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坂 本繁二郎 と禅 の テクス ト
貝塚　健

1.「 絵 は宗教 」、坂 本繁 二郎 と禅

　 人 間 の 根 本 問 題 は や は り宗 教 で し ょ う ね 。 そ

う い う 意 味 で 私 に と っ て 絵 は 宗 教 と も言 え る で

し ょ う 。 何 教 を信 じて い る わ け で も あ りま せ ん

が 、 しい て 言 え ば 自然 教―― とで も言 い ま し ょ

う か 。 気 持 ち と して は 仏 教 の 、 そ れ も禅 宗 に 近
い 感 じで す 。 禅 僧 に は 絵 を か く人 が 多 い で し ょ

う'）。

　 坂 本 繁 二 郎 （18821969） の 作 品 に 、 禅 仏 教 が

投 げ か け る 影 を探 り出 す こ とが 、 本 稿 の 目 的 で あ

る 。 彼 が 作 品 制 作 に あ た っ て 具 体 的 な 禅 の テ ク ス

トを 利 用 し て い た こ と の 可 能 性 を考 え て み た い 。

　 自 己 を韜 晦 す る こ と に 長 け た こ の 画 家 は 、 禅 に
つ い て も多 く を語 っ て は くれ な い 。 唐 突 に 、 最 晩

年 の 著 述 に お い て 上 記 の よ う に 語 っ て い る だ け で

あ る 。 しか し、 「絵 は 宗 教 」 で あ り、 自 分 が 信 じ

て い る も の が 「禅 宗 に 近 い 」 と語 る 口 ぶ り は 、 禅

と坂 本 の 強 い 関 係 を 明 か す もの で あ る 。 こ の 言 葉

を 道 標 と して 、 彼 と禅 の テ ク ス トが 絡 み 合 う森 に

分 け 入 っ て み よ う 。

2.坂 本 を包 み 込 む 禅 の 世 界

2.1.梅 林 寺 と 東 海 猷 禅

　 坂 本 が 本 格 的 な禅 と出 会 っ た の は 、 久 留 米 の 少
年 時 代 に 遡 る 。 坂 本 の 夫 人 薫 に取 材 し た 岸 田 勉 は

以 下 の よ う に 記 し て い る 。

　 薫 夫 人 に よ る と、 坂 本 は つ ね に 四 書 五 経 の 漢

籍 を 手 放 さず 、 少 年 の こ ろ 、 薫 夫 人 の 実 家 で あ

る権 藤 家 に 出 入 り して い て 、 と き に は 一 泊 す る

こ と もあ っ た と い う 久 留 米 の 禅 道 場 梅 林 寺 の 住

職 、 猷 禅 和 尚 の 前 で 話 を 聞 い て い た こ と もあ っ

た とい う2）。

　 梅 林 寺 は 、 久 留 米 の 京 町 に あ っ た 坂 本 の 生 家 近
くに あ る 、 九 州 を 代 表 す る 臨 済 宗 妙 心 寺 派 の 名 刹

で あ る 。 東 海 猷 禅 （18411917、fig.1） は 、 そ の 住

持 で 、 晩 年 に は 妙 心 寺 派 管 長 も務 め た 傑 僧 で あ っ

た 。 猷 禅 の 在 家 信 者 向 け の 説 法 で あ る 普 説 に 坂 本

が 接 した とい う の で あ る 。 猷 禅 の 普 説 が ど の よ う
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な も の で あ っ た か 想 像 す る し か な い が 、 ま も な く

管 長 とな る 禅 匠 の 講 話 は 、 少 年 坂 本 の 心 に 強 く刻

ま れ た に違 い な い 。

　 東 海 猷 禅 は 、 諱 は 玄 達 、 室 号 を 三 生 軒 と い う3）。
1841（ 天 保12） 年4月8日 、 美 濃 国 洞 野 村 に 生 ま れ

た 。 数 え 年12歳 の と き、 惠 利 寺 の 禮 源 の 下 で 得 度 。

禮 源 の そ ば に あ っ て 内 外 の 典 籍 を究 め た 。20歳 で

美 濃 天 喜 寺 の 牧 牛 庵 伊 山 祖 安 に 参 じ、 伊 山 の 寂 後 、

23歳 の と き 、 白 隠 下 四 世 の 万 福 寺 、 邃 巌 文 周 に 参

じ た 。 猷 禅34歳 で 邃 巌 が 示 寂 し た の ち 、1977（ 明

治10） 年 、 そ の 法 嗣 で あ る 幽 松 軒 寛 州 玄 政 の 下 に

投 じた 。 翌 年 、 猷 禅 は38歳 で 寛 州 の 印 可 を 受 け る 。

す な わ ち 白 隠 慧 鶴 （16861769） よ り六 世 に あ た

る こ と に な る 。 愛 知 県 稲 沢 の 某 家 で 使 役 夫 と し て

毎 日 を送 っ て い た と こ ろ を 見 出 され 、1879（ 明 治
12） 年 、 請 わ れ て 久 留 米 梅 林 寺 の 住 持 と な っ た 。

旧 久 留 米 藩 主 有 馬 家 の 菩 提 寺 で あ っ た に も か か わ

らず 、 当 時 の 梅 林 寺 は 荒 廃 を 極 め 、 「疎 屋 老 壁 庫

下 蔵 米 僅 剰 二 斗 耳 （疎 屋 老 壁 庫 下 ニ 蔵 米 僅 カ ニ 二

斗 ヲ 剰 ス 耳 ミ）」 だ っ た と い う 。 以 後 、 伽 藍 の 改

築 な ど 同 寺 の 復 興 に 尽 力 し、 西 日本 有 数 の 禅 道 場
に 育 て 上 げ た 。 在 家 信 者 の 篤 い 支 持 ・支 援 を 集 め

た か ら だ ろ う。 坂 本 薫 夫 人 の 実 家 権 藤 家 は 久 留 米

小 森 野 の 大 地 主 で あ っ た が 、 猷 禅 が 普 説 を か ね て

権 藤 家 に た び た び 泊 ま っ て い た の は 、 そ う し た在

家 信 者 の 教 化 に も きわ め て 熱 心 で あ っ た こ と を物

語 っ て い る 。 お そ ら く禅 堂 と は 異 な る 在 家 信 者 向

け の 講 説 で も、 聞 く も の の 心 を 捕 ら え て 放 さ な い

魅 力 が あ っ た に 違 い な い 。1905（ 明 治38） 年4月 、
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65歳 の と き 、 梅 林 寺 中 興 の 功 績 を 評 価 さ れ 、 大 本

山 妙 心 寺 の 第10代 管 長 と な る 。1909（ 明 治42） 年

6月 ま で 管 長 を務 め た が 、 そ の 間 は 久 留 米 と 京 都

を た び た び往 復 した 。 管 長 と し て は 、 経 済 的 苦 境

に あ っ た 妙 心 寺 の 債 権 者 との 交 渉 に も成 功 し て い

る 。 ま た 、 妙 心 寺 開 山 関 山 慧 玄 国 師550年 遠 諱 法

要 を取 り仕 切 っ た 。 法 嗣 に は建 仁 寺 派 管 長 と な る

竹 田 黙 雷 （18541830） ら が い る 。 猷 禅 は 、1917

（大 正6） 年5月1日 、77歳 で 遷 化 し た 。 そ の 前 日、

「書 遺 偈 了 更 又 画 一・円 相 半 擲 筆 唱 万 歳 万 歳 微 笑 而

就 褥 （遺 偈 ヲ書 キ 了 ツ テ 更 ニ 一 円相 ヲ画 ク半 バ ニ
シ テ 筆 ヲ 擲 ゲ 万 歳 万 歳 ヲ 唱 工 微 笑 シ テ 褥 ニ 就

ク ）」 と い う 。

　 現 在 も梅 林 寺 は 、 大 本 山 妙 心 寺 、 岐 阜 の 正 眼 寺
と並 ん で 「三 大 鬼 道 場 」 と も称 さ れ る ほ ど修 業 の

厳 し い禅 刹 と し て 知 ら れ る 。 明 治 期 に そ の 禅 風 の

基 礎 を 築 い た 猷 禅 に 直 に 接 し た こ と は 、 坂 本 が 臨

済 禅 に 眼 を ひ ら く大 き な き っ か け に な っ た だ ろ う。

猷 禅 は 、 も ち ろ ん 禅 林 修 行 の 場 で は 『碧 巌 録 』 『臨

済 録 』 な どの 提 唱 を行 っ て い る 。 想 像 す る に 、 普

説 に お い て も こ う し た 禅 の 大 宗 匠 の 言 行 録 で あ る

祖 録 を も と に し た 講 話 も 、 行 わ れ た の で は な い だ

ろ う か 。 そ う で あ る な ら ば 、 そ れ らが 坂 本 を禅 の

テ ク ス トへ 強 い 関 心 を 持 た せ る き っ か け に な っ た

の は 間 違 い な い 。 坂 本 が 絵 を 学 ぶ た め に 上 京 す る

の は 、1902（ 明 治35） 年 で あ る 。 坂 本 が 猷 禅 に 接

し た 時 期 は そ れ 以 前 の は ず で 、 坂 本 が10代 後 半 、

妙 心 寺 派 管 長 と な る 前 の 猷 禅 は50代 後 半 か ら60代

初 め に か け て で あ っ た 。

2.2.不 同 舎 を め ぐ る 人 々 と禅

　 故 郷 で 禅 の 真 髄 の 一 端 に 触 れ た 坂 本 は 上 京 後 、
小 山 正 太 郎 （18571916） が 主 宰 す る 画 塾 不 同 舎

