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　The 　pu 叩 ose 　of　thi8　paper　is　to　consider 　OKAKURA 　Tenshin，s　Philosophy　of 　A 刀 しin　 The 　Book 　Of　Tea．

Tenshin　invoked　Chikamatsu 　Monzaemon 　to　preach　about 　tlle　importance　of 　sympathy 　in　the 　art ．　He

thought　that　the　tea　ceremony 　was 　simnar 　to　drama　and 　put　an 　important　value 　on 　the　art 　appreciation

such 　as 　a　fiower　er 　a　picture．And 　he　e 皿 phasized
’lthe

　value 　ofthe 　suggestion1
鬮in　the　art ．

　 ［［bnshin　said 　that　human 　 min （l　 was 　 raised 　by　flower　 arrange 皿 ent ．　He　distinguished　the 且ower

arrange 皿 ent 　of 　the 　tea ・master 丘om 　FormaHstic 　SchQol
，
　Naturalesque 　School　and 　caUs 　it　Natural 　Schoo1．　It

is　said 　that　he　personany 　had　more 　sympathy 　for　the　tea・master 　than　the 且ower
・
master ．　The　tea・master

influenced　everyday 　life　more 　than　art ．　This　means 　that 　tea・master 　cooked ，　and 　there 　was 　the 　beauty　of

cal 皿 hving　with 　st 皿 ness 　based　on 　frugality　and 　mind 　of 　give−and ・take　on 　the　clothes 　that　he 皿 entioned ，　He

regarded 　the　death　of 　Senno　R遞yu　as 　the 　model 　to　show 出 at 　only 　the 　person　w 血o　hved 　beautifhlly　should

have　been　able 　to　die　beautifUlly，　and 　he　was 　going　to　show 　it　as 　the　Japanese　heart　of　gracefulness．

1．は じめ に

　岡倉天 心 は、早 く か ら 日本 の 美術行 政 に 関 わ り、東

京美術学校 を立 ち 上 げて第二 代 校 長 とな り、そ の 職 を

退 い て 日本美術院 を創設、さ らに ボ ス トン 美術館 の 顧

問となっ た。明治 20 年代に は 帝国 博物館理 事兼美術

部長 に も就任 して い た。美術の 制 作 側 と鑑賞側 の 双 方

に身をお き、鋭い 審美眼の 持ち主の 思考が 表現され た

の が、『茶 の 本』第5章 「芸術鑑賞に つ い て 」で ある。

　 こ の 第 5 章 を、天 心 は 御伽噺 を語 る よ うに 書き出 し

て い る。

　 　 皆 さん は、道 教 の 「琴 馴 ら し」 とい う話 を聞 い た

　　こ とが ある だろ うか
（n 。

　竜 門 の 峡 谷 の 森の 王 者 とも い うぺ き桐 の 巨木 か ら

作 っ た 琴が あっ た。皇帝 に は秘蔵 されたそ の 琴を弾き

こなそ うと多くの 楽人 が 試み た が 、出 て くる の は 耳障

りな音ば か りで 、美 しい 音色は 響か なか っ た。

　 つ い に伯牙 とい う名手が 現れ て 、見事 な楽 を奏 で た。

感動 し た 皇帝 の 問い に 伯芽 は 答 え る。

　　他 の もの た ち は、自分 自身の こ と しか 歌お うと し

　　 な か っ た か ら 失敗 した の で す。だ が 、私 は 、何 に

　　 つ い て 歌 うか は琴 に 任せ ま した。そ して、そ うす

　　 る うちに 、琴 が伯牙 な の か 、伯牙 が琴 なの か 本当

　　 に は わ か らな くな っ て しま っ た の です
（2 ）。

　 要 す るに、深 く共 鳴 しあ っ て
一一・
体 とな り、そ こ か ら

美 しい 音楽が 生まれ出た とい うの で あ る D

　　 こ の 話 は、芸術鑑賞の 神秘を よ く示 して い る。傑

　　作 とい うもの は 、私た ち の うち に 潜む 最上 の 感情

　　 を奏で る交響楽な の で あ る。つ ま り真 の 芸術 とは

　 　 伯 芽 で あ り、鑑 賞者 で あ る 私 た ち は龍 門 の 琴 な の

　　 だ。美の 魔術的な指 に触れ られ て 、私たちの 心の

　　秘密 の 琴 線 は 目覚め、呼 び か け に こ た え うち震 え、

　　ぞ くぞくす る。心 が心 に 語 りか けるの で あ り、私

　　 た ちは無言 の 声 に 耳を傾け、目に 見 えない もの を

　　 見つ め る。す る と私た ち 自身も知 らな い 奥深い 調

　　 べ が名 人 の 手 に よ っ て 呼び 覚 ま され る の だ。長 い

＊　 福島工 業高等専門 学校 　一
般教科 （社 会）

　 （い わ き 市平 上 荒川 字 長 尾 30）
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　　間 忘れ て い た 記憶 が 新 た な 意味を帯び て 蘇 っ て

