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　 本書評 は、以
一
Fの 四著を併 せ て 評 した もの で あ る 。

（1）　Wat・su ’ji　 Tetsuro ，　Fudo
−−Wind 　 und 　 Erde．

　　　 Der 　Zusammenhang 　zwisehen 　Klim 日　und 　 Kul しurl 　 Ubersetzt　und 　 eingeleit ／et

　　　 vorl 　Dora 　 Fischer−Ba，rnico ］ und 　Okochi　Ryogi ，　 Darmstadt ｛
・992．

（2）　Okoehi　Ryogi ，　 Wie　man 　wird 、　 was 　man 　ist．

　　　 Gedanken 　 zu 　 Nietzsche　aus 　 6stlicher　Sicht，　 Darmst ．aclt 　1995

〔3） Heinrich　Rombach ，　 Draehenkampf 、

　　　 1）er 　phi10sophische　Hintergrund　　der　 b量utigen 　　B靤rgerkr …ege 　 und 　　die

　　　 brennenden　Zeitfragen，　 Freiburg 　l996．

C4）Kimura 　 BiIl，　Zwischen 　Menseh 　und 　Mensch ．

　　　 Strukturen　，apanischer 　Subjektivitat，　Uberset．zt 　und 　herausgeggben 　von

　　　 Elmar 　Weinmayr ，　 Darmstadt 　1995．

　 こ の 内 、 （1）、 （4）は、言うまで もな く、それ ぞ れ和辻哲郎 『風土』 （初版昭和
・’t’』年）、

．木村敏 『人 と入 と の 間』 （初版 昭和 四十
．
七年）の．ドイ ツ 語 訳 で ある。 （2）は大河内了義の ニ

ー

チ ェ 論 で は あ る が、書名 に も、東洋 （あ る い は 日本） か ら 見 た ニ
ーチ ェ 思想論 とあ る よ う

に 比較思想論的考察で あ り、（3）は、 ロ ム バ ッ ハ の 歴史哲 学書で は あ る が 、 そ の 重要 な 構

成要素と して書全体の二 分 の 似 上を占 め て 日本思想論 な い しは 日本文化論が 展 開 さ れ て

い る 。

　 本書評 は、昨秋Philosophis面 es　Jah 霊
・buch第104巻後期号に 発表 された もの で あ る が 、

そ の 分量 か ら言 っ て も、 書評と い うよ り、 既 に 数度 に わた っ て 来 日 して い る評者 の そ れ 自

身優 に
…

箇 の 日本文化 論 で あ る 。 と い う べ きか
、 や は り、 日本文化論 が ヨ ーv ッ

パ の 人 に

ど う読 まれ る か、そ う し た 意味の メ タ 日 本文化論 で あ る。訳者 は手稿の 段階 か ら こ れを読

む機会が与え られ て い て 、 既 に 訳稿 も作 り始 め て い た が、編集委員会か ら も、本紀 要掲載

・に柑応 し い 論考と して こ こ に そ の 紙面を貸 し与え られ た
。 召 う ま で もな く、そ れ は 著者 バ

ル ッ ツ ィ 教授 も大 い に 快諾す る と こ ろ で あ っ た 。

　な お、引殖 の 頁 つ け は 、 （1入 （の に つ い て も、 ドイ ツ 語版 の もの で あ る が 、そ の 引用

文は 原著 の 原 文通 りの もの で あ る 。 （訳者 。由下善 明
t’
　
’
）
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1

　　　 人 間は 、 自ら の 為 した と こ ろ の もの で あ る の か 、 　　 それ とも、 成 っ た と こ ろ の もの で

　　 ある の か 。 こ こ で 取 り上 げる四冊 の 本 に は 、
こ の 後者の 人間観が 映 し 出され て い る 。 こ れ

　　　ら四著に 見 られ る の は 、特に 東洋の 、 こ こ で は無論 日本 の 思想家達 が、上 の 相異 をめ ぐっ

　　 て 東西 の 文化を考 え よ うと して い る こ と で あ る 。 だ がそ こ に
一う の 問題が ある 。 区別 は、

　　 東西の 間で 、
つ ま り ヨ

ー
ロ ッ パ とア ジ ア との 間で 考 え られて い る もの で あ り、 い や恐 らく

　　 は 「為 され る」て い る の で あ っ て 、
ヨ
ー

ロ ッ パ の 哲学 と 日本的なる もの との 、 よ り正 し く

　　 は 日本人 との 対峙対決が行な われ る時 、 区別は そ の 極に達す る 。
こ の こ とは とり分 け、木

　　 村敏が そ の 著作を 「われ わ れ 日本人」 とい う章を も っ て 始め ると こ ろに 、 判然 とな る 。
い

　　 や尖鋭 とな る 。 「われ われ 日本人」 と言わ れ る時 、 私達 が 「わ れわれ ヨ
ー

ロ ッ パ 人」 と 言

　　 お う とす る の と は 、 或い は 「われ わ れ ア メ リカ人」 と い う言葉 を耳 に す る
一 そ れは度 々

　　 で あるが　　の と は 、何か別 の こ とが考 え られ て い る 。 「わ れわ れ ア メ リカ人 」 と い う の

　　 は 、 ア メ リカ的生活流儀 American 　way 　of 　lifeを指 して 言 われ て い る の で あ っ て 、 そ れ

　　 は全 世界に 向か っ て 押 し拡げ られ る べ き流儀 とな っ て い る 。 そ れに 対 して 、 「わ れ わ れ 日

　　 本人」 と言 われ る時 、 もっ ぱ ら日本人とそ の 生活 の 特有な る もの に 目が 向け られて い る 。

　　 つ ま りは 、日本人で あ る こ と に つ い て の 正 に 日本的な る自己 開明と い う こ とをめ ぐ っ て の

　　 言 い 方 で ある。そ こ で は、通常 ヨ
ー

ロ ッ パ 、広 く西洋で 「人間とは何か」（カ ン ト）を第
一

　　 の 問い とす る啓蒙とは異に して い る の で あ っ て 、む しろ、人 間をそ の 国土 、
つ ま り 「風 と

　　 土」 との 関連で 、 言い換 えれ ば 「風土 と文化 と い う連関」で見て い る の で あ る 。 日本人 が

　　 何者であ り、如何 に生 きて い るか 、 そ の 由来 と行方 、 そ れ は 、 そ の 国土 とそ れ の も つ 自然

　　 史並 び に 文化史 、 日本の 風土 が答え る問題 とな っ て い る。 こ こ で は 、 後 に 見る で あ ろ うよ

　　　うに 、 風土 と い うもの が 、 そ して 自然と文化が通常と は別様に理解されね ば な ら な い 。 殊

　　　に 自然 と文化 と い う分 け方 そ の もの が別様に 理解され ねばな らな い
。 と い う の は、そ の 区

　　 別 の 背後 に 遡 っ て み るな らば 、 私達 とは別の 生 き方故の 日本独 自の 考え 方が あ るか らであ

　　　る。 要す るに 、 日本人 と して ある こ とが 問題な の で あ っ て 、 人間
一

般 と い うよ うな こ とで

　　　は な い の で あ る 。 しか しそれ で もな お問わ れるで あろ う こ とは 、 そ もそ も人間 と して 生 き
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヨウ

　　　ると い うこ と に対 して 、 日本人が 、 自らとそ の 生き様に つ い て 、
ヨ
ー

ロ ッ パ の 古典語 で 言

　　　え ばそ の プ ラ ク シ ス に つ い て 、 何 ほ どか 語る べ き もの を も っ て い な い か ど うか とい う こ と

　　　で あ る 。

　　　　こ こ で 、 地 と世界 、 或 い は地史 と世界史 とを分 けて み る こ とが必要で あ ろ う。 私達 ヨ
ー

　　　ロ ッ パ 人 は 、 世界史と い う概念そ の もの の 中で既 に長 ら く思い 違 い を して い る 。
つ ま り、

　　　世界、世界文化 、 世界共同体 な ど と い う幻想で あ る 。 そ の 実例を なか ん つ くア メ ニ カ ニ ズ

　　　ム に 見 る 。 しか しま た 、全地上に 及 び 、 更に そ れ を も超え て
一

つ の 全体 、 即ち 「世界」 た

　　　らん とす る技術並び に経済 に お い て も私達 は大 きな思 い 違 い を して い る 。 しか し 日本人 に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 すみ

　　　見る の は 、 地 に 従 こ うて 生 きん とす る地 上 の 人 間で あ る 。 それ は、地 の 人間 で あ り、 「住
　 　 　 か

　　　処と して の 地」の 人間で あ っ て 、 ロ ム バ
ッ

ハ の 著作 の 終節の 題 とな っ て い る 「住居都市 と

137　して の地」 の 人間で はな い 。 こ の 「住居都市」 に お い て は ・ 今 日 と る に 足 ら ぬ もの と し て

　 　 　 　 　 　 　 　 　 む ら

（86） 語 られて い る邑 と して の 「地」 を離れ て 、 都市は大 きな拡が りの 、つ まり世界政治的で も
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れ われ i1本，Av”　 　 ア ル ノ ・バ ル ッ ツ ィ

あ る構造 をもつ に 至 っ て い る。 勿論 、 日本の 場合に も正に 都欝に つ い て 語り う る 。 小 さ な

島国 目本は 、 急激 に 邑か ら都市へ と発展を とげた ばか りで な く 、 「住居都市 と し て の 地 ！

が 、 鋭 い線状を な して 本州を縦断 し、 そ の 割線は 、 都 rli部と邑落部 …一一
そ の ほ とん どは ；11

・岳地 で あるが
一一一

とを分断 し て い る。
た だ しそ の 邑落部 は 、

ヨ ー w ッ パ の 例え ば ア ル プ ス

山中の村落と較 べ て 、な お方 々 に 原生の 自然を残 して い る
。

　しか し、 H
’
本の 人は こ の こ とを そ の ま ま に 認め は しな い で あ ろ う 。 此方 に は都市と文化、

彼方に は 邑落 と 自然 、 と い うふ うに は 考えない で あ ろ う 。 日本で は神社仏閣は山中に ある。

住処 と して最 も人切な 、 い の ちの 場所は 自然に 晒され 、 そ して 自然、つ まりこ こ で は風土

の 中に 織 り込 まれ て い る、，

H

　和辻哲郎 （1889− 1960）に は、全二 」
・
巻 に 及ぶ 全集が あ る 。 全巻中 、 倫理学及び 入聞学

を取 り扱か っ た諸巻が と り分 け重要 であ る。 倫理 学に 関す る労作は、三巻本 の 『倫理学爵
一 一・

上巻 （1937）か ら下巻 （．1　949）ま で
一・

に まとめ られて い る 。 晩期 の 著作 に は 、ff
‘
　H
’