に 入 っ た 。 こ こ に も禅 の 薫 風 が 色 濃 く漂 っ て い た 。

小 杉 放 菴 （18811964） の 不 同 舎 時 代 を 振 り返 る

述 懐 を 見 て み よ う。

　 猫 騒 動 と い うの が あ っ た 、 近 隣 に 泥 棒 猫 が い
て 、 一 時 教 室 の 弁 当 を 荒 らす 、 苦 学 自炊 の さ む

らい 共 、 弁 当 を 喰 わ れ た と て 、 直 ぐ に横 丁 の 飯

屋 へ 、 とい う わ け に 行 か ず 、 各 々 腹 を立 て た か

ら、 計 略 を 以 て 細 引 の わ な に 首 を 突 っ 込 ませ 、

両 方 か ら 引 張 る 、 猫 の 活 力 侮 れ ず 、 な か な か 往

生 と な ら ん 、 そ こ で 一 人 木 剣 を お っ と っ て 、 南

泉 の 斬 猫 だ と打 ち に 打 ち 据 え た 、 息 絶 え た り と

見 て 掃 き 溜 め に捨 て 置 く、 あ とか ら一 人 来 た の

で 、 今 こ れ こ れ で 奴 を退 治 し た と こ ろ と話 す 、

そ の 猫 を ど う し た 、 あ そ こ に 捨 て た 、 そ れ は

も っ た い な い と、 行 っ て 見 る と 畜 生 の 業 念 、 い
つ の ま に か 息 を 吹 っ返 して 、 半 身 を も た げ た と

こ ろ 、 思 い 切 りの 悪 い 奴 だ と再 び 一 棒 くれ て 提

げ て 帰 っ た 、 翌 日 よ り数 日 の 間 、 こ の 一 棒 先 生

の 弁 当 に 肉 あ り、 知 らぬ 者 は 牛 肉 だ と い っ て 配

給 さ れ た 。 こ れ を賞 め た 話 に し て ふ い ち ょ う す

る わ け で は 無 い が 、 こ の 位 の根 性 若 い 者 に あ っ

て も 、 あ る い は 邪 魔 に な ら ん で あ ろ う、 一 方 に

地 蔵 様4）も御 座 れ ば 、 又 か く の 如 き 豪 傑 も い た

話 だ 。

　 南 泉 斬 猫 は 禅 宗 の 公 案 だ 、 あ の 頃 不 同 舎 に 禅
を や る 人 多 か っ た 、 小 山 先 生 の 漢 学 趣 味 か ら漢

籍 の 読 書 家 を 生 じ、 読 書 家 だ ん だ ん と思 想 的 に

な る 。 余 り世 の 中 に 知 ら れ ぬ 洋 画 を や っ て 、 物

質 に酬 い 少 な き場 合 、 筋 の 良 い 青 年 な ら ば 必 ず

そ う な る わ け だ 、 内 面 に 向 っ て 慰 藉 と奮 発 を 求

め る 、 私 も吉 田 氏5）か ら 『坐 禅 用 心 記 』 な ど 見

せ ら れ て 、 面 白 く思 い 、 禅 寺 行 き の 連 中 の 尻 に

つ い た 覚 え が あ る 、 禅 書 を お も しろ が る な ど不

届 きで 、 あ した に 道 を 聞 い て 夕 に死 ん で もか ま
わ ぬ 気 で 、 一 念 不 乱 に 精 進 す る の が 禅 だ ろ う が 、

私 は 遂 に こ の 、 面 白 き以 上 に は 進 出 し得 な か っ

た 、 沼 辺 強 太 郎 、 長 尾 黙 の 両 老 な ど、 相 当 突 っ

込 ん だ 修 行 を や っ た と思 わ れ る6）。

　 「南 泉 斬 猫 」 は 『趙 州 録 』 巻 上 、 『景 徳 伝 灯 録 』
巻 八 に 見 え る が 、 『碧 巌 録 』 第63則 お よ び 第64則

や 、 『無 門 関 』 第14則 に 採 録 さ れ た 。 『碧 巌 録 』 の

も の は 、 以 下 の とお りで あ る 。

第 六 十 三 則 　 南 泉 両 堂 争 猫

　 南 泉 一 日 、 東 西 両 堂 争 猫 児 。 南 泉 見 遂 提 起 云 、

道 得 即 不 斬 。 衆 無 対 。 泉 斬 猫 児 為 両 段7）。

　 南 泉 山 で あ る 日 、 東 西 の 両 堂 の 僧 が 猫 の こ と
で 争 っ て い た が 、 南 泉 は そ れ を 見 て 、 猫 を持 ち

上 げ て 言 っ た 。 「言 う こ と が で き れ ば 、 斬 ら ぬ 」。

皆 答 え な か っ た 。 南 泉 は 猫 を二 つ に 斬 っ た8）。

第 六 十 四 則 　 趙 州 載 頭 草 鞋

　 南 泉 復 挙 前 話 、 問 趙 州 。 州 便 脱 草 鞋 、 於 頭 上
戴 出 。 南 泉 云 、 子 若 在 、 恰 救 得 猫 児9）。

　 南 泉 は ま た 先 の 話 を と りあ げ て 趙 州 に 問 う た 。

趙 州 は す ぐ に草 鞋 を脱 ぐ と 、 頭 の 上 に載 せ て 出

て い っ た 。 南 泉 が 言 っ た 、 「君 が い た ら、 ち ゃ

ん と猫 を 助 け られ た が な」10）。
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　 注 目 し た い こ と は 第 一 に 、 「泥 棒 猫 」 を 追 い 回

し た と き、 不 同 舎 の 面 々 が 「南 泉 斬 猫 」 だ と騒 い

だ こ と だ 。 い く ら 著 名 な 公 案 だ と して も、 画 塾 生

た ち の ほ と ん どが そ れ を 常 識 の ひ とつ と して 共 有

し て い る こ と に 留 意 し た い 。 明 治30年 代 、 釈 宗 演

らが 『碧 巌 録 』 な ど 難 解 な禅 籍 の 一 般 向 け 注 釈 書

を次 々 に発 刊 し て い た 。 画 塾 生 の 少 な か らぬ も の

た ち が こ れ ら の 書 籍 を繙 い て い た こ と が 想 像 さ れ

る 。 そ う し た 行 動 の 要 因 を 、 「余 り世 の 中 に 知 ら

れ ぬ 洋 画 を や っ て 、 物 質 に酬 い 少 な き場 合 、 筋 の

良 い 青 年 な らば 必 ず そ う な る わ け だ 、 内 面 に 向 っ

て 慰 藉 と奮 発 を求 め る 」 と い う よ う に 、 小 杉 放 菴

は 必 然 的 な もの だ っ た と語 っ て い る 。「禅 寺 行 き」

が ど こ だ っ た の か は確 か め よ う も な い 。 不 同 舎 が

あ り 、 そ の 塾 生 の 多 くが 住 ん で い た 上 野 の 北 西 麓

に は 多 くの 寺 院 が 密 集 し て い て 、 禅 寺 は枚 挙 に い

と ま が な い 。 ち な み に 、 坂 本 繁 二 郎 が1907（ 明 治

40） 年 頃 か ら1909（ 明 治42） 年6月 ま で 住 ん だ 下

谷 区 谷 中 三 崎 町 （現 ・台 東 区 谷 中5丁 目） の 立 善

寺 （日蓮 宗 ） の 敷 地 は 、 今 も坐 禅 道 場 と し て 知 ら

れ る 全 生 庵 （臨 済 宗 国 泰 寺 派 、1880（ 明 治13） 年

創 建 、 開 基 山 岡鉄 舟 、 開 山 越 叟 和 尚 ） と背 中 合 わ
せ で あ る 。 そ う し た 地 理 的 な 条 件 も背 景 に 、 不 同

