

孤独を 見 たよう な 気がし た 。  

この近 代 人の孤 独 さは、ル ネッサ ン スと同 時 代の宗 教 改革で は 、もっ と 明瞭で あ る。カ



ルヴァ ン は ｢二 重 予 定説 ｣で 有 名 で ある。カ ルヴァ ン による と 、人間 が 救われ る か地獄 に 墜

ちるか は 、神 によ って予 定 されて い る。それ が神の 主 権とい う ことで あ る。普通 、こ の神

の予定 は 、禁 断の 木の実 を 食べた ア ダムの 堕 罪後の 人 間の運 命 に関す る ことだ が 、そ の場

合は、ア ダムの 堕 罪を神 が 知らな か ったこ と になり 、神の全 知 、全能 に 矛盾す る ことに な

る。そ の 矛盾を 救 うため に 、カル ヴ ァンに よ ると、ア ダムの 堕 罪もす で に神に よ って予 定

されて い たのだ と いう。こ れが二 重 予定説 で ある。そ してマ ッ クス・ヴ ェーバ ー の有名 な

解釈 に よ ると （ M・ヴ ェ ー バー 『 プ ロテ ス タ ンテ ィ ズ ムの 倫 理 と資 本 主 義の 精 神 』岩 波 文

庫）、この 二重予 定 の窮境 の 中で 、人 々はい わ ば宝を 天 に積ん で 救いの 確 信を得 る ために 、

自分の 職 業に精 を 出し 、近 代では 勤 勉その も のが美 徳 となっ た という 。そして そ れが資 本

主義の 精 神にな り 、それ に よって 、 近代資 本 主義社 会 が成立 し た、と 。  



しかし こ の解釈 に は矛盾 が ある 。二 重予定 説 によっ て 人間の 運 命が 、神 の絶対 的 主権に

よって 二 重に決 め られて い るのな ら ば、人間 がいか に 努力し て も、宝を 天に積 む ことは で

き な い は ず で あ る 。 努 力 や 勤 勉 は 、 自 分 の 救 い に と っ て は 無 駄 な は ず だ 。 言 い 換 え れ ば 、

二重予 定 説によ っ て抉り 出 されて い る事情 は 、人 間は いまや 、勤勉に も 、教 会・聖礼典 に

も 、 キ リ ス ト に さ え も 頼 れ ず に 、 自 分 の 運 命 を 二 重 に 決 め ら れ て い る と い う こ と で あ る 。

二重予 定 説が指 示 してい る ことは 、自分の 運 命に関 し て、自分 が手も 足 もでな い という 孤

独さで あ る。宝を 天に積 む 余地を 近 代人に 認 めてい る かぎり 、ヴェー バ ーはま だ この近 代

人の孤 独 につい て 、考え が 甘いと 言 わなけ れ ばなら な いだろ う 。実際 ヴ ェーバ ー も、カ ル

ヴ ァ ン の 二 重 予 定 説 が 人 々 に 与 え た も の は 「 個 々 人 の か っ て 見 な い 内 面 的 孤 立 化 で あ っ

た」と言 ってい る (『プロテ スタン テ ィズム の 倫理と 資 本主義 の 精神』岩 波文庫 ､下 巻 ､二 六



頁 )。ボ ッ ティチ ェ リにし ろ カルヴ ァ ンにし ろ 、この 孤 独さが 、近代自 我 が本性 的 に含意 し

ている も のであ ろ う。近代 は孤独 な 時代だ 。むしろ 人 間の孤 独 さを初 め て知っ た 時代で あ

る。近 代 の美徳 で ある自 由 競争と は 、孤独 さ の別名 で ある。  

 

現代科 学 はさま ざ まな矛 盾 を含ん で いると 言 われて い る。その 根本的 な 理由は 、近代人

が 家 郷 を 喪 失 し 、 人 間 で あ る こ と の 意 味 を 見 失 い 、 科 学 は 本 質 的 に 、「 何 の た め に ？ 」 と

いう問 に 答えら れ ずにい る からだ ろ う。も ち ろん、近 代は偉 大 な時代 で あった 。近代科 学

は巨大 な 成果を 挙 げた。わ たしな ど も、半 世 紀前、近 代科学 の 成果で あ るスト レ プトマ イ

シンが 発 明され な ければ 、とうに 死 んでい た はずだ 。近代医 学 によっ て 命を救 わ れたの で

あ る 。 わ た し は 現 在 、 三 ヶ 月 毎 に 膀 胱 鏡 の 検 査 (癌 )を 受 け て い る が 、 膀 胱 鏡 す ら 、 そ の 進



歩・改 善 は近年 著 しいの で ある。し かし最 近 の先端 医 療の進 展 ぶりを 見 ている と 、それ が

人間に 幸 いをも た らすの か 、人 間論 的矛盾 を 引きだ し ている の か、わた しには 分 からな い 。

そして「 死ぬべ き 時節に は 、死ぬる がよく 候 」と言っ た良寛（ 一休で あ ったか）の言葉 を

思い出 す 。  

だ か ら 中 世 の 無 ― 自 我 の 世 界 に 戻 る べ き だ 、 と は わ た し は 思 わ な い 。 そ れ は 不 可 能 だ 。

しかし 現 代科学 や 現代社 会 のあり よ うを通 過 した上 で 、天然 自 然な生 を 取り戻 す べきだ ろ

う。その ことが な いと 、科 学は迷 走 し、人間 社会は 混 乱する 。それこ そ が根本 的 に大事 で

はない の か。冒頭 のイエ ス の言葉 、野の草 や 空の鳥 の 例えが 鮮 烈な響 き をもっ て いるの は 、

わたし た ち現代 人 が、自我 同士の 確 執に疲 れ 、自 我の 孤独さ に 脅かさ れ ている か らだろ う 。

自 分 の 年 令 の せ い で 、 わ た し は 近 年 つ く づ く そ の こ と を 痛 感 し て い る 。 不 眠 症 に し て も 、



入眠す る という こ とは 、心 理的に は 自我の 解 消のよ う なとこ ろ がある 。眠ろう 眠 ろうと 努

力し 、そ の努力 し ている 自 我にい つ までも 集 中して い ると 、わ たした ち は決し て 眠れな い 。

しかし そ の自分 へ の意識 の 集中を 解 消する と 眠れる 。自我へ の 意識の 集 中を解 消 してし ま

った方 が 、か えっ て自我 と して健 全 である と ころが あ るのだ 。自我へ の 関心の 集 中を解 消

す る こ と が 、 か え っ て 自 我 を 生 か す 。 わ が 『 眠 ら れ ぬ 夜 の た め に 』（ ヒ ル テ ィ ー ） の 弁 で

ある。 ( 0 4 7 1 4 )  

 


