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木村雅信

［序亅

　　　
1 日本 に お け る 生活 は 私 を 自然の と り こ に し，そ れ 以 来ず っ とそ の 状態 を続 けて い て ，機 械 化 さ れ た人 問 の

　 　心 を つ か ま え て い る あ の 冷静 な 抽 象 の 方 へ 訓練 に よ っ て 傾 くこ と は しな い で い る 」
…こ の よ う に書 い た の は

　　陶芸 家 ・芸術 家 の バ ーナード ・リーチ （1887−1979）で あ る。

　
『バ ーナ ード ・リーチ 詩 画 集 』は 福 出 陸 太 郎氏 の 訳 に よ り 1975年五 月書房か ら刊行 さ れ た 。原 著 は （1973年）．

「Drawings ，　Verse　 and 　Belief」が 原題 で あ る 。
　 Verse と 記 し て ある か ら韻律 を踏ん だ 詩で あ っ たか も しれ ない 。

（本稿 の 英 文 タ イ トル で は詩 を poesie と した 。　poesieは詩情 ばか りで な く
「

詩 」の 意 味 もあ る。「信 条 」 の 方 は， 宗

教 的 な信 念 で あ る の で faithを選 ん だ ）

　 こ の 本 の 中で は 序 文 が 重 要 で あ り，そ れ は
「信 条 」 と タ イ トル さ れ た 長 大 な も の で あ る。筆者 は 長 年 に わ た っ て

柳 宗 悦 の 仏 教 美 学を 中心 とす る著作 に影 響 を 受 け，柳の 周辺 の 陶 芸 家 の 中 で は バ ーナ ード ・リーチ を も っ と も重

視す る も の で あ る。工 芸 で は と くに 陶芸 が
1
一
他 力 」 と呼 ぶ 力 に あず か っ て い る こ とは 明 らか で あ る が ，一

般 に芸術

と い う もの も自意識 だ けで 成 り得 て い る の だ ろ うか。筆者は 今 日の 芸術 に衰退 を．見 る の だが，芸 術 は手仕事 に立

ち返 るべ きだ と考 え る。そ して 個我 の 主張 を捨て た芸 術 は あ る，とっ ね つ ね 書 い て 来た 筆者な ど は マ イ ノ リテ ィ

で あ ろ う。芸 術家 バ ーナード・リー
チ の

1
．
信条」に 共感す る と こ ろ 多 く，芸術 観 と宗教 的 信 念 と の 関 係 を読 み，ま

た 詩 の 側 か ら り
一

チ に 入 っ て い くと い うア プ ロ
ー

チ を試 み て ，本 稿 を記 す こ と に な っ た もの で あ る。

［リーチ の 見解 1

　　私は 詩 の 分 野 で は 気が 引 ける し，素 人 で あ る。しか し，陶 芸家 として も，そ して 素 描 家 と して も そ うな の
．

　だ。…技 は単 に 職業的 な もの に す ぎず，それ 自身 に は芸 術 で あ る と い う保証 は何 も な い
一一一

魂が 抜 け て い る

　 こ と だ っ て あ り得 る。私 は 生 き た 思 想 を具 現 化 す る の に 足 る だ け の 技 だ け あ れ ば 満 足 で あ る。…私 に は 自分

　自身 や 自分 の 欠点 よ り も も っ と重 要 な 何 か に つ い て ，人 に 伝 え る べ き メ ッ セ ージ を も っ て い る か 否 か で あ る 。

　私 の 意 味す る の は，信 条で あ り，芸 術 で あ り，両 半 球 の 間 で の そ れ らの 順 調 な 文化 的 交 流 で あ る 。

「
詩 」 と

「
絵」に つ い て は次 の よ うに述 べ て い る。

　　た しか に ， 人 生 自体 の 意 味　　例 えば ， 真理 の 証拠 と して の 美， ま た は，無限に 直面 した 自己 の まぼ ろ し

　
一．

に つ い て，私 はゆ っ く りと確 信 を積 み 重 ね て き た。そ し て そ れ が ，少 な く と も私 の 詩 の 三 分 の
一

に 滲透 し

　 て い る。

　　私 の 絵 の 大 部 分 は 風 景 で あ り，少 数 は 肖像 で あ る．それ らの もの に は，宗教 の 影 響 が，ほ と ん ど，あ る い

　 は ま っ た くな い 。しか し 私 の 見方 か らす れ ば そ ん な 影響な ど は 必 要が な い 。な ぜ な ら，真 の 美 術 品 とい う も

　の は，真 と美 に 必 ず 奉 仕 す る もの だ し ， 従っ て，そ の 成功の 度合 に 応 じ て，そ れ は宗教 的 に な らざ る を得 な

　 い か らで あ る。
「信 条」に つ い て ， 自分 の 立場 を 明 ら か に し て 次の よ うに 書 く。

　　人生 の 種子 は ど こか ら 来る の か ？　 そ の 核，人 牛 の 意 味 に つ い て の そ の 信念，そ れ は ど うい うふ うに 胚 胎

　さ れ る の だ ろ うか ？　イ ギ リス か らや っ て 来 た東 洋生 まれ の 西洋人 が，こ う い う 根本 的 な 問題 に 直面せ ず に，

　ど う し て 東 洋 文化 を 理 解 し た い な ど と思 え る だ ろ う か ？　絵画 で あれ，壷 で あれ ， 詩 で あ れ，東洋美術 に よ っ

　て 影 響 さ れ な い こ とが あ り得 よ うか ？　も し芸 術 に よ っ て 影響 さ れ るの な ら，その 母体 で あ る 信条に よ っ て

　 も然 りで あ る。

　　文 字 に 害か れ よ うが ，絵 に描 か れ よ うが，あ る い は 私の 壷 の 背後 に し まい こ まれ よ うが，私 の 思 考に 固 有

　の 信 条 に い っ さ い 言及 す る の を避 け る こ とは，人 を誤 らせ る こ と だ し，公 明卒 直 な 態度 で は な い と感 ず る の

　で あ る 。

リーチ は 自分 の 芸 術の 背後 に は 固有 の 信 条が あ り，そ れ を表 明 す る必 要 が あ る，と明 言 して い る。
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［リーチ の 詩 1

益子
．
の皆川 マ ス

摩周湖

　 そ れ で は こ の
『
詩 画集 』の 中 の

， 筆 者が優れ た 詩 と評価 す る作 品 を紹 介 した い 。訳詩 で あ る こ と は 致 し方 な い 。

1詩 型 と し て は簡 潔 で
， 情 感 に 溺 れ て は い な い か ら長 所 を受 け取 る こ とが で き る 。

　　　
「
バ ーン ク ロ フ ト」

……
乾い た 泡が ／砂浜 づ た い に／ 吹 き／ こ ろ が っ て ／無 に 帰 す る 。（略 ）1　　　 海 鳥 は／風 の 中 に 鈞合 い を と り／ それ か ら私 の 窓 ガ ラ ス に ／ 筋 を つ け る。（略 ）

　 こ の 訳詩 に は
「
連」 とい う もの が な い 。こ の 詩を 六 つ の 小 さな 連 に 分 け る こ ともで き る。こ こ に 記 し た の は，そ

の 小 さ な 連 で い え ば第 2 連 と第 5連 で あ る。「

無 に 帰 す る 」
「筋 をつ け る 」が 佳 い

。

　　　
「ボース ミア 」

……
白い 縞の あ る 海が ／私た ちの 浜 辺 に 侵入 し／前進 し　後退 す る。

… こ の 小 さ な 詩全 体 に さ わ やか さが あ っ て 優 れ て い る 。 訳詩で あ る に し て も
「

白 い 縞 の あ る 海が、 は佳 い 。詩 の 始

ま りは か くあ るべ き。

　　　
「

夕 ぐれ」
……私 の 絵 の 窓 は／太陽 を 見つ め る ／そ れ が 沈 ん で ゆ く と き ／夕 ぐれ に 。／ ／

　　　　　　　　　暗や み の 自い 波 が ／ ひ た ひ た寄 せ た ／ 私 の 家 の 壁 に／ 夕 ぐれ に 。／／

i　　　　　　　 波立 ち　再 び 波 立 つ ／ L．1堺 の復 活／ 私が 仕事 か ら も ど る と き／夕 ぐれ に。

　構成 に リズ ム が あ り，また 視覚 的対象 と し て イ メ
ー

ジ が リア ル に 迫 っ て くる。三 連 と も優 れ て い る。

　　　
「日木 の 汽車 の 旅」

・・…・うす緑 の 竹 の 葉／ そ して 燃 え る紅 葉／濃 い 緑色 の ／杉の 斜面 を背 景 に 。／ 山塊 の ／

　　た くま しい 骨組み ／ こ の 火 山 の 中心 の ／水 晶 化 した 原 形 質，／ こ ろ が り　三 角形 に さ れ て。／渓 谷 の 川 は ／急

　　流 を な し．／海 に 飢 えて い る。／ ち ょ う ど ど の 鮭 も静か な 上 流 の ／ 水 た ま りに 飢 え て い る よ う に。

　 こ の
一

篇の 詩 に 基 づ い て，色 彩 を重 要 視 し た
一
枚 の 抽 象 画 を 描 くこ とが で き る。

　 そ の ほ か に，「夜 の 燃 え る星 々 」
「
お 前の 強 い 光 」

「目 の 中の 砂 」
…

。
こ れ らは 訳出の た め か ，不 確 か な点 な しと も

い え な い が ， ど こ か 神秘的な 魅 力 が あ る。

　次 の 二 篇 は リーチ の
「
信 条」の 中 の 中心 的 な テ

ー
マ を追復 し て 強 め て い る。思想 の 主 要 な ポイ ン トを詩 の 形で 詩

的に 説明 して い る こ とが 明 瞭 に 見 て とれ る 。

　　　
「

変 質 」
……罪 の た め に ／私 の 主 か ら／私が い ち ば ん遠 い と き／ 主 は 私 に い ち ば ん 近 い 。／ そ の み 足 が す ぐ

　　 う し ろ に あ っ て 。／ こ う し て，対 照 に よ っ て ／ 主 は み ずか らを 知 りた も う。／ 影 の な い と こ ろ に／光 が あ り得