　　くる。恐怖 に 押 さえ っ け られ て い た 希 望や、自分

　　で も気 が つ か な か っ た 憧れ が 新 た な輝 きを放ち

　　なが ら立 ち現 わ れ るの だ 。 私 た ち の 心 は、芸術家

　　に よ っ て 彩 られ るカ ン バ ス で あ り、その 絵 の 具 と

　　な るの が 私 た ちの 感情で 、明 暗 とな る の が私 た ち

　　の 喜び の 光で あ っ た り、悲 しみの 影 で あっ た りす

　 　 るの だ。傑 作 は 私 た ち 自身 で あ り、私 た ち 自身 は

　　傑作で あ る
〔3｝。

　茶に 東西 文 化 の 接点 が あ る と見 た 天 心 は 、次 の よ う

に 説 い て い る。茶を飲 む ため の 茶室 に お い て の み 、

人 々 が 心 置き な く美 の 崇拝 に 身 を捧げ る こ とが で き

る。美の 崇拝すなわ ち芸術鑑賞の 大切 な と こ ろ は、深

い 共 鳴に あ る。作者 と鑑 賞者 の 心 の 交 流 は、譲 り合い

の 精神が 必 要で あ る。芸術家 は伝 え る努 力 を し、鑑賞

者 は伝 言 を 受 け取 る 態 度 を培 わ な けれ ば な らな い の

で あ る。本稿 の 目的は、以 上 の よ うな天 心 の 芸 術観 に

つ い て、『茶 の 本』 に即 して考 察 す る こ とで あ る。

2 ．暗示の価値

　 『茶の 本』第 5 章 に、次の よ うに述べ られ て い る。

　　傑作 とい うもの は、そ れ に 共感す る と、一
個 の 生

　 　 きた 存 在 とな り、ま る で 仲 間 同 士 の よ うな 絆 で 自

　　分 に 結 ばれ て い る と感 じ られ る よ うに な る もの

　　だ 。名人 た ちは、そ の 愛や 恐れ が 私 た ち の うち で

　　繰 り返 し蘇る限 り、不滅 で あ る。私 た ち に 訴 え て

　　くるの は 、そ の 腕より魂、技術より人で ある。一

　　そ の 呼 び か け が 人 間 的 な も の で あ れ ば あ るほ ど、

　　私 た ちか らの 応 答 も深 い もの とな る  
。

　芸 術 に お け る 「共感」 の 大 切 さに つ い て 、天 心 は 近

松門 左 衛門 を 引き合い に出 して 語 る 。 天 心 に つ い て は、

従来 思 想家 あ る い は 日本美術院の 創始者 と して 、関心

を持た れ 続 けて きた。し か し、近 年で は、優 れ た 詩人

と して の 面 に も光が 当て られ る よ うに な っ た。最近 で

は 、ま だ上 映 され て い ない オ ペ ラ 『白狐 』の 作者 と い

う こ と も知 られ る よ うに な っ て きた 。 『茶 の 本』に は、

演劇 関係 の 言葉 が 出 て く る。例 え ば第 1章 で は 、

　　我 々 の 日常会話 で、人 生の 様々 な ドラマ の 面 白み

　　を理 解で き な い 人間を 「茶心 が な い 」 とい い 、反

　　対 に 人生 の 悲劇 に 無頓着 で 、感情の 赴 くま ま に 浮

　　かれ 騒 ぐ好き者 を 「茶 化 しす ぎ」 と非 難 します （5）。

と、「ドラマ 」 や 「悲劇 」 と い う言葉を用い て い る。

　 ま た、同 じ第 1章 に、シ ェ
ーク ス ピア の 名前や戯曲

の 題 名 （「空騒 ぎ」〉を用 い た 洒 落が 出 て く る箇所 もあ

る．さ らに、

　　茶 の 湯 は、茶、花、絵 な ど をモ チー
フ と し て 織 り

　　成 され る即興劇 で あ る
C6）。

とい う言葉もあ る。こ れ は、外 国 人 や 若 い 人 に わ か り

やす い 譬 えで あ るD 天 心は、茶の 湯 に演劇性 を 見 て お

り、花や絵画 な ど芸 術鑑賞に重 き を置 い て い る。

　第 3 章 に は 、

　　人 生とい う劇 は、誰 もが 三 単
一

の 法 則 を心 掛 け る

　　な らず っ と面 白い もの に なる と道教徒 は 主 張 す

　　る。 物事の バ ラ ン ス を保 ち、自分の 位置は確保 し

　　な が ら他人 に も 譲 る と い うの が こ の 世 の ドラ マ

　　を成功 させ る秘訣 な の だ 。 自分の 役割を 的確 に 演

　　 じ る た め に は ドラマ の 全体 を知 っ て い な けれ ば

　　な らな い 〔7 ）
。

とあ る。こ こ で 「三 単
一

」 と は 作劇 上 の 用語で 、時 ・

所 ・筋 の
一
致 をい う。 そ して 第五 章 には 近 松 が 出て く

る。天 心 は、若い こ ろか ら演劇への 関心 が あり、明治

22 年 （1889 ） 設 立 され た 「日本 演 芸 協 会 」 の 事務 局

員 で あ り、河 竹黙阿弥、坪内 逍遥 ら と文芸委員に も名

を連 ね て い た。逍遥 を 中心 に近 松 研 究 が行 わ れ た。近

松 の 芸術論 と して は 「虚実皮膜論 」 が 有名で ある。天

心が紹介 して い る言 葉は、出典が 不 明で あ るが、次の

よ うなもの で あ る。

　　劇 作法の 基本原理 の
一

つ と して 、観客 を作者の 秘

　　密 に 引 きず り こ む こ との 大切 さ をあ げ た 〔S）。

　そ して 弟子 た ち の 持 っ て きた 脚本 の うち
一

篇 だ け

が 彼 の 心 に訴 え た とい う。近 松 は い っ た。

　　 こ れ は、劇 とい うもの の 真髄 を よ くと ら えて い る。

　　観客を考慮 に入 れて い るか らだ。観客は 役者 よ り

　　 も事 情 を よ く知 ら され て い る。 ど こ に 間違 い が あ

　　 るか 知 っ て い て 、何 も知 らず に運命へと突っ 走 る

　　舞台 の 上 の 可哀想 な 人 物 た ち を 憐れ に 思 うの で

　　あ る 〔9 ）
。

　
一

例 を あ げる と、『曽根崎心 中』 の 天満屋 店先。醤

油屋 の 手代 徳兵 衛 は、主 人 に返 す べ き金 を友だ ちの 九

平次 に騙 し取 られ た 上 打 され、もはや と、い い か わ し

た 新 地 の 遊女お初 に 自害の 覚悟 を 告げ る。 お 初は 同 情

して 心 中の 決 意 を明 か す そ の 場 面 で 、彼 女 は縁先 に腰

を掛 け 、そ の 足 下 の 打掛 の 裾 に 徳兵 衛 が 潜ん で い る こ

と は、観客 とお初 しか知 らない D そ こ へ 客 と して 現 わ

れ た 九 平次は 、徳兵衛 の 悪 口 を言 い 散 ら し、お 初 は そ

れ を取 り な し なが ら、独 り言 に なぞ らえ て 徳兵 衛 に 死

の 覚悟 を聞 き、自分 の 決意も伝 え る。縁 に垂 ら した 足

で 合図 し、徳兵衛 が そ の 足 を自分の の ど に あて て 意志

を示 す
CIO）。そ の 場面は、官能的で 悲劇性が 際立 っ て

い る。

　 近 松 の 言 葉 の 後 で 天 心 は、
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　　洋 の 東西 を問 わず 、巨匠 た ちは 、観客 を 自分の 秘

