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Abstract

　 The　purpose 　Qf 　this 　paper 　is　tQ　cQnsider 　the 　view 　of 　the 　world 　in　OKAKURA　Tenshin
’
s　The　Book　of 　Tθa．

Tenshin　poi皿 ts　 out 　that　the 　heart　 of 　tea 　was 　 resistance 　for　materialism 　and 　 co   ercialism ．　 He　 says 　that

the 　view 　of 　the 　world 　of 　Teaism　becomes　East　and 　West　 co   on 　thought ．　 A　thing 　breaking　dead工ock 　 of 　modern

times 　is　the 　heart　of 　tea．　Phiユosophy 　 of 　Taoism 　 spread 　in　 Teaism，　and ，　as 　for　the 　tea ，　itwas 　embodied

the 　Taoism　philosophy ，　The　Taoism　that 　he　preaches 　is　the　heart　of 　tea ，

1 ．は じめ に

　本稿 の 目的は、岡倉天 心の 『茶 の 本』 （1906） にお け る世界観 に つ い て 考察す る こ とで あ る。

　新渡戸 稲造 （1862− 1933）の 『武 士 道』は 欧米社会 に、い わ ば 「侍 の 国 」 と し て の 日本の イ メ
ージ を広 く普及

させ た。それ とは 対照的な 「茶 の 国」 と して の 日本 を、同 じ よ うに 欧米 に 向か っ て 説 く書物 が 現れた。岡倉 天 心

の 『茶 の 本』で あ る 。 茶 の 文 化 を 通 じて 、目本ない し東洋文 明 の 根底 を 流れ て きた 「風 流 の 形 而 上 学」 を語 っ た

こ の 書 は、『武 士 道』 の さらに 奥 に 深 々 と広 が る 目本 の 精神世界を啓 示 し て 、今 目ま で 欧米 に お け る 目本文化論

の 古典 と し て 大 き な感 化 を及 ぼ して き て い る。

　岡倉天 心 （本名覚三 ） は、文 久 2 年 （1862＞、横浜 本 町 で 生 糸取 引等 を 営ん で い た 貿易商の 家に 生 ま れ た。当

時の 横浜 は、開港地 と し て に ぎわい 、本 町 通 りに は 数十の 貿易商館 が 軒を連ねて コ ス モ ポ リタン 的な雰囲気 に あ

ふ れ て い た とい う。そ うし た 環境 に 生 ま れ育っ た 天 心 は 、6 歳 で 英語 を 学び 始 め、目本 語 と ほ ぼ同 様 の 母 語 の よ

うに 身 に 着 け た 。天 心 は 、英 語 に よ る 詩やオ ペ ラ 台本 ま で 残 し て い る ほ ど 際立 っ て い た 、

　明治 10年 （1877）、発足 した ば か りの 東京 大 学 に 入学、こ こ で お雇い 外国人教師 と し て 着任 して きた ア
ー

ネ ス

ト・
フ ェ ノ ロ サ （1853− 1908） と出 会 い 、そ の 狩 野 派 絵 画研 究 に協力 す る うち に、彼 自身、当 時世 間 か ら打 ち 捨

て られた ように なっ て い た 伝統 目本美術 に 開眼 して 、大学を卒業 し て 文部省 に 入 る と、師 フ ェ ノ ロ サ と 日本美術

復興 ・再生 運動 に 乗 り出 し た。

　 こ うした 天 心 らの 動 き は、欧 化の 風 潮 が 強 か っ た 中 で 大 き な抵 抗 を受 け た が、フ ェ ノ ロ サ が 専攻 した ヘ ーゲ ル

美学 を下 敷 きとす る弁論 を駆使 し て こ れ らを論破、東京美術学校 開設 に漕 ぎ着けた。弟子 の 横山大観 （1868−

1958）、菱 田 春草 （1874− 1911） らを 指導 し て 、近代 日本画 の 創造 を 開始 し た。し か し、ま す ま す勢力 を増す欧

化派 ・洋 画 派 との 対 立 を繰 り返 す うち に、次 第 に 天 心 は 孤 立 す る よ うに な り、明治 31 年 （1898 ） に は 美 術 学 校

を追 わ れ て 下野 し、目本美術院を新た に創設 し て 運動を続ける こ と に な っ た。

　や が て 、明治 34 年 （1901）か ら 35年 に か けて 1年 ほ ど 日本 を 離れ、イ ン ドに 旅 を す る あた りか ら、こ の 目本

美術 院の 活 動 か ら も徐 々 に身 を 引 く よ うに な り、以 後、後半生は 招聘 され た ボ ス トン 美術館東洋部 門 で 活 動 し、

帰 国 し た 際 は 、北茨城五 浦海岸 に 建 て た 住居 に 隠棲 し て 釣 りを 楽 しむ とい うよ うに 、世捨 て 人 的 な 生 活 を続 けて