　　 る だ ろ うか ／ この 私 た ち の 世 界 に ？／ 主 は 私 た ち を 造 られ た ／
「
み ず か ら に 似 せ て 」。／ そ の こ と は 本 に 書か

　　 れ て い る。／ だ か ら直 接わ か る 。／ カ チ ッ と し た 確実 性，／ 「

余 は余 が 知 る こ とを知 る 」／ そ れ は 私 の 耳 の 殻 の

　　 中で 叫ぶ
。／ それ は 石の 心 の 中で ／だ ま っ て い る。／ それ は メ エ とな く子羊 で は な く，／雌 羊で もな く，／ 1

私

　　 の 存在」 の す べ て だ 。
i71

年の こ の 詩 と 74 年 の
Lt詩 画集 』の 序文 と し て の

「
信条」に 通 じ 合 う も の は大 きい 。

　　　
「
大 き な樫」

……それ は 証 拠 に よ っ て で も，／ ま た 比 較 に よ っ て で もな か っ た／ 私 が 一．一
つ の ／ 諸 相 と し て ／

　　 真 と美 とを／感 じ と っ た の は。／そ れ は ち ょ う ど／大 き な樫 の 諸 部 分 の よ うだ 。 ／ ま じ り　織 り合わ さ れ た ／

　　根 や 幹 や，／ 大 枝，小 枝，樫の 実，／ 良 い 茶色 の 葉 っ ぱ 一一．一／ 緑の 葉 っ ぱ一一一一
新 し く注入 さ れ た／大地 の 澄 ん だ

　　汁／ それ は あの 深 い 根 で 吸 い 一hげた もの。／変 え られ ， まわ りの 大気の 源 泉 に ／更 に
一

度 復 帰 す る。

　 71年の こ の 詩 で は，リーチ は真 実 と美 とが・．一
つ の もの で あ る こ と を示 して い る。大 き な 樹 の 幹 を中心 に 水 （生

命 ）が 循 環 し て い る とい う 《生 命 の 樹 》 の イ メ
ージ は，リ

ー
チ の 半世紀闘 に 及 ぶ テ

ー
マ の

．．一
つ で あ る 。

　 こ の
『
詩 画集 』の 中 で 特 に優 れ た ス ケ ッ チや イ ラ ス トを 筆者 の 好 み で 挙 げ る と，以

．
ドの 通 り で あ る。

　　　
「
六 世 尾形 乾 山 」

「

私 の 息 子，デ ィ ヴ ィ ッ ド」
「私 の 妻，ミ ュ リ エ ル 」

「
米 の 収穫，H 本 」

1
．
竹 や ぶ と稲 田 ，口本 」

　　
「

皆川，日本 の 最 後 の 図案 画 家 」，「横 の 谷 を．ヒが っ て，目 本 ア ル プ ス 」
「宍道 湖．」「瓶 の 図 案，魚 の 模様」

「
．
火 冂 湖，

　 　 北 海道 」 ，「

松 本平 に て 」

　 柳 宗悦 は次 の よ うに 言 っ て い る。…「 リーチの 絵 付 は ， 何 か い つ も詩 が あ っ て
， 自ら を露 わ に 出す と い う よ り，

　　 見 る．者 をひ そか に
．
誘 う趣 きが あ る。言 葉 を換 えれ ば見 る 人 を 詩の 人 に す る 」

　 リーチ の 絵 付 の 性格 は ， 温 和 で 自然 。 絵画 に比 べ る と きわ め て 簡略 に 要約 さ れ て お り ，
い つ で も生 命感 と存在

．
感，親 し み 易 さに 欠 けて い な い 。優 しさ と鋭 さ，柔 らか さ と直載，情感 と

．
意 志 が ど ち ら も存在 し て 豊 か な も の で

あ る。わ け て も遍 在 す る詩 情 は ま ぎれ も な い 。

026 　バ ーナード・リーチ の 詩 と信 条
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　柳 宗 悦 は リ
ー

チ の
「井戸 絵 」 に，ブ レ イ ク の い う

「

想 像力 」 が い つ も働 い て い る と述 べ ，不 思 議 な構 図，何 か わ か

ら な い な が ら心 動 か さ れ る もの を指摘 して い る．リ
ー

チ は ブ レ イ ク の
「
．
想 像 的 な特質 か ら出発 す る 至上 の悦 び 」 に

ぴ っ た りと共 感 して い る。（柳 に ブ レ イ ク を知 ら し め た の は リ
ー

チ で あ る）。筆者の 意見 で は，想像力 は共感の 条

件 で あ る。想 像 力 に 欠 け る 者 は他 者 へ の 慈愛 心 な ど持 た ない 。

L芸術 の 道 と宗教の 道］

　　芸 術 と い う もの は，私 た ちが 完 全 に 向 か っ て 努力 す る と き，宗教 と合
一

す る。

　　完全 は 不完全 の 単な る 反対 とい うよ り，
エ デ ン の 園か らの 追 放以 前 の 状 態 に さ ら に よ く似 て い る。人 生，

　そ の 東洋的概念 は，根本 に お い て 非二 元 的で あ る 。 （L．）

二 元論 の 克服 こ そ は，柳 と リ
ー

チ に と っ て 大 き な 命題 で あ っ た 。 鈴木大 拙 は 次 の よ う に 語 っ た 。

　　悟 り と は新 し い 世 界 が，そ れ ま で の 二 元 論的な 心 で は と ら え る こ と の で き な か っ た 世界が 広が っ て い くこ

　 と を意 味 す る。

リ
ー

チ は 次の よ うに 仏教 に つ い て書 く こ とに な る。

　　仏教 の 目的 は 二 元 論の 彼岸 に存在 し，し か も二 元論 に と ら わ れ る こ と な くそ れ を 使い こ な せ る よ うな 精神

　状 態 を作 る こ とに あ る とい う。禅宗 と真宗は個人 の 努力 と 自己忘却の 謙虚 なプ ロ セ ス をそ れ ぞ れ代弁 し て い

　 る が，彼 （大 拙 ）は，はっ き り と違 っ た二 つ の 道 も小 山 の 頂 上 で は再会 す る と語 っ た。
『
私 の 宗教 的信 念』 （1953年）と い う 文 章（北郷鷹 生 訳 ）で は 次 の 通 りで あ る。

　　美 の 道が 現代 の 平 和 へ の 道 で あ る。世 界 の 東 と西 と の 橋渡 し を す る の が 美 の 道 で あ る。

こ れ は柳 の 仏 教 美 学 へ の 強 い 共 鳴 に 発 した 言葉 で あ る が ，リーチ の 信 念 と も結 び つ け られ る。

柳 の 仏教 美 学 に つ い て，リーチ は 次 の よ うに よ く理 解 し て い た 。

　　柳 が提唱 して い る の は，自我 中心 主義 とお ご りを捨 て 去 る こ とで あ る。

　　非利 己的 な芸 術が柳の 関心事 で あ っ た。

・
一

チ 脚 ・ も興味を ・ ・ て い た・禅 a・話 ・ 触れ た の ・・高概 太郎 とiilPに よ 鮴 ・ く・ 鈴木大 拙に つ よ く1
感 化 さ れ た。（大 拙 は 学 習 院 時代 の 柳 の 師 の

一
人 で もあ る）。リ

ー
チ は 次 の よ う に 書 く。

　　　…・鋤 礎 、 と ・多 蜘 ・道 、・ つ ・・て 糊 して ほ し い 獺 ん だ。彼 （対 出）・ 私 の 鷲 チ ラ 。 と題 して ，・司
　し，あ な た が そ の 二 つ を 分 け て お 考 え な ら ば ， ま だ何 も お 判 りに な っ て い な い の で す 。 仏教に 二．／一つ は あ り ま

せ ん 。…白力 道 を歩 む 人，た と え ば孤独 な 芸術家は，大勢 が 歩 く道，他力道の 人 を忘れ て は い けな い し，そ

の 逆 に 他 力 道 の 人 も自ガ 道 の 人 の こ と を考 えな くて は い け な い 」，と彼 はっ け加 えた 。

リーチ は，1962 年，大徳 寺竜 光 院 の 小 堀 （遠 州 の 末孫 に あた る とい う）院主 の 言葉 を記 して い る。

　 悟 りの な い 芸 術 は あ り得 ま せ ん。…一
方，芸術 家 は 普 通，天 啓 の 閃 め き の み を得 て い る の だ。

［『日本絵 日記』亅

魅

畿灣 叢鯑 1螺 讖望諄1難裁訟二題論：翫蟻享垢澱鍵 i
　　で あ る。そ の た め こ の 日記 の 中 に は 目本 の 現 状へ の 批判 も 多い 。

　 しか し 1909年，ハ
ー

ン に よ っ て 憧れ を 抱い て 渡 っ て 来 た 日 本 の 現 実 に は，少 な か ら ず幻 滅 せ ざ る を得 な か っ た。

お よ そ 2年 後，「自分 は 昔 の 臼本 の 芸術 が 昔 の 生 命 と共 に 消 失 した こ と を 発見 した 。しか も今 続 い て い る の は 新 し

い 進路 に あ る 発達 の 妨 害 に な っ て い る 」 と 書 い て い る。志賀 直 哉 に よ る と，す で に 1910年 代 の リーチ が ，「
ハ ーン

の 書 い た の は 過 去 の 日本 で
， 現 在 の ［本 で は な い ．1と言 っ て い た と い う 。 た しか に リーチ は 自負 して い た よ う に，

新 し い 日本 に つ い て 見 る 力 を も っ て い た の で あ っ て ，こ の H 本 に と っ て 何 が 必 要か を 洞察 し提言 す る こ と が で き
．

た 。

　 リ
ー

チ は 1953年 か ら 54年 に か けて の ［］本滞 在 で は ， 毎 日新 聞社 の 後援 の 元 に多 くの 民 窯 を 訪 ね，その 記録 を

目記 に 綴 っ た。それ が 『［本絵 日記 』 （IIIしLstrated 　Diary　in　Japan）で あ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 木 村雅信 　027− 一一一
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i［1953年当時 の Ll本 の 民芸 に つ い て の 批判，及 び その 他 の 批判］