　　密 に 引き ず り こ む 手殺 と して 暗 示 の 価値 を忘 れ

　　るこ とは なか っ た
〔11）。

と、芸術における 「暗示 の 価値 」 を強 調 して い る。第

ユ 章に も、

　　茶 道 とは 、美 を見 出 し て もそ れ を 包み 隠 して お く

　　た しなみ で あ り、あ か ら さま な 表現を避けて 暗示

　　す る こ とに と どめ て お く術だ か らで あ る
（11）。

とい う件 が あ る。 茶 の 湯 の 寄付 （待合）に 掛けられ る

掛 物 は こ の 暗示 の 手 段 と し て 用 い られ る こ とが 多 い。

これ を 見 て 客 は そ の 日の テー
マ や道具組 を読み 取 ろ

うとす るの で あ る。し っ か り見て お く こ とが、席入 の

挨拶 に繋 が り、面白さが 増 して く る 。 勿論、掛 物 ば か

りで な く、亭主側 の 仕掛 け は 随所 に あ る。

　さて 小堀遠州 は、次の よ うな言葉を残 して い る。

　　優 れ た絵 に は 、王 侯 に ま み え る よ うな気持 ちで 接

　　しな さ い
〔L3）。

　 こ れ に続 けて天 心 は 、

　　傑 作 を理解す る た め に は 、身 を低 く して 作品 の 前

　　に進 み、そ の わ ずか なつ ぶ やきをも聞き漏らさな

　　 い よ う息をひ そ め て 待ち うけね ば な ら ない （14 ）。

とい っ て い る 。 遠 州 の 言葉 を、天 心 は ボ ス トン 美術館

で 奉仕活動す る婦 人 た ち の 談話 で も紹 介 して い る
  、

明治 37 年 （正904） ボ ス トン 美術館中国 日本美術部 の

顧問 と し て 着任 し た天 心 は、五 千 点も の 所 蔵 品 の 整理

分類 を精力 的に行 い 、ほ ぼ 10 ヶ 月で 目録を作製 し、

今後 の コ レ ク シ ョ ン の 方 向性 に っ い て も示 した。天 心

の 有能 さは、美術 館 側 を十 分 に満 足 させ る もの だ っ た。

　 そ して、天 心 は 日本 か ら助手 と して 、蒔絵 に は 六 角

紫水 、彫 金 に は 岡部覚弥、彫刻 に は 新納忠之助 らを 呼

び 寄せ 、所蔵品の 整理 と修復 に 当 た らせ た 。 美術館 に

お け る 婦 人 た ち の 奉仕 とは、美術館所蔵の 日本 の 繊細

な 漆 器 や 金 工 贔 を 入 れ る 玉 の 絹 の 袋 を縫 う こ と で あ

っ た。太平 洋 を渡 り、ア メ リカ 大 陸を 横断 して 運 ば れ

た 品 々 は 、箱も壊れ、む きだ し の 状態で あ っ た た め、

傷み もひ どか っ た よ うで あ る 。 作業の 間 に天 心 は、美

術品 の 歴 史や 技法 な どを 語っ た。

　　私 た ち が 敢 て 皆様 の 高貴な 指の 奉仕 をお 願 い し

　　 た の は、芸 術の 礼拝 に と もに 加わ っ て 頂きた い と

　　思 っ た か らで す。私 た ち は、皆 様 が 美 術 品 をた だ

　　単 に絹で 包む の み な らず、皆様の 共 感で 包 ん で 頂

　　 きた い と思 い ます。われ われ に とっ て は 、糸は 愛

　　情の シ ン ボルー心 と心 とを つ な ぐ もの で す 。 縫 う

　　 とい う漢字は 、糸が 逢 うと い う意味 を持 っ て い ま

　　す。人 間性 と い う衣 服 を 完成 させ るた め、愛情が

　　出 会 うの で す。美 しい もの を理 解す る の は 、た だ

　　共感 を通 じて の みで す。芸術 は心 と心の 結び っ き

　　で す。偉大な芸術作品は、性急な、共 感 を知 ら な

　　い 耳 に は物語 を語 ろ うとは し ま せ ん   。

　 こ の 言葉 は、第 5 章で 語っ て い る こ とに も重なる。

天 心 の 英語 は 当 時 と し て も文 語体 に 近 い 荘重な言 い

回 し と思われ る 中に、ユ
ー

モ ア を交 え る独 特 な も の で

あ っ た ら しい 〔17〕。天 心 の こ の 語 り か け は、喜ん で 奉

仕 した くなる気 分 に させ る魅力 が あ る 。 婦 人 た ち は、

天 心 の 言葉を楽 しみ な が ら、快 く針仕事 に 精を出 した

に 違い ない 。彼女た ち、ボ ス トン の 上 流婦 人 の 支持 を

得 る こ とは、美術館員の 大切な役 日で もあっ た。

　 『茶 の 本』の 成 立 にっ い て の 説 の
一

つ に、こ の 婦人

た ち に茶を講義 し、終わっ て 捨 て た草稿を助手 の マ ク

リーン が 拾 い 、本 に した とい うの も あ る。こ の 談 話 は 、

初 めの 頃 の もの で ある
Cls）。先に続 い て、

　　 時 に わ れ わ れ は、歴 史 、神 話 、宗 教、詩、演劇 、

　　風俗習慣等、こ れ らの 名品の 背景 となるす べ て の

　　事柄 に つ い て 話 し合 うこ とも あ りま し ょ う。

　　　 しか しそれ以上 に 、こ の 集 ま りの 際に 、われわ

　　れ の 風 習に 従っ て 花 を活 け、お 茶 を お 出 し して ．

　　 そ れ にふ さわ し い 雰囲気 を 作 り 出せ ば もっ と良

　　 い だろ う と考えま した。なぜな ら、これ らすべ て

　　 は 芸術 の 成就 の
一

部 で あ り、美術 が そ の 宝 石 で あ

　　る東洋生活 の 理 想 を 表 わす も の だ か らです
C19］

。

と述 べ て い る。

　以 上の 天 心 の 主 張を要 約 す る と、次 の よ うに な る 。

芸 術 の 真 の 意義 と は 、作 品 を 媒介 と して 、芸 術家 と 鑑

賞者が 共感 し、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を と る こ と に あ る。

そ の た め に は、双 方が 相手 を思い や る こ とが 必 要 で あ

る。具 体的 に は、鑑 賞者 は 自分 勝 手 な見 方 を排 して 、

で き る だ け作者 の 意図に 近づ くよ うに 努め るべ きで

あ る。作者 は、一方的 に 自己表現 を押 し付 けず に、「暗

示 」 とい う工 夫 を与 え、鑑 賞者が 感情移入 で きる余地

を与 え る こ とが 肝要なの で あ る。

3 ．茶の湯の実践空間

　第 4 章 「茶室 」 で は、茶の 実践 の 場 で あ る 茶室へと

読者を導 く。茶室 につ い て 天 心は次 の よ うに定義す る。

　　茶 室 （数奇屋 ）は、単な る 小家屋一い わ ゆる 藁葺

　　き小屋以外の もの で は ない 。「すきや」 とい う語

　　 は、元 来 「好 き家」 つ ま り好み の 家 とい う意味 の

　　漢字 を 当て られ て い た が、後 に なる と、宗匠た ち

　 　 が そ れ ぞれ の 茶 室 に っ い て の 考 え に従 っ て 様 々

　　 な 漢字に 置き換 え る よ うに な り、「空 き家」 す な

　　 わ ち 空っ ぽ の 小 屋、ある い は 「数寄屋」 すなわち
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　　非対 称 の 小 屋 を意味す る よ うに もなっ た。「好 き