大正 2 年 （1913 ）に 没 した （1）
。

　天 心 の 主 要著作 と して は、『東 洋 の 目覚 め』、『東洋 の 理 想』、『日本 の 目覚め 』、『茶 の 本』 が あ る。こ れ らは い

ず れ も、当 時 日本 へ の 関 心 が 高ま っ て い た 欧米社会 に 向か っ て 、日本 を紹 介す べ く英文 で 執 筆 され 、啓蒙的な役

割 を 果た した の で あ っ た。なか で も 『茶 の 本』は 、近代欧米の 物質主 義文化 に 対 し て 、東洋伝統精神 文 化 の 奥義

＊　福 島 工 業 高等 専門 学校 　
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を 説 きつ く し て 、天 心 の 文 明 思想 の エ ッ セ ン ス を示 す も の に な っ て い る。

2 ．天心 の世界観一茶の 心一

『茶の 本』 は、もともと ポス トン 美術館で 行 っ た 講話会の 話 をま とめ た もの で あ り、次の 7 章 か らな る。

第 1 章　人 間性 の
一
碗　The　Cup　of 　Humanity

第 2 章　茶の 流派

第 3 章　道教 と禅

第 4 章　茶室

第 5 章　芸術 鑑 賞

第 6 章　花

第 7 章　茶の 宗 匠

The　Schoo工s　of 　Tea

Taoism　and 　Zennism

The　Tea−Ro（》m

Art　△PPreciation

FlowersTea
−Masters

　全 7 章 が それ ぞれ 厂茶」 を中心 軸 と し なが らも、さま ざま な話 題 に 自在 に 行 き来 して 、しか も そ の 全 体 が 共 鳴

しあ い 、一
つ に溶 け 合 っ て い る。表題 か ら もわか る よ うに、第 1 章 「人間性 の 茶碗」 は、最 も総括的で 遠大なテ

ーマ を 扱 っ て い る。ま ず茶 とい う文 化の 全体的意義を 、 あ れ こ れ の 当時 の 世 相 をか ら ませ な が ら、展 開 して みせ

て い る。天 心 は 「人間性 の
一

碗 」 で、一
体何を訴えようと し たの で あ ろ うか。

　 ま ず、天 心 は 「茶 の 心 」 とは 、日 常生 活 の 些 細 な 事柄に 美 を 見出 し、そ れ を 礼賛す る こ とで あ る と し、ま た そ

れ は 自然 の 美、簡素 の 美を慈 しみ、

　　茶 の 愛好家すべ て を趣味 の 上で 高貴な もの に す る こ とか ら、（茶は ） ま さに 東洋 の 民 主 主 義 の 真髄 を 表 わ し

　　て い る
c21。

と定 義 す る。こ の よ うに 茶 を 定 義 した 上 で 、二 つ の 大 き な テー
マ に つ い て 論 じ る。

　第
一

に天 心は、精神性を重 ん じ る東洋 に 対 して、産業技術 の発 達 に伴 う物質文 明 の 象徴と して の 西 洋 を対 比 し

て い る。こ の 「対 比 」 の 弁論術 は、天 心 が 英語 に 熟達 し、西洋 の 学芸を身に っ けた こ とに よ る。さらに 天 心 は 、

東 洋 が 西 洋 に つ い て 学ぶ の と同 様 に 、西 洋 も東 洋 か ら学ぶ べ き こ とが あ り、そ の 学ぶ べ き こ と とは 、ま さ し く 「茶

の 心 」 に表現 され る東洋 の 精神性で ある の だ と い う。

　　彼 ら （平均的な西洋人）は、日本 が 平和で 穏や か な技芸 に 耽 っ て い た時、野蛮国 と見な し て い た し、反対 に

　　 目本 が満州 の 戦場 で 大 殺戮 を繰 り広 げ る と文 明国 と呼 ぶ よ うに な っ た。近 頃、西 洋で は 「武 ：ヒ道」
一

つ ま り、

　　 日本 の 武 士 た ち が喜 ん で 自ら の 命 を 絶つ 「死 の 術 」
一

につ い て さ か ん に 論 じ られ て い る が、茶 道 に つ い て は

　　 ほ とん ど注意 が 払 われ て い な い ．茶道 こ そ 如 何 に 生 きる べ きか とい う 「生 の 術 （生 き方 ）」 を我 々 に 教 え て