　　　 彼 ら に は 美術 家 的 陶芸 家 た ち が ほ と ん ど持 ち合わ せ て い な い 謙譲 さ が あ る が ，確信 とか 指導 力 に 欠 けて い

　　 る。…（伝 統 を ）見 損 じ て い る。（
『
凵本 絵 目記．Ill953 年 5 月 ）

　 確信が な い とい うの は，自我 中心 主 義 に 対 す る嫌 悪 感 な どを表 す に は 曖 昧 と い う こ と な ど ， 思想が 育 っ て い な

．い とい う意味 で あ ろ う。次 は 6 月 ， 鳥 取 で の 民芸 協 会 全 国大会 で 述 べ た 批判 。

　　　 まず第
．一

に ， あ ま りに も大 勢 の 個 人作家 ない しは 芸術家が い る。第二 に ，民 芸家で もな い の に 民芸 家 の よ

　　 うな調 子 で 仕事 を し て い る 人 々 が ，こ れ ま た 大 勢 い る とい う こ と。

　　　
…す な わ ち，現 状 に お い て は，芸 術 家 は

．・
方 で は職人 と，他 方 で は工 業 と手 をた ず さ え て働 く こ とが で き

　　 る よ う謙虚 さ を もた な け れ ば な ら な い 。

　 り一チ は 松 江 で の 講 演 で
， もは や その 祖 先 の よ うな宗教心 を 持 っ て い な い ，教育を 受 け た現代 口本 人 が 作 り出

した，も はや 民 衆 の 芸 術 で は な く「民芸 調」で あ る も の に つ い て，民 芸 と い う言葉 を 使 うべ きで はな い ，と攻 撃 し

た。「
彼 らの 作品 に は，た い て い 伝統 と真 の 芸術性 の ど ち ら もない 」

　 日本 の 伝統文 化に 対す る批判。まず桂 離宮の 庭 園 に 関 す る感 想……「
す べ て は あ ま り に考 え 抜か れ，あ ま り に も

　　 型 に は ま っ て い る の で ，思考 や 気 ま ぐれ な空想 が 自 由に 羽 根 を の ばす 余地 が な い
」

　 庭 師 の 仕 事 に つ い て。（53年 8 月，金 沢）……大 き な 木 に こ の よ う な 技 術 と労働 とが か け られ て い るの を思 う と

　　 き ， 息 が っ ま りそ うに な る。そ の 効果 の 本質 は形 式 的 な もの で あ る。線 とか た ま りは，生命力 を喪 失 した 伝

　　 統 に従 っ て 作 られ る。偶発 的な や り方 は排斥 さ れ，創 造 的 な概 念 は， お 茶 や と りわ け生 け 花 に．見 られ る よ う

　　 に 弱 ま っ て しま っ て い る、

　 （53 年 8 月）・・・…わ た し は H 本 か ら は な れ て い た こ の 19年問に こ の 国 で 起 こ っ た こ と に つ い て ，た え ず 考 えつ

　　 づ けて い る。善 で あ り ， 真 で あ り，美 で あ っ た あ ま り に も多 くの も の が 消 え去 っ て し まい ，あ ま ワに も多 く

　　 の 反 対 物が 生 ま れ て い る。…東京 で い ち ば ん 大 き な 紙 屋 の 榛 原 へ い っ て
， 以 前 い つ で も こ の 店で 買 っ て い た

　　
「
鳥の 子 」や

「
ほ ど む ら」を注 文 し た ら

，
パ ル プ 入 りの を渡 された 。／料埋 屋 で は ラ ジ オ が ひ っ き りな し に 鳴 っ て

　　 い る。　 口本や ア メ リカ の くだ らな い 感傷的な 歌 。

…
時々 わ た し は 口本 の 敗北の 原 因 の い くつ か を R に す る

　　 こ とが あ る 。 不信 と頼 りな さ と不安定感 と混 り合っ た，国民 全般の
．
西欧へ の 礼賛，そ し て 地 方 で の 不 消化，

　　 （略 ）

　 （長 野 で ）……そ して 実 に ひ ん ぱん に
「
ば か もの ヤ ン キ

ー
」の ジ ャ ズ編 曲 を歌 い ま くる の だ 　 　 こ れ は米 国 の 宣 伝

　 　 で は な い 。

　 リーチ は 各地 の 官営の 工 業指導所の 内実 に つ い て も批判 を浴 び せ る。……こ れ ら の 機関 は，凵本 の 工 芸 の 遺 風

　　 を育成す る代 り に，い わ ば外国の 植物 を輸人 して，しか も外来 の 基準 に 従 っ て，成長 させ る こ と ばか り心 が

　 　 け て い る の で あ る。

　 （現 在の 九谷 焼 に つ い て ）一・偏 狹 な もの の 見方が，新鮮 な活 気 を失 なわ せ て い る，と述 べ た 。

　 民芸 店 と称 し て ， 民 芸 晶 な ど な い 。（L．）……柳 の 思 想 は広 ま っ て い た の だ が，柳 の 考 え に あ っ た
「民 芸 」 は 早 くに

衰 え を み せ て い た。50年前で さ え す で に そ うで あ っ た が ，今 日 も変 わ ら な い 。

　 金 子 賢治 氏 は
「

選 ば れ た 民 芸 品 が い い も の で あ る 限 りの こ とだ が ，そ れ を 参考 に 職人 た ち が 繰 り返 し作 り続 け て

．行 け ば よ い の で あ る。そ の 指 導者 と し て 具 眼 の 個 人 作 家 が 起 用 さ れ る の も よ い だ ろ う」 と述 べ て い る 。
こ れ は リ

ー

チ の 提言 に 添 っ た もの で あ る。

　 （良い 工 芸 家 の 指導 す る工 房 に は ）概念や 技術 の ゆ っ く り し た 受 け渡 しが ， 修業 と実 践 と い う状況 の 下 で 行 わ れ

　　 得 る。自分 の 説 く と こ ろ を 実践 し て い る人の 指示 に は 重 み が あ る 。 （L．）

　 民 芸 の 退 潮 は，民 芸 品 の 美 し さ と質 を見届 け 続 け る芸 術的 な眼 力 の 入 との 連 繋 が なか な か 得 られ なか っ たか ら

．で あ る，と筆 者 は考 え る。

「リーチ の 喜 び ］

　 リーチの 批 判 す る 内容 を先 に 並 べ た て た けれ ど も，こ の ］953〜54年 の 旅 に お い て リ
ー

チ は，日 本文化 の 賞讃す

べ き と こ ろ に 巡 り合 うこ と に も恵 まれ，深 く心 を揺 り動 か さ れ て い るの で あ る 。

028 　バ ーナ ード・リーチ の 詩 と 信 条
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　1953 年 LO 月，リーチ は富 「「「の 城端 （じ ょ う は な ）別 院に あ る地 元 の 民芸 協会 の 会合 に 出 席 した 。

　　　こ の 大 別 院 の 僧侶た ち は 昔か ら の 熱心 な （民芸 a））支持 者 で あ っ た。…男 ばか りの 見 事 な民 俗 舞踊 を見 せ て 1

　　貰 っ た。こ の 踊 は 男 ら し い 力 と活 気 に あ ふ れ，しか も 的確 で あ っ た。

　 この 舞 踊 と は
「
．
麦や 節」 （む ぎ や ぶ し）の こ と に 違 い ない

。 城端 に隣接す る五 箇山の 民 謡 で ，明 治 40 年代 の 始 め に

振付 さ れた。筆 者 の 知 る 限 り，日本の 民俗 舞踊の うち で 最 も品位の 高 い 曲 調 で あ り，振 りも溌 刺 として 心 踊 らさ
．

れ ず に は お か な い 。

　城端別院 とい え ば，1946年 5 月，柳宗悦 はそ こ で初 め て
「

色 紙 和 讃．1を 目に し た 。そ れ は 親鸞聖 人 の 和 讃 を 赤 と
．

黄 の 雁 皮 紙 に 交互 に 刷 っ た，400 年 ほ ど 昔 の版 本 で あ る。1948年 2月，柳 は城 端 別 院 の 客 とな る こ と 70 日に 及 ん

だ 。そ の 間 に 大啓 が 訪 れ た。『大無 量寿 経』 の 中の 四 十八 の 大 願 の う ち 第四願 に 至 っ て
，

ほ どけ ゆ く想 い が 心 に 溢

れ た。そ う して ま と め あ げた
一

文は．一
日に し て 生 まれ た とい う。それ が 「美 の 法 門」で あ る 。 1953年の 城端別院

に は柳 も同行 し て い る。H記 に は 記 述 が な い が，リーチ は果 して
「色 紙和讃」を．見 る こ とが で き た の だ ろ うか 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

　1954 年 10 月 の こ と，島 根 県 出西 （し ゅ っ さ い ）の 窯 で，リ
ー

チ が ま の あた りに し，見 学 者全 員 が 認 め た 奇蹟 的 な

事 象 に つ い て，リー
チ は 記録 し て い る 。

　　　
…

も う
．一

つ の く力 〉が 作用 し て い た。私 の 力 で は な く，（船 木 ）研 志 の 腕 で もな く，陶土 や 良い 轆轤の せ い で

　　さ え な く，そ れ 自身 の た め に 造 られ た ま と ま りの 良い 優れ た 陶器の 誕生 を 阻害す る 自己主張 の 自我 が な か っ

　 　 た こ とに よる の で あ る。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

　くも う一つ の 力 〉， こ れ こ そ
「
．
創作 に お け る他力 」 とい うべ き もの を，リ

ー
チ は 強 く意 識 し た、

。二1二賢驚皺惣 驚議で憲臨鴛勢
ミ

雛聯齢漿鋭 霧蕊惣1
　　れ，職 人 と の 完 全 な 協力 関 係 に加 わ れ る 時，そ し て 工 人 達が 真 と美 と い う目的 の た め に その 芸術家 と

一
緒 に

　　なれ る 時 ， そ の 時 こ そ ． あ る種 の 九 阿弥 陀，生 命 その もの，芸術 家 と工 人 の どち らよ りも大 き な 力が，自1
　　働的 に 解 き放 た れ る の で す。（L．）