　　家」 とは、そ の 時々 の 詩 心 を容 れ る た め に 建 て ら

　　れるか りそ めの 建物 とい うこ とで あ る し、「空き

　　家」 とは、や は りそ の 時 々 の 美的 要素 に 応 じ て 配

　　置 され る もの を除い て は
一

切余計な装飾 を排 し

　　た とい う意味で あ り、ま た 「数奇屋 」 は、何 らか

　　の 要素 を わ ざ と未完成 の ま ま残 し て お くこ とに

　　よ っ て想像 力 が仕 上 げの 働 き を 果た す こ とが で

　　きる よ うに とい う考え か ら、あえ て 不完全さと い

　　うこ とを尊ぶ 精神 を象 徴 して い る の で あ る
［20 ）

。

　数寄の 建築空聞 が 、「数寄屋 」 で あ る。こ の 「数寄」

とい う語 は、中世の 美意識の
一

つ で 、近世以降は 数寄

とい え ば茶 の 湯 を指 す よ うに な っ た。も とは 「好 き 」、

つ ま り気 に 入 っ た もの に 向か っ て ひ たす ら走 る とい

う感情か ら、一
方 は趣味や芸能 へ の 熱中を意味 した。

こ れに つ い て は、『角川茶道大事典』 の 「数寄」 の 項

に 詳 しい
  。

　そ れ に よれ ば、愛好 の 度合い が僻愛、執心 な ど に ま

で 至 っ た 時、「数奇」 とい う文 宇 で表 され る よ うに な

っ た とい う。数 は 運命、奇は 異常で あ る。数奇 な運命

とは、不 幸な運 命 を意味す る 。 芸能界は 成功 よ り破滅

の 方 が多い の で 、芸能 も数奇 とな っ た。王 朝時 代 の 和

歌、音楽 へ の 執心 か ら室町 時代 に は も っ ぱ ら茶 の湯を

指す こ と とな っ た。道具 の 取 り合 わせ の 趣 向 か ら、「数

奇」 は 「数寄」 と書か れ る よ うに な っ た。

　林屋 は、私 見 と断っ た 上で 、「好 → 数奇p 数寄
一→茶

の 湯1 とい う道程 に つ い て 、他 に 「透 き」 と い う言葉

と も習 合 して そ の 内容 を深 め た とい う。物 の 隙、時 間

の 暇 の 意味で 、物 事 に す きま が あ っ て は完 全 で は な く、

時間の 暇は 空 白の 余白で あ る。こ うした不完全 さや 空

白が 数寄の 中で 精神的な余裕 と して 尊重され、「わび 」

や 「不足 」 の 美 意識 に もっ なが っ た、と説 い て い る。

こ の 林屋 の 「透き」 との 習合 とい う観点は、天 心 の 不

完 全 な も の に 対 す る 崇 拝 を 理解 す るポ イ ン トで あ る

と考 え られ る。

　茶室の 独 自性 は、石 と煉瓦 造 りの 西洋建築 とは 大き

く異 な る だ け で な く、日本 の 古典建 築 とも対照的 で あ

る。天 心 は 日本 の 誇 る べ き木造の 大きな建 物 と して 法

隆 寺 金 堂 、宇 治 平等 院 鳳 凰 堂、日光、二 条城 を あ げて

い る。日本の 風土に 適 し、耐久性 に も優れ、壮大華麗

な 点で も 諸 外 国 の 建 物 に 劣 ら な い こ れ らの 大建造物

と も、茶室 は全 く違う。茶室 は禅 の 影響の 下に 作 られ

る よ うに なっ た。天 心は い う。

　　禅 は仏教的な無常の 観念 ま た 精神 が物質 を 支配

　　 しなけれ ばならない とい う観念 か ら、家 とい うも

　　 の を
一

時 的 に身 体 を休 め る避 難 所 に過 ぎな い と

　　見なし た。身体 自体が 荒れ 野 に建て られ た 掘 っ 立

　　て 小屋 の よ うな もの 、あ た り に は え る 草 を編ん で

　　作 っ た ぺ らぺ ら の 建物 の よ うな も の に過 ぎな い

　　の で あ っ て 、そ の 網 目が ほ ど けれ ばた ちま ち元 の

　　荒れ 野 の 塵 に か え っ て しま うの だ 。 茶 室 建 築 で は、

　　こ う し た は か な さが そ こ こ こ に 暗示 され て い る。

　　
一

藁葺きの 屋根や弱 々 しげな細 い 柱 、竹の 支 え の

　　頼 りな さ、あ りふ れた 素材が 無造作 に用 い られて

　　い る こ と な どで あ る。永遠 と は、物質 で は な く、

　　精神 に しか 見出す こ との で き ない も の で あ っ て 、

　　こ う し た 簡素な 建物 は そ の 精 神 の 現 れ な の で あ

　　 り、そ うで あれば こ そ、洗練をきわめた ほ の か な

　　輝 き を帯 び て 、か くも美 しい の で あ る
（22 ）

。

　上 の 文章の うち、「あた りに は え る草を編ん で 作 っ

た ぺ らぺ らの 建物 の よ うな もの に 過ぎない の で あ っ

て 、その 網 目が ほ どければたちまち元 の 荒れ野 の 塵 に

か え っ て しま うの だ」 とい う部 分 と近 い 歌を、夏 目漱

石 が 『吾 輩 は 猫で あ る 』 が 引用 し て い る。そ こ に は 、

　　引き 寄せ て 結べ ば草の 庵 にて 、解 くれ ばも との 野

　　原 な りけ り  

とある。これ は、「夢窓仮名法語 」 や 「一休仮名法語 」

に も見え る も の で あ る
｛ze）。

　さて 、 天 心 の 定義 の うち、「空 き家」 につ い て、こ

の 語 は装 飾 上 の 主 題 が 絶 えず変化 す る必 要 が あ る と

い う考 え を意 味 し て い る とい い 、

　　ある茶会の た め に特別 な美術品が 運 び 込 まれ る

　　 と、そ れ に あ わ せ て 他の
一

切 の もの は、こ の 中 心

　　主題 を 引 き 立て る よ うに選 ばれ、整え られ る。い

　　 くつ も の 音楽 を 同 時 に 聞 く こ とが で き ない よ う

　　に、美 とい うもの は 何 らか の 中心 とな る要 素 に集

　　中 して 初め て 本当 に理解する こ と が で き る の で

　　あ る （25 ｝。

と述ぺ て 、茶室 で の 装飾法が 、室 内 をま るで 博 物館化

し て い る よ うな西 洋 の 装飾 と反 対 で あ る こ と を指摘

した 、 また 「数奇屋 」 に っ い て 天 心 は、

　　道教と禅 の 完全 とい うこ とに つ い て の 考 え 方は

　　こ れ と違っ た 。 そ の 哲学は ず っ とダイ ナ ミッ ク な

　　もの で 、完全 その もの よ り、完全 を追求 す る過 程

　　 を重 視 した の で あ る e 真 の 美 とい う もの は、不 完

　　全 な もの を前 に して 、そ れ を心 の 中で 完全 な もの

　　 に仕 上 げ よ う とす る精神 の 働 きに こ そ 見出 され

　　る とい うの で あ る 。 人 生 にせ よ、芸術 にせ よ、こ

　　れ か らさらに 成長 して い く可能性 が あれ ば こ そ

　　生 き生 き した もの に な るの だ 。 茶室 にお い て は、

　　客 の
一

人
一

人が 自分 自身 との 釣 り合い を 考え な

　　 が ら全体 の 効 果 を 心 の 中 で 仕 上 げて い く よ うに
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笠 井 ： 岡倉犬 心 『茶の 不 』に お ける 芸 術観 に つ い て