舎 の 塾 生 ら に 禅 の 思 想 や 知 識 が 染 み わ た っ て い っ

た 。

　 第 二 に 興 味 深 い こ と は 、 小 杉 た ち が 無 意 識 に と
い う よ り も む しろ 意 識 的 に 、 禅 林 と 自分 た ち の 生

活 に ア ナ ロ ジ ー を見 出 し て い る こ と で あ る 。 す な

わ ち 、 画 塾 が 禅 寺 で あ り、 塾 生 が 修 行 僧 で あ り、

塾 生 を指 導 す る小 山 正 太 郎 が 禅 匠 に あ た る 。 塾 生

た ち の 質 素 な 衣 食 住 、 作 品 制 作 とい う個 に没 入 す

る 営 為 を 、 禅 林 の 雲 水 た ち の 生 活 に 見 立 て て い る。

こ れ を援 用 す れ ば 、 塾 生 た ち が 憧 れ る フ ラ ン ス あ

る い は ヨ ー ロ ッパ は 、 中 世 の 禅 僧 た ち が 渡 航 した

禅 宗 の 故 郷 、 中 国 と対 比 で き る 。 さ ら に も う一 歩

進 め れ ば 、 洋 画 の 本 場 フ ラ ン ス を 経 験 し な が ら同

時 代 の フ ラ ン ス 美 術 を 否 定 す る画 家 と 、 入 明 し な

が ら も 《破 墨 山 水 図 》 自序 で 当 時 の 明 に は 師 とす
べ き 画 家 は い な か っ た と 述 べ る禅 画 僧 雪 舟 と の 類

似 も 、 成 り立 つ か も知 れ な い 。

　 第 三 に 、 禅 へ の 関 心 の 現 れ 方 が 多 様 で あ る こ と

が あ げ ら れ る。 熱 心 に 禅 刹 に 通 っ た 洋 画 家 た ち も

い れ ば 、 小 杉 は 自 身 を 「禅 書 を お も しろ が 」 っ て

い た 程 度 だ と 語 る 。 「禅 書 」 も 、 入 門 的 な 作 法 書

か ら古 来 「宗 門 第 一 の 書 」 と さ れ た 『碧 巌 録 』 に

い た る ま で 、 様 々 な段 階 、 種 類 の もの が 読 ま れ て

い た こ と だ ろ う。 実 地 の 宗 教 体 験 を 大 事 に し た も
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の か ら、 彼 らか ら二 次 的 知 識 を 吸 収 す る だ け の も

の も い た だ ろ う 。 禅 か ら の 影 響 が 眼 に 見 え る 形 で 、

あ る い は 見 え に くい 形 で 制 作 に 反 映 させ る 画 家 た

ち が い た と想 像 さ れ る 。

　 そ う した 精 神 風 土 の 中 で 、 坂 本 は 洋 画 を描 き 始

め た 。 久 留 米 で の 禅 体 験 と東 京 で の 禅 体 験 が 作 品

の 中 に 染 み 出 して もお か し くな い 環 境 に あ っ た と

い え る 。 坂 本 が 参 禅 した こ と を証 す る 記 録 も な い

し、 自分 の 宗 教 体 験 を 語 る こ と も な か っ た が 、 直

ぐ手 の 届 く と こ ろ に 禅 が あ っ た の で あ る 。 以 下 、

坂 本 作 品 の 中 に禅 の 要 素 、 特 に テ ク ス トが ど の よ

う に 潜 ん で い る の か を 具 体 的 に探 っ て み た い 。

3.坂 本 が 描 い た 牛

3.1.坂 本 の 「牛 」 シ リ ー ズ

　 牛 は 好 き な 動 物 で す 。 自 然 の 中 に 自然 の ま ま

で お り、 動 物 の 中 で い ち ば ん 人 間 を感 じ させ ま

せ ん 。 大 正 時 代 の 私 は 、 ま る で 牛 の よ う に 、 牛

を 描 き続 け た もの で す11）。

　 1910年 代 の 坂 本 繁 二 郎 に と っ て 最 も重 要 な 題 材
は 牛 で あ っ た 。 第6回 文 展 に 入 選 し、 夏 目漱 石 に

激 賞 さ れ た 《う す れ 日》 （1912年 、 個 人 蔵 、fig.2） 、

フ ラ ン ス 留 学 直 前 に発 表 さ れ た 《牛 》 （1920年 、

fig.2
坂 本 繁 二 郎 《うす れ 日》
1912年 、 個 人 蔵

fig.3
坂 本 繁 二 郎 《牛 》
1920年 、 石 橋 財 団石 橋 美 術 館 蔵



石 橋 美 術 館 蔵 、fig.3） が そ の 代 表 作 で あ る 。 こ の

2点 を含 め 、 牛 が 描 か れ た 坂 本 の 油 彩 作 品 を リ ス

ト化 し た も の が 表1で あ る 。 こ の23点 の 中 か ら 、

牧 場 を題 材 に し た風 景 画 と もい うべ き も の や 、 ス

ケ ッチ 的 な 小 品 と考 え ら れ る も の な ど を の ぞ く と、

以 下 の5作 品 が 浮 か び上 が っ て く る 。

　 《うす れ 日》1912年 、71.1×116.4cm、 個 人 蔵

　 《牛 》1913年 、71.0×116.5cm、 島 根 県 立 美 術 館

　 蔵

　 《海 岸 の 牛 》1914年 、71.3×117.0cm、 北 九 州 市

　 立 美 術 館 蔵

　 《牛 》1915年 、73.0×116.5cm、 新 潟 県 立 近 代 美

　 術 館 蔵

　 《牛 》1920年 、71.0×116.5cm、 石 橋 美 術 館 蔵
こ れ ら に は 明 瞭 な 共 通 点 が 存 在 す る 。 す な わ ち 、

50号M型 （116.7×72.7cm） と い う規 格 の カ ン ヴ ァ

ス を 横 に 用 い 、 白 と黒 の 斑 の 乳 牛 ホ ル ス タ イ ン種

を、 じっ と して い る一 頭 の み 描 く とい う特 徴 で あ

る 。 牛 の 連 作 の 様 々 な 試 行 錯 誤 は 、 こ の 定 型 に 収

斂 して い る 。 で は 、 な ぜ 坂 本 は牛 を 繰 り返 し描 い
た の だ ろ う か 。 そ の 執 拗 な ま で の 拘 り方 は 、 単 に