　こ の 『口本絵 冂記』の ハ イ ラ イ ト は 小 鹿 田 （お ん だ，大 分 県 日 出 市皿 LLI）滞在 で あ る こ と が 判 る。

　　　ま っ た く，こ の ［，わ た し を ふ た た び東洋 に 来 さ せ る に 至 っ た 真 の 動機 とい っ た もの をは っ き り と わ た し 1

　　は 知 っ た。そ れ は，小 屋 に 住 む 未 知 の 工 人 た ち と と もに 生活 し， 働 い て，産 業革
．
命以 来失わ れ て し ま っ た綜

　　合性 と謙譲 さ を 学 び と る こ とな の で あ る 。 （54 年 4 月〉

　リーチ は小 鹿 田で ，日本 全 土 の うち で こ こ だ け に し か な い
「
把手 の つ い た水 差 」を見 出 した。また リーチ は，宋

代 か らの 手法 で あ る ， 工 人た ち が 「
飛金」 （とび か ね ）と呼 ぶ 技巧 を学 ん だ。（今 日で は

「
．
とびが ん な 1と呼 ん で い る）

そ して 自分 の 焼 物 は，あ ま りに 飾 り に 念 を入 れ す ぎた と反 省 す る の で あ る。……
わ た し の 焼 物は，も っ と工 夫 を 1

　　少 な く し て，新鮮 な，裸の 本 能 に 従 い ，過 去 へ の 依 存 を や め て そ の 時 の 直観 に頼 る 必 要 が あ る。／ 柳 の 審 美哲

鯤 糊 禦濃 蠶灘猛鑑第疆蜜簾繼：
卜

鵯躍隔強毳1隸二讐1
　　の は，僑 念 と謙譲 さ で あ る 。 （L．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
［リーチの 宗教観 の 成熟」

垉元 で は 拮ん た．1と い う。

　リ
ー

チ が 画 家 に し て 親 友 マ ー
ク
・
ト
ービーか らバ ハ イ 教 の 話 を 聞 い た の は 1932 年 の こ とで あ る。そ し て バ ハ イ ．

の 信 仰 を 受 け 入 れ た の は 1940年，リーチ が 53 歳 の 時 で あ る。／バ ハ イ 教 の 創 設者 バ ハ ー
ウ ッ ラ

ー
（一神の 栄光 ）

は 、／8・7年 ・ ぺ ・レ シ ア で 生 ま れ、・。 年 黼 中。 あ 。 た の ち 7 、892年 ．，レ ス チナ で 死 んだ．　 　 　 1
　

バ ハ イ で は ，世 界 の 宗 教 の 本 質 は た だ
一

っ に 帰 す る と 認 め ， 地上 の 平利 と統
一

が 究 極 の 目標 と さ れ て い る 。 あ

ら ゆ る 偏 見 の 除去 ， 正 義
・教 育 の普 及，男 女 の 平 等，科学 と宗 教の 調和 な ど に 教理 の 基盤 を お い て い る。

　　
バ ハ イ 教 徒 と し て の 信 仰 を確か な もの と し て い く際 ， 私が そ れ ま で に ゆ っ くり と 集 め た い く つ か の 確信 の

　　う ちで 唯
一rF放 した もの は，自我 を 環 の 中心 とす る考 えで あ っ た 。そ の 代 りに ，「

．
他力 」 　 す な わ ち神 一 を

　　輪 の 中心 に 置 き 換 え て み た と こ ろ，その 結果 は 奇妙 な もの で，ば らば らだ っ た ジグ ソ
ーパ ズ ル の ピース が そ 1

　 　 　 　 　 　 　 　 　 木村 雅信　02g−一
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　　れ それ の 場 所 に お さ ま りは じ め た。（略）

　鈴 木 禎宏 氏 は書 い て い る。……リーチ に と っ て
「他 力」 と は この 世 界 に 偏在 す る「神 」 と 同義 で あ り，こ の 神は こ

　　の 世 の 生 き と し生 ける もの を生 か す
「生命 そ の も の 」で あ っ た。自分 を生 か す 力，あ る い は，自分 が あ る種 の

　　力 に よ っ て 生 か さ れ て い る とい う事実 を 実感 と して リーチ が受 け 止 め，他者の 存 在 と働 きが 自分 とい う存在

　　を 形 づ くる こ と を感得 した と き，リーチ に は 「自力 」 と
「
他力」 と い う

一
見 対 立 す る もの が もは や そ の 対立 の 体

　　を成 さ ぬ も の に 観 じ られた の で はなか ろ うか 。 ／ リ
ー

チ は
1
’
他 力」 を

「

天 か らの 力 」と 呼 び，ま た
「

天 国」，す なわ

　　ち
「
天 ．ヒの 美 の 円卓 が ある場 所 」を 「

物差 し の な い と こ ろ」 と述 べ て い る。（略）

　70 歳 を越 えて 到達 した 境 地 で あ る。しか し 彼 は 芸 術 家 で あ っ た か ら，他力 に
一

切 身 を 任 せ る こ と は なか っ た と

思 わ れ る。バ ハ イ の 教 え か ら は，さ ら に リーチ の 平 和 を希 求 す る思 想が 広が っ て い く。

　（53年 9 月）……「
も し人 類 の 団 結 が 成 就 で き， それ に 合わ せ て 平和 が 得 られ るな ら ， われ わ れ は 物質 よ り精神 を

　　重 し と み る か ，精神 よ り物 質 を重 し とみ る か い ず れか
一

つ を選 ばな けれ ばな らぬ 。 米国 は わ れ わ れの 運 命 を

　　手 中 に 握 っ て お り， しか も世界 「自で 最 も機械化 され た国 だ か ら，まず最初 に こ れ を 選 ばね ば な らな い ．」一・・…

　50年 以、ヒ前 の 言葉で あ る が，今 日の 状況 を思 はず に は い られ な い 。

　り一チ は
『口本絵 日記』の 中 に トイ ン ビー

の
「原子 力時代 に あ っ て は，臼滅 に 代 わ る べ き 唯一

の 代案 は 団結以外 に

な い
」 と い う言葉 を記 して い る。

　　　も し人 が，自己破 壊 の 力 を 初 め て 手 に 握 っ た 現 代 に お い て ， 生命 そ の もの と
一

体 化 す る こ とを選 ぶ な らば ，

　　彼 は ，
バ ハ

ー
ウ ッ ラ

ー
が 彼 の 成 熟 と称 す る もの を達 成す る こ と に な る。（L．）

　リーチ は こ の 1953年，あ る 日本 人 に宛 て た 手紙 の 巾で 次 の よ うに 書 い て い る。

　　　美術工 芸 の 分 野 に お け る東 西 の 融 合 と い う こ と も，バ ハ ーウ ッ ラ
ー

の 説 い た 人 類 の 融 合 と成 熟 とい うさ ら

　　に い っ そ う偉大 な ヴ ィ ジ ョ ン の ほ ん の 断片 に す ぎな い 。（『私 の 宗教 的信 念』）

　（53 年 11 月）……1
．…全 世界 を照 らす そ う し た 光 な くし て ， は た して わ れ わ れ は 平 和 を ， そ して人 類 の 威熟 を 見

　　出 す こ とが で き るだ ろ うか ？」

　最晩年の セ ン ト ・ア イ ヴ ス の リー
チ は 次の 戦争 を思 っ て 次 の よ うに 発言 した 。 （棚橋隆

『
魂 の 壷』 よ り）

　　　
「 もし もそれ を抑止 で き な か っ た ら世界 は破 滅 だ。私 は ア ミダ に つ い て 考 え る。永 遠 無 限 の 精神 的 存在 を 」

　以 上 の よ うに ， リーチ の 信条が 展開 して い っ た 過 程 が う か が え る と 思 う。

1リーチ の 美 の 基準 とそ の 影響］

…

『APotter ’
s　Book 　陶工 の 本 』の 第

一．・
章 で リーチ は ， 時 代 と地域 を 超 え て 通 用 す る よ うな基 準 の 必 要性 を説 き，

現代 の 作品 は 人類 が これ まで に 到 達 した 最高峰 を基 準 と して 測 ら れ るべ き だ と記 した。そ の 最高峰 とい うの は 中
1
国宋 代 の 陶 磁 器 で あ っ た。宋 の 陶磁 器 が欧 米 で 見 られ る の は 1920 年頃 か らで あ る。1935年 の 英 国 で 最 大 の 芸 術 的1
な宋 陶 磁 の 展 示 が あ っ て ，リ

ー
チ ら を 震憾 さ せ た。

…　　 しか しそ の 影 響の 深 さ を 証 明 す る も の は，その 結果 の 中 に あ る。　　す な わ ち，わ れ わ れ が 深 く感 動 さ せ ら

　　 れ た 結 果 と し て 行 う実 際 の 行 爲 の 中に あ る 。 （L．）

L の リーチ 噬 勦 教 方 は 反 軅 も招 い た。と く。 米 即 ，駄 家 に は
・

ア ． リ。 に は脯 が な い の だ か ら、 と

1 言 っ て リーチ の 考
．
え方 を受 け入 れ な い ．者 が 少 な くな か っ た。

　　　 アル フ レ ッ ド大 学 の 設 備 はす ば ら しか っ た 。　　 し か し 生 き て い る 陶器 の 方は お 留守 だ っ た。

　 伝 統 が な い とい う こ と は根 が ない と い う こ とで あ る。米国の 陶芸家 は 個性 化 に 走 り，新 し く見 え る こ と だ け を

追 っ て い た 。リーチが つ ね に 考 え て い た 焼 物 の生 命力 す な わ ち
「
伝 統的 な 考 え 方 の 価 値 と力 」が，米 国 に は ない こ

と に な る 。リーチ は フ ラ ン ス と ス カ ン ジ ナ ビ ア の 陶 芸 に つ い て も，
「
生 命感 が 欠 如 し て い る」 と述 べ て い る。

　 リーチ は 1950 年，米 国 か ら 口本 に 向か う太 平洋 上 で 記 して い る b

　　　 新 しい 認識 は，私 が
．
占い 文 化 の 中 に 生 ま れ た こ と を感 謝 す る気 持 で あ る。

　 こ の よ うな 「基 準 」 を指 標 と し て 胃 く リ
ー

チ に と っ て，ピ カ ソ の よ うな仕事 は陶 芸 と は みな され ない 。「陶 芸 家 で

は な い 。…ピ カ ソ は 偉 大 な ア ク ロ バ ッ ト，発 見 者。 た え ずス タ イル を変 えて 別 人 に な る」。リーチ は ピ カ ソ の 歌 を