　　 くれ る の で あ る。 も しも わ が 国 が 文 明国 とな る た め に、恐 るべ き戦争の 勝利 に 頼 らな けれ ば な らな い と した

　　 ら、我 々 は 喜ん で 野 蛮人 で い よ う。我 々 の 芸術 と 理想 に ふ さわ し い 敬意 が払われ る まで 喜 ん で 待 と うで は な

　　い か （3）。

　当 時ア メ リカ で も、目露戦争 の 勃 発 と と もに、目本 に対 す る政治、経済、そ して 外 交 的な 関心 が 高 ま っ て い た

の は 事実 で ある。こ の ような状況下で 、明治 31 年 （1898） に 新渡戸稲造は 英文 で 『武 士道』を著 し、ア メ リカ

で 日本 文 化を紹介 した の で あっ た が、天 心 は こ の よ うな時 こ そ、「茶の 心 」 が 西 洋 の 読者 に よ っ て 理 解 されなけ

れ ば な らな い と訴 え た の で あ る。当 時、新 渡 戸 や 天 心 だ け で な く、欧 米 諸 国 の 知 識 人 た ち が、日本 文 化 につ い て

語 り、日 本文 化 の 特徴 をそ れ ぞれ の 立 場 か ら 説 い た。そ の 特徴 を武士 道 に 見 た 新渡戸 、庶 民 の 日 常生 活や 日本建

築 に 見 たモ
ー一

ス 、東洋哲学及 び 芸 術に 見 た ラ ・
フ ァ

ージ、そ して 天 心 の 場合 は そ の 独 自性を 「茶の 心 」 に求 め た

の で あ る。そ の 独 自性 とは 、日本 固有 の もの で は な く、広 く東洋さら に西 洋 に も通 じ る 「宇宙 に お け る調 和 を 愛

す る 心 」 っ ま り 「茶 の 心 ］ で あ り、それ が 天 心 の 説く 「人 問性」 な の で あ る 。

　天心 は、当時 西 洋化 の 波 が 押 し寄せ る中で、日本 が盲 目的に 西洋文化 を崇拝 し、模倣す る こ と を 嫌 っ た、とい

うの も、日本 に は 「茶の 心 」 とい うヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム に 基づ い たすばら しい 哲学があ り、そ れ が失 わ れ る こ とに 憤

りす ら感 じて い た か ら で あ る。西洋 が 東洋を正 し く理解 して い な い こ と を嘆 き、西洋も東洋 か ら学ぶ べ きこ とが

あ る。そ の 学ぶ べ き こ と とは、ま さに 「茶 の 心 」 で あ り、ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム の 心 で あ る、と天 心 は 説 く。

　　
一

体、い っ に な っ た ら西 洋 は東洋 を理 解 し よ うとす るの で あ ろ うか。西 洋 人 が 我 々 に つ い て、事 実 とは 全 く

　　か け離 れ た 奇妙な想像 を して い る こ とを知 っ て 、ぞ っ とす る こ とが しば しばある。（中略） ア ジ ア の 若者た

　　 ちは、近 代教育を 身 に つ け る た め に、西 洋 の 大学 に殺到 して い る。も ちろ ん 我々 に は 西 洋 文化 を見 極 め る洞

　　察力 は な い か も しれ ない 。し か し 少 な く と も、そ れ を 学び た い と 思 っ て い る の で あ る。日 本人 の 中に は 、コ

一84 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Fukushima National College of Technology

NII-Electronic Library Service

Fukushima 　National 　College 　of 　Teohnology

笠井 ； 岡倉天 心 『茶 の 本』 に お ける 世界観一朿 西 思想 の 融 合一

　　チ コ チ の 襟の 背 広 を身 に っ け、高 い シ ル ク ハ ッ トを か ぶ る こ とが、西 洋 文 明 の 習得 を 意味 す る と錯覚 し、西

　　洋 の 習慣 や マ ナーを あ ま りに も夢 中で 真似 し て い る 人 た ち も い る 。こ ん な 気障な恰好は 、確 か に 哀れ に も哀

　　しむ べ きもの で あ る 。 と同 時 に これ は 我々 が如何に 平身低頭 して 、西洋に近づ こ うと して い るかをよく示 し

　　 て い る の で ある
  。

　 こ の よ うに 、天 心 は 西 洋 と東洋を対等なも の と し て 認 め 、互 い に補 足 す べ き と こ ろ は補 い 、学 び あ うべ き だ と

い う態度を貫い た。彼 に とっ て ど ち らが 優iれ、ま た は劣 っ て い るとい う考えや、西洋
一

辺 倒 の 考え方 は 受け容れ

が た い もの で あ っ た。

　天 心 は 単 に 日本を美化 し、西洋的なもの は すべ て 排斥す べ きで あ る とい うよ うな偏狭的な立場 を と らなか っ た 。

そ れ は、彼 が 明治 19年 （1886）か ら 20年 に か けて 欧 州美術教育 の 視察 の 旅行後 に 、鑑 画会主催 の 帰朝報告会 に

お い て 、目本美術 の 行方に つ い て 語 っ た 講演 か ら も明 らか で あ る 。 そ の 講演 で は、彼 が 主 張 す る理 論 とは、芸 術

