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伊 

藤 
 

洋 

明

１

１

月

３

日

は

「

文

化

の

日

」
。
明

治

天

皇

誕

生

日

を

記

念

し

て

「

明

治

節

」

と

呼

ば

れ

て

い

た

こ

の

日

が

、「

文

化

の

日

」

と

名

を

変

え

て

国

民

の

祝

日

に

な

っ

た

の

は

、

１

９

４

８

年

７

月

制

定

の

「

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

」

に

よ

る

。

だ

か

ら

、

今

年

で

６

０

回

目

。「

文

化

」

の

日

は

、

明

日

め

で

た

く

還

暦

を

迎

え

る

。

 

こ

れ

ほ

ど

歴

史

を

重

ね

た

旗

日

だ

が

、

そ

れ

で

い

て

肝

心

の

「

文

化

」

と

は

何

ぞ

や

と

尋

ね

ら

れ

る

と

ぐ

っ

と

詰

ま

っ

て

し

ま

う

の

は

、

筆

者

だ

け

で

は

あ

る

ま

い

。

 

そ

こ

で

、

例

に

よ

っ

て

辞

書

を

引

い

て

み

る

と

、

①

文

徳

で

民

を

教

化

す

る

こ

と

。

②

世

の

中

が

ひ

ら

け

て

生

活

が

便

利

に

な

る

こ

と

。

文

明

開

化

。

③

人

間

が

自

然

に

手

を

加

え

て

形

成

し

て

き

た

物

心

両

面

の

成

果

（

『

広

辞

苑

』
）
、

な

ど

と

あ

る

。

①

は

武

装

化

の

反

対

語

で

江

戸

時

代

の

元

号

「

文

化

」
・
「

文

政

」

な

ど

は

こ

こ

か

ら

来

た

も

の

で

あ

っ

た

か

ら

と

り

あ

え

ず

関

係

無

さ

そ

う

だ

。
②

は
「

文

化

鍋

」

や

「

文

化

住

宅

」

の

類

だ

か

ら

こ

れ

も

無

縁

な

よ

う

だ

。

す

る

と

「

文

化

の

日

」

の

「

文

化

」

は

お

そ

ら

く

③

の

意

味

な

の

で

あ

ろ

う

。

他

の

辞

書

に

は

、

前

記

③

を

補

足

し

て

、

④

特

に

、

哲

学

・

芸

術

・

科

学

・

宗

教

な

ど

の

精

神

的

活

動

、

お

よ

び

そ

の

所

産

。

物

質

的

所

産

は

文

明

と

よ

び

、

文

化

と

区

別

さ

れ

る

（
『

大

字

泉

』
）
、

と

あ

る

。

こ

う

明

か

さ

れ

て

も

、

ま

す

ま

す

分

か

ら

な

く

な

る

の

が

「

文

化

」

の

難

し

い

と

こ

ろ

だ

。

 

筆

者

は

こ

れ

ら

よ

り

は

る

か

に

分

か

り

易

い

定

義

を

用

意

し

て

い

る

。

出

典

は

、

ジ

ョ

ル

ジ

ュ

・

バ

タ

イ

ユ

で

あ

る

。

彼

は

名

著

『

呪

わ

れ

た

部

分

』
（

生

田

耕

作

訳

・

二

見

書

房

）

の

中

で

こ

う

言

う

。

「

文

化

と

は

、
過

剰

性

と

い

う

人

類

の

呪

わ

れ

た

部

分

を

蕩

尽

す

る

こ

と

」

だ

と

。

 

ま

ず

、

個

人

や

集

団

の

活

動

は

必

ず

必

要

最

低

限

以

上

の

過

剰

性

を

作

り

出

し

て

し

ま

う

と

バ

タ

イ

ユ

は

言

う

。

彼

は

、

そ

の

原

因

は

地

球

に

降

り

注

ぐ

太

陽

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

の

過

剰

性

の

た

め

で

、

そ

の

過

剰

性

を

廃

棄

す

る

行

為

を

「

文

化

」

と

定

義

す

る

。

 

そ

う

い

え

ば

、

人

類

が

不

確

実

な

狩

猟

に

頼

っ

て

い

て

生

き

る

の

が

精

一

杯

の

時

代

か

ら

、

農

業

に

よ

っ

て

食

物

の

貯

蔵

が

可

能

に

な

っ

て

明



日

を

煩

わ

な

く

な

っ

た

農

耕

時

代

に

入

る

や

否

や

死

の

恐

怖

を

知

る

よ

う

に

な

っ

て

「

宗

教

」

が

出

現

し

た

こ

と

、

そ

う

な

っ

て

か

ら

生

産

性

向

上

の

た

め

の

「

科

学

」

を

創

始

し

て

い

る

こ

と

な

ど

、

現

在

「

文

化

」

と

定

義

さ

れ

る

も

の

は

ま

さ

に

余

剰

の

出

現

に

依

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

封

建

社

会

の

王

侯

貴

族

が

所

持

し

て

い

た

金

蒔

絵

の

絢

爛

豪

華

は

、

彼

ら

が

封

ず

る

社

会

の

生

産

活

動

が

よ

ほ

ど

活

発

に

な

っ

て

い

た

こ

と

の

証

左

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

ま

さ

に

「

文

化

」

は

過

剰

の

「

蕩

尽

」

な

の

で

あ

る

。

 

