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　金沢 とい う町 は ， 今日京都 と並 ん で 日本にお け る 伝統文

化そ の もの が生 きて い る 町 と して 広 く知 られ て い る た め に ，

多 くの 観光客の 皆さん が ， 日本人 の 心 の ふ る さ と と して 金

沢を訪れ られ る の だ と思い ま す 。 事実金 沢 の 町を歩 い て み

ます と ， 10軒に 1軒 くらい は 九谷焼 を売る 店とか，加賀友

禅 を展示 し て い る店 が あ る く らい
， 金 沢 の 町 に は 伝統文化

と何 ら か の か か わ 1）あ い の あ る お 居 がずい ぶ ん あ る こ とに

気づ か れ た と思い ます 。
つ ま り金沢の 町 は今日伝統文化 が

生きて い る 町 だ とい うこ と が お分 か りい た だ け た と思 い ま

す 。 し か し こ うし た意味で 金沢 の 町 へ 来 て み る とJ 金沢 の

町 で 見 る と こ ろ の あ る の は 「兼六 園」 と 厂忍者寺」 くら い

で あ っ て，寺町適 り とい うこ とで 寺町 へ 行 っ て み て も，京

都 の よ うに 建築物や庭園を鑑賞す る よ うな寺院 は 1軒 もな

く， 京都 と 並 ん で 金沢 とい うよ うな キ ャ ッ チ フ レ ーズ で 金

沢 へ や っ て きて も，本当 に見 る所 の な い 町 で あ る ， とい う

よ うな お 話 をよ く耳に します。 し か し こ の こ と は最初に 申

し あげ た よ うに，金沢 の 町 は 見 る 観光 の 町 とい うよ り も，

現在の 金沢の 町 に 生 きて い る伝統 文 化 そ の もの を 味わ う町

で あ っ て ，
い うな れ ば点の 観光 とい うよ り も広が りの あ る

面 の 生活 を 味わ う観光 の 町，伝統文 化 の 町 で あ る とい うこ

とを知る必 要があ る と思 わ れ ま す 。 した が っ て 2 〜 3 泊も

して ， 特 に 冬場 1 〜 2 月ごろ に 目本海の 荒波で とれ る 魚を

食 卓に して ， 雪 見酒 で，友禅 の 着物を着た接待 さ ん を側 に

して ， 極統工 芸を器に使い な が ら生 活 を昧わ うそ ん な町 で

あ る と思わ れ ます e 岡じ宵 い 僧統的な 町 で あ っ て も，例 え

ば 山 口 県 の 萩 の 町 や 木 曾路 の 妻籠 の 町 を思 い 出 して い た だ

ければ よ く分 か り ます が ， こ ん な こ と を申 しあげて は しか

られ る か も知れ ま せ ん が ， こ れ らの 町 は ， 明治 な り，江戸

な りの 時代 で ス トッ プ して い る 町 で あ っ て ， 現在 の 町 で は

ない ． しか し金沢の 町をみ てみ る と， 金沢は伝統的な もの

が，今 日の 現在の 生活 の 中に 生 か され て ， 生 きて い る町 で

あ り，古 い も の あ り， 新 しい もの あ り ， そ れ らが一
体 とな

っ て 見事 に 調和 し て い る 町 で あ っ て ， 過去 の あ る もの を売

り もの に す る よ うな町 で は な い と こ ろ が ， 金沢の 町 の 今 日

的 な 「よ さ」 で あ り， そ して 「ほ こ り」 で あ る だ ろ う と考

えて い ま す 。

　 さ て こ う し た 「伝統文化」 の 「よ さ」 と もい うべ きもの

を 見事 に 生活 の 中 に生 か し て い る 金沢の 町 の 雰囲気 とで も

い うべ きもの は，ど うして で き上 が っ た か とい うこ とが，

本 日私 に 与 え られ た テ
ー

マ に な っ て く る の で すが，金沢文

化 を考え て み る 場合 に は ， ど う して も金沢 城下をつ くりあ
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げた藩主前田家に っ い て考え て み な ければな らな くな っ で