「好 き な 動 物 」 だ か らで は 説 明 で き な い 。 考 え ら

れ る3つ の 要 因 を あ げ て お こ う。

　 ま ず 第 一 に 、1909（ 明 治42） 年6月 か ら1921（ 大

正10）年7月 ま で 、 坂 本 が 住 ん だ 雑 司 が 谷 ・池 袋 地

区 に酪 農 牧 場 が 数 多 くあ り、 乳 牛 を題 材 に す る こ

とが 非 常 に容 易 で あ っ た 。 大 量 の 乳 牛 を 眼 に す る

こ と に な っ た の で あ る 。 稿 者 は 以 前 、 当 時 の 酪 農

の 状 況 と 坂 本 の 居 住 地 の 関 わ り に つ い て 詳 述 した

の で 、 こ こ で は 繰 り返 さ な い12）。

　 要 因 の 第 二 は 、 牛 を 自 己 に 同 化 させ て い た と考

え ら れ る こ とで あ る 。 最 初 に こ の 指 摘 を して い る

の が 、1910年 代 に 坂 本 と 交 流 を 重 ね た 三 木 露 風

（18891964） で あ る13）。

　 或 画 家 の え が い た牛

　 或 画 家 の え が い た牛 は 、 真 実 で 、 黙 で 、 そ の

人 の 気 品 が 出 て ゐ る と思 つ た 。

　 そ こ で 私 は 、 或 時 、 微 笑 し な が ら弟 子 に 話 し

た 。

「あ の 男 の え が い た 牛 の 作 品 は 、 彼 画 家 自 身 の

自画 像 と言 つ て も よ い 品 質 即 ち 本 然 の 姿 と こ ・

う と を 有 し て ゐ る と思 ふ よ 。」

　 此 の 私 の 言 葉 を 聞 い た そ の 弟 子 は 、

「画 と い ふ も の は 皆 自 画 像 で す 。」

と言 つ た 。

表1坂 本繁二 郎の描いた牛 （油彩 画）

制作年
1907

1911

1912

1912

1912

1913

1913

1914

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1920

1922

1929

1935

1935

1940

191965

1967

1969

題名
大 島の一 部

海岸
御宿村風景
御宿 村の 一部

うすれ 日

仔牛
牛

海岸 の牛

夕 月

牛

牛
牛
三 月頃の牧 場

牛

牛
キ ャ ンペ レ

春郊牧牛
放牧牛馬

放牧牛馬
水上牛馬
牛

牛
白 い牛

大 き さ

116.8×72.8

80×100

60.7×50.3

23.3×32.6

71.1×116.4

60.5×80.3

71.0×116.5

71.3×117.0

32.1×40.3

23.1×33.0

60.6×80.3

24.2×33.3

60.9×80.4

73.0×116.5

71.0×116.5

32.2×39.5

32.0×41.0

50.4×60.6

31.8×40.8

31.9×41.2

60.5×80.3

31.9×41.2

50.0×61.0

規格
50M

40F

12F

4F

50M

25P

50M

50M

6F

4F

25P

4F

25P

50M

50M

6F

6F

12F

6F

6F

25P

6F

12F

所蔵
福岡市美術館

個人蔵

島根県立美術館

北九州市立美術館

個人蔵
新潟県立近代美術館

石橋美術館

個人蔵

個人蔵

増補版
173

428

182

429

7

187

188

9

190

191

192

193

197

10

211

17

31

40

268

50

419

420

424

発表展
1907、東 京勧 業博覧会

1911、 第5回 文 展

1913、第11回太平洋画会展

1912、 第6回 文 展

1915、 第2回 二 科 展

1920、 第7回 二 科 展

頭数
1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1;馬2

1； 馬2

1； 馬1

1

2

1

情 景、牛 の姿 態 など

点景:通 り抜 け る

牧場;ホ ルスタイン;黒牛;立 つ

自然景 か牧場 か不 明

牧 場?

海岸;ホ ルス タイン;立 つ

海 岸?;黒 牛?;立 つ

海岸;ホ ルスタイン;立 つ

自然 景?;夜?;歩 く

牧 場?;坐 る

牛 舎;立 つ;坐 る

牧 場;坐 る

牧場；ホルスタイン；坐る

牧場;ホ ルスタイン；立つ

牧場；ホルスタイン；坐る

牧場;黒 牛;立 つ;点 景

牧場;ホ ルスタイン;立 つ

自然景； 立つ

自然景；静
自然景;ホ ルスタイン;立 つ

牧 場；坐 る； 後 ろ姿

自然景?;ホ ルスタイン;立 つ

牧 場；坐 る

備考
一部 の み

三等賞

《赤牛》 を切 断。一部

漱石 の評

牛 か馬か不 鮮 明

北辰舎牧場か

40と 同構 図、 習作 か

未完
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　 な る ほ ど 、 さ う い ふ こ と を 言 ふ か と思 つ て 、

私 は黙 つ て ゐ た 。

　 して 見 る と、 或 そ の 画 家 の 作 品 は 、 自 画 像 ら

し くな い 自 画 像 で あ ら う14）。

　 坂 本 の 牛 を彼 の 「自 画 像 」と見 な す な ら ば 、 じ っ

と佇 む1頭 の み を 描 く意 味 も 理 解 しや す い 。 最 晩

年 の 回想 に あ っ た 「大 正 時 代 の 私 は 、 ま る で 牛 の

よ う に 、 牛 を描 き続 け た 」 とい う 口 ぶ り も、 坂 本

自 身 が 描 か れ る 牛 そ の もの で あ る こ と を仄 め か し

て い る 。 ま た 、 こ の 時 期 の 坂 本 に 、 通 常 の 意 味 で

の 自 画 像 が ほ と ん ど な い こ と も、 牛 ＝ 自 画 像 説 を

補 強 す る もの と な る だ ろ う 。1910年 代 の 自 己 探 求

が 、 牛 の 連 作 に な っ て 現 れ た と見 る こ と が 出 来 る 。

　 そ して 第 三 に、 本 稿 の 主 題 に そ っ て 、 禅 の テ ク
ス トが 大 き な役 割 を 果 た して い る こ と を確 認 し て

み た い 。 中 世 以 来 、 禅 の 美 術 で は 数 多 くの 牧 牛 図

が 描 か れ た が 、 仏 典 の 中 で は 、 しば しば 煩 悩 を コ

ン トロ ー ル す る こ と を 、 牛 を飼 い な らす こ と に喩

え た 。 イ ン ドで 聖 な る 動 物 と さ れ た 牛 は 、 様 々 な

仏 典 に 繰 り返 し登 場 し 、 農 耕 文 明 を もつ 中 国 に仏

教 が 東 漸 し た段 階 で 、 牧 牛 の 比 喩 や 多 くの 図 像 が

生 み 出 さ れ た 。 そ の 牛 を モ チ ー フ に した 禅 の テ ク

ス トの 一 つ に 「十 牛 図 」 が あ る 。 坂 本 が 十 牛 図 を

知 っ て い た こ と は 間 違 い な い 。 む し ろ 積 極 的 に作

品 制 作 に利 用 し て い た と さ え 考 え ら れ る の で あ る 。

3.2.「 十 牛 図 」 と坂 本

　 「十 牛 図 」 は 、 「信 心 銘 」 「証 道 歌 」 「坐 禅 儀 」 と

あ わ せ て 、 「禅 宗 四 部 録 」 と呼 ば れ る 参 禅 の 手 引

き で あ る 。 中 国 宋 代12世 紀 に 成 立 し た と考 え ら れ

る頌 と図 の10組 の 組 み 合 わ せ だ 。 異 本 が 複 数 あ る

が 、 日本 で は も っ ぱ ら 、12世 紀 後 半 、 梁 山 廓 庵 に

よ っ て 作 ら れ た もの が 伝 え ら れ 用 い られ た 。 上 田

閑 照 は 以 下 の よ う に 概 説 して い る 。

「十 牛 図 」 と よ ば れ て い る テ キ ス トが あ る 。 牛

を見 失 っ た 牧 人 が 、 再 び 牛 を 見 つ け 出 し 、 野 性

に戻 っ て い た そ の 牛 を牧 い な が ら牛 と の 一 体 を

実 現 して ゆ く と い う 十 コ マ 一 連 の 図 で あ る が 、

そ れ は 、私 達 の ほ ん と う の あ り方 、「真 の 自 己 」

の 自 覚 的 現 成 を十 の 境 位 を 表 わ す 十 個 の 図 と そ

の 間 の 動 的 な 連 関 と が 、 自 己 実 現 の 道 程 とそ の

諸 相 を 示 し、 各 図 ご と に つ け られ た 簡 潔 な 序 と

頌 （詩 ） とが そ の 都 度 の 自 己 の 境 位 の 位 相 を 説

明 し て い る 。 十 二 世 紀 後 半 北 宋 の 末 、 廓 庵 禅 師

に よ っ て 作 ら れ た こ の 十 牛 図 は 、 元 来 は 禅 門 の
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修 行 者 の た め の 基 礎 的 な 手 引 で あ り、 現 在 もそ

の よ う な も の と し て 用 い ら れ て い る の で あ る が 、

そ こ に は 、 私 達 の 「自 己 」 と い う あ り方 の 問 題 、

自 己 が 経 験 経 歴 す る 自 己 の さ ま ざ ま な 様 子 とそ

の 間 の 連 関 が よ く示 さ れ て い る 。 し た が っ て 十

牛 図 を 、 禅 の 事 柄 に 限 ら ず 、 「自 己 の 現 象 学 」

と で も言 い 得 る も の と し て 私 達 自 身 の 上 に読 み

と っ て ゆ く こ と も可 能 で あ る と思 わ れ る 。 十 牛

図 は 、 そ の 都 度 の 段 階 に お い て 自 己 が 自 己 に ど

の よ う に あ らわ れ る か を 示 し な が ら 、 しか も 同

時 に 、 そ の あ ら わ れ を真 の 自 己 に徹 し た 自覚 の

光 に よ っ て 照 ら す こ と に よ っ て 、 そ の 都 度 の 自

己 か ら超 え 出 て 自 己 に徹 す る 道 を 開 き示 す 。 あ

る い は 次 の よ う に も言 う こ と が で き る で あ ろ う 。
一 つ 一 つ の 図 は 、 そ の 都 度 の 自覚 と し て 自 己 が