本倫理 思想史」 F：下二巻本 （］952）が あ る 。 （こ れ らにつ い て は 、 『風土 』の ドイ ツ 語訳 へ

の 訳者前書 き眠 ペ ージ を 参照）。 しか し、もし和辻 に 第
一

に倫理学者また は 人間学者を 見

よ うとす るな ら 、 それ は和辻の 評価を誤 らせ る もの で あ ろ う。 何が彼 の 哲学の 究極問題 で

あ るか は 、 今度初 め て ドイツ語 に訳 され た 『風十」 と い う著作が証言 して くれ る 。
つ ま り

こ の 著作に 、 彼 の 哲掌 の 基本をな す独 自性 を恐 らく最 もよ く見て と る こ とが で き よ う。

　ユ935年摺行 され た こ の 著作の 序言 の 冒頭の 一・・一行が、彼が 問題 と しよ うと して い る もの の

全容を明 らか に して い る 。 「人間存在の 構造 契機 と して の風土性 を明 らか にする こ と一、（3

頁）」 風土 あ る い は 自然 は 、こ こ で は 、 人間が い や が ．ヒで もそ こ に 生存す る他 は な い 客観

的な
一

事態とは考え られ て い な い
。 そ の よ うな もの は 、 こ こ で は問題 に は な らな い fJ 勿論、．

そ う した類の 風土論 ある い は風土 的入間論 を考察す る こ とは で きる し、 事実 ま た こ れ ま で

に も考察 されて きた 。 和辻や 、 彼 に傲 うた木村な どの 思想家に と っ て 、示 される べ きは、

目本人 に と っ て 風土 ほ ど大事な もの は な く、 H 本人はあ る
・一一・

定 の 風土 の う ちに生き る と い

うよ りも風土 そ の もの を生 き る の で あ り 、 吏に は風土 そ の もの で ある と い う こ と で あ る 。

木村 は 「風土更的ア イデ ン テ ィ テ で
一一i （66頁）とい う言葉 を用 い て い るが 、

こ の iヨi葉 をも っ

て 彼は 、 他の 様 々 な ア イデ ン テ ィ テ ィ
ー

と の 違 い を際立 たせ て い る，， 対照 され る の は
、 例

え ば 、 木村 自身 が しばしば言及 して い る n ダヤ人の 宗教的ア イ デ ン テ t テ ィ
ー

で あ り、 ま

た筆者が そ う称 びた い 古代ギ リシ ァ の 政 治的 アイデ ン テ ィ テ ィ
ー

な ど で ある c，

　 『風土 』は 全五 章か ら成 っ て い る 。 第一章 ・風土 の 基礎理論 、 第二 章 。三 つ の 類型 、 第

r 章 ・
モ ン ス

ー
ン 的風土 の 特殊形態 、 第 四章 ・芸術の 風土的性格 、第五章 ・風土学 の 歴史

的考察の 全五 章で ある。 こ の 最終章は 、 風土学 の 系譜の 簡 に して 要を得た 素描で あ る 。 風

圭学 は 、 哲学 の 開始以 来の テ
ー

マ で あ っ た ， とい う の も、ヘ ルダ ーも言 う通 り ヒ ポ ク ラ テ

ス は 「風十 に つ い て 最初 に著述 を な した人 1 で あ っ た か ら で あ る 。 こ の こ とは 、 和辻 も強

調 して い て 、 彼 は ヒポク ラ テ ス に つ い て 、 こ う述 べ て い る 。 「風 Lの 人 間 に及 ぼ す 影響 と

い うご とき鰍 で 今で 巒 通 に 考え らオ・て い る ・ と は・すで に ヒ ・ ・紗 ラ テ ス に よ ・ て 動 36
い つ くされ て い る と鬣 っ て よ い 。

1 （182頁） しか し こ の よ うな 占典的な見方は 、和辻に と っ 　（87 ）
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　　 て 決 して 重要な もの で はない 。 和辻に と っ て 真に大事な 問題は 、
こ の 最終章 で ヘ ル ダーや

　　 へ 一ゲ ル と の 対峙対決 の 中で 明 らか に され、そ して ま た 、 基礎論をなす 第一章で 明確 に論

　　 究 されて い る 。 和辻 の 風土論 に と っ て 決定的で あ っ た の は ハ イ デガ ー
で ある 。 和辻 の それ

　　 まで の 人生 で の 二 つ の 事
一 一

つ は ヨ
ー

ロ ッ パ に 留学 し別の 風土 の 中で 生活 した こ と 、 今

　　 一
つ は ハ イデ ガ ーを読ん だ こ とが 、 彼を して風土 とい うテ ー

マ に 向か わ しめ た と言 っ て過

　　 言で はな い 。 後者 に つ い て もう少 し精 し く言え ば、 ヨ
ー

ロ ッ パ 留学 中に風土 の 問題 に突き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ロ　　　ロ　　　’

　　 当た っ た彼は 、 『存在と時間』を読ん で 、 「主体的存在構造 と して の 時間性」 か ら人間を 解

　　 釈 し理解す る こ とを知 っ た が 、
そ の よ う な構造 を、 彼は空間性 の うちに も見 た の で あ る 。

　　 ハ イ デガ ーに お い て は 、 こ の 契機は 「全然顔 を出 さな い の で は な い 」（4 頁）が、和 辻 は そ

　　 れを風土 と い う現象 に結 び つ け た の で あ る 。 「世界 内存在1 は、こ こ に 「風 十 内存在」 と

　　 して具体的 とな る。

　　　 こ れ に お い て 、 例え ば気温 とか空模様が気 に な る時の よ うに 、 人間が風土 に心を寄せ る

　　 （interessiert　sein ）とは ど うい う こ とか、そ れが 、 よ り広 く且 つ 深 い 意 味で 明らか とな る 。

　　 風十は心 を引 く（interessieren）。 しか も 、
　Interesse とい う言葉の 文字通 りに 、本質 的 に

　　 私達 の 内に ある（lnter−esse ）もの と して 。 私達 の 内に、私達 の 間 に 風土 は あ る 。 こ の 関係

　　 を 、 志向性 とい う現象学 の 根本概念で も っ て 示す こ とが で きよ う し、 実際和辻 もそ うして

　　 い る 。 彼 自らは表明 して い な い けれ ど、彼は 意識の 志向性か ら現存在の 志向性 へ と歩 を進

　　 めて い る の で ある。 彼 は身体 を問題にす る。
ハ イデガーに よ り始 ま りそ の 後多 くの 進展を

　　 見る に至 っ た 身体 の 哲学 の もつ 多 くの 問題が 、 既 に こ こ に差 し出され て い る の で あ る 。 私

　　 達 は風土 の うち に 南る だ け で は な い 。 む しろ風土が私達 の うちに ある の で あ る 。 私達 は風

　　 土 で あ る 。 そ う直截に 言 っ て よい で あろ う。 或い は 、 私達 は風土を以 っ て 生きて い る と 。

　　　　こ うした風土論は それ で も、以前 よ りの 、例えば ヘ ル ダーの 風土 観な どと何 ほ どか の 近

　　　さを もっ て い る 。 しか し和辻 に お い て は、風土が人間の 自己了解を 決定す ると い う点で 、

　　 異な っ て い る。 人間が 臼己 自らを了解す る時 、 それ は 、 風十に大き く左右 され る と い うだ

　　　けで はな い 。 そ の 自己了解は風土の 働きの うちに あ る 。 或 い は 占典的な意味で 風土 の プ ラ

　　　ク シ ス の うち に あ る 、 と言 っ て い い で あろ う。 自然 と人間 との 「間に 」（12頁）影響 関係 が

　　　あ る と か
、

そ して そ の 時文化 や歴史 よ りも自然 の 方 が そ の 割合が大き い とか、逆 に人 間は

　　　自然を更え、そ の 変更が文化 と称ば れ る もの で あ り、 そ の 文化が風土 に 影響を もた らす と

　　　か言わ れ るが、こ れ らは 「最 もしば しば行な わ れて い る誤解」（12頁）で あ っ て 、 和辻 の 風

　　 土 論 に お い て は 、 そ の よ うな見方 は遠去 けられ て い る 。 私達 は今 日 こ う した誤解 を抱い て

　　　い るが 、 そ の こ と自身 、
な お よ く考 え ね ばな らな い 事柄で ある 。 和辻が 見よ うと して い る

　　　の は 、 個人 と して の
、 あ る い は単 に個人の 集 ま りで あ る社会存在と して の 人間で は な い 。

　　　む しろ、歴史 と風土 に 生き る人間で ある。彼は は っ きり述 べ て い る 、 「歴 史 と離 れた風土

　　　もな けれ ば風土 と離 れた歴 史もな い 。 」（12頁）

　　　　こ こ に 、 特 に 日本的 と い うべ き人間理 解と の 連関を見 る こ とが で き る。 人間は個人で も

　　　人類で もな く、
い つ も、共な る 人聞 との 絡が りの な か で 見 ら れ て い る の で あ る。実際また

　　　日本語で は 、 人々 の 間に あ る 人を人間 と い う の で ある。 （4 頁及 び次頁を参照）正 に 風土 の

135　場合 も 、 そ の よ うな共な る関係な の で あ る 。 人 間は風土 と共 に ・ 風土 の 間に生 きて い る 。

（88） 「我 々 は
“

風土
”
におい て 我 々 自身を 、 間柄 と して の 我 々 自身 を 、 見 い だ す の で あ る 。 」
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a
『 7しわオ　凵 摩人

’1
　　　 ア ル ノ e バ ノレツ

〔9 頁）要 ぎすれ ば、入同が 自己 で あ る とは どうい う こ とで あるか と い う こ と で あ り（及 び

そ の 分析）、入で は な く 「人 一lHj」G 〕頁）が 生きて い る の で あ っ て 、 こ の こ と は 入 と の 閥 と

し て の 人間を 、 そ して夙 ヒの 開 と して の 入問 を恵味 して い る 、tt こ の よ うな意味て 、 瓜 t 学

と人 瞬学との 艦 び付 きと い う こ とが浮 F．して くる。 しか し人娚論自丿に 見る風
『L学 と い え ば

い い の か 、それ と も風土論的入lp”P’
，と い え は い い の か

、 迷 う と こ ろ で あ る 。
　 jm｛　．とい う ）

」）は 、人同に舶 月 な る もの で あ る 。 な る ほ ど入 間の 特性 と い う こ と は 譎 りえ て o 、 しt’し

それ は 、 入鋤の あ らゆ る可能
’13、能力 、 そ して また人 同の 品行、理解力 もす べ て 1El＿風

一L
と り連関 をもつ とい う意味に お い て で な けれ ば な らな い 。 様 々 な特 性霪人間の う t’に あ る

と い うよ りも、む しろ入間が特住 の うち に あ る の で ある 。 もしな お現 象学的な 掃 △ こ こ ゐ

わ る な ら ば 、 繊土 の 志向性 ともい うへ き もの が問題 に され るで あろう　い つ れ に して も 、

： の よ うな 考媒 が な され た と こ ろ に
、 和辻 の 不朽 の 功憤が ある の で あ っ て 、 そ の よ うな功

績は また後 の 　著 に つ C て t 見る こ が で きよ う、

　　『風 L』 の 津蒔達は そ の 沢 者前 誓き に おい て 、上に 辻 べ た と同 じ方嗣 で こ の 書の 欄 1皇を

V め て ほ い るが 、 しか し特 に 強ヂ「
し て い る の は、こ の 者作か

一
つ の 偉い な る紀 イ∫文 で あ る

と い う こ とで あ る 。 説者達 が断言す るに は 、 科 局の と こ ろ残 る の は、 一
つ の 体系 ゴ：っ た

文ア的
一
哲 拍勺寵行文 と し て の 『風 至」 で あ り 、 そ れは今 1・1なお 、 文化 の 相 ltl：理解 に おけ

る F．わば型 程樺で あ り．」、十ナ 世紀以辛の
、 こ の 肋

轟 きに もそ の 芦名の 幾 つ か か 並べ られ

て い る
「一
占典的 とい うべ き旅行 山 の つ に 数え入れ られ る こ と に は 疑 い の 余地 は な い ．一

（XV 頁），； 韓力 に そ の よ うil　，一見る こ とは で き よ う 、， しか し こ うした 見解 は、冒本の 思 ぜ 蕊

豆 の コ か よ ，）の 　
一．一そ れ 』以 Fに論 ず る

『
著 に つ い て

圏
見 られる もの で あ るが 　 一．

を栂 ほ

どか減
’
す る こ とに な ろ う ， 日本♪（化 研究 に功績の あ る ド

ーラ ・7 イ シ ァ バ ル ニ コ ル じ ∴

に こ の 訳 ぎをな した大河内 f義 自身 、 同
一
洋 か ら見 た ニ ーチ 、．の 思乱論 」 の 者 音で あ る 、

訳 纐 i庸 き（及 ひ 巻木に 付 され て い る 五要入名及 び事項
一一
覧 （213−．216貰）も参照 ）に は 、 和

辻 の 全体像 刀 纃介 され て お 1 、そ こ て は ま た、和辻の 仕事は 倫理学に 究極す る と述 べ ・れ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 −t−テ　t／　 tt
て い る 。 こ の こ と に も筆 ど は同意て きるガ 、しか し そ れは、和辻に お い て倫理 津と は 本来、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T　tt　　　
野仕論 、