．作 っ て ，
ピ カ ソ をジ ン ジ ャ

ー・ブ レ ッ ド と言 っ て い る。脆 くて 砕 けや す い ，把 まえ るな ら把 ま えて ごらん，と い っ

…た内容 で あ る．しか し ， 変化 して や ま な い と い う こ と は 生命感 は あ る と い う こ とだ か ら，筆 者 は ピカ ソ に と く に

030 パ
ー

ナ
ー

ド・リーチ の 詩 と信条

N 工工
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注 目す る者 で は な い が ，彼 が
一

人 の 際立 っ た 創造 者 で あ っ た と考 え る。

［リ
ー

チの 芸術思想亅

　自伝的論稿
『
東 と西 を超 え て 』 （Beyond 　East　and 　West 　1978 ）は リ

ー
チ の 最後の 著作で あ る。こ の 回 想の 書 は，

様 ざ ま な 文 章 の 中 に ，リ
ー

チ の 思想 が 語 られ て お り，と りわ け芸 術 論 で もあ る。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1

。二塑貍難∴欝紜 鴨 篝霧篇璽漂 盡 藏膿羹ご劉
つ は芸 術的資質 と，よ り精神的 ・思想 的方向 を示 して い る とい う。

　 1929年，英 国 の リーチ を濱 円庄 司 と訪ね た 時 の 柳 宗悦 の 民 芸理 論 は，「質素 で 実 用 的 な器 を作 る こ と は，すべ て

の芸 術 と美 の 基 礎 と な る 無意 識 の 美 を生 み 出す 」 と い う もの で あ っ た 。当時 リ
ー

チ
・
ポ タ リ

ー
が 作 り始 め て い た 実

用 品 は，こ の 理 論 に 平 行 し て 育 っ て い た。

　 ジ ョ ン ・ヒ ュ
ース トン は 次 の よ う に ま とめ て い る。……人 間 の 陶器 とそ の 問 に 流 れ る生 命 一 リーチ が．発見 し

　　た か っ た の は
， 人 間 と 同 じ よ うに 陶 器 の な か に あ る優れ た特 質 で あ っ た。…陶器 の か もしだ す ム ード，

こ の

　　ム ードは陶器 その もの の 存 在 に よる の か ， それ と も鑑 賞 す る人 の 直感 的 な反応 に よ る の か 。

…
作品 の 持 続 的 …

　　特質 は ， 作品を直接に 感 知 し， そ の 新鮮 さに 驚 き，そ れ と
一
体 に な りうる 人の 目，手， そ し て 心 の な りに こ

　　そ あ る。

　 リーチ の
「

手 」は 濱 田庄 司 よ り意 識 的 で あ っ た が ，リーチ は個 我 を抑 制 す る こ と に よ っ て，よ り高 い 芸 術 が生 ま

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
れ る こ と を知 っ て い た。そ の 結 果 リーチ の 重 要 な作 品 に は個 性 的 な様 式 と確 か な存在 感 が 現 れ て い る。

　 リーチ の 考 え 方は ， 基 本的 に ， 芸 術 は 非常に 特殊 で あ る とす る
「
感情」に あ る。論理 で 解 け る問題 で はな い 。り一

チ に と っ て ， 人 間の 芸術性 は
一

様で あっ て，多様 で あ るな ど と は ゆ る す こ と が で きな い 。多様 で あ る と言 う人 の

仕事 は，芸術 性 の 欠 け た も の や，芸術 の 概念規 定を変 更 し た もの に す ぎ ない こ とが 多 い ，と著 者 は考 え る。今 口．

身辺 に 溢 れ て い る音楽 な ど は，ほ と ん ど芸 術 と は無 関係 で は ない だ ろ うか 。　　　　　　　　　　　　　　 1

　 金子 賢 治 氏 の 有 益 な 言 葉．……作 家 と は 本 人 が 生 み 出す
「
あ る 種 の 仕 事」で す べ て 判断す る もの で あ る。そ れ は

　　時 に
「
独 断」 と も呼 ばれ る。そ し て 作 家 と は あ ら ゆ る事 象 を 作 家な り に 捉 え て 自己 の 制 作 の 糧 とす る もの で あ

　　 る。そ れ が た と え 歴 史的知 識 の 貧 困 や 美 術 史 的学説 と違 っ て い て も，制 作 の 刺激 と なれ ば よ い の で あ る。

　 鈴 木禎 宏 氏 の 有 意 義 な指 摘。……リーチ は独 自の 作品世界 ・個人 様式 を作 り あ げた 。 そ れ を 可能 に した の が 既 1

　　存 の 造 形 に 付す る 独特の 解 釈 と それ らの 組 み 合わ せ ， 及 び異文化 の 審美観 へ の 理解 で あ る。

　 従 っ て リーチ は ま さ に
「創 造 性 の 人 」で あ っ た 。

　　　 も の を 作 る人 の な か に は，芸術そ の もの に つ い て 考 えない で，．見て 楽 しむ こ とだ け を考 え て い る 人 た ち も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　少 な くな い 。私 は 芸 術 の 修業 を し た。（L．）……と こ の よ うに 明 言 して い る リー

チ は ま さ に芸 術 す る た め に 生

弩 灘 驚 騰 。 。 。 え ， 。 品 。 ま と ま 。 て 。 る よ ， 。 。 、 し い
、 と言 。 た． 　 1

　 また 「饒 舌 は舌 足 らず よ り もな お 悪 い
」 と記 し ， 技術 が 目的 とな っ て は 思 わ し くない こ とを言 っ て い る。…

こ れ
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

は 私 ど もの 膏楽で も美 術で も詩 で も ， す べ て の 芸術 作品 に つ い て い え る こ と で あ る。

　陶 芸家 た ち は
「
手 」で 仕事 を す る か ら作 晶 は 高価 な もの と な る。本来 の 民 芸 と違 っ て，も と よ り普 通 の 人 々 に よ

る支持 な ど あて に し て い な い 。伝 統 に と らわ れ て い る 手工 業者 は，技術 は あ る が ，自意識 が 欠 けて い る 。 そ こ に 1
は 現 実 的 な 生 き生 き した 息 づ か い が 不在 で あ る。お 遊 戯で あ る。…リーチ は こ の よ うな こ と を述べ た 。 民 芸 は お

遊 戯 で は な い の だ が，今 日で もほ と ん ど が 民 芸 品 イ コ
ー

ル お 土 産品 ヒ な っ て い る現状 で あ る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
［リーチ の 陶 芸 の 本質亅

　　　制 作 に お い て も っ と も重 要 な 事柄 は，索材 を生 か す努 力 で あ る。……
と り

一
チ は 言 う。

　リーチ は作品 を形体 と装飾に 分 けて 考 え，装 飾 よ り形 の 方 が 重 要 だ と考 え て い た。（陶芸 鑑 賞家 の 筆 者 と し て も，
器 は 「形 」 が

一
番 で，端的に 言 え ば絵柄 な ど は な く て も よ い と思 っ て い る。り一チ α）絵 付 は 例 外。誰 し も リ

ー
チ

の よ うに 詩 情を 放つ よ うな 絵 付 は で き な い 。それ に リーチ は も と も とエ ッ チ ャ
ーだ っ た ）

→ 旺 H   ＿ 蘊 貔 翫 曲 ．一
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　 鈴木禎宏氏 は 述 べ て い る。・・…・彼 の 活動 に は，純粋美 術 と応 用 美 術 と い う芸術 の 枠 組 み に 挑 戦 した点，純 粋 美

　　　術 に
「生 活 」 と い う観点 を導 入 し た 点，そ し て

「
西 洋 美術 」 と

「

非
．
西洋 美術 」 を等 価 と見 な した 点 で 特色 が あ っ

　　　 た 。…こ うし た
「
職人 」 と

「芸 術家 」，1
．
手 仕 事」 と

「

機械 」，「意識 」 と 「無意 識」の 間 に お け る，リ
ー

チ個 人 の 内

　　　面 で の 揺 ら ぎ と祉会 に 対 す る外 面 的 な揺 ら ぎ に対 し， 彼自身 は 制作活動の 他 に 啓蒙活 動 や 執 筆活 動 を行 う

　　　 こ とで バ ラ ン ス を保 とう として い た よ うに 見 え る 。

　 才 能 あ る 人 の 条件 と は ， 人 の 影 響 を受 け 易い こ とで あ る，と筆 者 は 信 じて い る。リ
ー

チ は 言 っ て い る。……

　　　 影 響力 を吸 収す る こ と と，模倣 と は ま っ た く別 の もの で あ る。

　 こ の こ と は よ く理 解 さ れ る べ き で あ る。同 国人 マ イ ク ル ・
カ ッ ス ン の リ

ー
チ へ の 評 価。……

　　　彼 はた し か に 日本 の 模 倣 は しな か っ た 。し か し 11本 か ら の 東洋精神 を 吸 収 した 。不均 整 の 自由の 感 覚 ， 窯

　　 の 中で 起 きた 欠 点 や ハ プ ニ ン グ を
“

自然
”

の 所 産 と し て 受 け入 れ る や り方 な ど。

　 リーチ の ポ タ リ
ー

で 開発 さ れ た ス タ ン ダード ・ウ ェ ア は，主 に 実用 的 な 台所 用 品 で あ る が ，オ
ーブ ン で も使用

旨で き る 妬器 と，硬質磁器 か ら な り，釉 薬 に 温 か な褐 色，黄 色，赤，天 目 （黒 と錆 色 ），灰 色，淡 い 緑色が 用 い られ

た。用 と美 の 結晶 で あ る。ス タ ン ダー
ド
・

ウ ェ ア は，作家 の 自意識 な い し個 性 を 消 して い る。こ れ は リーチ の 理

念が生 み 出 した新 しい 伝 統 と い え る も の だ 。 出西 は じ め 日本各地の 民 窯 で リーチが 指 導 した の も，基本 的 に ス タ