の 法貝1亅に 基づ くもの で あ り、東西区別な くそ こ に も し 理が あれ ば 、そ れ に 従 うべ きで あ る し 、また 美があれ ばそ

れ を 追求す べ き だ と述 べ て い る （5）。こ の よ うな 立 場 で 天 心 は 、東西 文 明を 客観的に 眺 め た の で あ る。

　第 二 に 『茶 の 本 』 は、産 業 革 命 後 広 が っ て い っ た 物 質 文 明、そ し て 近 代化に対 す る真 摯な 抵 抗 の 書で あ る。天

心 は、機械化 が進 み 、多 くの も の が大量 生 産 され る に つ れ て 、文 化 が統
一

され て 、社会が 世 俗 化す る の を 嘆 く。

彼 の こ の 反近代的な 心 情 は、『茶 の 本』だ けで は なか っ た。明治 37 年 （1904） 9 月 に 、ア メ リカ の セ ン トル イ ス

で 開 か れ た 万 国博覧会 で 行 っ た 講 演 に お い て も、

　　どん なに 貧 しい 職 人 の もの で あれ 、 人 間の 手 の 暖 か さ を感 じ る こ との 出切 る 手仕事 の 代 り、今や 機械 の 冷血

　　な手 が登場 し て きたの で す
〔6）。

と述 べ て い る こ とか らもわ か る。

　 彼 の 近 代 化 ・産 業 主 義 に対 す る抵 抗 の 現 わ れ と して 、手 工 芸 を 重 視 す る考 え方 は、美 術学校 校 長 時 に職 人 を採

用す る と い っ た 画 期的なポ リシ
ー

に も現 われ て い る。こ の 点 に つ い て 、大岡信 は 次の よ うに 述 べ て い る。

　　思 うに、維新後 の 激 しい 変化、わ けて も排仏毀釈 の あ ふ りを くら っ て 、ほ そぼ そ と手先の 細 工 物な どで 生活

　　をつ ない で い た に す ぎな い 木 彫 家や 工 芸家を、国 家が 鳴 り物入 りで 設 立 した 美術学校 の 教授 に 迎 え よ う とす

　　る よ うな こ と が、当時天 心 以 外 の 誰 に な し得 た だ ろ うか
の 。

　そ して 『茶 の 本』に お い て も、天 心 は 明 らか に 「茶の 心 1 が物質主義 ・商業 主 義 に対す る抵抗 で あ っ た こ とを

指 摘 す る 。

　　 公然 た る茶 人 の チ ャ
ー

ル ズ ・ラ ム 氏 は 「密 か に 良い 行い を し、そ れ が 偶然 に わ か っ た とき、最高 に 痛快 で あ

　　 り、こ れ ぞ ま さに 茶の 真髄 で あ る」 と述 べ て い る．とい うの も茶の 心 とは、見 出 した 美 を隠 し、敢 え て そ の

　　美 し さを 露 に しな い で 、ほ の か に 匂 わ す術 な の で あ る 。
こ れ は 己 を密 か に、静か に、そ して 思 う存分笑 うこ

　　 とで あ り、そ れ ゆ え、ユ
ー

モ ア で あ り、悟 りの 微笑なの で ある。こ の 意味 に お い て、サ ッ カ レ
ー

や シ ェ イ ク

　　 ス ピ ア な ど の 真 の ユ
ーモ ア リス トは 、茶 人 と呼 ぶ こ とが で き る の で は な い で あ ろ うか。19世 紀 末 の デ カ ダン

　　 派 の 詩 人 た ち は、物 質主 義 へ の 抵 抗 か ら、茶 の 心 を 似 通 っ た 精 神 主義 へ と展 開 し て い る。た ぶ ん 、東 西 両 世

　　 界が 不 完全 さを崇拝 し て 初 めて 、両世 界が慰 め あい 融合す る の で あろ う
（8｝。

天 心 は こ の よ うに 、茶 道 的 世 界観が 東 西 共 通 の 思 想 に な るで あ ろ うと予 言 して い る 。 近 代 の 物 質科学万 能 主 義 の

行 き 詰ま りを 打開 す る もの こ そ、「茶 の 心 」 で あ る と い う。当時 は、天 心 の い う よ うに、物質 文 明 ＝西 洋、精神

主 義＝東洋 と い う公 式 が 成 り立 っ た か も しれ な い が 、世界各国 で 技術革新 が 叫ば れ る 今 目、そ の よ うな 単純 な公

式 は 成 り立 た な い 。戦後驚くべ き経済復興 を成 し遂 げ て、経済大国 と な っ た 現在 の 日本 が どれ だ け 「茶 の 心 」 を

大切 に し、精神性 を 重ん じて い るだ ろ うか，洋 の 東 西 を超えて、文 化 を超えて、再び 天 心 の 説 く 「茶 の 心 」 に 秘

め た ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム を、一
碗 の 茶 と と もに 分 か ち合 い た い 。