自 己 を 描 く 自 画 像 、 しか もそ の 描 く働 き に真 の

自 己 が 添 手 を して 描 き 出 さ れ た 自 画 像 で あ る 。

私 達 は 、 私 達 が 実 は そ れ で あ り な が ら ま だ 現 に

そ れ で は な い 私 達 自 身 の 自 己 像 を 次 々 に 見 な が

ら 、 真 の 自 己 へ と促 さ れ て い く15）。

　 真 の 自 己 を 見 出 し て い く10の 段 階 は 、 「第 一 尋

牛 」 「第 二 見 跡 」 「第 三 見 牛 」 「第 四 得 牛 」 「第 五 牧

牛 」 「第 六 騎 牛 帰 家 」 「第 七 忘 牛 存 人 」 「第 八 人 牛

倶 忘 」 「第 九 返 本 還 源 」 「第 十 入 劇 垂 手 」 で あ る 。

廓 庵 に よ る 頌 に 添 え られ た 各 々 の 図 は 、 す べ て 円

相 の 中 に 描 か れ る 。 参 考 図 は 、 周 文 筆 の 伝 承 を も

ち 、 周 文 系 の 画 家 の 手 に な る と 考 え ら れ て い る 相

国 寺 本 で あ る （figs.413）。 以 下 、 十 牛 図 の 大 意

を紹 介 す る 。

　 本 来 の 自 己 を牛 に喩 え た 物 語 は 、 人 が そ の 牛 を

見 失 っ た と こ ろ か ら始 ま る 。 廓 庵 の 序 は 「従 来 失
せ ず 、 何 ぞ 追 尋 を 用 い ん （は じめ か ら 見 失 っ て い

な い の に 、 ど う して 探 し求 め る 必 要 が あ ろ う）」

と述 べ て い る 。 本 来 の 自 己 は 自 分 の 中 に存 在 し て

い る の に 、 そ れ を 見 失 っ て し ま っ て い る の だ 。 喪

失 さ れ た 自 己 の 獲 得 が 十 牛 図 の テ ー マ で あ る こ と

が 明 示 さ れ る （第 一 尋 牛 ）。 よ う や く に し て 探 し

求 め る 牛 の 足 跡 を 見 つ け た 。 経 典 な ど を渉 猟 し 、

知 識 と し て 仏 性 を 把 握 す る 手 掛 か り を つ か ん だ 。

し か し、 足 跡 と牛 と は 違 う 。 ま だ 本 来 の 自己 を獲

得 す る 途 上 で あ る 。 足 跡 は 自 己 獲 得 へ の 道 標 と な

り、 行 くべ き 方 向 は 見 え て き た （第 二 見 跡 ）。 声

を頼 り に し て 、 探 して 求 め て い た 牛 の 姿 を 見 つ け

た 。 しか し ま だ 身 体 の 一 部 で あ る 。 周 囲 は 、 春 の

穏 や か な 光 景 が 包 ん で い る （第 三 見 牛 ）。 よ う や

く捕 ま え た 牛 は 野 外 に 逃 れ て い る う ち に 野 生 に



戻 っ て し ま っ て い る 。 牛 の 鼻 面 を 引 っ 張 っ て い こ

う と し て も 、 言 う こ と を 聞 か な い 。 手 綱 を放 して
し ま っ て は 、 再 び 飼 い な らす こ とは で き な い 状 態

だ （第 四 得 牛 ）。 「牧 牛 」 と は牛 を 飼 い な ら し て 放

し飼 い に す る こ と で あ る 。 よ うや く飼 い な ら した

牛 は 、 手 綱 を 持 た れ て い て も 、 そ れ は た わ み 拘 束

さ れ て い る わ け で は な い 。 頌 に 「牧 し来 っ て 純 熟

し」 と あ る が 、 こ れ は 黒 い 牛 が 純 白 と な る 様 子 を

示 して い る （第 五 牧 牛 ）。 コ ン ト ロ ー ル し き っ た

牛 と 人 は 一 体 とな り、 家 路 に 向 か う 。 人 は 笛 を 吹

き、 後 ろ 向 き に 乗 っ て も 、 牛 は 脇 目 を した り道 を

誤 る こ と も な い （第 六 騎 牛 帰 家 ）。 牛 に ま た が っ

て 家 に 帰 り着 け ば 、 失 わ れ た 自 己 の 姿 で あ っ た 牛

は も う 無 用 と な る 。 「物 我 相 忘 鎮 日 閑 （世 界 も 自

分 も忘 れ 果 て て 一 日 中 の ん び り して い る ）」 （第 七

忘 牛 存 人 ）。 迷 い も な く な り、 悟 りの 境 地 さ え な

く な っ て 、 た だ そ こ に は 無 が あ る 。 図 で は た だ 円

相 の み で 表 さ れ る （第 八 人 牛 倶 忘 ）。 失 っ た 本 来

の 自 己 を 取 り戻 し、 仏 性 を会 得 す る サ イ ク ル を め

ぐ っ た が 、 そ の 営 為 の 間 も 、 自然 は 自然 そ の も の

の ま ま で あ る 。 「水 自 茫 茫 花 自 紅 （川 は 川 で 果 て

も な く、 花 は 花 で 紅 く咲 く の み ）」 （第 九 返 本 還

源 ）。 「入店 」 と は 町 に く る こ と 、 「垂 手 」 と は ぶ

ら り と 手 を 下 げ て何 も しな い こ と で あ る 。 悟 り を

開 い た も の は 町 に 出 て 立 ち つ くす こ と で 、 自 身 の

悟 り を 衆 生 と分 か ち合 う こ とが 求 め ら れ る （第 十

入店 垂 手 ）。

　 十 牛 図 が 坂 本 の 牛 図 連 作 に 影 響 を 与 え た と 考 え
ら れ る理 由 は 、 ま ず 第 一 に 、 自 然 景 の 中 の 牛 一 頭

が モ チ ー フ と し て 共 通 して い る こ とで あ る 。 も ち

ろ ん 、 他 に も様 々 な牧 牛 図 が 自 然 景 の 中 の 牛 を描

い て い て 、 そ の 影 響 も考 慮 す べ き だ ろ う。 こ こ で

十 牛 図 を特 に 強 調 して お き た い 第 二 の 理 由 は 、 後

述 す る よ う に坂 本 に と っ て 円 相 が 大 き な 意 味 を

持 っ て い る か ら で あ る 。 初 期 か ら皿 、 お 椀 な ど の

円 形 モ チ ー フ に 坂 本 は 特 別 の 執 着 を 見 せ 、 そ の モ

fig.4
伝 周 文 《十 牛 図 　第 一 尋
牛 》、 相 国 寺 蔵

fig5
第 二 見 跡

fig.6

第 三 見 牛

fig.7

第 四 得 牛

fig.8

第 五 牧 牛

fig.9
第 六 騎 牛 帰 家

fig.10
第 七 忘 牛 存 人

fig.11
第 八 人 牛 倶 忘

fig.12
第 九 返 本 還 源

fig.13

第 十 入店 垂 手
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チ ー フが 心 の 中 の 円 と な り、 晩 年 に そ れ が 形 に 表

れ る よ う に な っ た と い う指 摘 も あ る16）。 十 牛 図 の

図 像 的 な 二 大 モ チ ー フ は 牛 と同 時 に 円 相 で あ る 。

廓 庵 の 十 牛 図 は す べ て 円 相 の 中 に 描 き表 さ れ 、 第

八 人 牛 倶 忘 は 円 そ の もの に な っ て い る。 坂 本 晩 年

の 月 雲 シ リ ー ズ を生 み 出 す に は 十 牛 図 が 最 も大 き

な 発 想 源 だ っ た と い う 可 能 性 が あ る だ ろ う 。 第 三

に 、 十 牛 図 が 示 す 「直 指 人 心 、 見 性 成 仏 」 の プ ロ

セ ス 、 ダ イ ナ ミズ ム が 坂 本 の 画 業 全 体 に 具 体 的 な

作 品 を通 して 現 れ て い る と思 え る こ と で あ る 。

　 《うす れ 日》 （fig.2） は 、 坂 本 の 牛 図 を初 め て 定
型 化 させ た 作 品 で あ る 。 鎌 倉 円 覚 寺 で の 参 禅 体 験