つ ま り住ま房を意味す る ギ リ シ ァ 語 工 一 トス に 由来す る居亡L論 で ある と い
・
うイ え

の も と て
凵 わ れ るの て な ければな らな い

。 そ し ぐ こ の 居住 こ そ 、他の 客達 と．u ち x っ て の

住 ま稽 で あ るはか りで な く、人闘 の 本質を な す もの と して の、風土 の うち で の 貧 ま房を恵

猛す る の で あ る　求 の ら れ る の は、そ の 住 ま居 に柱 ｝ こ と の ア
ーぴ L あ り、 そ してそ こ カ ）．、

人間ガ 人間 と して 住み慣れ る こ と（エ トス ）の 丿舅 さが生 じて くる の で あ る

　和辻 は
一．一一

人の 日本入 と して 、
ヨ
ー

ロ ッ
パ と そ の 他多 くの 世界を学び知 り、加え て ヨ ーロ

　晩期 の 哲 ∫ だハ イ デ カ ー
を r

’
び知 っ た 。 そ う して 風毛と い っ 考え に 至 っ た。それは即 ち、

臼分 自身 に 、
つ ま り日本人 た る白己に 至 っ た と い う こ とで あ 惹、和辻の 風土 論は 、 正 し く

理解 された意 味で の 目本論で あ る 。 こ の こ と は 、 こ の
一

冊の 誰 MdiLヒ』 を考え る噸 こ、 疋

非 と も見て と っ て おかね ばな　な い し、強調 して お かね ば な ら な い 。 こ の Pt に 、
モ ン ス

ー

ン 、沙漠 、 戦馬 とい う風土 の 類型 に つ い て の 広瀚な紀 行 文を 売む と して も 、 そ う で ある 。

モ ン ス
ー

ン 約風 i．．に つ い て は特 に 第三 章が宛て 』れ て 、 そ こ で は シ ナ と日本と い う二 つ の

文捌 灘 駘 じられ ・ 特に 畔 の それ に は 旨
一
姻 鰭 欄 と い う名が 与え られ て い る議 134

1；『を根本 か ら謡 るが せ る 台風が 日本人の 性格を決め て い る、，こ の 蒡 ．章 は 今もな お読むに 　（89）
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値い す る し 、 そ して 和辻の 風土論を従来の 風土論 の 中に組み 入れ られ る べ きか ど うかを考

え る時、こ の 第三 章 は未だ充分 に 理 解され て は い な い
。 とい う の も和辻 は 、 自然の 優位と

い う こ とか ら必 づ しもす っ か り抜け切 っ て い な い し、
そ して 本来風土 と人間 と の 間の 構造

的な関係が 問題に され て い る に もか かわ らず 、 時折 、 理 由と帰結 ある い は原因 と結果 の 関

係で 考え て い るか らで ある。勿論、こ の 著作 に は多 くの難点 、 あ る い は また細 かな点 で の

誤 りも見 られ る 。 ま た幾つ か の 文献 に従 う こ と で 、 例 えば ヨ ー
ロ ッ

パ の 風土を論ず る とこ

ろで は 、 牧場的風土 と い う類型化 の 行 き過ぎ もあ る。 しか しこれ らの こ とは あ くま で 、 和

辻が 、 東洋人、殊に 日本人 に典型的な感受性 と繊細 さを も っ て 事柄 自体 に近 づ き 、 そ う し

て 正 に 自然や風 t と い う根本的事実に 迫 ら ん と して い る の だ とい うふ うに見 な ければな ら
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ア　イ　ス　テ　

　
　シ 　 ス

な い 。 こ う した広い 意味で の 美的感受性 は、勿論 日本の 風土 と も深 く関係 して い る、い や

台風的性格 と関わ っ て い る と も言い た い
。

こ の 美的感覚は 、芸術の 風土 的性格を簡潔に 論
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 エ　

　
　 ト　 ス 　　 エ　　ト　　 ス

じた章（第 四章）に もそ の 反映を見 る こ とが で き る。 住 ま居 と住み慣れがい かに 溶け合 っ て

い るか は 、 日本的な もの 凡ゆ る もの に うかが え る 。 こ こ で は 、 様 々 な形で美的感受性が 働

い て い る日本 の 食事の こ とを挙げてお こ う。

　要すればこ うで ある 。 「風土」 と い う著作の 易らざる功績 は 、 そ こ で は実存分 析が 用 い

られ更に は進展さ え 見せ て い る と い うよ うな こ と に ある の で は な く、む しろ、存在論 と風

十一論 が
一
体 とな っ て 現 われ、従 っ て 風 土論が 、 全体 と して 恐 ら くは存在論で ある と こ ろ の

哲学の 単な る
一

分野 に と どま っ て い ない とい う点に ある 。 否 、 事は存在の 解釈 （存在論）

で あ りつ つ 、人間がそ の 解釈の 行なわ れ る場所（現存在）で ある時 、 そ こ に 正 に 風土論が含

まれ て い る の で あ る 。 風土 と い え ば 、 そ れが そ もそ も
一
概念で ある の も、 何 もか もす っ か

り規定済み で あ る限 りの こ と で ある と い うの は 、 分か り切 っ た こ と に違 い ない 。 しか し和

辻に あ っ て は 、 風 十の 概念は も っ と広 く且 つ 別の意 味で 理 解され ねばな ら ぬ ことは明 らか

で あ る 。 こ の こ とは 、 木村敏の 著作 の 場合に もは っ き りと うか が え る 。 木村は精神科医 と

して 、 人間の本質的な困窮、言 っ て しまえ ば入間の 病と い う もの に 目を向けさせ るが 、 病

い は 、 秩序が保たれ た り失なわれた りし 、 また秩序と無秩序が入 り組 む人間に と っ て 、 風

土 と の 連関に お い て 見る こ とで 初め て 、 認識 され うる もの とな る の で あ る 。

皿

　　　 「人は如何に して 、そ の ある と こ ろ の もの に な るか」 とい う ニ
ーチ ェ の 生 涯の 問 い は 、

　　 すべ て が疑 わ し くな り遂 に は ニ ヒ リズ ム に 帰趨 した ヨ ーロ ッ
パ の 歴史の うちより生 じ来 っ

　　　た もの で ある 。
ニ ーチ ェ は こ の 事態をは っ き りと言葉 に言い 表わ し、 そ の 著作は そ れ 故 日

　　 本に と っ て も、 深い 関心 を寄せ る べ き もの とな っ た 。 日本に お い て も 「伝統が死滅」 した

　　　けれ ど 、 しか しそ の 消滅 そ の もの が結局ニ ヒ リズ ム の 超克へ と向か わ しめ る 。 そ の 超克は、

　　　「仏教 で言 われ る と こ ろ の、人間が最終的 に 目指す もの 　　即ち
“
悟達 して 仏とな る こ と

”
」

　　　（11頁）に 比 され もしよ う。 とすれ ば 、 日本は 二 つ の 動 き一 ニ ヒ リズ ム と ブ ッ デ ィ ズ ム

　　　が 交わ る特異 な 交点 とな る 。 （11頁参照 ）大河 内は 、 そ の 著作 の 序論 に 掲 げ た 問 い
一 一

　　　「日本で 日本人 に と っ て何故 ニ ーチ ェ か」（1頁以下）と い う問い に答え て い る。そ して あ く

133　まで 日本人 と して の 問題関心を もっ て ・
ニ

ー
チ ェ の 初期著作群 の 中に 「問 い の 始 ま り」

（90） （第二 章）を綿 密に 調 べ た 上で 、続 く第三 章 「言葉 と思惟」に おい て 、 こ の 章の 副題 に も

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

F1
わ れ わ れ B 本ノL

／／
　 　 ア ル ノ

。バ ル ッ ツ ィ

な っ て い る 「
c‘
我考 う

”

で はな く
“

考え られ る
”

（es　denkt）」 とい うこ とを、多 くの 事例

を挙げて考察 して い る 。 こ の よ うな 「考え られ る」 とい う 言い 廻 しは 、 実際日本語の 文法、

文構造 に 適 っ た もの で ある し、 た とえ i
』
私 は」 と言 うこ とは で き て も、 あ らゆる行動 、 動

作 は 、 入間の
．
G；．｛2S的行為 か ら で は な く、 事 の 起 こ り、 成 り行 きとい うと こ ろか ら表規 され

る 。 簡単な例で 言えば、 日本人は 「私は ヨ ー
ロ ッ

パ へ 旅行す る．」 と は書 わ な い で 、
i
一
今 度

ヨ
ー一

ロ ッ パ に旅行す る こ と に な っ た 」と ，≡i
’
う。 無論 こ の よ うな例は 、 も っ と高度な 内容の

論考が な され て い る こ の 章に 挙 げ られて は い な い が 。

　続 く第四章 に おい て 、 「ニ ーチ ェ の 自然概念」の 叙述 が 、 「自然の 人 間化
一
人間の 自然化」

と い うテ
ー

マ の もとで な され て い る 。 こ の 章で 幾分気に か か るの は 、 大河内が西洋の 文献

の 中か ら、 東洋的 な 自然理解 に 至ろ うとする、或い は それ へ の連関を見 つ けよ うと して い

る労作を挙げる の に 、 カ プ ラ の よ うな文献な どが そ れ に 含ま れて い る こ とで ある。
こ の 章

は短 か い （47− 64頁）割 に 、あれ こ れ実 に長 い 引用がな されて お り、
し か しそ れ だ けに ま た

ニ ー
チ ェ の 言葉の 精選集 の よ うに な っ て い る、、だ が、 こ の こ とはま た 、 如何に ニ

ー
チ ェ が 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ

概念的に 明確 に す るこ と も然 りなが ら、言葉に よ る表現 そ の もの
tt．．一

大河内に と っ て そ れ

こ そ 重視 され る こ どだが一
に至 っ て い るか を示 して い る 。 もと もと大河内に あ っ て は、

文体つ ま り 「表現 」が す べ て な の で あ る 。 こ の 書全体 に つ い て も言え る こ とだが 、 各章 に

み る著者大河 内の 問 い か けそ の も の が 大事 な の で あ っ て 、実際ま た
、 彼は 各章す べ て を 、

問い の 文で 終 らせ て い る 。 特 に こ の 第四章 は 、次 の よ うな問 い の 文で 終 っ て い る 。 「
“
純粋

自然概念
’
を見出さ ん とす る ニ ー

チ ェ の 試み は 、 そ して
“
意識的な行為をす る の で はな く、

錬磨 された 自然な振 る まい
”

を帯 した 占来 よ りの 東洋の 伝統 は一1、科学的 に あ らゆ る もの

を客体化 す る自然概念を 、 或い は 自然を支配す る体制を凌駕す る 「
．
一

つ の 立場 で あ るだ ろ

うか一S（64F｛）とo

　 　 　 　 ア ［
−　ル ．

　ノ ァ テ tVJ ’レマ

　第五 章 「運命愛 と業」は 、 分量的に 本書全体 の 半分（65− 130頁）を 占め、 ニ ー
チ ェ の 根

本的且 つ 究極的な思想 を仏教的人生観 と対比 さ せ て い る 。 そ して そ の 錮題 は簡勁に も言 っ

て い る、「ニ
ー

チ ェ 、 東洋か ら見た 深き宗教家」 と。
ご 一

チ ェ が 如何 に 宗教的 で あ り、キ

リス ト教的で あ るか に つ い て は 、 これ までに も度 々 照明が 当て られ て きた 。 そ して 彼 の 激

越 な無神論の うちに 、 燃え るよ うな神へ の 愛が あ っ た こ と も気づ かれて い た 。 だ が こ の 書

に お い て は 、そ れ とは別様の こ とが論 じ られ て い る 。

　こ の 第程章は 三節か らな っ て い て 、 第一節で は 運命愛に
、 第二 節で は業 に筆が費や され、

第三節は 「運 命愛と業」の 比較対照で ある 。 そ して こ の 節に は 、「意志 の 問題」 と い う副

題が 添え られ て い る 。 「上来述 べ て きた ニ
ー

チ ェ 解釈 は 、 既 に 強 く仏教 的 な 印象 を与え た

か も知 れな い
。 」（114頁及 び次頁） こ の 意味深い比較研究 に お い て 、こ こ こ そ急所で あ る 。

「少 くと も以下 の 四つ の 共通点を挙げ る こ とが で きよ う。

　 　 　 　 　 　 　 ツ ン サ　7・

　1 ．永劫回帰 と輪廻、共 な が ら神秘 的で あ る 。 す なわ ち 、 現身 に沿 うて 、 そ して 存在 す

　　る もの を時 間性に 向け て 考え られた 思想で あ る 。

　2 ，両つ は共 に 、

一一
切を肯定 し 、 あ っ た 通 り に 、 また あ る通 りに そ の ま ま受け とめ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しs う