3 ．天心 の 世界観の背景一道教思想一

　 『茶 の 本』の 冒頭 で 、天 心 は 薬 と して 愛 用 され て い た 茶 が 、どの よ うに して 茶 の 湯 へ と発 展 して い っ た か 、そ

の 歴 史 を簡潔 に ま と め て い る。

　　茶は も と も と薬 と して 始ま り、そ の 後飲料 とな っ た。中国 で は、8 世 紀 に なっ て 茶 は 洗練 され た娯楽 の
一

つ

　　と して 、詩歌 の 領域 に ま で 高め られ た。15 世紀 に なる と、目本 で は 、一
種 の 審美的 な 宗教、っ ま り茶道と な

　　っ た の で あ る
（9＞。

　こ の 数行 で ま と め られ た 茶 の 発 展 史 を、第 2 章 の 「茶 の 流 派 」 で は、そ れ ぞ れ の 発 展 の 段 階 に応 じ て 大 き く三
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研
．
究紀 要 　第47号 （2006）　 福 島工 業高等 専門 学校

段 階 に分 け て 詳 し く述 べ て い る Cl°）。ま ず 、薬 と し て の 実用 的な飲料 か ら始 ま り、後 に趣 味 ・
娯楽 とい う美的な追

求 へ と発展 し た。そ し て 最終的に は 、毎 日の 生 活の 指針 とな り、生 活を高 め る とい う点 で、宗教哲学的な もの へ

と変化 したとい うの で ある。歴史の 流れ を 大き く系統立 て て 把握する の に長けて い た 天 心 は、茶 の 歴史 も 同様 に

大き く 三 っ の 系統 に 分 けた の で あ る。

　っ ま り、第
一

に 中 国 の 唐 の 時代 に用 い られ た 「団茶 」、第 二 に 宋 代 に 発達 し た 「抹茶 」、そ し て 第三 に 明 代 に流

行 した 「煎茶 」 で ある 。 芸術や 文 化 は 、 そ れ ぞ れ の 時代 の 精神 を 如実に 物語 る と信 じる天心 は、こ れ らの 三 種類

の 茶も、絵画や彫刻、建 築な どと同 じ ように、古典派、浪漫派、そ して 自然 派 と大別 で き るの で は な い か と説 い

て い る
〔11）。

　天 心 は、こ の よ うに茶 を大別 した上 で、『茶 の 本』を 出版す る前 に常 に携帯 して い た とい われ る 中国 の 文人陸

羽の 『茶経』を紹介す る。天 心の 茶 の 理解 が 『茶経』 に基 づ い て い たの も、こ の こ とか らわ か る 。 そ して こ れ ら

の 三 種 類 の 茶 の 中で も、天 心 は宋 の 時代 に流行 した 抹茶 に一
番 の 関心 を寄せ 、次 の よ うに特徴 づ けて い る。

　　宋 の 人 々 と唐 の 人 々 は互 い に 人 生 観 が違 う よ うに、各 々 が 抱 く茶 の 理 想 も異 な っ て い た。宋 の 時代 の 人 々 は

　　先代 で あ る 唐代の 人 々 が 象徴化 し よ う と し た もの を 実踐化 し よ う と し た 。 宋 の 人 々 一つ ま り新 儒教 の 時 代 の

　　人 々 一に と っ て は、宇宙の 法則 は こ の 世 の 様 々 な現象に 反映 され るの で は な く、こ の 世の 現象 そ の もの が 宇

　　宙 の 法則 なの で あ る。永劫 は
一
瞬 で あ り、涅槃は常に 掌握 で き る範囲に あ る。道教 の 「不 朽 は 永遠 の 中に あ

　　る 」 と い う考え方 は、あ らゆ る道教思 想 に 浸 透 した。道教 が 重 視 す る の は、行 為 そ の もの で な く、そ の 過 程

　　 で あ り、同時に 完成その もの で は なく完成 に 至 る過程 が 重要なの で あ る。

　　　 こ の よ うに して 人間は 自然 と直面 す る よ うに な っ た の で あ る。つ ま り、茶 は 単に 詩的な娯楽の
一

時で は な

　　く、自己実現の
一

つ の 手 段 で ある。こ の よ うに 「生 き る 技 （生 き 方）」 に、道教 は新 しい 意味 を も た ら した

　　 の で あ る。（中略）仏教徒 の 中で も、南方 の 禅宗が 道教の 教義 を か な り取 り 入 れ、茶 の 作法 を詳 細に 打 ち立

　　 て た。禅僧 た ち は 菩提達磨 の 像 の 前 に 集 ま り、神聖 な儀 式 の 荘厳 さの 中で 、一
つ の 茶碗か ら茶 をすす っ た の

　　で あ る。こ の 禅 の 儀式 こ そ が、やが て、15世紀 の 日本 の 茶道 へ と発展 して い っ たの で ある
（IE］

。

　 つ ま り 宋代 に 発達 し た茶 は 、単な る娯楽 で は な く、己 を知 る こ と へ の
一

手 段 で あっ て 、理 想を こ の 世 に 実現 し

よ う とす る こ とか ら、如 何 に 生 き る か を 説 く 「生 き る 技 」 で あ り、そ して そ こ に宗 教 が 生 まれ るの だ と説 い て い