を 持 つ 夏 目 漱 石 は こ の 牛 を 評 し て 、 「牛 は 沈 ん で
い る 。 もつ と鋭 く云 へ ば 、何 か 考 へ て ゐ る」と語 っ

た17）。 漱 石 の 禅 の 体 験 や 知 識 が 、 無 意 識 的 に 坂 本

作 品 の 理 解 に 影 響 を 与 え て い る。 む し ろ 、 二 人 の

禅 体 験 が 共 鳴 し合 っ て い る と い っ た ほ うが よ い だ

ろ う 。 描 か れ た 牛 が 「考 え て い る 」 状 態 に あ る こ

とは 、 す な わ ち 、 描 い た 坂 本 が 考 え て い る こ と な

の で あ る 。 背 景 の 波 立 つ 海 面 の 異 様 な 高 さ 、 近 景

か ら背 景 ま で に 一 様 な 筆 致 は 、 渾 然 と思 念 す る 人

間 の 姿 を 想 起 さ せ る 。 坂 本 は ま だ 大 悟 し た わ け で

は な い 。 こ の 作 品 で は 、む しろ 十 牛 図 の 中 で は 「見

牛 」 あ る い は 「得 牛 」 あ た り に あ た る の で は な い

か 。 煩 悩 の 海 の 中 に お ぼ ろ げ に見 え 始 め た真 の 自

己 を提 示 し え た作 品 と 理 解 した い 。

4.坂 本 作 品 と禅 の テ ク ス ト

市 美 術 館 蔵 、fig.14） は 、19o7年 春 の 東 京 勧 業 博

覧 会 に 出 品 す る こ と を期 して 取 り組 ま れ た 大 作 で

あ り、 入 選 して 事 実 上 の デ ビ ュ ー作 と な っ た 。 こ

の 作 品 に つ い て 、 坂 本 は 後 年 、 以 下 の よ う に 語 っ

て い る 。

島 に は 井 戸 が 少 な く井 戸 の ほ と りは 毎 日水 を 汲

む 女 で 賑 わ い ま した 。 宿 は 井 戸 の 側 に あ り、 私

は 二 階 の 窓 か ら見 え る 周 辺 の 景 色 を 描 くこ と に

し ま した 。 だ が い く ら頼 ん で も 島 の 娘 た ち が モ

デ ル に な っ て く れ ませ ん 。 しか た な くい ろ い ろ

の 女 性 の 印 象 を ま と め て 人 物 を 描 き ま し た 。「大

島 の 一 部 」 と い う作 品 で す18）。

1906年 夏 に 伊 豆 大 島 を 森 田 恒 友 と訪 れ た 坂 本 は 、

滞 在 す る 宿 の2階 の 部 屋 の 窓 か ら 見 え る 風 景 を 描
い た 。 し か し 窓 か ら の 写 生 そ の も の で は な く、

様 々 に 取 材 した 個 々 の 光 景 の 組 み 合 わ せ で あ っ た 。

洗 濯 もの を 干 す 人 物 、 洗 濯 も の を洗 う女 性 、 水 を

呑 む 子 ど も な ど が 中 景 に 配 さ れ て い る 。 近 景 に描

か れ た の が 、 牛 と、 頭 に 果 物 籠 を 載 せ て 牛 を 牽 く

女 性 で あ る 。

人 気 の な い 雑 木 林 の 下 蔭 道 を 兎 もす る と御 婆 さ

ん な ど が 牛 を牽 い て ポ トポ トや つ て くる 、 い き

ず り に今 日 は ー と語 調 の 長 い そ し て 優 し い 小 児

の 様 な 声 で 挨 拶 す る 、 引 か れ た 牛 は ノ ッ ソ リ

ノ ッ ソ リ歩 い て 行 く、 た ま らぬ 程 面 白 い19）。

4.1.《 大 島 の 一 部 》 と 「牛 過 窓 櫺 」

　 以 下 で は 、 坂 本 の2作 品 と禅 の 公 案 と の 関 わ り

を 具 体 的 に 考 察 し て み よ う。 《大 島 の 一 部 》 （福 岡

　 大 島 で 眼 に し た 牛 の 光 景 に 、 坂 本 は 強 い 感 興 を

抱 い た 。 そ れ を作 品 に挿 入 す る の に 、 何 の 不 思 議

も な い こ と だ ろ う。 こ こ で 興 味 深 い の は 、 臀 部 と

尾 の み を 画 面 に入 れ た 、 そ の 牛 の ト リ ミ ン グ の 不

自然 さ に あ る 。

　 こ の 作 品 は 坂 本 の 牛 図 の 定 型 が 出 来 上 が る 前 の

も の で あ る 。 し か し、 牛 が 画 面 に 描 き込 ま れ た 第
一 作 で あ り、 縦 横 の 違 い は あ る が 、 後 の 定 型 と 同

じ50号M型 の カ ン ヴ ァ ス を 用 い て い る 。 画 面 左

下 に あ る牛 の 臀 部 は 、 片 隅 に あ る と は い え 、 近 接

して か な り大 き く採 り上 げ ら れ た 題 材 で あ る 。 比

較 し て み た い 禅 の テ ク ス トは 、 『無 門 関 』 第38則
に あ る 公 案 だ 。

fig.14
坂 本 繁 二 郎 《大 島 の 一 部 》
1907年 、福 岡 市 美 術 館 蔵

『無門関』第38則　牛過窓櫺
五祖 日、譬如水枯牛過窓櫺、頭角四蹄都過了、
因甚麼尾 巴過不得
五祖が言われた、「たとえば水牛 が通 り過 ぎる
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の を、 窓 の 格 子 越 し に 見 て い る と 、 頭 、 角 、 前

脚 、 後 脚 とす べ て 通 り過 ぎ て し ま っ て い る の に 、

ど うい う わ け で 尻 尾 だ け は 通 り過 ぎ な い の だ ろ

う か 」20）。

　 白 隠 が 、 「難 透 」 と位 置 づ け た8つ の 公 案 の 一 つ
で あ る 。 修 行 僧 で は な い 坂 本 は 、 公 案 を 透 過 す る

こ と を 目指 す わ け で は な い 。 お そ ら く テ ク ス ト を

読 ん だ と き に 、 小 杉 放 菴 の よ う に 面 白 く興 味 深 く

感 じ 、 脳 裏 に と ど め て お い た もの だ ろ う 。 画 面 を

も う一 度 見 て み よ う 。 左 手 前 に 最 も近 接 す る 牛 。

そ こ か ら 主 要 モ チ ー フ が ジ グ ザ グ に奥 へ と移 行 す

る 。 牛 か ら右 に 薪 の 重 な り、 そ の 左 奥 に洗 濯 す る

女 性 、 ま た そ の 右 奥 に洗 濯 も の を 干 す 女 性 。 遠 近

法 の 消 失 点 は 画 面 右 上 に あ る。 い わ ば 、 視 点 を移

動 させ る 出 発 点 に 牛 が 位 置 し て い る 。 こ の 《大 島
の 一 部 》 が こ の 公 案 を 主 題 に して い る と は 言 え な

い 。 しか し、 モ チ ー フ の 構 築 の 中 に 大 き な 影 を落

と し て い る 可 能 性 を こ こで は 指 摘 し て お き た い 。

は 九 州 に 変 わ り、 主 た る モ チ ー フが 牛 か ら 馬 に 変

わ っ た 。 色 調 も 中 間 色 を 多 用 す る よ う に な る 。 渡

仏 、 す な わ ち 西 へ 向 か う こ と と 、 こ の 作 品 は どの

よ う な 関 わ りを 持 っ て い る の だ ろ う か 。 制 作 に 関

し て 、 坂 本 は 興 味 深 い こ と を 発 表 直 後 に 残 し て い

る 。

　 二 科 会 に 出 品 し た 「牛 」 は去 年 か ら手 を つ け
て ゐ た もの で あ つ た 。 私 の 住 居 の 近 所 に あ っ た

牧 場 の 一 隅 で 、 春 の 芽 立 つ た ば か りの 若 柏 と一

匹 の 牛 を 図 に 入 れ て か き は じ め た 。 曇 つ た 午 後
の 光 景 で あ る 。

　 今 迄 の 失 敗 に こ りて 、 其 の 場 で は ス ケ ッ チ だ

け に止 め て 、 家 に か へ つ て 改 め て 製 作 す る こ と

に し て ゐ た 。 が 、 こ ん な こ と か ら 意 外 に 暇 取 つ

て 、 何 時 の 間 に か 柏 の 芽 が す つ か り の び て し ま

つ た の で 止 む を得 ず 中 止 した 。 そ し て 今 年 の 同

じ季 節 に や つ と か き上 げ る こ とが 出 来 た の で あ
つ た22）。

4.2.《 牛 》 と 「庭 前 栢 樹 」

　 《牛 》 （1920年 、 石 橋 美 術 館 蔵 、fig.3） に つ い て 、
画 業 全 体 を振 り返 っ た 晩 年 の 坂 本 は 以 下 の よ う に