　　ま か され る の で あ る C25）。

と述 べ 、道教 と禅 に共 通 の 「不完 全 な も の 」 に よ っ て

説 明 して い る。

4 ．花 と人間一い けばなの 歴 史一

　天 心 は 、花 と人 間の 関わ りにつ い て、

　　原始人は、思い を寄せ る 乙 女に 初め て 花束を捧げ

　　た と き、獣で な くな っ た の で あ る 。 自然界の 粗野

　　な 本能性 を脱 して 人閭 となっ た の で あ る。無用な

　　 もの の 微 妙 な 有 用性 を 知 っ た と き、彼 は 芸 術家 と

　　な っ た
  。

と、花 に よ っ て 人 間 の 精 神 が高 め られ た とい う。花 は

祝祭 に、慰安に、礼拝に なくて は な らない。そ して、

死 を も厳 か に 飾 り立 て た の で あ る。「戦い に お もむ く

に は、薔薇と菊 を とも なっ て きた 」 とい うの は、イ ギ

リス の 薔薇戦争や 日露戦争 を指 して い る。こ うして 花

と長 い 友誼 を保 ちなが ら、し か し 人 間は ま だ獣性 を脱

せ ず花 を無慈 悲 に扱 っ て い る こ と に つ い て 、諧謔を交

え て描 写す る 。
い け ば な の 宗匠は塩 や 酢、明礬、硫 酸、

は て は熱湯 に 枝 を 浸けた り、不自然な 形に 折 り曲げた

りす る。それ は水 揚げの た め で あ り、美 しく生 け る技

な の だ が、花の 身 に なっ て みれ ば、虐待 で ある。

　 しか し、そ れ も西 洋 社 会 で の 花 の 浪 費 に比 べ れ ば よ

い 方 で あ る。天 心 は 、お そ ら く度 々 招か れ る 舞踏会や

晩餐会などで 大量に 飾られ る花が、そ れ ぞ れ の 美 し さ

を愛で る た め とい うよ りは 、富の 誇示 で あ る こ とを感

じて い たの で あろう。こ うした消費 の 仕方 が 自然破壊

に つ なが り、野 生 の 花 が 年 々 少 な くな っ て い る こ と を、

天心 は早 く も警告 して い る 。

　長 い 間、人 間は 花を利 己 的 に 扱 っ て きた。それ は 花

に と っ て 残 酷 な こ とで あ っ た 。 しか しそ の 中で も、花

を愛 し、花 との ふ れ あ い の うち に生 まれ た 美 しい 、忘

れ が た い 話 を い くつ か 紹 介 した の が 第 6 章の 前 半 で

ある 。 続 い て こ こ か らが 主 論 とな る 。

　 今 まで 花 に 対 し て の 人 間 の 行為 を指弾 し て き た が 、

こ こ で 不 意 に 転調 とい っ た 感 じで 「変化 こ そ 唯
一

永

遠」 「古 い もの が 解体 され て 初め て 、再 創 造 は 可能 と

なるの だ 1 と天 心 は い う。続い て 、

　　 新た な 形 を進 展 させ、世界の 理 念 を 高め る こ とが

　　 で きる な ら、花を犠牲に する の もや む を え な い の

　　 で は ない か 。 花 も美 へ の 奉仕 に加 わ っ て も ら う よ

　　 う求 め る ばか りだ。私 た ち自身、純粋 と簡潔 さに

　　 身 を捧 げ る こ とに よ っ て 罪滅 ぼ し をす る ま で で

　　 あ る。こ うし た 理 屈 を 立 て て 、茶人 た ち は 生 け花

　　 を 創造 し た の だ
tzm。

と述べ て、「純 粋」 と 「簡 潔」 が茶 道 の 本質で あ り、

茶 人た ちが 花を扱 うの もそ の 精神 に 立脚 し て い る 、 と

み た 。

　 い け ばな の 歴 史 に 入 る前 に、天 心 は ま ず 花 を生 け る

と きの 態度 にっ い て 、宗匠た ちの 花 に対す る畏敬の 念、

選 び 方 の 慎 重 さ、そ して 生 け る と き は花 に葉 を添 え る

こ とに 言及 して い る。こ れにつ い て 、

　　 こ れ は、植物 の 生態 ま る ご との 美 しさを提 示 す る

　　の が 目的だ か らで ある
〔29 ）。

と述べ て い る。

　 日本 人 の 花好きに は、照葉樹林帯に 位置 し、し か も

四季 の 変化 に富み 、植物 の 恩 恵 に 与 っ て き た長 い 歴 史

が 関わ っ て い る、山や 巨石 、木 な どに 神 性 を見 、そ の

神 が 降臨す る とい う依 り代 と して の 木を 大切 に 思 う。

こ れ は 今で も 「影向の 松」 とか 「門松 」 あ る い は 「諏

訪 の 御柱1 な ど、ま っ す ぐに 立 て た木 へ の 信仰は 古 く

か らあ っ た。

　仏教 の 渡来 と と もに 、 仏 に花を捧 げ る こ とも行 わ れ

た。花籠 に 花を盛 り、ま た左 右対称 の 花瓶 に花 を立 て 、

仏に 供 えた。一方 、室 内 で 花 を観賞す る こ とも行わ れ

た。『枕草子』第 23 段 に 、

　　 勾 欄 に、も とに あ を き瓶 の お ほ き な る をすゑて 、

　　桜 の い み じ うお もし ろ き枝の 五 尺 ば か りな る を、

　　 い と多 くさ した れ ば、勾 欄 の 外 まで 咲 き こ ぼれ た

　　 る
〔30）

とあ り、『伊勢物語』rg　101 段に は、

　　 な さけ あ る 人 に て 、願 に 花 を させ り。そ の 花 の 中

　　に、あや し き藤 の 花ありけ り
｛31 ）。

な ど と 記 され て い る。こ の 大き く分 け て 「た て る 花」

と 「さす 花 」の 二 つ は、時代 が 経っ につ れ て い けばな

と し て の 形に 整 っ て ゆ く。

　鎌倉時代 に は 「唐物 」 とい っ て 中国 の 絵画 や陶磁器

な どが 多 く輸入 され 、珍 重 され た p 『喫茶 養生記 』 の

時 代で あ る。は じ め は 青磁 や 唐金 の 花 瓶 の 鑑 賞 に 重 点

が 置か れ て い た が、次第に 花を 生け る こ とに 関心が集

ま り、方 式 も定 ま る よ うに な っ た。

　 時代 は 南北朝 か ら室町 に移 り、「会所 の 芸能 」 と呼

ばれ る 「茶 ・花 ・香 」 が盛 ん となっ た。茶 人 の 花 とい

け ば な との 違 い を天 心 は 、

　　 だ が、忘れ て な らな い の は、これ ら茶 人 た ちが 工

　　 夫 した 花の 扱 い は 、あ くま で 茶 の 湯の
一

部 と して

　　 で あ っ て、そ れ 自体で 独立 したもの で は なか っ た

　　 とい うこ とで あ る。い けば な は、茶室 を飾 る 他の

　　 芸術作品 と同様 に 、 茶室装飾全体 の 枠組み に、組

　　 み 込 ま れ た もの な の で あ る
c32）。

と い い 、さ らに ま た 、
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　　こ れに 対 し、花そ れ 自体 を切 り離 して 観賞す る方