　　
一方 は 、 運 命と必然 と して 、 他方 は、業と生 と して 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ　 け

3・酳 ！
こ

、早 て ・燗 の 最高 の 齣 方は 齷 で あ る ・

・−
」iは ・ 小児 の 遊び で 劾 、 池 132

　　方は 、煩悩 の 庭で の 遊び で あ る 。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （91）
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　　　 4．両者に お い て 、

一
つ の 絶対的な転換が起 こ る。」 （114頁）

　　　 大河内の 考 える と こ ろで は 、 す べ て の ニ ーチ ェ 解釈 は結局の と こ ろ 、 意志 、 力 へ の 意志

　　 を明 ら か にす る こ と に あ る 。 彼 は 、
ハ イ デガ

ー
の ニ

ー
チ ェ 解釈 もそ こ に 極 まる と見 て、運

　　 命愛を め ぐるそ の ハ イ デガ ーの 叙述か ら も、詳細 に わ た っ て 引用 して い る 。 （117頁参照）

　　 全体 と して 、 「意志と い うもの が 、 哲学的
一宗教 的思惟にお い て の みな らず 、 何 よ りも行住

　　 坐臥 に おい て 大きな比重 を占め て い る こ とは 、

……我 々 ア ジア人か ら見て誠 に驚 くべ きこ

　　 とで あ る。」（116頁）意志の 哲学 、 意志 の 生一 一こ こ に ヨ ーロ ッ
パ の 中心 と頂点が あ り、

’
こ

　　 の こ とと共 に 、
ヨ ーロ ッ

パ の ニ ヒ リズ ム が あ る。 私達 ヨ
ー

ロ ッ パ 人は 、 隠す と こ ろな く意

　　 志に執 して 、 そ して 二 つ に分裂 した心で 、 そ れに全体重を懸け る。 片や、「汝 の 意志す る

　　 まま に 」 で あり、しか し片や 、 虚無的な意志 とな っ て 。 だが 、 意志は結局、か か る虚無 的

　　 な意志 に帰着す る。そ して 人間は 、自分以外の
一

切た る 自然に 対 して 、 或 い は神 に対 して

　　　自分 の 立場を築 く。 しか しそ の 一方で、こ の 意志を もっ て結局 、 白分 臼身 は御用済み とな

　　　りなが ら 、 何 ご とも 「こ れ で よ し」 とは な らな い 。
こ の こ とが 、 意志 を意志 と して 特徴 づ

　　 け る もの で あ る。 と どま る とこ ろを知 ら ぬ 意志 とい う言 い 方 は 、

一
つ の 重語で し か な い

。

　　 ニ ヒ リズ ム の 超克とは 、 正 に意志の 超克 に他な らな い 。

　　　 ニ ーチ ェ に あ っ て は 、 意志 を も っ て 意志 を超克せ ん とするか に 見え る 。 こ の こ とは、運

　　 命愛 と い うこ との うち に現わ れて い る 。
ニ

ー
チ ェ は 、 意志 と い う概念 か ら離れん とす る 。

　　 （120頁及び次頁参照）そ して大河内の 考え ると こ ろで は 、 「こ の
“

愛
’

の うち に は 恐 ら く

　　 意志が あ り 、 ．巨つ 同時に 意志 は もは や消滅す る 。 」（221頁）求め られて い る の は 、 意志か ら
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヨ ウ

　　 の 脱離で あるが 、
こ の こ とは ニ

ー
チ ェ に お い て

、
い や

一
般に ヨ

ー
ロ ッ パ の 生 の 有 り様に と っ

　　 て 、そ れ 自身また意志の 力を得て で な けれ ば果た しえな い
。 それ こ そが正 に問題な の で あ

　　　る 。 人は如何 に して 、そ の 意志す る と こ ろ の もの に な るか 、 で はな い 。 如何 に 、 そ の あ る

　　　と こ ろ の も の に な るか 。 意志か ら存在 へ 　　しか しそ の 時、意志は （ハ イ デ ガ
ー

の 言 う意

　　 味で の）存在を表わす根本の 語 で は な い はず で あ る。 意志が存在の根本 の 語 とな っ て い る

　　　限 り、ニ ーチ ェ はな お形而上 学の うち に とどま っ て い る 。 い や 、
ハ イデガーの 言 うとこ ろ

　　　の 、 形而上学の 完成者で ある。 そ れ故大河 内の 見解で は 、
ニ ーチ ェ は 「未だ精神 の 第三 の

　　 変容を遂 げて は い な い 、　　 人間が任運 自在とな り、 賢明とな り、 本来の意味で の
“
自然

”

　　　と な る と こ ろ の 第三 の 変容を 。 」 （126頁） こ こ で言 われ て い る の は、勿論 『ツ ァ ラ ト ゥ ス

　　　トラ」 の 中の あの 三 つ の 変容の こ とで あ る 。
ニ

ー
チ ェ に は第三 の 変容は為 しえず、そ して

　　　ヨ
ー

ロ ッ パ の 哲学の 限 りで はそれは望み え な い 。 そ の こ とは 、
ヨ ー ロ ッ

パ 哲学 の 核心 で あ

　　　る意志 、 並び に そ こ か ら展開して来 た諸学や 生の 有 り様 と深 く結 び合 っ て い る 。 そ れ故 、

　　　哲学 も諸学 も生 もニ ヒ リズ ム の 中に 押 し込め られ 、 それ に 喰 らい つ い て い る他 はな い 。

　　　　哲学の 努力は 、 すべ て を概念と して 明確に す る こ と で 進ん で 来た 。 しか し生 は 概念 とは

　　　な らな い
。

こ の こ とは、大河 内に よれば、求め られ た根本概念 、 究極概念 の こ と ごと くは、

　　　否定 の 形 で しか表 しえ な い と こ ろ に 見 る こ とが で き る。 例 え ば、「無 ・限 、 絶 ・対 、

　 　 　 ア ・レ テ l ア
　

　　　非 ・隠薇な ど」 しか し こ の こ とは 、 彼がす ぐ続 けて 述 べ る よ う に、東洋の 言葉 に も見 られ
　 　 　 　 　 　 　 　 ス

　
ン ヤタ

−！ル ア
　

トマン
　　　る。 例え ば 、 「空 性 、 無我な ど」（129頁） こ こ で 、 「事象 と言語表現 」（129頁）の 違 い に 目が

131　向けられ る 。 言葉は ・ 指 し示す こ としか で き な い 。 象徴で ある しか な い ・ こ こ で は大河 内

（92 ） は 、 例え ば エ
ー

リ ッ ク ・フ ェ
ーゲリ ン の 目指 して い ると こ ろと同 じ方向で語 っ て い る。 フ ェ

ー
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“
わ れ n

’コれ 日 本 ノベ 　　　ア、・レノ ・バ ル ッ

・
ノ で

ゲ リ ン は 、哲学 が 磨き．llげ て 自分 の もの に した すべ て の 重要根本概念に 、存在 と い うそ れ

自身哲学 の 根本 の 語で表現 され よ うと して い る もの の 指標を見 るば か りで あ る と言 う。 し

か し大河 内は、決 して言葉の もつ 任務を取 り下 げよ うとい う の で は ない r、大 事な こ と は 、

大河 内が こ の 書の 終 りに 、 ま た全体 に亘 っ て 言 うよ うに、語 る こ とそ の こ と で あ り、よ り

具体 的に は 物語 、 抽語 、 詩歌で ある c・「最 も深 い 経験を 言葉に す る こ と．」
．一一一一・．そ の た め に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 J　ラ イ ’f＝べ

彼は ニ ーチ ヱ を引 き合 い に も繊そ う 。 （錦 0頁） ハ イデガ ーが 話うで あろ うよ うな性起 を、

或 い は 占典 的な意昧で 昌われ うる プ ラ ク シ ス を、 言葉 は た だ 指 し示すだ け で あ る 。 た とえ

そ れが私達 の 有す る う らで 最 も高い 指 し示 しで あ ろ う と
。

　 ハ イ ン リ ッ ヒ 。 w ム バ
ッ

ハ は、、［根本 の 語」か ら 「根本の ．事」 へ と進 ま ん と し 、
ハ イ デ

ガ ー
を超え る と こ ろ の

一 一
哲 学史的に 言え ぱ 、

ハ イ デ ガ ーの 背後 へ と棄 る
一
条の 道を つ け

る。そ う して 、存在史 の 次元 を 超え て 「
’
基 本歴 史」 に 向か う 。 こ の基本歴史 とい うもの は 、

言語や況 して 概念 に表され も限定 され も して い な い 。そ れは む しろ、厂火 の 使用 、 栽培 、

金属器 の 生産」な ど とい っ た根本 の事 に よ っ て、或い は ま た 1
一
大発見の 時代 」に よ っ て 、

そ して 今 凵な らイ ン タ ーネ ッ トに よ る 「世界大規模の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 」 に よ っ て定ま っ

て来 る もの で あ る 、、（例 え ば、 22頁参照 。 そ こ で は彼 は 、 現実の 生活か ら 「社会的諸条件 、

画時代 的な意識」 を越え て 存在 史へ と 、 また更 に基 本歴 史とい う最深層の 次元 へ と進む行

程を 、
1
一
入間存在の 深層次 元」 と い う函表 に 榊 ，・て 、

一
望 の も と に 薦 い て い る 。

こ の 深層

次元 は 、 時閭的 並び に 空間的な 広が りを有 して い て 、人 はそ こ に 新 しい 形 の 鬣史哲学を臭
　 　 　 　 　 　 　 　 　

’j ＝ウ

る で あ ろ う：．）本書 精琶た ち の 闘 い』 で 、 ロ ム バ ッ ハ は い よ い よ歴．史哲学 者た る 面 目を示

し、 と同時に 、 近代 に お い て 正 に 力を 強め て きた伝統 に掉差 して い る 。 そ れは、へ 一
ゲ ル

の 歴史哲学に お い て最高点に達 した ばか りか 、 しば しば考え られて きたよ うに終極 点に も

至 っ た 伝統で あ りなが ら、 しか し今 li、 未解決の 問題 た る こ と が顕わ とな っ て い る伝統で

ある 。
エ

ー
リ ッ ク 。 フ ェ

ー
ゲ リン の壮 大な試 み 『秩序 と歴 贈 も 、

こ の よ うな伝統 に属 す

る もの で あ る 。 フ ェ
ーゲ リ ン に と っ て 歴史暫

’
学は 、 私達 の 時代の 本来 の 哲学で あるばか り

で な く、 そ もそ も私達 の世紀 におい て 、民族学や宗教歴史学そ の 他を含 め た多方面に亘 る

歴史諸科 学の 拡大を俟 っ て 初め て 可能とな っ た もの で あ る 。

　ロ ム バ ッ ハ に お い て 私達 は 、
こ の k な く広 い 次元 まで の 振幅を も っ た歴史哲学を見 惹 、

今 こ こ に お い て 決す べ き こ とを 、 即 ち現代の 岐路を考え る た め に こ そ 、 遙か未来に 思い を

拡 げた 、 そ の よ うな歴史哲学で あ る 。 しか し こ う した広袤 の 歴史 の な か に 、 あ る
一．−O の 文

化、即 ち日本 文化の 近 さが あ る ，，
ロ ム バ

ッ
ハ は本書 に お い て 、 序説を な す第

一
章 「龍た ち」

に 続 気 書巻 中白眉を なす 第 丁二章で 、
「日本文化に つ い て 試論．iを提出 して い る 。 そ こ で

は 、彼が こ れ まで の 著作に お い て H 本 に 関 して 述 べ て来た こ とが 要約 されて い るの み な ら

ず、そ れ ま で に なか っ た全 く新たな知見 が示 されて い る。

　ヨ ー
ロ ッ

パ の 、薦洋 の 龍は今や 、 そ し て将来に お い て 決定的に 、 東洋の 、と り分 け 日本
の 龍を必 要とす る だ ろ う。 龍た ちは 、 そ して 私達 U 一