ン ダー
ド ・ウ ェ ア で あ っ た。

　 そ れ に 対 し て ，リーチ は個 人 作 i71 に は作 家 と して の 個人 的 な表現 を押 し出す こ とに 成功 し て い る。

　 英 国 で の 晩 年 の 個 人 作 品 が なか っ た ら，リーチ の 芸 術が確 立 し た と は．見な さ れ な い だ ろ う。

隣 繰 鄰詔鷙 1翼惜癌誌 ∴催灘 瑠蕪忌能 瓢讖
業 よ り も農 民 芸 術 論 に 興 味 が あ る の で ，リーチ の 研 究 が 実現 し て い れ ば ど ん な展 開 に な っ た こ とか と思 う。

　　　 わ れ わ れ はバ ラ ン ス の と れ た 自己 表現 の 形 を求 め て い る。焼 き もの 造 りは，人 聞が 頭 と心 と手 と い う生来

　　 の 能 力 をバ ラ ン ス よ く使 い 得 る，今 目数少 な い 活動の
…

っ で あ る。（L，）

　 陶芸 が生 活 に 用立 っ 良 さ と芸術 と し て の 美し さを併せ 備 えるべ きだ と い う彼 の 信念 は， 柳宗悦 らに よ っ て 打ち

立 て ら れ た 用 美の 思想で あ るが，リーチ は独 自の 文明 批 判 を もち，平和 を希 求 す る思想 に まで 発展 さ せ た。

　 リーチ に よ れ ば，秀 れ た 芸 術 と は，「温 か くて 人 間的 な も の 」で あ る。

　 今 日，芸 術 と い い なが ら，温 度 も熱 量 も な い 作 IIIIIや 行 爲 が 少 な くな い が ，人 間味 が 欠 けて い る の だ 。

　 リ
ー

チ の ラ イ ヴ ァ ル と呼 ば れ た と い う ス テート ・マ レ エ の 言 葉 だ と思 う が ，以 下 は参 考 に な る。

　　　芸 術 の 特性 は生 命 力 に あ る。物 は 美 しい か らで は な く，内部 の 力 の 故 に 芸術 と な る 。

　活 力 は内的 な推 進 か ら生 まれ る。こ れ を人 間 で い え ば，内部 の 力 が確 信 を もた らす の で あ る 。

　　　今 H こ の 意識 過 剰 ， 教育過 剰 の 時 代に お い て ， わ れ わ れ の 直面 して い る 問題 は，「
確信」の 欠如 し て い る こ

　 　 とで あ る。（L．）

　確信 を生 む に は ど うす る か 。創作 は あ ら ゆ る管理 か ら逃れ る こ と。始ま りも経過 も完 成 も，の び の び と 自 由な

心 持 で な くて は な ら な い 。

　訓練 は そ れ ぞ れ の 素材 を扱 う手作業 に 始 ま る 。
つ ま り理 論 以前 の 実 践 で あ る 。

　　　材質に 関す る 知識 と技術 を活動 さ せ る　　直観 を支 え る知性
一一．

そ れ が イ メ
ー

ジ を実体 とな ら し め る 。

　　／芸
．
術 教 育 は 単 純 な もの で は な く ， 最高の 芸 術家 は 芸術教 育に 関わ り な く，ま た そ れ な し に 出現 す る の が 普

　　通で あ る 。

　　　私 は
．
芸術家 だ か ら，他 の 人 よ り は 見 る事 や 観 察 す る 事 を学 んで い る。（し）

　 これ こ そ 芸術 活 動 の ス タ
ー

ト の 基 本 中 の 基本 で あ る。

　 筆 者 の 最近 の ：芸術 観 で は，「見 る 」 と い うの は対 象 の 事 物 に い の ち を見 る の で あ る。目 に と らえた生 命 感 を形 に

表 し た い 。素材 が な ん で あ れ，こ れ が 創 作 の 始 ま りで あ る 。い の ち を見 る側 の 生命 感 も
一

層高 ま っ て や ま な い の

で あ る。原 点 に あ る の は
「
．
い の ち を見 る 感 性 」で あ る。

旨［最晩年の 境地1
11
　『

魂 の 壷
．　 セ ン ト ・ア イ ヴ ス の バ ー

ナ
ード・リーチ』（棚 橋隆 ・

新潮 社
・1992）。

032 バ ーナード・1丿一チ の 詩 と信条
N 工工
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　 こ の 本 に よ っ て ，リーチ の 人 間像 は よ り真近 に 機微 あ る も の と し て 見 え て く る。そ の 芸術 観 と信 条 に つ い て も

よ り深 く知 る こ とが で き る 。

　 著者 で あ る棚 橋 隆氏 の 英 国 滞在 は 1973年 か ら 78年 の 4 年 3カ月。リーチ は 88歳，す で に 失 明 し て い た。棚橋

氏は 最晩年の リ
ー

チ を 訪ね て 親 し く言葉 を交 わ す こ と が で きた とい う稀 な体験 の 人 で あ る。

　氏に よ る と，リ
ー

チ の H 本語 は雄弁で あ るが 上 手で は な か っ た とい う。……「 しか し時 お り驚 くぼ ど鮮 やか な 日
．

　　本 語 を感 情 の こ も っ た 適 切 な 表 現 と正 確 な 発 音 で 話 し た、彼 は す ば ら し い 頭 脳 を も っ て い るが ，理 論的 な 話

　 　 し方で はな く，直 覚 的，飛 躍 的，奔 放 な話 し方で ，しか も温 か な感 じが し た 」 とい う こ とで あ る。つ ま りき わ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　め て 詩人 的な 性格の 話 しぶ り と い う こ と が で き よ う 。

　 リーチ の 肖像写真 を 見る と，い つ で も温 容だ。また リ
ーチ が他者の 作品 を見て，

「

心 温か，正 直 ， 伝統的 ， 生 命

が 溢 れ て い る」 と い えば最 高 の 評 価 な の で あ る。「
花 の よ うに 優美，フ レ ン ド リ

ー
」 と い うの も あ る 。 リ

ー
チ の 作品

を 鑑 賞 す る 人 は，そ こ に ま ず
「
人 問性 の 温 か さ．1が 表 れ て い る の を見 る は ず だ。一…・棚 橋 隆氏 の こ の 本 に は，心 開

か れ る よ うな貴重 な 対 話 が 数 多 い 。まず 民 芸 に つ い て 。

　　　
「
我々 は フ ォ

ーク じ ゃ な い 。…フ ォ
ー

ク ・ク ラ フ ト ！　 記憶 に も教 育に もた よ ら ぬ 単純 さ ！　 そ れ が人 々 の

　　心情 を歓喜 させ る。我 々 は 単 純 で は な くな っ て い る。我々 に は そ ん な 純粋な も の は で き な い 」

　 　 　 リーチ の 仕事 の 方 向 に は，W ・モ リス の 理 想 を範 とす る と こ ろが あ っ た。…「

す る とあ なた は モ リス の 又弟

　　子 な の で し ょ うか ？」
「
ノ ゥ ！　 モ リス に は宗教 が ない 。私 は彼 の 弟 子 で は あ り得 ない 」

……こ の 言葉 で ， リー

　 チ の 信条が宗教性 に あ る こ と は 明 ら か だ。

　 次 は リーチ の 陶芸 に 関 す る も っ と も 重要 な 会 話 で あ る。……「
ポ ッ トの 重 要 な ア トラ ク シ ョ ン は何 で し ょ う ？」

　　「フ ォ
ーム ［ 色 じ ゃ な い 。シ ェ イ プ ！」

……別 の H ，秀 れ た 陶工 に な る に は，と い う問 い に 対 し て ，「（技 量 i

　　 の ほ か に ）感受性 と想像力 ， し か し
一

番大 切 な の は フ ォ
ーム へ の 秀 れ た 感 覚 だ 1 と 語っ て い る 。

　筆者 に と っ て も 陶芸作品鑑賞の 焦点の 第
一

は
「
シ ェ イ プ」で あ り，絵付で は な い

。 絵図文様 は窯 の 中で 無地 もの 1

に 自然 に 生 じ た 濃 淡 だ け で よ い くらい だ。

　リーチ は富本 憲吉 に つ い て ，「
少 し手 管 を好 み す ぎる。釉 と装飾 が 多す ぎる 」 と言い ，富本 は紋様の 最 高 の 作 り

1

手 で あ る が，「

時 々 ，そ のパ ターン は 私 を疲 れ さ せ る 1 と 述 べ て い る。リーチ は 濱 田 庄 司 を
一一

番評 価 して い た。そ

の 濱 田 は，「
私 は リ

ー
チ が

一番好 き だ 。そ れ は 美 昧 し い 茶 をふ りだ す 真 清水 の よ う だ か ら 」 と表現 し て い る。濱 田

も ま た 詩 的な 感 性 を も っ た 人 で あ る。

　 『魂 の 壺』 に は，リーチ の 詩 に 関 わ る会 話 が 多 い の は大 層 有 難 い 。

　柳宗悦 は 1914年（大 止 3年）， 最初 の リーチ論 で ，

「 リーチの 芸術 はゴ シ ッ ク の 性質 を もつ
。 そ れ は ， 未来の 世

　　界 に 何物か を求 め て そ れ を具体的 に 表現 し よ う と す る 暗示 の 芸術 で あ っ て，将来，神秘的な 象徴的世界 に お

　　 い て 実現 さ れ る に 違 い な い ．」と述べ た。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i
　 次 の 詩 は，こ の 柳 の 予言 に 対 し て 90歳 に な っ た リーチ が 応 え て い る よ うで あ る 。

　　　天 使 が 翼 を折 りた た ん で ドア を ひ ら き，私 の そ ば に き て す わ る そ の 時 ， お そ ら く彼女 は 私の の ど に言葉 を …

もた ら す だ ・ う．し か しそ れ は あ 砒 界 鰭 鋤 け ・・い る．さ もな い と 諜 瞰 わ な ・・
。 他界 よ りの 諜 は 1

　　歌 う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ヨ

棚 灘 氏 は ・
　 v 一チ が こ の 詩 で 表 現 し伝達 し よ う と し た の は 何か ・ を 次 の よ うに 解釈 し て い る・　 　 1