　　式 は、十 七 世 紀 中頃 、華道の 宗匠た ちが 登 場 し て

　　きて から始ま っ た 。 そ れ は 茶室か ら独 立 す る よ う

　　に な っ て い き、花器 が 課 す制約 の 他 は、何の 決 ま

　　りに 縛 られ る こ と もな くな っ た。花に つ い て の 新

　　しい 考え 方 や扱 い 方 が 可 能 と な り、そ こ か ら多 く

　　の 約束事や流派が 生 ま れ た （33 ）
。

と説明 し、い けばなを様式派と自然主義派 の 二 派 に分

け て い る 。

　い けばなは、一
般的 には花や枝 ・葉を整えて、花器

に挿 す 方 式 や 技 術ま た は そ の 作品 を い うが、始 めの 頃

「い け ばな」 とは い わ な か っ た。室 町 時 代 中 期、座 敷

飾 りの
一

つ と し て 成 立 し た の は 「立 て 花」 で あ っ た。

「しん」 を立 て 「した く さ」 を あ し ら う。同 朋 衆の 中

に名 手 が 出て 、花 や 花 瓶 を持 ち寄 る 「花合亅 も し ば し

ば開か れ た。「立て 花」 が次 第 に発 展 し複雑 な 構 成 を

持 っ た の が 「立 華」 で あ る。七 っ の 役枝 をま とめ あ げ

る、豪華で 技巧 的な 美 し さが 安土桃 山か ら江 戸 初期 の

気 分 に合 うも の で あ っ た。「立華 」 を 完成 し た の が 池

坊二 代専好 で あ る 。 天 心 は 、
こ れ を 「様 式 派」と して 、

狩野派 と対応 させ た。

　
一

方、さす 花の 流 れ に あ る投 入 花 も室 町 時 代 か ら始

まる。「立 て 花」 の 端正 な立 っ 花形 に 対 し て 、枝 の 流

れ を生 か す自由な形で 、茶の 湯 と の 結び つ き に よ っ て 、

洗練 され て ゆ く。江 戸 時代 半 ばを過 ぎる と茶 の 湯 の 影

響が 庶 民 に も浸透 し、数寄家造 りが はや り、町家 に も

床の 間が 設 け ら れ る よ うに な っ た。投入 花 は床 の 間 の

広 さ に合わ せ て 工 夫 され、発展 した 。
「生 花」 「活花」

「挿 花 」 （い けは な ・い け ば な〉 とい い 、後 に 「生 花 」

（し ょ うか ・せ い か ）などと音読み で呼ばれ た。

　 「生花 」 は、天 ・地 ・人 を象徴す る 枝三 本 で 不等辺

三 角形 を構成す る の が 基本形 で あ る。枝数 も少 なくす

っ き り した 風 情が 好ま れ て 流行 した。こ の 形 式 を天 心

は 自然 主 義派 と呼 び 、浮 世 絵 や 四 条派 に 通 う気 分 で あ

る、と説明 して い る。

　い け ばなの 基 本 形 は天 ・地 ・人 の 三っ の 枝 で 構 成す

る。こ の 厂天 ・地 ・人」 の 本文を引い て お こ う。

　　時間 が あれ ば、も っ と くわ しく、こ の 時期 の 様 々

　　 な 華道 の 宗匠た ち が 定 式 化 し た構成や細部の 約

　　束事 を検討 して み るの も興 味深 い こ とで あ ろ う。

　 　 そ こ に は、徳 川 期 の 装 飾 を 支配 して い た根 本 的 な

　　理論がみ られるはずで ある。こ の 理論 は 、主原理

　　 （天）、従原理 （地 ）、和合原理 （人）か ら成 り立

　　 っ て い て、これ らの 原 理 か らはずれ た 生け 花は、

　　 どん な も の も不 毛 で 死 ん だ も の と見な され た。ま

　　 た、花 の 扱 い 方 に 正 式 、半正 式、略式 の 区別 が あ

　　 る こ とも重視 され た。それぞれ、花を、舞踏会用

　　の 重々 し い 正 装、儀式 ば らな い が優雅な 外出着、

　　魅力的な室 内着を装わせ る ような区別 で ある
（34）。

　 こ こ で天 心 は、い けば な が、古 代 中 国 の 思 想 に 基 づ

く宇宙を構成す る 三 っ の 要素 （三 才）を表現す る とい

う理 念 にふ れ て お り、人 は 天地 と対 立す る の で は な く

調和す る存在 で ある、と東洋で は 考え られ て い る こ と

を示 した。

5 ．茶人の い けばな

　茶人 の い け ば な を、様式 派、自然 主義派 と対照区別

し て 、自然派 と 呼 び 、個 人 的に い け ばなの 宗 匠 の 花 よ

りも 共感 を抱 く と天 心 は い う。そ して、

　　茶 人 は、花 を選 び さえす れ ば責任 は果 た した と し

　　て、あ とは 花 が 花 自身 の 物語 を 語る の に任せ る。

　　晩冬、茶室 に 入 っ て い く と、ほ っ そ り と し た 山桜

　　の 小 枝 が蕾を 開 き か け た椿と 取 り合 わせ られ て

　　い る の が 目に 入 る だ ろ う。そ れ は、冬が 去 り行 き、

　　春が近づ い て くる 兆 しで あ る。あ るい は、暑 さで

　　うん ざりす る ような夏 の 目、昼の 茶会 に 呼ばれ て

　　行 っ て み る と、ほ の 暗 く、涼 し げ に 整 え られ た床

　　の 間 に
一

輪の 百 合が 釣 り花瓶 に 生けられ て い る

　　の に 出会 うか も知れ な い 。露 に濡 れ た そ の 花 の 様

　　子 は、人 生 の 愚 か し さに微笑 ん で い る か の よ うで

　　あ る   。

と い うの で あ る 。

　茶の 湯に お い て 、花が 重要に なっ て くる の は利休 の

頃 で あ る。利休 の 花 に つ い て 様 々 に 書き 伝 え られ て い

る が、最 も有名な の が朝 顔 の 茶 の 湯で あ ろ う。 『茶 の

本』も これ を紹介 し て い る。

　　十 六 世紀当時、朝 顔 は ま だ 珍 し い 花だ っ た 。そ の

　　朝顔 を利 休 は 熱心 に 育て、庭 い っ ぱい に 咲 かせ た。

　　そ の 噂 を 聞きっ けた 大 閣秀吉が一
度 見 て み た い

　　と所 望す る と、利休 は太閤を 朝 の 茶会に 招 い た 。

　　約 束の 目、太 閤は 庭 に 歩み 入 っ た が、朝顔 の
一

輪

　　すら見 当たらない 。地面 は 平 らに な ら され、見 事

　　な 小 石 と砂 利 が 敷 き詰 め られ て い る ばか りだ。む

　　っ と して 太 閤は 茶室 に 入 っ た が、室 内 の 様子 を一

　　 目見 るな り、す っ か り機 嫌 を直 した。床 の 間 に は

　　宋 時 代 の 珍 しい 青銅 製 の 花器 が 置か れ て お り、そ

　　 こ に庭 の 女王 ともい うべ き
一

輪の 朝顔が生けら

　　れ て い た の で あ る   。

　天 心 は、利休の こ れ で な くて は な らぬ とい う決断 と

と もに 引き 抜い た 心 の 痛み を感 じて い る。秀 吉 の 入 室

が な けれ ば、明 日 も明 後 日 も花は 楽 しめ た は ずで あ る。
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笠 井 1 岡倉大 心 『茶 の 本』 に お ける芸術観 に つ い て