語 っ て い る 。

　 ヨー ロ ッパ 行 きの き っ か け に な っ た の は 、 大
正9年 の 二 科 展 に 出 品 し た 「牛 」 が 、 発 端 と言

え る か も しれ ま せ ん 。 一 口 で 言 え ば 、 日本 人 的

と い う か 東 洋 人 独 特 の 内 的 深 み を 油 絵 で 盛 り上

げ る こ と を 目 ざ す 私 と して は 、 この 重 々 し く、

黒 一 色 で う ず く ま る 「牛 」 を 発 表 す る こ と で 、

私 の 目標 を か か げ 、 「坂 本 は こ の 世 界 に 生 き続

け る」 こ と を宣 言 し た よ う な 形 に な り、 世 間 も

そ う受 け 取 っ た よ う で す 。 「そ れ な ら ヨ ー ロ ッ
パ に行 き、 油 彩 の 伝 統 を生 み 出 し た本 場 で 、 身

も心 も浸 りつ け 、 そ こ に何 を 見 出 す か 、 仕 事 に

目標 に信 念 に 、 と に か く否 定 に し ろ肯 定 に し ろ 、
一 見 す る 価 値 が あ る 」 と洋 行 帰 りの 友 だ ち に す

す め ら れ た の で す 。 私 も そ の 論 に は 反 対 で き ま

せ ん で した21）。

　 自信 作 の 出 来 上 が り に 満 足 そ う な 坂 本 の 顔 が 思
い 浮 か ぶ 。 こ こ で 強 調 した い の は 、 渡 仏 の き っ か

け に こ の 作 品 を 位 置 づ け て い る こ とだ 。 フ ラ ンス
の 同 時 代 美 術 を 高 く評 価 す る こ と の な か っ た 坂 本

だ が 、 結 果 的 に フ ラ ンス 体 験 は大 き な転 換 を も た

ら した 。 活 動 拠 点 は 、 渡 仏 前 の 東 京 か ら帰 国 後 に

　 坂 本 は 柏 の 木 に異 様 な執 着 を示 して い る 。 描 き

始 め の 頃 と柏 の 葉 の 様 子 が 変 わ っ た か ら と い っ て 、

制 作 を1年 先 に 延 ば し て い る の で あ る 。 こ こ で 想

起 した い 公 案 は 、 同 じ く 『無 門 関 』 の 第37則 に あ

る 「庭 前 栢 樹 」 で あ る 。 因 み に、 こ の 公 案 は 関 山

慧 玄 （12771360） が 「賊 機 有 り」、 す な わ ち 、 盗

賊 が 根 こ そ ぎ奪 い 去 る よ う な圧 倒 的 な 力 を も っ て

仏 法 に 開 眼 させ る もの だ 、 と評 して い る 。

『無 門 関 』 第37則 　 庭 前 栢 樹

趙 州 、 因 僧 問 、 如 何 是 祖 師 西 来 意 。 州 云 、 庭 前

栢 樹 子 。

趙 州 和 尚 に あ る僧 が 、 「達 磨 大 師 が は る ば る イ

ン ドか ら や っ て こ ら れ た 意 図 は 何 で す か 」 と尋

ね た 。 す る と 趙 州 は 、 庭 を指 さ し て 「あ の 柏 の

樹 じ ゃ」 と答 え られ た23）。

　 「祖 師 西 来 意 」 と は 、 禅 の 宗 祖 達 磨 が イ ン ド （西

方 ） か ら 中 国 に 渡 来 し て 伝 え よ う と し た仏 法 の 真

髄 を さす 。 古 来 、 様 々 に 祖 師 た ち が 議 論 の 題 材 と

した 。 こ れ を め ぐる 公 案 は 他 に も多 々 あ る24）。 「庭

前 栢 樹 」 と坂 本 の 世 界 との 対 応 を 考 え て み よ う 。

　 洋 画 家 坂 本 に と っ て 西 方 か ら 日 本 に や っ て き た

も の と は 、 洋 画 そ の も の に 違 い な い 。 画 面 の 中 で

は 、 坐 禅 を 組 む よ う に牛 が 座 り込 み 柏 の 木 を 見 つ

め て い る 。 自 己 像 と し て の 牛 が 坂 本 そ の 人 だ とす

れ ば 、 「祖 師 西 来 意 」 で あ る 柏 の 木 は 油 彩 画 の 真
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髄 と い う こ と に な ろ う 。 《う す れ 日》 で 真 の 自 己

を掴 み 始 め た 坂 本 は 、 こ の 《牛 》 で 、 自 己 像 の 一
つ の 結 論 と油 彩 画 観 の 一 つ の 結 論 を 同 時 に提 出 で

き る こ と に な っ た 。 「重 々 し く、 黒 一 色 で う ず く

ま る 『牛 』 を 発 表 す る こ とで 、 私 の 目標 を か か げ 、

『坂 本 は こ の 世 界 に 生 き 続 け る 』 こ と を 宣 言 し

た」 と は 、 そ う し た 坂 本 の 境 位 を 表 出 で き た こ と

を い うの だ ろ う 。

4.3.月 雲 シ リ ー ズ と 月 輪

　 晩 年 、 坂 本 が 取 り組 ん だ 連 作 に 月 雲 （fig.15）
が あ る 。

　 数 年 前 か ら 、 画 題 は も っ ぱ ら 「月 雲 」 に 向 け

ら れ て い ま す 。 ほ か の 絵 を頼 ま れ て 、 そ の 途 中 、

池 面 に 映 っ た 満 月 の 姿 、 深 夜 、 小 窓 か らふ と な

が め た 月 の 静 か さ の な か に秘 め た あ ふ れ る よ う

な 充 実 感 に打 た れ て の こ と で す が 、 老 い の 心 境

が 月 に モ チ ー フ を 求 め た の か も し れ ませ ん25）。

　 月 は や は り満 月 が い い 。 欠 け た 月 は ど う し て

も力 が た りな い26）。

　 坂 本 は 月 の 中 で も 満 月 に拘 っ た 。 仏 教 で い う と
こ ろ の 月 輪 で あ る 。 そ もそ も仏 法 が 仏 像 以 前 に最

初 に 図 像 化 さ れ た の は 、 法 輪 、 す な わ ち 円 で あ っ

た 。 以 来 、 円 形 は 様 々 な ヴ ァ リエ ー シ ョ ン を加 え

な が ら 、 仏 性 の 象 徴 と して 用 い ら れ て き た 。 中 で

も 円 を 最 も重 要 視 して い た の が 禅 宗 で あ る 。 柳 田

聖 山 は 、 円 相 の 初 出 に つ い て 以 下 の よ う に 述 べ て
い る 。

禅 の 本 に お け る 円 相 の 初 見 は 、 お そ ら く は

『宝 林 伝 』 で な か ろ う か 。 こ の 本 は 、 唐 代 中 期

fig.15
坂 本 繁 二 郎 《月 》
1966年 、 無 量 寿 院蔵
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に 新 し く登 場 す る 、 馬 祖 の 禅 の 由 来 を説 くの が