　　　そ れ は リー
チ が盲人 の 薄明 に ふ と垣 聞み た，こ の 現 世 で もな くあ の 来 世 で もない ，第 三 の 世 界。永遠 の 静

。楽蹴 蕚燈魏呶粟撫蠶鷺1飄。 詩 、 は 、。元 噛 ，の 糠 人 。 言葉 。 。 訳 。。 1
伝 え て くれ る も の だ 」 と い う言葉 と結 び つ くもの と 思 わ れ て 感 慨深 い

。

　　　西 洋 文 化 と東 洋 文 化 の 葛 藤 は 敏 感 な 人 問 に は と て も危 険 な もの だ。…脱 出の 道 は詩人 と画 家 を 通 じ て の み ．

　 　発 見 で き る。（L，）

　リ
ー

チ は ま さ に 詩人 で あ り画 家で あ る の だ か ら，理性 で 解 決 し得 な い 解 答 を知 り得 た こ と だ ろ う 。

　リーチ は ， 1972年 ， 85 歳の 時，視力の 衰 え か ら作 陶 を断 念 し た。翌 73年，「Drawing ，　Verse 　and 　Belief」刊行。1
こ れ が訳 書 「バ ーナード・

リ
ー

チ 詩画集」で あ る 。 翌 74年，13 回 団の 来 口。こ れ が 最終。ユ978 年，濱 田 庄 司 が 91

鷺 課 灘軅 即
翻 ユ生 蟹 じ た 讖 で あ 洳
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［終章
．
1

　 マ イ ク ル ・カ ッ ス ン は，リーチ の 壼 に
「詩 的 ・静寂 ・孤 独感」 を看 て と っ た。〔筆 者 が リーチの 盒子 に 見 出す の も，

こ の 三 語 の 示 す もの に ほ か な ら な い 。本稿 の 出発 点 は こ の こ と に あ る ）

1 「鉄 絵染付長屋 門文 筥．］「染付小 鳥文 盒 子 」 （1934），「染付 乾 魚 文盒
．
了 」 （1935＞な ど何度 も 目 に し た 。同じ く大 原 に

：
…あ る

「
染付双 燕文盒子 」 （1935）に リーチ に よる 説 明 が あ る 。

　　　 こ の 作 品 は押 し型 成 形 で 作 られ て い る。半乾 き の 状態で 装飾 を刻 み，そ れか ら薄 め の 中国 呉須 を全 体 に か

　　 け，さ ら に 筆 を使 っ て 濃 い 調 子 を 出 し て ゆ く。そ うす る と，ペ ン と 水 彩 で 描 い た よ う な 効 果 が 得 られ る。

1 り』
チ と柳 よ り早 くに 糊 陶芸 の 価 f直蜆 出 し 臓 川 伯 教 （° vたか ）‘巧 兄 弟 の うち 兄 伯教の 諜 ……1丿一チ

…　 は い っ も朝 鮮 の 青磁 の あ の 淡 雪 晴 れ の 空 の 様 な柔か さ と湖水 の 面の 様 な 深 さ と に 見 入 っ て，こ の 色 を出 して

　　 見 た い ，こ の 色 の 気持 が 非常 に好 きだ と云 ふ て 居 っ た。こ の 色が 出来た ら使 ふ 人 の 気持 が どんな に 慰安 を受
1

　　 け るか 知 らん，と云ふ て 居た 。

　 こ の 言葉は ， リーチ の 盒子 が 見 る人 に 与 え る 慰 め の 要素 に 関 わ りが あ る と思 わ れ る。リ
ー

チ の 詩情 が静 溢 と結

び つ い た もの で ある こ と は，こ れ らの 作 品 を じか に 目に す る と き理 解 さ れ る。

　　　
「

す ぐれ た 焼 物 が そ れ を見 る者 に もた ら す も の，そ れ は 落 ち着 き に ほ か な ら な い
」

　 従 っ て 焼物 か ら放 た れ る
「
静穏」の 受 け取 りを，焼 物 の 評 価 の

一つ の 目安 に して 間違 い は な い だ ろ う。落 ち 着 き

の 心 を 求 め て 人 は 焼物 を見 る 旅 をす るの で あ る。落 ち 着 き は ， 形 （シ ェ イ プ ）か ら生 ま れ る。絵付や 彩色 に よ っ て
1

…惚璽慧灘類軆毳劉騰蠶鰭享繍鷺。職 、作。 。 、 。 て 。評 価 。な。 ．

た の で あ る。河 井 は 烈 し さ の 見 え る作 品 が 多い 。けれ ど も そ れ は 自己顕 示 で は な い し，魯 山人 で は な い か ら，超
．
俗 的 で あ る 〉

　 リーチ の 小 型 の 器 は，大 型 の 作 品 の 力つ よ さ とは 異 な っ て ， 親密な ， また よ り瞑 想的な ムード を伝 えて くれ る。

　 リーチの 白磁 や黒 釉 の 花瓶 に は ， ジ ョ ル ジ ョ ・モ ラ ン デ ィ （1890一ユ964）に 通 じる もの が あ る。明確 に 共有 して

い る の は
「
静溢 」の 存 在で あ る 。 詩情 の 性質 と し て は モ ラ ン デ ィ の 方が 硬 質 で モ ダ ン な リ リシ ズ ム が ある。

砂
一鴛 ・953 年の 睡 粧 の 時 ・ 目に した働 糠 した 品 … つ い て 次 の よ う に述 べ る・

　　　 こ れ らの 朝鮮の 焼物 は 野花 の よ うに 育 っ て い く。そ の 素朴な 抽 象化 と形 式化 は，全 く別 個 の 生 活 態度 か ら

　　 生 れ ，わ れ われ の 自己意 識 や 目な ど と は お よ そ か け は な れ た 対 照 を な して い る。

　 個 人 の 自我 主張 の な い 時代 に 無 名 の 職 匠の 手 に よ っ て 作 られ た 作 品が，一
様 に 人 々 の 心 を動 か す 美 を は らむ と

．い う こ と はあ るの だ。と くに ヨ ーロ ッ パ 中世 の ゴ シ ッ ク の 教会 建 築 や 美術 に ふ れ た柳 宗悦 は ，信 と美 が
一

体 と な っ

た生 活 を思 う こ と に な っ た。す ぐれ た美 に は深 い 信仰 が作用 して い る。信仰 に よっ て 自然に 美 と結ば れ て い る生

活。そ れ は「落 ち着 き」 を表 して い る 生 活 の こ とで あ る。普遍 的な 美を生 み 出す 仕事の た め に は 生 活環境 に ，「
落 ち

1着 き」
一 「

静穏」が必 要 で あ る。感情が 急 激 に 上下 変化す る状況 は 手仕事 に は 向か な い 。

　 よ き工 芸 品 は健康 な 暮 し か ら必 然 的 に 生 ま れ て くる，と い う濱 田庄 司 の 基 本 理 念 は，英 国 の 生 活 の 3 年 間 に 培

わ れ た もの で あ る。一
種 の 統

一
が あ る生 活。そ こ に 温 か で 豊 か な感 覚 が ゆ きわ た る。

　　　
…ギル もメ

ーレ ー夫 人 も仕 事 と暮 ら し に 強 い 信念 を もち ， 落 ち 着 き を持 っ て い ま し た 。

．　 　 落 ち 着 き は，そ れ を支 える 正 し い 暮 らしが な け れ ば 得 られ ま せ ん。（濱 田 庄 司 ）

　　　 芸 術家 は 生活 が 基 本 で あ る。日々 の 生 活 （茎 ）が し っ か り としな けれ ば良 い 芸術 （花）は生 まれ な い （L ）

　 　 筆者 は，グ レ ン ・グール ドの 言 葉 を思 い 出 す。

　　　 芸術 の 目的 は，わ くわ くす る よ う な驚 き を もっ て 落 ち着 い た 静 けさ の状 態 を，少 しず つ
・・一

生 をか けて 構 築

　 　 す る こ と で あ る 。

　 本稿 の こ の 終 章 に お い て ，リー
チ の 芸 術 の 性格 ，詩 情 の 成 り立 ち ，生 活 の 基 調 に つ い て 記 し た。

［後記］

　 リー
チ の 作品 を見 る に は 大 原 美 術館 を 中心 とす る が ，私 は 大 原 に 行 っ て も リーチ室 しか の ぞ か ない 始 末 で あ る。

1舗 唸 子 湘 あて だ っ た。私 が隴 昌を見 るの は ， 心 の
・落 ち 着 き、 を勅 て の こ とで あ る．／ 嶝 美美 術 館 を訪 ね
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た の は，工997年 4 月 の 始 め の こ と だ っ た 。雨模 様 の 京都 か ら湖東 の 永 源寺 町 に 足 を延 ば し た の で あ る 。テ レ ビ で ！
紹 介 さ れ て い た リ

ーチ の 絵皿
「鉄釉 板 絵 巡礼 者 文 」が 目あ て だ っ た が，行 っ て み る と他 に も逸 品が あ っ た。そ れ が

1934年，35年 あた り に制作 さ れ た 大原 と同質 の 食 子 で あ る 。 日登 美美術館の リ
ーフ レ ッ トは

「河 合寛次郎」
「
柳宋

悦 」 と い っ た 具 合 で 大 層 お 粗 末 だ っ た が ，美 術 館の 建物 の デ ザ イ ン はわ る くな い し，裏手に は，今 は 盛 り の 紅梅白

梅 が 光琳 よ ろ し く並 ん で い た の で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i

　2006年 11月 4 ［ の こ とだ っ た が，苫 小牧 市
．i専物館 で

「中国 ・磁 州窯 」 展 を鑑 賞 し た。ち ら しの ，白地 に 黒 の 掻落

〔か き お と し ）に よ る カ サ サ ギ の．見事 な 絵柄 に つ ら れ て 出 か け た。に れ は 陶枕の 絵付だ っ た ）。まず 口を引い た の

は 黄 色 っ ぽ い 巾 型 の 壺 で，作 品名 は 記 録 し な か っ た が ，1
一
これ 以 ．1：の 器 は あ る ま い 」 と直 観 した。一