こ の 季最後 とな る
一
輪が 最も美 し く輝 くた め に、捨て

去 っ た 他 の す べ て の 花 の 命 の 代表 と して利休 は 心 を

こ め て 生け た、とい うの が 天 心 の 解釈 で あ る。

　　こ うした 例 に 出会 うと、「花御供」 とい うこ と の

　　意 味 が よ くわ か る。花 た ち は 十分 に 、そ の 意義 を

　　理 解 して い る だ ろ う。彼 らは、人 間 の よ うに臆病

　　で は ない 。花 の 中 に は、死 を栄光 とす る もの も あ

　　る。日本の 桜 の よ うに、す す ん で風 に身 を委ね る

　　の で あ る
C3T）。

　 こ こ で 、「彼 らく 花 た ち 〉 は 人間の よ うに 臆病で は

な い 」 とい う言葉 は、木下長宏に よる と、

　　 自分の 内 面 へ 向か っ て 放たれた
一

句で ある
（3S）。

とい う。さ らに い えば、天 心 は朝 顔の 側 に立 っ て い る。

こ の 「花御 供 」 （Flower　Sacrifice） は 抜 か れ た 花が

美 の た め に 喜 んで 身を捧げた、とい うこ とで あ る。天

心 が第 6 章の 終 わ りに、利休 と秀吉 の エ ピ ソ
ードを 置

い た の は、次 の 第 7 章の 「茶人 たち」 へ の 巧 み な導 入

部 に なっ て い る。

　 さて 第 7 章の 冒頭 に は、

　　 宗教 は未 来を後 ろ盾 と し て い る が、芸術で は 現在

　　 こ そ が 永遠 な の で あ る  
。

と あ り、これ は、『徒然草』第百五十五 段 に 、

　　死 は 前 よ りし も来 た らず 、か ね て 後 に迫れ り   。

と あ る よ うに、未来は後 に ある とい う考え方で あ る。

　先の 言 葉 に続 い て、

　　 茶 人 た ち は、芸 術 を暮 ら しの 中に生 か す こ とが で

　　 きて 初 め て 真 に 芸 術 を 味 わ うこ と が で き る と し、

　　 目々 の 暮 ら し を、茶室 で 達 成 され た よ うな高度 に

　　 洗 練 され た 水 準 に保 と うと心 掛 けた。どん な とき

　　 に も平静 な心 を保 ち、会話 は そ の 場 の 調 和を破 ら

　　ない よ うに運 ん で い かねばな らな い
。 衣 服 の 型 や

　　色、身 の こ な し、歩き方 まで 、すべ て に わた っ て 、

　　そ の 人 の 芸術的セ ン ス の 表 現 となる の で あ る 。 こ

　　 れ らの こ とは、決 し て 軽視 し て よい も の で は な い。

　　 自分 自身 が美 し くなる ま で は、美 し い も の に近 づ

　　 く資格 は な い の だ。そ れ で 、茶 人た ち は 芸術家以

　　 上 の もの 、す な わ ち 芸 術そ の もの に な ろ うと励 む

　　 こ とに なっ た。そ れ は い わ ば美 意識 に 昇 華 され た

　　禅で あ っ た
〔41）

e

　 こ こ か ら、「平常心是道 」とい う言葉が想起され る。

行住坐臥 すべ て 修行、身 に具 わ る とい うの は、とて も

難 しい 。一
歩で も近づ くた め に 稽古が あ る。

　茶人 は、芸術 に及 ぼ した影響以 上 に 日常生 活に 大 き

な影響を与え た 。料理や 衣服 、しっ らい な ど、簡 素 と

譲 り合 い の 精神 に 基 づ い た、静か で 穏や か な 暮 ら しの

美 し さを 教 え た の は 茶 人 た ちで あ る 、と天 心 は い う。

6 ．利休の 死一おわ りに か えて一

　第 7 章の 後半 は 、利 休 の 最後 の 茶 の 湯 とそ の 死 で あ

る。ま ず、人生 に っ い て 唐突ともとれ る言 葉 か ら始ま

る。

　　人 生 と呼ば れ る こ の 愚か しい 労苦に あふ れ か え

　 　 っ た 大海 を ど の よ うに乗 り切 っ て い け ば よ い の

　　か。その 秘訣を知らない 人 は、幸福 で満ち足 りて

　　い る か の よ うに見 せ か けな が ら、そ の 実、常に 悲

　　惨な状態 に あえい で い る．私 た ちは、何 とか精 神

　　の 平衡を保 と う と し て 苦闘す る が、行く手 に 浮か

　　ぶ 黒 雲 に は嵐 の 兆 しが現 れ て い る。だ が、それ で

　　 もな お 、永遠 に 向か っ て 進 ん で ゆ く大波の うね り

　　の うち に は 喜 び もあ り、美 も あ るの だ
。 そ うな ら

　　ば、なぜ 、こ の 大 波の 霊 に 同化 しな い の か。あ る

　　い は 、列 子 の よ うに、嵐そ の もの に うち跨っ て 行

　　か な い の か
c42］

。

　 こ こ は 、天 心 自身 の 告 白を 聞 く よ うで ある。『茶の

本』の 執筆 当 時の 心 境 と内省、読者 に 向か っ て とい う

よ り自分 を励 ま し て い る。第 1 章で 、

　　午後の 日差 しを浴 び て 竹林 は 照 り映 え、泉は よ ろ

　　 こ び に沸き立 ち、茶釜 か らは松風の 響 きが 聞 こ え

　　て くる。しば ら くの 間、は か ない もの を夢み、美

　　 し くも愚 か しい こ とに思い をめ ぐらせ よ う
（43）。

とい い 、第 6 章 で は 、

　　露 に濡れたそ の 花の 様子 は、人生 の 愚か し さに微

　　笑 ん で い る よ うだ C44）。

と して 、こ こ で 、