る。だか らこ そ 天 心 は、宋代 に 発達 した抹茶 に 関心 を 寄せ て い る の で あ る 。 こ の よ うに宋代 に理 想 に達 した と思

え た茶 で は あ っ た が 、明代 にモ ン ゴ ル 族 の 勃興 に よ り、宋文化 が破壊 された こ とを天心 は 嘆い て い る。

　　中 国の 長 い 不 幸 な歴 史は 、明 の 国民 か ら生 き る 目標 を 求 め る 心 を奪い 去 っ た の で あ る 。つ ま り、彼 らは 近代

　　化 し、愛を 失 い
、 精神的に 老 い る よ うに な っ た の で あ る 。 詩 人や古人 の 永遠の 若さ と活力の 源 とな る夢を求

　　め る崇高な信念 を失 っ て しま っ た の で あ る
  。

　 こ の よ うに、明代 につ い て は 崇高な理 念 が 失わ れ て しまっ た 時代 と して 、天 心 が 高く評価 して い ない こ とが わ

か る。こ れ に 対 して 、日本 で は栄 西 禅師 が 宋 へ 南方禅 を学ぶ に 行 き、宋代 の 茶 つ ま り抹茶 を、建久 2 年 （119D

の 帰朝 と と もに 紹介 し た。ゆえ に 目本 で は 、蒙古襲来 の 影響 を受け る こ とな く、宋 の お 茶 を受 け継 ぐ こ とが で き

た の で、天 心 は、

　　目本の 茶道に こそ、茶の 理想 の 極 ま りを見 る こ とが で き る
（14）。

と い う。そ し て そ の 茶の 湯 とは 、茶 の 理 想的 な飲 み 方 を説 く もの で は な く、如何 に 生 きる べ き か、そ の 技 を 説 く

「宗教 」 で あ る と定 義す る 。

　 天 心の 「宗教」 に対す る捉 え方 が、明確 に 表現され て い る 文章が ある の で 紹介 し よ う。それ は、彼 が ボ ス トン

美術館 で 東洋部長 を務 め て い た 頃に 行 っ た一
連 の ス ピーチ の 中に あ る，明治 44年 （1911） 4 月 13 目の 「東 ア ジ

ア 美 術 に お け る 宗 教 」 か らの
一

説 で あ る。

　　宗教 に つ い て 、こ こ で あ なた 方 が 意味 され る よ うに は、東洋 に お け る 我 々 は 考 え な い。こ の 用語 は 西 洋諸国

　　 で は よ り狭義の 意味で 理解 されて い る。我 々 に と っ て、それ は 必ず し も礼拝 の 形式 を意味せ ず、神 の 概念す

　　ら含ん で い ない 。そ の 点 、我 々 の 意味で は 、あ る人 間 が 不 可 知論者 で もなお 宗教的で あ る。よ り高 い 理 想 の

　　た め に は 死 に 至 る も堪 え う る よ うな、俗世を超越 で きる よ うな信念 を、我 々 は 宗教 と理 解す る の で あ る
（15｝。

　 つ ま り、こ こ で 天 心 の い う宗教 とは、俗世界を超越するこ との で きる広 い 意味 で の 哲学で あ り、そ して そ の 哲

学 は茶 を通 して 学ぶ こ とが で き るの で あ る 。 具 体 的 に は、何 を指 して い る の で あ ろ うか 。

　 岡倉 天 心 は 「天 心 」 以 外 に様 々 な雅号 を持 っ て お り、そ れ らは すべ て道教 と深 く 関わっ て い る。すなわち 「混

沌 子 」、
「五 浦釣徒 」 な どの 号 で あ っ た 。 道 ± の 着用 す る 道服 と類似 した衣服 を身 に まとい 、茨城県 の 五 浦海岸 で

釣 りを楽 し ん だ 天 心 の 姿は 有名 で あ る。
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笠 井 ：岡倉天 心 『茶の 本 』 に お ける 世界観
一