目的 で あ る 。 円 相 は 、 西 天 第 十 四 祖 龍 樹 の 、 説

法 の 場 面 に あ らわ れ る 。 龍 樹 が 説 法 の た め に 坐

に の ぼ る と 、 そ の 姿 が 消 え て 月 輪 相 に変 わ る の

で あ る 。 龍 樹 の声 は 、 円 相 の う ち よ り聞 こ え 、

弟 子 た ち を 円 相 の う ち に包 む 。 説 法 が 終 わ る と、

円 相 が 消 え て ふ た た び 龍 樹 が 姿 を あ ら わ す 。 こ

の 一 段 は 、 『祖 堂 集 』 に も 『伝 燈 録 』 に も う け

つ が れ て 、 禅 の 歴 史 の 名 所 の 一 つ と な る 。 周 知

の よ う に 、 わ が 道 元 の 『正 法 眼 蔵 』 の 「仏 性 」

は 、 明 州 育 王 山 に お い て 、 こ の 場 面 を え が く壁

画 を見 た 感 動 を 中 心 テ ー マ と し て い る 。 円 相 は

月 輪 で あ り、 仏 性 の シ ン ボ ル で あ る 。 そ こ に は

聖 牛 の 場 合 と 同 じ く、 特 殊 な神 秘 性 が 含 ま れ る 。

道 元 の 「仏 性 」 も、 も ち ろ ん そ の う ち に あ る27）。

　 以 後 、 円 相 は 禅 の 中 で 大 き な位 置 を 占 め て き た 。

中 国 の 祖 師 た ち は 、 空 中 に 円 相 を描 く こ と を好 ん

だ 。 例 え ば 『碧 巌 録 』 に は 、 以 下 の よ う な 公 案 が

載 る 。

第 三 十 三 則 　 陳 操 看 資 福

　 陳 操 尚 書 看 資 福 。 福 見 来 、 便 画 一 円 相 。 操 云 、

弟 子 恁 麼 来 、 早 是 不 著 便 。 何 況 更 画 一 円 相 。 福

便 掩 却 方 丈 門28）。

　 陳 操 尚書 が 資 福 に 会 お う と し た 。 資 福 は 来 る

の を見 る と、 空 中 に 円 を 描 い た 。 陳 操 「弟 子 が

こ の よ う に や っ て 来 た の に 、 は な か らつ い て い

な い 。 そ の う え 空 中 に 円 を 描 く と は 」。 資 福 は

居 室 の 扉 を 閉 め て し ま っ た29）。

　 資 福 如 宝 は 馬 祖 ・仰 山 下 の 尊 宿 で 、 空 中 に 円 相
を 描 く の は仰 山系 の 禅 匠 た ち の お 家 芸 で あ っ た 。

　 紙 幅 に 一 筆 で 描 き付 け た 円 相 図 が 確 立 す る の は 、

日 本 に お い て で あ る 。 ク ル ト ・ブ ラ ッ シ ュ に よ る

と、 現 存 す る 最 古 の 円 相 画 は 養 叟 宗 頤 （1376

fig.16
養 叟 宗 頤 《円相 図 》
1455年



1458） の 作 品 （fig.16） だ と い う30）。 以 後 、 盤 珪 永

琢 （16221693）、 白 隠 慧 鶴 ら、 多 く の 禅 僧 が 円 相

図 を描 い て い る 。 既 述 の よ う に 、 東 海 猷 禅 の 最 期
で も遺 偈 の 後 で 円 相 を描 こ う と した と伝 え られ て

い る31）。

　 描 き終 わ る と始 め も終 わ り も な く な る 円 相 は 、

仏 性 の シ ン ボ ル に 相 応 しい 。 円 環 に よ っ て 内 側 と

外 側 の 区 別 が 生 じ る が 、 祖 師 た ち は そ の 区 別 を乗

り越 え て み よ 、 と修 行 す る 雲 水 た ち に 迫 っ て い る 。

円 は 仏 性 の シ ン ボ ル と な る と 同 時 に 、 機 縁 と も な

る 有 効 な 図 形 で あ っ た 。 坂 本 は 月 輪 の 輪 郭 を 、 雲

で 掩 う こ と に よ っ て 不 分 明 な も の に して い る 。 こ

こ で も内 と外 と が 溶 け あ う よ う に 光 り を放 っ て い

る 。

　 「満 月 の …… あ ふ れ る よ う な 充 実 感 」 に 心 打 た

れ た と坂 本 は 語 っ て い る が 、 自然 現 象 の 美 し さ だ

け が 月 雲 シ リ ー ズ の き っ か け で は あ る ま い 。 十 牛

図 、 円 相 図 の 図 像 が 、 坂 本 の 心 の 奥 襞 に染 み 込 ん

で い た か ら と考 え る べ き だ ろ う。

5.む す び―― 禅 画 と し て の 坂 本 作 品

　 禅 の 公 案 を 絵 画 化 した の は 、 も ち ろ ん 坂 本 だ け

で は な か っ た 。 た と え ば 、 小 山 正 太 郎 の 弟 子 ・中

村 不 折 （18661943） の 《廓 然 無 聖 》 （1914年 、 東

京 国 立 近 代 美 術 館 蔵 ）が あ る 。 『碧 巌 録 』第1則 「武

帝 問 達 磨 」 に 拠 る作 品 だ が 、 対 話 す る 達 磨 と梁 武

帝 の 二 人 の 姿 は 、 中 村 が 公 案 を説 話 画 あ る い は 歴

史 画 の 題 材 と して 扱 っ て い る こ と を物 語 る 。 坂 本

の 禅 テ ク ス トへ の ア プ ロ ー チ と は ま っ た く異 な る

もの だ 。

　 坂 本 は 禅 の テ ク ス ト に ま ず 、 画 家 と して の 関 心

か ら入 っ た 。 作 品 に 引 用 で き る 図 像 に 眼 を つ け る。

牛 の 尾 、 柏 の 木 、 月 輪 な ど を 画 面 に取 り込 む こ と

は 、 一 見 、 断 片 的 で 恣 意 的 な禅 の 利 用 に 見 え る か

も知 れ な い 。 しか し、 そ う した 営 為 の 根 の 部 分 で
は 、 真 に禅 精 神 に裏 打 ち され た 思 念 が 見 え か くれ

す る 。1910年 代 の 坂 本 は 以 下 の よ う に も述 べ て い

る 。

　画が進歩す ると云ふ事 も、先づ画者が 自分 自
身 を何れ丈調べ得 たか、随つて何れ丈確 実な自
分の歩調を踏み出 し得たか と云ふ ところか ら起
る可 き筈である。自分を調べ得 なければ得 ない
丈確実 な歩調が現 はれ得 ない、確実の度がうす
ければうすい丈云ふ迄 もな く進行の意味は薄弱
となる32）。

　 禅 で は 、 あ らゆ る もの に 仏 性 が あ る と さ れ 、 そ

れ を坐 禅 、 作 務 な ど を 通 じ て 、 知 識 と して で は な

く全 身 全 霊 で 感 得 す る こ とが 求 め ら れ る 。 自分 の

中 に も あ る 仏 性 を 、 自 ら の 力 で 探 り出 さ な くて は

な ら な い 。 「直 指 人 心 、 見 性 成 仏 」 と は そ う し た

仏 性 を見 極 め る こ と 、 真 実 の 自 己 に 出 会 う こ とで

あ る 。 坂 本 が 、 禅 に極 め て 近 い 考 え 方 を して い た
こ とが 分 か る だ ろ う。

　 「禅 画 」 と い っ て 一 般 的 に 意 味 す る と こ ろ は 、

狭 義 で は 白 隠 ら江 戸 期 の 臨 済 僧 が 描 い た 水 墨 や 淡

彩 の 紙 本 作 品 を さ す 。 広 義 で は 、 現 代 に い た る 禅

僧 に よ る 禅 風 の 絵 画 を 意 味 す る だ ろ う 。 題 材 や 表

現 に禅 味 を 加 え た だ け の 「禅 風 の 」 作 品 を厳 し く

指 弾 した 柳 宗 悦 は 、 禅 以 前 の 作 品 に も禅 精 神 に 適

う もの が あ る とす る 。 そ れ を 敷 衍 して 以 下 の よ う

に語 る 。

禅 風 に 専 門 化 さ れ た 作 だ け が 禅 的 な の で は な い 。

寧 ろ 美 しい も の は何 等 か の 意 味 で 皆 禅 的 だ と見
る 方 が 妥 当 で あ ら う。 禅 は 普 遍 的 な真 理 で は な

か つ た ら う か33）。

　 坂 本 の 、 自 己 探 求 を究 め る 祈 りの よ う な 制 作 活

動 は 、 さ ら に緩 や か に 語 義 を 理 解 す る な ら ば 、 油

彩 に よ る 禅 画 と呼 ん で も差 し支 え な い の で は な い

だ ろ うか 。 「絵 は 宗 教 」 だ と語 る 坂 本 に と っ て 、

絵 画 制 作 は 生 き る こ と そ の もの で あ っ た の で あ る 。
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