巡 し て も そ の

印象 は変 わ らなか っ た。入 場 して 左 手 の 最初 の 品 だ 。そ の 壷
一

つ だ けが 重 文 だ っ た の だ が，わ れ な が ら 嬉 し く思 っ

た 。 出光 の 所 蔵 だか ら， ま た 目に す る 機会 が あ る だ ろ う。リーチが 「慕 準 」 と した 「宋 代磁 州 」に 出会 っ た 日で あ っ

た 。　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 1

　 り
一

チ に 関す る 資料 は，近年 も発刊 さ れ て い る u 鈴木禎宏氏 の
『バ ー

ナ
ー

ド・リーチの 生 涯 と芸 術』は 2006年 に

刊 行 さ れ た。人 に もよ る が 研 究 者 の 文 章 は，時々 ま る で 翻 訳文 の よ う で あ る。と く に 芸 術 性 に つ い て 述 べ る 時 に

は固苦 し く，それ に浅 い もの に な る。次 の よ うな文 は，筆 者 は 整 理 す べ きだ と考 え る。……（リーチ は ）制作 に あ

　　た っ て は 己 の 自我 ・
作為 を抑 え る こ と

， す なわ ち
「実用 性 」 と 「素材か らの 要 求 」 に 対 して 己 を受 動 的 に さ せ る ．

　　必敷 蘭 し た 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 …
　　　 リーチ に と っ て 作晶 と は，意識的 に 作 る と い う よ りは，自然 に

「生 ま れ る 」
べ き もの で あ っ た。

　
「

作 る もの 」 と い う よ りは
「

生 まれ る もの ［と い うフ レ ーズ は柳 宗 悦 ほか の 文 章 に 出 て くる。

　 ま た
「
諸文 化 を作 品 の 中 で 共存 さ せ る こ と を構 想 した 際 」 とい う

一
行 が あ る が ，そ の よ うな 構 想 の 元 に 焼物 の 作

業が あ るか と疑 問で あ る。さ ら に
「
内面 の 自意 識 を超 え た 所 で，異 な る 要素 が 自然 に結合す る こ と を 待望 した 」な ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

ど は，す べ て の 陶工 に と っ て 至 極当 た り前過 ぎ る こ とな の で あ る。

　 エ ドム ン ド・ドゥ
・ヴ ァ

ール の
『バ ーナード・リーチ．再考 gの

．
訳書 は，つ い 昨 年 に 刊 行 され た ば か りで あ る。ド ゥ

・

ヴ ァ
ール の リーチ論 は ， 著作 に よ っ て リーチ が及 ぼ した 功罪 を追 っ て い る。リーチ を独 断 の 人 と呼 ん で その 神話

をつ き崩 そ う と して い る が，り一・チ と い う人 間 に対 す る敬 意 が ま るで 払わ れ て い な い の が す ぐ判 る の で，読 み 手 i

は 気分 を害 す る。唯
一

つ だ け例 を あ げ る こ と に す る。

　 　 　 　・生 涯 の ほ と ん ど を通 じ て 日 記 を つ け て い た。こ こ に
一

つ 付 け加 え る とす れ ば，彼 は陶 器 も作 っ て い た と

　 　 い う こ とだ 。

　 リーチ の 信仰 したバ ハ イ 教に つ い て の 資料 は ない もの と思わ れ た 。 本年の こ と ，道立 近 代美術館の
「
エ ジプ ト展」

を 見て の 帰 り ， 並 樹書店 に 寄 っ て，ワ ゴ ン の
一・

番上 に 積 ま れ た
．．一

冊 を 手 に と っ た ら，そ れ が
『バ ハ オ ラ 』だ っ た。

バ ハ イ教 の 現在の 勢力 な ど を ま と め た もの で ，リーチ の 姿 も登場 し て い た 。こ の よ うに 古吉：店か らは 大 層 便 宜 を

得 て い る。目 ざす 資料 に 出会 うの は ま っ た く偶然 の こ とが 多 い 。

　 論 文 に は 形 式 とい う もの が あ る ら しい 。日常 に 出会 う驚 きや 感 動 を記 録 す る に は 不 向 き な形 式 で あ る。論 文 の

内容 は ，資 料 中 の あ る 疑 問 点 を精 査 す る もの も あれ ば，些細 な発 見 を報 告 す る も の も あ る。私 は 疑 問 と い う も の

を抱 い て 考 え る とい う時 間 をほ と ん ど 持た な い
。 な ぜ な ら と く に芸術 は 本物 と＝ セ 物 の 世界 で あ る。ニ セ 物 （の 方

が 多 い ）に つ い て は，自分 は 唯自分 の 新 し い 作品 を発 表 して 最新 の 芸術 観 を表 明 す る と い う手 だ て が あ る。論 考 と

い っ て も私 の 場含，自分 の 讃嘆 （さ ん だ ん ）す る もの をテー
マ にす るば か りで あ る。本稿 は 柳宗 悦 と B ・リーチ の

影響 を深 く受 けた 筆 者 の ，芸術 論の
…

部 で あ る。

　筆者 が
「

創作 に お け る他 力 」 を ま と め た の は 1995年春 の こ とだ っ た が ，そ の 年 の 9 月，唐 津 を 再訪，静 か な夜 の

散 歩 の うち に ，馴染 み の 木 下 書店 で ，リ
ーチ の

『
目 本絵 凵 記 」 を 入 手 し た の だ っ た 。「

創 作 に お け る 他 力 」 で は，リー

チ に つ い て は 彼 が ど れ ほ ど 1他 力 」に 近 づ い て い た の か を明 ら か に す る こ と は で き な か っ た が，以 後 の 参 考 文献 に

よ っ て ，リーチ の 他 力 に 寄 せ る 発 言 の 強 い 調 子 を見 出 した 。 そ れ は本稿 に 紹介し て い る通 りで あ る。そ して さ ら

に，リ
ー

チ の 芸術 の 背 景 に あ る宗 教 的信 条 の 大 き さ を 知 る こ と が で き た。

　　　地 球 の 内核 か ら外 周 ま で を 包含 す る偉 大 な信 念 が ，圧 倒 的 な力 を もっ て も う
一
度世界 中を 吹 き ま くる ま で

　　 は ．わ れ わ れ の や れ る こ と と い っ た ら，た か が 間 に 合 わせ の 仕 事 に す ぎな い の だ と い う考 え が ，わ た し に は

　　逃 がれ られ な い も の と な っ て い る。芸 術 は 多 くの もの に 救 済 を もた らす こ と は で き な い し，神秘 家 の 孤独 も

　　また 然 りで あ る。個性 な き 個人 の 想念が 必 要 なの だ。（『H 本 絵 H 記 』1953年 ユ0 月 ）
……「

個性 な き個人 の 想 念 」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 木村 雅信　〔，35−一一一一一
N丁 工

一E茜 で 　 Lthiary
−
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口
魂 の籥 【P、】5ユ

　　が 重 要だ 。リ
ー

チ は 様ざ ま な宗教 的体験 と 思考 を 経て の ち，熱烈 に 他 力 の 恩 恵 を謝 して い る。

　　　私 は他 力 に よ っ て 救 わ れ た。非 常 に ！ 何 とい う偉 大 な親 切 を…私 に
…私 に

…なぜ 私 に こ れ ほ どの …。な

　　ぜ ？　Why 　me ！〜Why 　me ！？

　 リ
ー

チ は 大 業 を 成 し た が ，そ の 思 想 は柳宗悦 に 負 う と こ ろ が ま こ と に 大 き い 。リーチ は 優れ た 友人 た ち に 恵 ま

れ て い た 幸 運 な人 だ っ た。…1961年，リーチ は ［本 民芸 館 で ，柳 宗 悦の 霊 前 に 香 を焚 き，次 の よ う に述 べ た。…

「五 十 年 に わ た る友 情 ！ 君 に もう
一

度 会 う に は 遅 す ぎた が ， 君 は私が行 く所 に は ど こ に で も毎 冂私 と共 に い る。

私 は君 と私が 信 じて い た こ とをす る よ う に努 め て ゆ こ う」 （了 ）

［参 考 文 献 ］

1 ．バ ーナード・リーチ II目本絵 冂記 』 （柳 宗 悦 訳・毎 口新 聞社
・1955 ）

2．B ・リーチ 『バ ーナード・リーチ 詩画 集』 （福 田 陸太 郎訳 ・五 月書 房・1975＞

3．B ・リ
ー

チ
『
東 と 西 を 超 え て

一．
自伝的同想」 （福田 陸太郎訳・［本経済新聞社・1982）

4．欄橋隆
『
魂 の 壷　　セ ン ト・ア イ ヴ ス の バ

ー
ナード・リー

チ』 噺 潮社 ・1992）

5．『英 国 の 代 表作 に み る
一一一

バ ーナード・リー
チ 展 』（ジ ョ ン ・ヒ ュ

ース トン 他監 修・朝 日新 聞 社 ・ユ980）

6．『バ ー
ナ
ー

ド・リ
ー

チ 展 ．
　 陶芸 家 と芸術 家 』（B ・リーチ 展 実行 委 員会 ／ オ リ ヴ ァ ー・ワ ト ソ ン 監修／木村理 恵

　 子 他訳・1997）

7．鈴 木 禎 宏 『バ ーナード・リーチ の 生涯 と芸 術
一一一

東 と西 の 結婚 の ヴ ィ ジ ョ ン II（ミネル ヴ ァ 書房 ・20e6）

8．エ ドモ ン ド・ドゥ
・ヴ ァ

ール 『バ ーナード・リーチ再 考 　 　ス タ ジ オ・ポ タ リーと陶芸 の 現 代 』 （金 子 賢治 監 訳 ・解

　 説 ／鈴木禎宏 解説 ／北 村仁 美・外 館 和 子 訳 ／ 思 文 閣出版 ・2007）

9 ．「バ ハ オ ラ ・地 球 の ビ ジ ョ ン 』 （バ ハ イ 出版 局 編集部編 ・マ ル ジ ュ 社・1992）

10．『大 原 美術 館 　 W 　 東 洋 の 美術 』 （大 原 美術 館 ・1994）

11．木 村雅 信
「

創 作 に お け る他 力 」
〜バ ーナード・リーチ の 陶 作 （札 幌大 谷 短 期 大学 紀 要 27 弓・工995）

Oi6 バ ーナ
ー

ド・1
丿
一

チ の 詩 と信 条

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　