東西 思想 の 融合
一

　さて 天心 の 道 教 へ の 関心   は、彼 の 雅号だ けで はな く、著述 か ら も伺 え る。『茶の 本』 の 第 3 章 「道教と禅1

の ほ とん どが 道教 へ の 論及 で あ る。ま た、第 2 章の 「茶 の 流派 」 に お い て も、次 の よ うに 道教 を定義 し、締 め括

っ て い る。

　　茶 室の 色 調 を乱 す 色 彩 もな く、もの の リズ ム を損 な う音
一

つ な く、調和 を乱 す 動作 も、周囲 との
一

体感 を乱

　　す言葉 もな く、すべ て の 動作 は 単純 に 、そ して 自然 に 運 ばれ る の で あ る 。
こ れ が ま さに 茶 道 が 目指 して き た

　　 もの で ある。そ して 不思議 に も、うまくそ の 目的を達成す る こ とがで きたの で あ る。茶道 の 背景に は、微妙

　　に も哲学が流れ て い る。い い 換 え る と茶 道 とは 、そ の 哲学、つ ま り道 教 が 変身 し た も の で あ る
（17＞。

　つ ま り、茶道 に は 道教 と い う哲 学 が流 れ て お り、茶 は そ の 道教 哲 学 が 体 現 され た も の で あ る と い うの で あ る。

道教 と禅 の 定義を海外 に 紹介 し た本がない こ とを嘆い て い る こ とか ら も、実は 天 心 は道教の 哲学 を何 よ り も紹 介

した か っ た の で は な い だ ろ うか 。 当時 の 西 洋 に お い て 、ま だ 少 数派 で あ っ た モ ダニ ズ ム の 重要性 を天 心 が い ち早

く理解 し、認 め て い たの は、物質主義 で は な く知的で 精神 の 高い も の を求 め る彼 らの 態度 に、道教 に通 じ る もの

を見出 し、親近感を持 っ て い た か らで あ る 。

　 で は 天心 に と っ て 、道教 とは何 で あっ た の か を考 え て み た い 。道教 とは、儒教、仏教 と並 ぶ 三 教義の
一

つ 、中

国 固 有の 宗 教で あ る。不 老 長 生 を 目指す 神 仙 思 想 、つ ま り超 自然的 な 楽園 と、そ こ に住 む 神通 力 を持 っ た 神 仙 の

実在 を 信 じ る 中国 古代 の 民 間思想 と原 始的な民 間 宗 教 が 結合 し て 、老荘思想 と仏教 を 取 り入 れ て 形成 され た もの

で あ る。天 心 自身 もこ れ ら道 教、儒教、仏教 に っ い て 、次 の よ うに 特徴 づ けて い る。

　　道教は 現世 を あ りの ま ま に受 け 入 れ 、わず らわ しい 毎 日の 中で 美 を 見っ けよ うとす る もの だ とい え る で あ ろ

　　 う。こ の 点 が儒教や仏教 と異なる の で あ る。宋 の 寓話 に 登 場す る 「三 酸図」 は 実 に 見 事 に 儒教、仏 教、道教

　　 の 特徴を物語 っ て い る。あ る 時、釈迦、孔 子、老 子 の 三 人 が酢 の 入 っ た 壺、一
こ れ は 人 生 の 象徴で も あ りま

　　すが一
を前 に して 、そ れ ぞ れ指を酢 に浸 して な め て み た。実利的 な 孔子 は、そ れ を酸 っ ぱ い とい い 、釈 迦 は

　　 苦 い とい い 、老 子 は 柱 い とい っ た とい うの で あ る
〔ユ8）。

　 天 心 に よ る と、仁 と礼を倫理的行為 の 根本 に お き、道徳や社会的規律をやか ま しく説 く儒教 に 対 し て 、道教は

自 由 と個人 主 義 を鼓 舞す る ゆ え に、芸 術 の 発 達 を促 した。だ か ら こ そ、毎 日の 生 活 を楽 しむ こ とが で き る。ゆ え

に 酢 は甘 い と感 じ られ る の で あ る 。 鋭 い 芸 術的な 感性 を持ち、自由 奔放な生 き方 を 追求 し て い た 天 心 に と っ て は 、