ロ ッ パ の 龍 も、 押 さえ込 まれ v 殺 害

され る に ちが い な い ・ 瓜 龍は 希嵯 縞 め生 長させ る瀧 は私達を監 ネ見し・ 鍵 を磯 す 13e
る 。

…・
方で 龍は 「悪」 で あ り、「非人問な も の 」「致死的な 脅威．1 で あ りつ つ

、 他方で 1幸 　（93）
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　　 福を もた らす永遠の 生命」で あ る 。 （15頁）「龍は こ の 上な く矛盾に 満 ちた徴表 と言 うべ き

　　 で あ ろ う 。 」（15頁）東洋 の 龍、そ して また西洋の 龍が い る な ら、龍 の 闘 い は 続 く。 い や 想

　　 像 もつ か な い 闘い が始 ま ろ うと して い る 。 そ の 闘い の 中で は 、 今 日 の 異文化理解 の あ らゆ

　　 る努力は飛散 し 、 空談と化 す 。 だが、そ れが ロ ム バ ッ
ハ の 望む とこ ろ で あるの で は な い 。

　　 そ の 反対で あ る 。 それ ぞれ の 国家が 、 それ ぞ れ の 文化世界が
、 百年、千年の 未来へ と崩壊

　　　し 、 変革 され る 。 そ の よ うな 「興発
一
革命

一大変革」（第三章）の す べ て が終 っ た後 、 つ い に

　　 「諸 々 の 世界 の 対話」（第四章）に 至 る こ と に な るだ ろ う。 こ の 書は見事な穹窿を描い て い て、

　　 先ずは、序章の 「龍 た ち」 と終章の 「諸 々 の 世界の 対話」 と の 間に 、 厳 し い 糸が張 られ て

　　 い る 。 何が 、 あ る い はむ しろ誰がそ こ で救い をもた らすか 。 日本の 文化が 。 　　 直 ち に 推

　　 測される よ うに 。 しか し私達は い かな る問題の 前に立 っ て い る の か 。 私達が今龍た ちに 思

　　 い を馳せねば な らな い の は 、 い か な る問題を前 に して か 。 龍た ち の 闘い は多様に繰 り広 げ

　　　ら れ る けれ ど 、 そ れ は過 ぐる大戦の うち に そ れ ほ ど見 られ たわ け で はな か っ た 。 い や ロ ム

　　 バ ッ ハ に と っ て は 、既に 「死滅 した」古 き世界大戦 の うち に龍た ち の 闘い は なか っ た。 む

　　　しろ 、
こ の地 Lの 半分を 占める とこ ろで起 こ っ て い る 「新 しい 市民 ど うしの 戦争 、 い や兄

　　 弟どう しの 戦争」 の 中に こ そ龍たち の 闘い が 繰 り広げ られて い る 。 （8頁）人 は 、 新 た に 口

　　 を開けた ナ シ ョ ナ リズ ム の こ とを語 るだ ろ う。 あ る い は 、 原理主義 と い う新 し い 語で も っ

　　 て こ の 事態 を遣 り過 ごそ うとす るだ ろ う。 しか し ロ ム バ ッ ハ に と っ て は 、 そ の よ うな もの

　　 は、全 くの こ とろ、何ほ どの もの で もな い の で あ る 。

　　　 龍た ち の 闘い とは何か 。「友 が敵 とな り、家族が 引き裂 かれ、町 々 も村 々 も崩壊 し、 対

　　 立 陣営 に分 かれ る 。 す べ て こ れ らは 、 不意を襲わ れ愕然 とす る人類 の 目の 前 で 起 こ る 。 」

　　　（9 頁）龍の 姿を と っ て 繰 り広げられ る の は 、

一
つ の 新 しい 、 しか し究極 に お い て 初 めて

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 よ う

　　 現実 とな ろ う生 の 有 り様 をめ ぐっ て 起 き る争 い 、 い や闘 い で あ る 。 生そ の もの が 、 そ れ 自

　　　ら の 最深の 根底か ら 立 ち昇 っ て くる 。 そ の 根底は こ れ ま で 、 技巧 の 限 りを尽 くして 抑え ら

　　　れ 、 また創基 と見紛 うばか りの 策略を もっ て封 じられて 来た 。 そ の よ うな抑止 と封殺 の
一

　　　つ と して 、 権力国家た らん と した もの か ら法治国家た らん と した もの まで 、 国家 と い うも

　　　の も数え られる 。 い や 、 自由と尊厳の 中の 生を求めた私達の すべ て の 努力 もまた 、 そ の 一

　　 つ で ある 。 そ の 努力は 、 憲法 に示 され る基本権 と人権に そ の 拠 り所を求め た の で あ っ た が
、

　　 究極に お い て そ の 錘 りは 決 して 投錨地 に は届 かな い の で あ る 。 民主主義の 理論か ら言えば、

　　　ロ ム バ ッ ハ は開巻第一頁か ら私達 に 無理難題を突 きつ けて い る 。 け れ ど も、 既 に長 ら く大

　　　掛か り に上演され て き た民4…主義 の 理論 は、私的に また公的 に張 りめ ぐらされ て き た契約

　　　諸関係 も含め て 、 今 日差 し迫 っ て い る生 の 問題 、 人類の 問題 に何の 役に も立 っ て い な い と

　　　い う事実 は 、
ロ ム バ ッ ハ の 語 る こ とが真実で あ る こ とを証 して い る 。 人類は 少数 と多数 と

　　　の 間で漂流 して い る 。 しか し逆に 人類 は多に お け る
一

を求め て い る。
だ が 、 技術や 経済は 、

　　　そ の よ う な もの の ほ ん の 限 ら れた表現手段か 、 目に 映 る動 き にす ぎな い の で ある 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ と

　　　　ヨ
ー

ロ ッ パ の 根本の 語は発せ られ た 。 しか し私達 は途方 に暮れて い る 。 問題な の は今や 、

　 　 　 　 　 　 こと

　　　根本の 事な の で ある 。

一つ の 興発が 問題で あ る 。 「す べ て の 歴史 は興 発 に 起 源 を もつ 」（29

　　　頁）興発 はた だ単に人間の 為せ る と こ ろ で はな い
。 む しろ 自然 と人間 と の 「共創」に よ っ

129　て 起 き る 。 （28頁参照）そ れ は世界史 と地史 との 協同と も言え る 。 そ して そ こ に こ そ ・ 東洋

（94） が 、 と り分け 日本が考慮 される べ き対象 と して 浮か び上 る。そ こ に は 、存在 を表す の で は
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tt
わ れ わ れ 日本入

”
　　 ア ル ノ ・バ ル ッ ッ 、r

な く、無を表す根本 の 語が．見られ る 。 だ が 、 語 と い っ て も、語が 大事な の で はな く、 む し

ろ事が大事 であ ると い うそ の 事そ の もの が、 こ の 語 に 現れて い る の で あ る 。 東洋の 思惟や

生活 の うち に 、 偉大で 力強 くは あ っ て も、決 して尊大 で あ っ た り無制約的で あ っ た りは し

な い 語が は っ きりとある 。 私達の 存在が私達の 語 の 力 を信 じ切 っ て い る そ の と こ ろに 、 ま

す ます広が るニ ヒ リズム
、

つ ま り存在の 喪失 を 、 神の 喪失を 、 い や 「生命 の 現実喪失一！（36

頁）を目撃す る。 それ は 、
：
’一チ ェ や ドス トエ フ ス キ

ー
か ら ハ イデ ガ

ー
に 至 る まで の 大思

想家達 に よ っ て 目撃された だ け で は な い
。 む しろ今日、 実際生活の 全般 に おい て 経験 され

て い る事実で あ る 。 至 る と こ ろ に 虚無 が顔を の ぞ かせ て い る
。 何が 大事な こ とな の か 、 何

が 現 にある の か 。 そ の 閏い は答え られ な い ままで い る。…切 は 、 さ も大事そ うに 見せ か け

られ て い るだ けで あ る 。 こ こ西洋で 喪われた もの は、東洋か ら再び得 る こ とが で きるか に

も見え る 。 だが私達 は欺かれ て い るか も しれ ぬ
。

つ ま り私達 の 望み は空 しい か もしれ ぬ
。

だ が ロ ム バ ッ
ハ 自身は決 して 悲観 して は い な い 。 む しろ 至る と こ ろ で 、 最 も深 く生 ける も

の が 目醒め始め て い る 。 それ が龍達 の 闘 い で ある 。 至 ると こ ろ で 、 それぞ れ根源が立 ち現

われ て くる 。 ア ラ ブ、イ ス ラ ム、ス ラ ヴ、ア フ リカ 、 イ ン ドそ れ ぞ れ の 世界で
。 （37頁） 決

定的な こ とは、「
一

つ の 統一・
世界」へ の 可能性で はな く、 「そ れぞれ固有 の 匿界」 へ の 可能

性如何で あ る。 （38頁）

　 ロ ム バ
ッ

ハ は 、 多 くの 間有世界 が並 存 し誕生 しうる孝t世界 を 日本 の うち に 見る 。

一．一
方で

技術 に 己が全
．
量をか けな が ら 、 他方で 日本古来の 伝統 に も身 を入 れる ，、 そ の よ うな こ とが

可能な 日本の 生活様式の う ち に 、 様 々 な嗣有世界の 並存を晃 る こ とが で き る の で あ る 。 ロ

ム バ ッ ハ は 、 日本文化論で あ る第二 章に おい て
、 無 と渉 り合う 日本的な生 の 経験 を叙述 し

よ う とす る 。 彼が言 っ て い る の は、「無を源 とす る文化1（第四．章）の こ と で あ る
。 小 さな

もの 、 些い な もの 、

．一見す る と何 もの で もな い もの が、す べ て と成 りえ、す べ て で 有 りう

る 。 小事 も大 事もな い c，小 さき人間 と 、 それ に 対す る に偉 い なる神があるの で もな い 。 ち っ

ぽ けな生 命と雄大の 自然が ある の で もな い
。 す べ て がす べ て の うち に あ る 。

tt−一一
つ 一

つ が、

そ の あ る と こ ろ の もの で あ る。 連関な ど腐心 す る と こ ろで はな い 。 ま して シ ス テ ム な どと

い うもの は 6
“一．・つ 一・

つ の もの に 、 そ れ 自らの 存在を帰せ しめ る こ と。 河も の で もな い もの

が、 しか しす べ て で あ る 。
こ の よ うな こ とが ど うして 起 こ りうる の か 。

ロ ム バ
ッ

ハ は 、 中

で も日本の 造園に そ の 答 えを見 よ うとす る，，目本 の 造園に あ っ て は 、 すべ て が技巧 の 極み

とな りなが ら、
、 技巧 の 技巧 た る所以が、自然 ら し く見え ると い う点に ある f、言い換えれ ば、

お の　　　　　　　 し

自ず か ら然か あ る もの が そ の ま まに現わ れ る よ う に す る こ と、そ こ に技巧 の 役 目は尽 き る

の で あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お の

　 「こ う して 、自然 で もな い 文 化 で もな い あ る
一一

つ の 全体が 生 まれ る 。 それ は 、 自つ か ら

の もの で もな く作為 された もの で もな く、 また形 あ るもの で も形 な き もの で もな い
。

こ れ

らの あ らゆ る 限定か ら自由な ま ま に あ る 。 しか しそ の 自由は 、

“

な い
”

か ら生 じた 自由 で

ある。そ の
“
な い

”
は い つ も 、 有形 の うち の

“
な い

”
で あ りなが ら、 無形の うちの

“
ない

”