　　人生 と呼ばれ る こ の 愚 か し い 労苦
（45）

と繰 り返 し て お り、天 心 の 人 生 に 対す る 眼差 し が 感 じ

られ る 。 愚 か し さを否 定 す るの で は な く、そ の 中 に喜

び と 美が あ り、コ ン トW 一
ル し て 生 き て い くこ と が で

き る 。 こ れ は、第3 章の 、

　　現在 とは 、絶え ず変転 しっ つ あ る 無 限 の 現れ で あ

　　 り、相 対 の 本 来 の 場 で あ る 。
こ の 相 対性 に ど うや

　　 っ た ら正 し く対応 で き る の か、そ の 秘訣が 「こ の

　　 世 に 生 きる 術」 なの で ある。身の ま わ りの 状況 を

　　絶 えず 調 整 して い く術 で あ る。道教 は こ の 世 を あ

　　 りの ま ま に 受け 入 れ る の で あ り、儒教や 仏教 とは

　　違 っ て、なげか わ しい この 世 の 暮 ら しの うちに も

　　美 を見出そ うとす る の で あ る C46）。

とい うと こ ろ に 対応 して い る。そ し て 、

　　美 し く生 きて きた者 だ け が美 し く死 ぬ こ とが で

　　き る
〔4η

。

とい う。これ が天 心 の 結論 で あ る c そ の よ うに 生 きた

人 の 典型 と して 、利休の 死 を終章 に お い た の で ある。
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　利休の 死 因 は、未だ不明で あ る。『茶 の 本』が紹介

して い る秀吉毒殺 の 陰謀加担 説 に っ い て 、芳賀幸四郎

『千利休』 は 、『利休 百会記 』 と い う利休最 晩 年の 、

茶会記 の 最後 の 会の 客 が徳川家康で あ る こ とか らの

推測で あろ う とい っ て い る
（48〕。

　秀吉が利休を追放 し、さ らに切腹 と断 じた 表の 理 由

は、利休 が 修築 した 大 徳寺山 門 に 自身の 木 像 を置 い た

こ とが 不遜 と された た め と もい う。

　 自決 を 定め られ た 日に、利 休 は 主だ っ た 弟子 た ち を

最後の 茶会に 招い た。川原澄子は、

　　キ リス ト教圏の 人 々 は、「最後 の 茶会」 を 「最後

　　の 晩餐」 に重ねて 読 む の で は ない だろうか。『茶

　　の 本』の 原 題 は、『The　Book　of 　Tea』、こ れ は 『The

　　book　 of 　Bo。 ks』で ある聖書 の も じ りで あ り、キ

　　 リス トに な ぞ らえ て 美 の 宗教 に殉 じた 人 と して

　　利 休 を描い た
〔蚓

。

とい っ て い る。また、東郷登志 子 は、

　　第 七 章 にお い て は、キ リス ト教的背 景 を持つ 人 々

　　 の 心 を も感動 させ 、惹きっ けて 止 まな い 要 素が利

　　休 の 最期 の シ
ー

ン の 叙述中に 潜 ん で い る か ら で

　　ある c50）。

とい う。さらに、戸 田勝久 は、『茶の 本』に つ い て 、

　　天心 は、こ の 著述を英語 を読む 人 に向けて 書い た

　　の で ある
C51］。

か ら、最 終 章 を、利 体 の 最後 の 茶 会 で 締 め く く っ た こ

とは、

　 利 休 の 潔 さを 日本 人 の 心 と し て 当時の 欧米人 に 示

　　そ うと した の で ある （52）
。

とい っ て い る。利休 の 辞世 の 詩が 引用 され て 、結び の

一
行 は 次の よ うに締 め括 られ て い る 。

　　顔 に笑 み をた た え て、利休 は未 知 の 世界へと、旅

　　立 っ て い っ た
c53）。

　こ の
一

行 が、前章 の 結び の 言葉、

　　花の 中 に は死 を栄 光 とす る も の も あ る。一日本 の

　　桜 の よ うに、すす んで 風 に身を委ね るの だ 。 吉野

　　や 嵐 山 の 桜吹雪 を 経験 し た こ と の ある 人 なら誰

　　で もわ か るはず だ。つ か の 間、花 た ち は、宝石 の

　　雲の よ うに渦巻き、水晶の よ うな流れ の 上 を舞 う

　　か と思うと、次 の 瞬問 に は、笑 い さ ざめ く水 の 流

　　れ に の っ て消えて い く。あた か も、こ う語 りか け

　　な が らの よ うに。「さ よ うな ら、春 よ、私 た ち は

　　永遠 に 向 か っ て旅 立っ の です t ｛54）

を 踏ん だ もの で ある こ とは 、容易に 見て と る こ とが で

き るで あ ろ う。

　茶の 達人 た ち の 生 死 は 、花 の 生 死 と等 し い と され る。

『茶 の 本』は、こ う して 人 間 と自然 との 究極的な合
・一

を うた っ て 閉 じ られ る の で あ る。

　本稿で 考察 し た よ うに、天 心 は 芸術に お ける 共感 の

大 切 さ を説 い て 、「暗示 の 価 値」 を 強調 した。彼 が 芸

術鑑賞で 、花に 重 きを置い た の は 、花 に よ っ て 人間の

精神 性 が 高 め られ た と考えた か らで ある。彼は、花の

よ うに 美 し く生 き た者だ けが 、美 し く死 ぬ こ とが で き

る と し、そ の 典型 と して 千利休を挙げて い る。天 心 は 、

利休 の 潔 さ を 日本人 の 心 の 理 想 と した の で あ っ た。
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