道教 に 共感を覚える点が多々 あっ たようだ が、それ と は対照的に儒教はあま り魅力の ある教義 で は なか っ た よ う

で ある e 道教 は 芸術 との 関わ りに お い て 、高く評価 され る べ きで あ り、そ の 関わ りにお い て 、如 何 に 道教 が 重 要

な 役 割 を果 た して い るか を次 の よ うに 説 く。

　　 しか しなが ら、道教がア ジ ア の 人 々 の 生活 に 最も貢献 し たの は、主に 樊学 の 分野 に おい て で あっ た。中国 の

　　歴史家は 、道教 とは 我 々 が こ の 世で 生 きて ゆく 「生 き方」 を説 くもの だ と した 。 とい うの は、道教 は 「現在」

　　そ して 「今 」 つ ま り我 々 自身 を扱 うか らで あ る，神 と 自然が 融合す るの は、我 々 自身 の 内 に融合 す る の で あ

　　 り、ま た 、昨 目が 明 目へと移 り変 わ る か ら で あ る。だ か ら 「現在 」 は 絶 えず 移 りゆ く夢幻 で あ り、れ っ き と

　　 した 相対的 な もの で あ る。相対 的 で あ る とい うこ とは、適応 を求 め られ ま す し
、 適応 とは 「生 き る 技」 で あ

　　 り、「芸術 」 なの で あ る。こ の よ うに 「生 き る技」 とは、我 々 を取 り巻 く環境 に対 し 、常 に適応 し て ゆくこ

　　 と をい うの で あ る
q9）。

　 さ らに 、先 に も引用 し た 「東 ア ジ ア 美 術 に お け る 宗教 」 と題 す る講 演で は、天 心 は 次 の よ うに儒 教 と道教 を 対

比 して い る 。

　　老子派 は一
っ の 点 で 儒者 と対立 した。儒教 は 社会 の た め に 規則 を定 め た が 、老 子教 は 独 立 と個性 を 目的 と し、

　　宇宙 と共 に 遊 ば ん こ と を願 い 、そ れ に 頭 を 下 げ よ う とは しな か っ た。こ う して 偉大 な理 念 が生 じた。自然 は

　　人 間以 上 の も の で あ り、人 は 自然の 小 さ な
一

部 分 に す ぎない
。 人 が い か に 哀 れ で あ る か 、い か に 束縛 され 、

　　 い か に 笑 うべ き存在 で あ る か を見 よ ！　 そ の 自由 とは そ の 広 大 な 目的を もつ 自然を 見 よ ！　 老 子 派 は 自然

　　 の 中に 生きん と し、そ こ で美術に お い て は肖像画 を棄 て、山水 と花鳥に 身を捧げた
〔2ω

e

　 晩 年 は、天 心 自身 も常 に五 浦海 岸 で釣 り人 と して海 に 舟 を 浮 か べ 、死 の 直 前 は 妙高山 と黒姫 山 を背 に した 赤倉

山荘で 自然 の 中に 思 う存分身 を 任せ て い る。そ うい う 自然 との 霊 的 共感 を 常に 味 わ い な が ら、天 心 は 道教 思 想 を

深 め て い っ た と考 え られ る 。 天 心 は 釣 り を こ よ な く愛 した 。 とい うの も彼 は 海 に身 を 委ね 、自然 と
一

体 に な り、

道教 を思 想 と体感 で き た か らで は な い だ ろ うか。

　 こ こ で気 づ く の は、天 心 が 説 く道教 とは 『茶 の 本』の 冒頭 で 定義 した 「茶 の 心 」 で は ない か とい うこ とで あ る。

自然の 中に身 を委ねた 時、自然界 に存在す る 自分の 小 ささに 気づ き、そ の 時初 めて 日常の 煩わ し さか らか け離れ

て 、日常を超越す る こ と が で き る の で あ る。
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4 、おわ りに

　 『茶 の 本』の 意義 は、西 洋 の 読 者 に 理 解 で き る解釈 の 仕方 で 、丁寧 に わ か りや す く 日 本 固有 の 茶の 文化 を論 じ

た こ とで あ る。そ れ は 英語 が流暢 で、西 洋 人 に も 対 等 に遜 色 な しに発 言 及 び 自己表 現 で き、ア メ リカ、イ ン ド、

中国 とい っ た 海外生 活 を 体験 した 天 心 に こ そ、初 め て 可能な こ とで あっ た。つ ま り、西洋 の 文化 を理解 し て初 め

て 、日本文 化 の 独 自性 を発 見 で き た の で あ る 。そ して そ の こ とが ま さ し く 『茶 の 本』が、単な る視野 の 狭 い ナ シ

ョ ナ リズ ム や偏 狭 性 に 陥 らな か っ た 理 由 で あ り 、 だ か ら こ そ今な お 世 界各地 で 多 くの 読者 に愛読 され て い る所以

で あ る と考 え られ る。

　岡倉天 心 は 『茶 の 本』に お い て、茶道的世界観が 東西 共 通 の 思想 に な る と予 言 して い る。そ の 世界観は、近代

の 行 き 詰 ま りを 打 開 し うる 「茶 の 心 」 で あ る。本 稿 は、「茶 の 心 」 の 背 景 に道教思 想 が あ る こ と も確 認 した。

　なお 、世 界観 と 関連 し て そ こ か ら生 み 出 され る 天 心 の 芸 術観 も重要 な 問題 で あ る。彼の 芸術観 に 関す る考察に

つ い て は、今後の 課題 と して 稿 を改 め て 論 じるこ とに した い 。
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