で あ る 。
こ の 有無の 区劉以 前の 状態 、 生 が最 高度に 生で あ る状態を

醯‘
無

”

と い う根本 の 語

が 言 い 表 わ して い る 。 こ の
“
無

”
は西洋人に は理解 で きな い 、，酋洋人 は 、 そ れ に 替 え て 、

‘t
　ti「・　V）とが 稀 三

，’
とか ・ あ る “’は 破 と言 うで あ ろ うか ら・ 決 しで

し
鮮 とは 言 わ な い で あ 128

ろ う か ら 。 だ が 西洋 入は理 解す る よ う にな らね ばな らな い 。 即 ち 、 生 、 存在 、 現実、あ る　（95）
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　　 い は神 などが語 られる時は、もの を己が意の ま ま に し 、 連関と秩序の 中へ 無理 に で も押 し

　　 込 もうとす るよ うな 、 外か らの 規定が力を揮 っ て い るの だ とい うこ とを 。 極東の 生世界で
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お の 　 　 　 　 　 　 　 し か

　　 は 、

“

無
”

と い う根本の 語 を用 い て 、 そ れ ぞれ の もの が 自つ か ら然 る と こ ろ の もの とな る

　　 全 き自由を 言い 表わそ うと して い る 。 そ して 、 も の の そ の よ う な 自然 は 、 同時に 、 す べ て

　　 の もの が 無の うち に 没す る こ とを意味 して い る 。 」 （49頁及 び次頁）

　　　 こ う した庭園 の 作 られ方 と同 じよ うな生 き方を す る人 間は 、 「限 りな く慎 ま しや か に 、

　　 もの や共な る人達」 と生 きる 。

．
そ して 「そ の 慎 しみ に おい て 、 な お慎 しみ 深 くな る 。 」（51

　 　 　 　 　 　 シ ョウキ 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 ゲ ン ジョゥ

　　 頁）無の 性起 の うち に 身を保つ こ の 控え 目な生は、所謂 「悟 り」（第五 節）の うちに 現成 す

　　 る 。 ロ ム バ ッ
ハ は 、 こ うした生 を述 べ る の に こ の

一
節を宛 てて い る。

こ の悟 りは 、 ただ 瞑

　　 想 によ っ て得 られ る の で はない 。 ある い は 瞑想の 然か らしむ と こ ろ で はな い
。

そ うで は な

　　　く、
ロ ム バ ッ ハ が根本の 語に対する に根本の 事 と称ぶ もの

．一一
既 に ハ イデ ガ

ー
が言 っ た性

　　 起Ereignisに あた るあ の 根本の 事そ の もの なの で ある。悟 り、そ して そ れ に 至 る「道 と修

　　 業」（第六節） は、それだ けを別に して 取 り出す こ とは で きな い
。 （第七節 「悟 りと高昇 」）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ と

　　 それ は、真 に大事 であ るとこ ろ の あの事 と い う地盤を離 れ る こ とはな い 。 そ して そ の事態

　　 こ そ 、 それ に つ い て ム ロ バ ッ ハ が 「構造分析」（第八節）を彳了な っ て い る と こ ろ の 「日本 の

　　 家屋」 に住 むこ と に他な らな い
。 人は正 しい 住ま居を す る時、 悟り の うち に あ る 。 あ る い

　　 は逆 に、人は 悟 りの うち に あ る時の み 、 正 に人間ら し く住ん で い る 。 「根本 の 経験 とは 、

　　 守られた 自由な空間 の うちに の み、私達を囲ま い 容れ る無の うち に の み 、 住み うる とい う

　　 こ とで あ る e

’
家とは 、 こ の よ うな許容の 場所であ る。そ の 許容 は、無が そ の 本質 をな して

　　 い るが故 に 、最 も重要な もの な の で あ る 。 」（77頁）こ の ことは実際、 日本の 家屋 に つ い て

　　 当て は ま る し 、 日本の家屋で 起居 した こ とが ある者な ら誰で も経験で き る こ と で あ る 。
ロ

　　 ム バ ッ
ハ は石灯籠に 、 「こ の よ うな家屋解釈 の 重要 な証言者」 を見て 、 そ れ は 「照 明具 も

　　　もっ て い な い し、 窓ガ ラ ス もつ い て い な けれ ば 、 特にそれ に相応 し い設置場所が 決 ま っ て

　　 い るわ け で もな い 」（77頁）と述 べ て い る 。 た だ 、 こ こ で 思 い起 こ して お か ね ばな らな い こ

　　　とは 、 既 に 久 しい 以前か ら、少 くと も （死者 の 魂送 りな ど の）決 ま っ た 祭礼 に 燈明 と し て

　　 使 われ て い た石灯籠が奈良な どに何千とある こ とで ある 。 しか しこ の よ うに言 うの は何も、

　　　ロ ム バ ッ
ハ が深 く心 を寄せ る もの に 反して の こ と で はな い 。 む しろ 、 プラ ト ン の 「洞窟」

　　 や ハ イ デガーの 「明 るみ Lichtung」に 見 るも っ と広 い 絡 が りを指 し示す た め に 他な らな

　 　 い 。 　　　　　　　　　　　
’

　　　 西 と東 、 存在 と無は互い に 出会わ ね ばな らな い 。対話す る に 至 らねば な らな い 。 第五 章

　　 で 言われ る と こ ろ の 「諸 々 の 世界 の 対話」が求め られ る。 しか しこ の よ うな求め は、西 洋

　　 的 、
ヨ
ー

ロ ッ パ 的、哲学的、そ して ヘ ル ダー リ ン風 に述 べ られ た求め で ある 。 けれ ども、

　　　あ らゆ る対話を超え 出る の で なければな らない よ うな興発 、 従 っ て また 自然と人間とが共

　　 創する事業 こ そ肝心 な の で あ る 。 今 日凡ね く所で 商談 が交 され取 り引きが な され て い る 。

　　　しか しそ の 結果 の 多 くは 、
な ん ら事業 へ の 道を拓 くもの で は な い

。 龍た ち とは対話 をな し

　　 得 な い と言 う。 それ故 、 龍た ちは戦 い もしよ う。 勿論 ロ ム バ ッ
ハ は 、 そ もそ も対話 と い う

　　　もの の もと に 、況ん や本書の 終章をなす諸 々 の 世界 の 対話 の もと に 、 単に言葉によ る対話

127　だ けを考え て い る の で はな い ・ な らば・私達 は 龍た ち の 間で 何を語 らせ よ う と し て い る の

C96） か 。 天地 ほ ど の 違い の あ る文化 ど う し が 、単 に西 と東と い うばか りで はな い 異様な錯綜が 、
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tt
われ わ れ 日 本人

’
　　 ア ル ノ

・バ ル ッ ツ ィ

始何 に して 、
ロ ム バ

ッ
ハ の 求 め る根本の 行為へ と至 る の か 。 今 日あ りとあらゆ る所で 求め

られ 現に 行 な われ て い る よ うな 単な る討議な ど で 凡そ あ り得 な い で あろ うと こ ろ の 「盤三け

る対話」 に、如何 に 至 る の か 。 い つ れ に して も、規に 交 さ れ て い る対話で は あ りえな い
。

対話 そ の もの が 、 そ の 導か れ る方向を受 け入れね ばな らな い
。 α45頁 参照 ）対話 と い う も

の は 、 文字通 りに も互い に討 ち合い discussus、 時に は票決 1こ もち込 まれ もす る よ うな 討

論な どとい っ た もの で はあ りえ な い 。 それ は ま た、個 々特殊 か ら
一

般全体に 至 ろ うと し て

廻 りくど くな る討議な ど で もあ りえな い 。 龍 た ちをそ れ ぞれ の 由来 の 家の 中へ 、 ヨ
ー

ロ ッ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か し ら

パ の 家 、 ア ジ ア の 家の 中へ 引 き入 れ れ ば 、 龍た ちはそ の 首を引き込 める 。 狂暴 な存在か ら

「
穏や か な家

一
畜」（14頂 ）とな る 。 しか し ロ ム バ

ッ
ハ に と っ て 、こ の こ とは具体的に は何 を

意味 して い るの か。彼 は最後 の
一
頁半の 節で 、「住居都市と して の 地」と い うもの を宣明す

る っ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 す み か

　 しか しそ れは 、
エ ー トス で ある住 ま居で はな い 。 従 っ て 住処 と して の 地で はな い

。 そ う

で は な く、都 市で あ る 。 オミリス で は な い 。
コ ス モ ポ リ ス で もな い

。 そ う で はな く世界都市

で あ る 。
ロ ム バ

ッ
ハ は こ こ で 端 的に 、 人間が 圧い に 出会 い 共 に生 きる の で な ければな らな

い 都市の こ とを考え て い る 。 そ こ で は対話が交され る の で な ければな らな い
。 さ もな けれ

ば、人間は少 し も
一

致 し合 うこ とは で き な い で あ ろ う。 従 っ て 共 に生 きる こ とは で きな い

で あ ろ う。 控居
．
都市と して の 地一 一

こ の 鮮や か な輪郭 の 平面 は、私達を して 互 い に い や が

Lに も語 らせ 行為せ しめ る 。 そ うして やがて私達 は、そ の 時 々 の 文化の 中で そ の 時 々 の 家

を建て る こ とに な る で あろ う 。 差 し当 っ て 先ず は私達の 都市を 。 （原註 1 ） しか し今 、 私達

の現 に住む都 市を、そ して また特に 日本の 都市の こ とを考え て み よ う。 il本の 都市で は、

家屋 が 押 し合 い 座 し合い折 り重な るように建 っ て い て 、 通常の 都市行政の手 に 負えぬ よう

な諸問踵を もた ら して い る 。 そ れ らの 難題 は 、

．
例え ば都市交通に 困難 を もた ら して い るば

か りで な く、 こ の 都市で の 人間 の 生活 そ の もの を困難に し て い る。 正 に 、 レ住処 と して の

地が 住居都市と して の 地 とな る こ とだ ろ う。 」

　 「そ の よ うな住 居都市は 、 共通 の 政府を もたな い が s しか し共通の 議会を もつ
。 そ こ ほ 、

統合 の 最高に して 最 も自由な 形式で あ る
“
対話

”
の 場所で あ る 。 求 め られ る の は 、統 …

で

は な く意見の 一致で あ る
。 」（］48頁及 び次頁） そ う言われれば、す べ て は耳 に 心 地 よ く聞

こ え る 。 しか し、住処 と して の 地 も住居都市と して の地 も、そ の 現爽が気づ か れな い よ う

に されて しま う，，そ の地 で は、自然 と人 聞の 共創 と称ばれ る で あ ろ う何事か が 、 裕 互共 同

的 に見 られ 行な われ る と して も、 そ の 何事か 自身がそ う容易に起こ りは しな い，、 けれども、

i
．．
住処を もつ 人間に して 初 めて 、平和な、否 、 人間ら しい入 間な の で あ る。私達 は そ こ へ

尚か う途．−E に あ る の で あ る 。 」 （148頁）

▽

　木村敏 の 『人 と人 との 闇』は 、 日本 人独 自の 「精神病理 学を展開 し一1（3 貞）て み よ う と

努 めた 「自覚 の 精神病理」 （日本語版 19？0）に 続 く著作 で あ る 。 そ の 題 名 か ら し て 哲 学的

1こ非常に 含蓄 の ある 『人 と人 と の 間」 は 、 謂 わば 日本入 の 心理学な い しは入 間学 に迫 ろ う

と した もの で あ る ・・鮒 場 合もハ イデ ガ ー
の 砧 1ま大 き い ・ 医療 を行 な う もの と して 彼 τ26

が ハ イデ ガ ーか ら多 くの もの を学 び取 っ た と い う こ とは 、 被 自身の 語 る と こ ろ で あ る し 、 　 （97）
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明星大学 研究紀 要 【日本文 化学部 ・言語 文化学 科】第 6号 1998 年