サ

ヴ

ァ

ラ

ン

菓

子

で

有

名

な

ブ

リ

ア

・

サ

ヴ

ァ

ラ

ン

は

名

著

『

美

味

礼

讃

』

の

巻

頭

に

こ

う

書

い

て

い

る

。

一

、

禽

獣

は

食

ら

い

、

人

間

は

食

べ

る

。

教

養

あ

る

人

に

し

て

初

め

て

食

べ

方

を

知

る

。
一

、

ど

ん

な

も

の

を

食

べ

て

い

る

か

言

っ

て

み

た

ま

え

。

君

が

ど

ん

な

人

で

あ

る

か

、

い

い

当

て

て

み

せ

よ

う

、

と

（

関

根

・

戸

部

訳

『

岩

波

文

庫

』
）
。

食

も

ま

た

「

文

化

」

で

あ

る

。 

こ

こ

ま

で

、

長

々

と

「

文

化

」

に

つ

い

て

論

じ

て

き

た

の

は

他

で

も

な

い

。

私

た

ち

の

住

む

こ

の

山

梨

県

の

「

文

化

」

状

況

は

ど

う

な

の

だ

ろ

う

か

と

問

い

た

か

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

 

あ

る

人

は

、

人

口

当

た

り

有

り

余

る

ほ

ど

有

る

「

文

化

会

館

（

公

民

館

）
」
・
「

図

書

館

（

学

習

館

）
」
・
「

博

物

館

（

展

示

資

料

館

）
」
・
「

美

術

館

」
、

「

ス

ポ

ー

ツ

施

設

」

の

豊

か

さ

、

他

県

か

ら

帰

っ

て

く

る

と

急

に

良

く

な

る

山

梨

の

道

路

な

ど

ま

で

を

挙

げ

て

、

こ

れ

ぞ

「

文

化

県

山

梨

」

の

象

徴

だ

と

胸

を

張

る

。

 

ま

た

一

方

、

口

さ

が

な

い

人

は

、

山

梨

は

「

文

化

不

毛

県

」

だ

と

反

論

す

る

。

図

書

館

数

が

多

い

と

い

う

が

、

蔵

書

の

無

い

図

書

館

は

図

書

館

と

は

言

わ

な

い

。
「

文

化

会

館

」

で

や

っ

て

い

る

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

は

ド

演

歌

の

歌

謡

シ

ョ

ー

ば

か

り

。
公

民

館

は

、

老

人

ク

ラ

ブ

の

詩

吟

発

表

会

と

御

詠

歌

の

練

習

会

以

外

に

は

ガ

ラ

ガ

ラ

。

公

営

グ

ラ

ウ

ン

ド

で

や

っ

て

い

る

ス

ポ

ー

ツ

と

い

え

ば

ゲ

ー

ト

ボ

ー

ル

だ

け

。

な

ん

で

こ

れ

が

文

化

県

と

い

え

る

の

か

、

と

手

厳

し

い

。

 

両

者

の

言

い

分

を

足

し

て

２

で

割

る

と

こ

う

な

る

。

こ

の

県

で

は

、

箱

物

と

道

路

が

過

剰

の

蕩

尽

で

あ

っ

て

、

こ

れ

を

文

化

と

混

同

し

て

き

た

の

で

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

だ

。

こ

れ

を

要

す

る

に

、

山

梨

の

文

化

は

、

バ

タ

イ

ユ

の

言

う

「

過

剰

の

蕩

尽

」

の

原

始

的

な

形

態

、

つ

ま

り

、

県

民

が

作

り

出

し

た

少

し

ば

か

り

の

過

剰

を

、

ほ

と

ん

ど

加

工

し

な

い

で

生

の

ま

ま

蕩

尽

し

て

き

た

と

い

う

レ

ベ

ル

に

あ

る

、

と

。

 

ブ

リ

ア

・

サ

ヴ

ァ

ラ

ン

の

問

い

か

け

に

応

え

て

、

普

段

食

べ

て

い

る

も

の

が

正

直

に

答

え

ら

れ

、

禽

獣

で

な

く

人

間

と

し

て

の

食

事

マ

ナ

ー

を

他

人

に

見

せ

ら

れ

る

か

、

６

０

回

目

の

文

化

の

日

を

機

に

じ

っ

く

り

と

考

え

て

み

て

は

ど

う

だ

ろ

う

。

 