　　 また ハ イデ ガ ーの そ の 方面の 著作 rツ ォ リ コ ー
ン ・ ゼ ミナ

ー
ル 』 を 、 自らペ ンを執 っ て 日

　　 本語に翻訳 した 。 他方、木村は木村で 、
エ ル マ

ール ・ヴ ァ イ ン マ イア
ーと い う称讃 に 値い

　　 する訳者を得た 。 こ の 訳者 は、そ の訳書の 付論 と して 、 原著及 びそ の 著者 の 紹介 、 また 自

　　 然、 文化 、 風土 とい っ た テ ー
マ をめ ぐる考察を置 い て い る 。 こ れ らの 考察の帰着す る とこ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ い だ

　　 ろは 、 「日本的な間と ヨ
ー

ロ ッ パ の 主体性批判」（189頁）の 解釈 、 「間 の 弁証法」（193頁）と い

　　 うべ き もの で あ る。 しか しい つ れ に して も、
こ の 書は一つ の 哲学的著作で あ り、 そ こ に 見

　　 られ る様 々 な洞察は、著者の 精神科医と して の 実践経験に 多 くを負 うて い る。 とい うの も、

　　 病ん で い る人間 、 特に 人間だ けの 病 い を考察す る時ほ ど 、 人間存在に つ い て経験 で きる場

　　 合は他 に な い で あ ろ うか らで あ る 。

　　　 第一章の 章題は 「われ わ れ 日本人」 で あ り 、 終 り一
つ 前、第五章の そ れは 「日本人の 精

　　 神病理」 とな っ て い る 。 こ うして 、 こ の 著 は ア ーチを描い て い て 、 そ こ に書名の 意 味 も示

　　　されて い る と い え る。 何故な ら 、
こ の書名の 核心をなす語 は 、 正 に 「間」 だか らで あ る。

　　 「われわれ 日本人」 と い うの は 、 た だ単純 に 「われわ れ ヨ
ー

ロ ッ パ 人」 とか 、 「われ わ れ 西

　　 洋人」 と言 う の と同 じよ うな 型通 りの 言葉で はな い 。 こ の 言 い 方 は、木村 も実例を挙げて

　　 述 べ て い るよ うに、会話 の 中で しば しば耳 に され る もの で あ るが 、 それ は 、 日本的な生 き

　　 方、考え方の根本の 問題に触れて い る の で ある 。 つ ま り、 ある全 く独特 な心性 とアイ デ ン

　　 テ ィ テ ィ
ーに基づ い て い る 自己存在の 仕方、

つ ま り自分を 自分 と して 見出す 自覚 に 関わ っ

　　 て い る こ とな の で ある 。 日本人 に あ っ て は 自己発見は 、 人 と人 と の 間 と い う関係の うちに 、

　　　い や も っ と正 し く言 う べ くは 、構造の うち に あ る 。 間と い う こ の 構造が 、 日本人 の 存在を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ニン ゲ ン

　　 決定 して い る 。
い や 日本人を と い うよ り人間の 存在をで あ る 。 こ の こ とは既 に 、 人澗 と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ニ ン　　　 ひと　　　　　　　　　 ゲ ン

　　　い う日本語の 単語の うち に は っ き りと現 われ て い る。人 とは人を意味 し、間が加 わ っ て 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゲン

　　 「関連の うちに ある人」 と訳す こ とが で き る。 それ で は間は関連か と い う と、 そ うで は な
　 　 　 　 ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あ いだ

　　　い 。 間が意味 して い る の は 、 こ の 本の 書名の 中心 をな して い る語で あ る と こ ろ の 「聞」 で

　　　ある。 で 、 人間 と い う語そ の もの は 、 こ の 書名には 出て来ない 。 誠 に まぎらわ しい 。 （訳 注

　　　1） しか し筆者 として は 、 人 間と い うもの は間 とい う構造に差 し向け られ た 存在で ある と

　　　い うと こ ろ に 、 そ の 意義を認め た い 。 こ の よ うな間 こ そ 、 「生 き られ た 自然 」（164頁）が見

　　　ら れ る と こ ろ の 風土 とい う もの だか らで ある 。

　　　　だか ら、こ こ で 和辻の 風土論が思 い 出され る。 事実 、 木村 は第三 章 「風 土 と人間性」 に

　　　おい て 、 和辻 に依 りな が ら、 そ の 分析 を更に 進め て い る。 日本人の 人間 として の ア イデ ン

　　　テ ィ テ ィ
ー

に つ い て 、木村 が人間へ の 問い を置 く時 、 そ の 人間は 、 個人 と して 在る生 きも

　　　の で もな く、 社会的存在と し て 在る 生き もの で もな く、 ま た ロ ゴ ス を もつ 生 きもの で もな

　　　い 。 む しろそ の 問 い は、 日本人な る我 々 と して 生き る人問に 向け られ て い る 。 そ の よ うな

　　　存在 を、木村は 「血縁史的ア イデ ン テ ィ テ ィ
ー」（14頁） と い う言葉で 規定 して い る。 従 っ

　　　て 、 人 は 日本 国籍を得 る こ と に よ っ て 日本人 とな りえ な い
。

た とえ 自分 の過去 を清算 して

　　　日本 と い う島国に生 きよ うと して も日本人 とな る こ とはで きな い 。 既 に 三 百年何世 代に わ

　　　た っ て 日本に生きて来て も朝鮮人の ま ま で あ る と い う こ とが ある と も聞 く。 事 の 核心 は 、

　　　「自分が そ こ か ら 自分 と して 自覚 され て 来る よ うな 自覚 の 源泉」（16頁）と して の 個人以前 と

125　い うべ き もの に ある の で ある ・ 差 し当 っ て は ・ 周知の 　 こ こ で は基本的に ヨ
ー

ロ ッ パ 的

〔98） な と い う こ とだ が一 考え方 とは全然違 うと い う こ とだ け は確認で きよ う。
ヨ
ー

ロ ッ パ に
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われ われ FI本ノベ 　　 　ァ ル ノ ・バ ル ッ ツ ィ

あ っ て は 、 人 間 とは本性上政治的な生 き も の で あ り、 あ る い はまた 、 特に 近代に な っ て擦

り滅 ら さ れ た 定義とな っ た が 、 理性的動 物 animal 　 rationale 、い や 計算 す る動物 animal

rationab 重leで あ る 。 さ りと て 、 目本人の ア イ デ ン テ i テ ィ
ーと い う時 、 そ れ は国民 と し

て の 、 或い は民族 と して の ア イデ ン テ ィ テ ィ
ーが考え られ て い る の で は な い 。

　 血統 とか国土 と い われ て も、
ナ チ ズム の そ れは もとよ り、1血と地 と い うイデオ ロ ギー

の

こ とを考え て はな らな い 。 日本人と い うの は 、 そ の 体 と血の こ とで あ っ て、 こ こ で illLと誘

わ れ て い る もの は 、
ヨ ー

ロ ッ パ の 伝統か らする と 「心」 に比せ られ よ う 。 （86頁参照）血 は
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ い だ

全体を流れ全体を巡 る の で あ り、 こ の 私に は 、 そ れな しに は あ りえ な い 間とい うもの の 象

微 な の で あ る，． 木村の 言う と こ ろを理 解 しよ うとす る な ら 、 第 三章 に及ん で初め て 論 じ ら

れ て い る風土論を 見る の が い い で あ ろ う 。 しか し そ の 萌に 、 第一二章の 「日本人 と メ ラ ン コ

リー」に つ い て 言えば、こ こ で もまた ヨ
ー

ロ ッ パ と の 比較に 誘わ れ る重大な テ ー
マ が 出さ

れて い る 。 とい うの も、 ヨ
ーu ッ パ で は遙か昔よ り 、 胆汁質Melancholey が 哲学的人 間

の 根本気質 と考え られ て い るか らで あ る 。 しか しこ こ で 日本的 メ ラ ン コ リ
ー

に つ い て 論ぜ

られ る時 、 もっ と別の こ とが考え られて い る。 そ れは端的に風土 と関係す る 。 日本 の 自然

は不気味で あ っ て 馴染み 深 く、そ れ は また 、 大き く胸 を広 げた まま人に 襲 い 来る 。 そ して

そ の よ う に して 入は世界内存在た る こ とを経験す る 。 こ の よ うな 自然 の 全体 に 身を投げ入

れ て 生 き る こ と と 囗本的な メラ ン コ リーとは大い に 関係が あ る。はか な さ と哀 しさが現存

在そ の もの の 構造 と して 肯定 されて い る。（30頁参照）

　第二 章の 第二 及び第三節 で、「外国人 に と っ て 最 も理 解 しに くい 日本語 の
一

つ 」（32頁）

で ある 「義理」に つ い て 述べ られ る段 に な っ て 、 木村の 考察は独 臼性を深め る。 た だ し、

こ こ で は筆者 は そ の 細か な考察を要約 しよ うとは思わ な い
。 「義理」 は と もか く日本社会

に お い て 最 も重要な 盖葉 の
一．L

つ で あ っ て 、 同章で取 り扱わ れ て い る 「人情」 もまた そ うで

あ る 。 「情」 と は 、もの に ふ れ て 思 う こ と で あ っ て 、 「人情」 と は 、人の 情で あ る。 義理 も

人情も 、 間に お け る人 の 生 き方を表わす 言葉 で ある。 入倫 Sitte、義thPflicht、
い や 時 に

よ っ て は 自然の 掟 naturliches 　 Gesetzと 、 私達か らすれば、そ う訳す る こ と も で き よ う

が 、 しか しそ の よ うな訳語が 役立．っ て くれ る とす れ ば 、 道徳と法が拮抗 し合 うよ うな 、 掟

な る もの の 理解が あ る 時の み で あ る。
と い う の も、 少な くと も今 日 、 私達 は 自らの 行な い

をた だ道徳だ けで規整す る の で は な く、 む しろ法で も っ て 規整す る傾 向に あるか らで あ る。

そ れは k 法哲学が 好ん で指 し示して い る方向で あ る 。 ドイ ツ で は 、人 は先ず法律家の 所へ

足 を運 び裁判に 訴叙 そ して 最終的に は そ こ で の 調停を求め る 。 しか し日本で は、義理 を

果たす こ とで 済 まな い か どうか を試み、そ して お互 い に 調整 し合う 。 両方の 聞で ど う して

も うま く行か な い場合 に だ け 、 法律家の 判断を仰 くも

　続 く第 四節で 、 日本人の 根本的な 感情 と して 「罪 と恥」が 論 じ られる 。 しか しこ こ に．、

既 に第デ 章で も顔を 出して い た （15頁参照）分離点が あ る 。 木村は
一一．一一そ うは っ き り言 っ て

よ い だ ろ うが
一
　 日本入の よ うに 、 問 に あ っ て水平 面的な在 り方 と、 ヨ

ー
ロ ッ パ 人、広 く

西洋人 が 人 の 問に で は な く神 の下 に 立つ と い う垂 直線 的な在 り方 く93頁参照）を分 け る 。 後

者 は、ユ ダヤー
キ リス ト教的な世界観 を 指 し て 言われ て い る の で あ り、 確 か に そ こ か ら罪

と い う もの が規定さ れ て くる 。 しか し本当に 水平面的な 関係に 対す る に 垂 直線的な 関係 と　124
蔭え る だ ろ う か 。 筆者が思 う に は 、そ う簡単に 分 け られ な い だろ う 。 私達 ヨ ー

ロ ッ
パ 人も、 （99）
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　　　 キ リス ト教的に 、 そ して 時代を 下 っ て 啓蒙主義的に
、 人間を同胞 と い う観点か ら見 る こ と

　　　 が あ る か ら で あ る 。 た とえ こ の こ とが 、 キ リス ト教の 側か ら、 あ る い は ま た近代 の 民主革

　　　 命か ら望 まれた ほ どに は、自らも認め る通 り、 生 活の 実際 とは な らなか っ た と して も 、 そ

　　　 れ で も今 日
一段 と、横 の 連帯 と い う こ とが論議 の対象 とな っ て い る 。 そ して こ こ に 、 日本

　　　 人の 、 間に お け る自己 とい う もの へ の 絡 が りを見 る こ とがで きるだ ろ う。 た とえ ば 、 個人

　　　 は人類 へ と絡が るとカ ン トは述 べ た が 、
こ の こ と も思 い 出して お い て よ か ろ う。 けれ ど も

　　　 木村 は 、カ ン トをき っ ぱ りと 、 垂直線的な在 り方の 側に 入れ て い る 。 （水平面的 と垂 直線

　　　 的 とに つ い て は ロ ム バ ッ ハ もヴ ァ イ ン マ ィ ア ーを批判 しつ つ 言及 して い る 。 『龍た ち の 闘

　　　 い』 80頁及 び次頁参照）

　　　　 間に お ける振舞 い に 関す る以 トの よ うな論究を受け て 第四章で は 、 日本的な 間を表わす

　　　 「
．
甘え」「気」な どの 語 を取 り上げな が ら 、 「日本語 と 日本人の 人間性」 に つ い て 論 じ られ

　　　 る。 こ こ で も綿密な分析が あ っ て 、 そ の 凡よそ の 所 もとて も伝え る こ と は で きな い 。 「甘

　　　 え」 とい うの は 、 そ の 中核的な意味で は 、 情愛へ の も た れ で あ り、 馴れ馴れ しさで もあり、

　　　 気の おけな い 寛ろ ぎで もあ る 。 「気」 とな ると 、 も っ と混み入 っ て い る 。 気は 、 そ の 中心
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 み

　　　 的な意味 に お い て は空気 の 気で ある 。 気 は 、「天地の 問に塞 ちた」（130頁 ）もの の こ と を謂

　　　 う。 気は 「知情意の 具体的諸相1（122頁）を超 え 出て い る 。 精神分裂症 に つ い て 、 「気が違 っ

　　　 た」 とか 「気が狂 っ た」 と い う言い 方が され る 。 （129頁参照）

　　　　 こ の 一
書の 本論 は第五章 「日本人の 精神病理」 で 終 る こ と に な る が 、 そ こ で は対人恐怖

　　　 症 （第
一
節）と貰い 子妄想 （第二 節）の 病症が 取り上 げ られて い る 。 とする と、哲学的著作 に

　　　 して 精神医学的考察を もっ て 終 りとな る の か 。 果 た せ るか、最終章　　それは至 っ て 短 い

　　　 もの で あるが
一

は 、 「文化を超え た精神医学」 とな っ て い る 。 洋の 東西 に 亘 っ て 精神医

　　　 学の 用語 で分裂病 と称 ばれて い る もの は、こ こ で は間の 病い 、な い しは対人恐怖症 と名付

　　　 け られ て い る 。 木村は無論 あえて そ の よ うな用語 を出 して い る の で はない 。 しか しこ の よ

　　　 うな病い の 場合 、 結局 そ の 根本をな して い る の は 、 他者つ ま り共に あ る人と の 関係で 、 例

　　　 えば自己臭恐怖症（145頁及 び次頁）の よ うに 、 恥 つ か しい 自分を不安 に 思 うこ と で あ る 。

　　　 こ の 章で は木村は再び 、 日本的家族の あ り方、日本の 家 （152頁以下）と い っ た よ うな 大 き
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あいだ　　　　　　　　　　　 マ

　　　 な テ
ー

マ の 考察に戻る 。 間 は 、 間 と も、 ま た 間つ ま り部屋 を表す言葉 として も読 め る 。 日
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ い tf　　 　　　 　　 　　　 　　 マ

　　　 本の 家で 大切 な の は 、 間 と して の 部屋 （間）が あ る（157頁）こ とで あ る。 「日本 の 家族が それ

　　　 ぞ れ 自己の 存在を もっ と もよ く発見す る の は 、 茶の 間 に お い て で あ る 。 」そ れ は文字通 り、

　　　　　　　　 マ
　　　 茶を喫す る間で ある 。 （157頁）貰 い 子妄想 と い う症状 に は 、 日本的な 間 の 関 係 に 生 ず る幻

　　　 想が は っ き り現われ て い る。
そ れ に お い て は 、 自分の 出自、 家族が 否定 され 、 自分が別 の

　　　 家系の 出で あ る こ とを求め る 。 他 の 両親 、 他 の 父 か母か の 子で ある と 自分で 思 い込 む 。
つ

　　　 ま り自分の 家 へ の 帰属性が 否認 され る の で あ る 。
こ こ の と こ ろが決定 的な点で ある。そ こ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い え

　　　 に は っ き りと見る こ とが で きる の は、日本人の 自己意識が い か に 強 く 「家意識と結 び つ い

　　　 て い る」（158頁）か と い うこ と で ある 。 そ して こ の
一

行 を も っ て こ の 章は 閉 じ られ る。

　　　　 風土 に つ い て こ れ まで 幾 ら か の こ とを述 べ て きた が 、
こ こ で 、 正 に そ れが論題 に な っ て

　　　 い る第三 章 「風土 と人 間性」 に 立 ち入ろ う 。 こ の テ
ー

マ で は、多 くの 点で 和辻がそ の 先蹤

123　に な っ て い る 。 「日本 の風土 で は ・ 人 は真の 自己を 自然 の 側に委託 して しま っ て い る 。 自

（100） 己は己 れ 自身を自然 の 中に 見出さね ば な らぬ 。 」（83頁）「和辻 は 、

“

風土 も亦人 間 の 肉体で
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噛馳
われわ m 日本 人

’t
　　 ア ル ノ 。バ ル ッ ツ で

あ っ た
”
と書い て い る が 、逆 に人間 の 肉体は それ 自体 、 風十な の で ある 。 ．1（89頁） い か な る

人間 も 、
「人 と人と の 周 に 自己 を借定一K163頁）す る眼 りで 人闇た りうる 。 人間 が 入間で あ

る の は、た だ人 と入 との 間にお い て の み な らず、自然 の 聞に生 き 、
つ ま り

「

本来的 に 風圭

的入間」（165頁）で あ る時で あ る 。 入聞の 差異は 、 文化 的相異 1こ よ っ て で は な く、…

．
も っ と

　 　 　 　 り　　 　　　 ヨ　 　の　　 り　　 e

根底的 な 自然の 生き方の 差異」（167頁）に現 われ て い る c、

　 しか しこ の よ うな 人聞観は、 日本人 に の み 、 あ る い は 日本人 の 立場か らの み 当て は まる

もの で あ る こ とを 見 て お かね ばな らな い 。 けれ どもまた 、 こ こ に 、
ヨ ー

ロ ッ パ 或 い は 広 く

西洋 の 人間像へ の 批判を 読み 取 ら ね ば な らな い
〔， と い うの は 、

ヨ ー：llッ
パ に お い て は 、 人

聞が 白然 と い う もの に 出会 う出会 い 方 、 人間が 自然を生 きる生 き方 は 、 L，i本とは ま るで 違

うか らで ある 。 近代 ヨ
ー

： ッ パ 人は根本的に 、自然支配を トi指 して 進み 、 決 して i気」 と

か 1
一
骨え．」とい う君葉で 表現 され るよ うな心性で 生きて き て い な い こ とか らも、

今 日 に 至

る ま で そ の 違 い は確 か に鰯 られて い る。 な るほ ど例え ばゲ ーテ の 色彩論 の ような もの も
．
私

達 の 歴 史は もっ て い る けれ ど、や は り私達 の 自然論 や人問論 は 全然別で あ る 。 そ れ に お い

て は、あ くま で 自然 と対抗 して 自由や歴史や意志な ど が 立 て ら れ る の で あ る 。 人 の 間に 生

き、臼然 の 間に生 きて 、
つ ま り真に 日本的に 生きて 、私達 ヨ

ー
ロ ッ

パ の 人職は 、私達 と刷

様 に生 き私達 とは違 う病い に罹 る、
．
否、真 に健全 に生 きる人躅に つ い て 、知 らされ る の で

あ る 。 こ れ こ そ が 、 今度 ドイ ツ 姦喬に 訳 された こ の 著作の 考察が 私達 に 突 きつ ける もの で あ

る 。 私達 は 、
ヨ ーW ッ パ 的に 、 西洋的に 生 き る階 、 もは や 自然の 内に、風 Lの 内に 、 そ し

て ま た 人 と入 と の 間に 生 き て は い な い
。 こ の こ とは規定済み の こ との よ う に 見え る 。 せ い

ぜ い 人 と人 との 聞 とい え ば、最近 再び横 の 連帯 とい う こ と の もと で 、 そ れが 求め ら れて い

るだ け で あ る 、，

　 日本の 精神医学が示唆 して い るよ うな 人間論に お い て は、自然 は、私達が ヨ
ー

ロ ッ パ の

：れ まで の 人開論の 中で生 き て きた の よ りはず っ と大 きな 働きを もち、い や それ ばか りか

別種 の 働 きを も っ て い る 。 確 か に 木村 の こ の 人間論 は 、 ．正 し く理 解 され るべ き B 本論の 別

名 と言え るか も知れ な い
。 「わ れ わ れ 日本人」は

、 汝 ら ヨ
ー

ロ ッ
パ 人 、 キ リス ト教徒、技術

信奉 者に 向か っ て 、 人 が生 きる上で 何が 大事か を語る 。 そ れ は 次の よ うに も言 い 表わせ よ

う c 思考に 合わ せ て で はな く、自然に合わせ 生に 合わ せ て 生 きる こ とだ と。知性や理 性に

よ っ て定 め られた生 は結局、 自然を改変 し支配 し、
つ い に は 風土 が改変され る とい うと こ

ろ に赴 い た 。 な る ほ ど 日本 もまた そ の よ うな改変を蒙 っ たか もしれ な い 。 貯 本に お い て も

と い うばか りで な い
〔．ヨ ー ロ ッ

パ 、西洋 を決定づ けた もの
、 今な お決定 して い るすべ て の

もの が 、 口本に お い て こ そ 最高度 に 推 し進め られ て い る と い う意味で は、口本の 改変 は格

別の もの で あ る。科学 、 技術 、 経済 な どの 文化は、自然 と の 危機的 な まで の せ め ぎ含 い に

まで 進むだ ろ う。 が 、 d 本に お い て は 、 そ の こ とは 、 全 く劉 の 意味 で 理解 され る べ き風 土

の 不 全状態を もた らす で あ ろ う 。 そ の 時 こ そ初 め て 真に龍 た ち の 闘 い が 始 まる こ とだ ろ う，，，

住居都 ll∫と して の 地は 、あ くま で ヨ ー
ロ ッ パ ・西洋的な ユ ー トピァであ る，

ヨ
ー

ロ ッ
パ 的

な
一一

つ ま り、今 日ます ます ア メ リカ的 とな っ た 都市は 、 静か な る住 ま居か ら慌 しい 移動
へ と追 い や ら れ て い る私達 の 実状 を映 し出 し て い る 。 楽土 ア トラ ン テ ィ ス に 由来 す る 名の

ア トラ ン タは ・ 今 は髄 鯔 の 要靴 な ・ た ・ そ れ に は 躰 も
一
般 韻 ・ て い る c しか し 122

日本は更 に 他 の 交通路 を拓 く
。 やが て こ の 字宙空間で の 旅宿へ 通ず る路を 。 そ こ で は私達　UO わ
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は恐 ら く、 多端な 移動の 後 に、夕 べ ともなれば浴衣を着て 、

風土 を生きる こ とが で きる の で あ ろ う。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あいだ

日本 の茶を味わ う間、 自然 と

原註 1

訳註 1

住み 慣れ と して の住 ま居に 関 して は、なお多 く、そ して 別 様に 闡 明 されな ければな らな い で あ ろ う。そ して 、現 象学的

方法 こ そ その よ うな闡 明 に適 した もの で あ る 。こ こ で 念頭 に浮か べ て い る の は 、M ．A ．C．オ ッ ト
ー

の 『場所、現 象 学 的 変

発』 （フ ラ イ ブル ク ・ミ ュ ンヘ ン、1992年 ）で ある。そ こ で は、目本的な 住ま居な い しは そ れ に 呼応 す る考え方 を 思 わ せ

るもの が、仄か なが らも現われて い る n

こ こ に は、「人 間」 とい う日本語 の 理解 に つ い て 著者自身の 混乱 が ある の で 、そ れ を取 り除い て 訳 して おい た 。
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