参 ります。

　前爾家 の 初代藩主利家は ， 今目NHK で放送 され て お り

衷す 日曜貝の 大型 ドラ マ
「女太閤記」 をご覧にな っ て お分

か りの とお り，桃 山 時代の 天 下 統一の 武将豊 臣秀吉 の 筆頗

家老 で あ りま すが， 秀吉が慶長 3 年 8 月 に没 して ， そ の あ

と 6 ケ月 後慶長4 年の 春に利家があ とを追 うよ うに没 し，

天 下 の 支酉己は 関 ケ原 の 戦 を経 て ．徳川 家康に移 り， 近世江

戸時代の 幕藩体制が完成 し た こ とは よ く御存知の とお りで

ござい ま す。

　 こ う した幕藩体翻 の 中 で ， 徳 規 家 が最も気 に した の は 秀

吉の 片腕で あ っ た前 田 家 の 処 遇 とワ 権力 を骨抜き に して し

ま っ た もの の やは り天皇に 対す る 配慮で あ っ た と思 わ れ ま

す。封建時代に あ っ て は ， こ う した 人 々 を封建体制 の 組織

の 中へ紐み 入 れ る最 もな手段 は ， 政治的な縁組 で あ 夢ます

が， 徳糾政権 は そ う した意味で ，前田家を封 じ 込 む た め に
，

徳川 家康 と前 田 家 2代藩主 利 長 との 聞 に話含 い が 行 わ れ
，

薗 田 家の ，3代藩主利常 に ， 2 代将軍秀忠 の 娘，　 「珠子 」 を

縁つ か せ る こ と に な っ た と い わ れ て い ま す。球 子 が 金沢城

へ 入 城した の は 三 歳 で ，時 に 利常 は 九 歳 で あ っ た 。一方 当

晴 の 天皇 は 後水尾天皇で ， 後水尾天皇 は 文化的織見 の 極 め

て す ぐれ た天皇で，江戸 初期京都 の 寛永文化 の リ
ー

ダー
シ

ッ プ をと っ た方 で ，こ の 京都寛永文化 の 中 か ら
， 光悦 や宗

達 が生 まれ，仁清の や きもの が 生 ま れ，また種離宮や 修学

院離宮渉作庭 され た こ とを考 え て み て も，緩水尾 天 塁 の 文

化運動， 精神活 動 は い か にす ぐれ た もの で あ る か を理解 し

て い ただ ける と思 い ます が，こ うした天皇の 運動 は徳川 政

権 に と っ て は，や は り非常 に 気 に な る 存在で あ ）t ，した が

っ て 後水尾天 皇 に 対 し て も政治的圧迫を加 え る た め に，秀

忠 の 娯 「加子 」 を縁 つ か せ で 封建体舗の 中 へ 組み 入 れ て い

っ た の で あ りま す。つ ま りこ の こ とに よ っ て 理解 され ます

よ うに ，利常 の 妻の 珠子 と後水 尾天 皇 の 皇后和子 内親 王 と

は 姉妹 の 関係 で あ り，利常 と後水尾天皇 とは 義 兄 弟 とい う

こ とに な りま すもこ の 娃妹の 問 に 3 代将 軍 家光 が 存在 す る

わ け で あ ります。加賀文化を考 え る 場合，こ の 人間関係が

大変重要な意義を有 して い る の で，ま ず こ の よ うなお話 を

申 し あ げた 次第 で あ 1）ま す。

　加賀藩 3 代藩主前 田利常 は歴 代藩主中，文化的識見 の 最

も豊 か な 大名 で あ りま した。実 は 2 代 の 前田利長 と利常は

腹違 い の 兄 弟 で ，父 は初代藩主前 田利家 で あっ た。利常 は

利長 か ら封を譲 り受ける と， 自分 の 父利家は ，か つ て 天 卞

を統
…

した秀吉 の 片碗 で あ り，あ わ よ くば 天ぞ統
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実力 を有 し て い た 人物 で あ っ た こ と を常 に 思 っ て い た ら し

く，ど うか し て 徳川家 を支配す る よ うな こ とが 実行 で き な

い か と考えて い た よ うで す 。 封建体制下 ， と くに縁組支配

の も とに あ っ て は 致 し 方な く，こ れ を行 うに は 文化事業以

外 に は な い と考 え た ら し く，文化事業 の 面 で は 徳川政権 を

も しの ぐス ケ
ー

ル の 大 きな事業を各所 で 行 っ て い ま す 。 と

くに 政治縁組 で め と っ た 珠子 が 元和 8 年 に 没す る と ， 関 を

釖 っ た よ うに 文化事業が展開 して い っ た とい わ れ て い ま す 。

　 日本全体 の 立場 か らみ て み て も，前田家 は あ た か も徳川

政権 の 文化事業 を肩替 り し て い る の で は な い か と思 うよ う

な 事業 を各所 で 行 っ て お り，そ れ は む し ろ徳川政権 に 対抗

す る か の よ うな金 の 使い 方を して お り，我 こ そ は文化面 に

お い て は 徳川政権 の 上 に 立 ち ，日本一の 大大名 で あ る こ と

を天下 に号令す る よ うな 態度す ら感 じ させ る もの があ りま

す。例 えば，自分 の 兄利長 の ため に 今目の 自分 の 地位 が あ

る と し て利長 を 丁 重 に 弔 らい ，越中 の 国高 岡 に 端竜寺 を建

立 して い ますが ，
こ の 寺院の 基範 と した の は ， 日本 の 禅宗

の 根源 で ある 中国宋時代淅江省径 山 の 万 寿寺 の 伽藍配置 そ

の もの を 写 し，寛永年代 に お け る寺院建築 と し て は 目本一

の もの を建設し て い る事実をみ て も そ う した利常の 姿勢を

感 じ と る こ とが で きる の で あ りま す 。 ま た 文物の 収集 に し

て も，他 の い か な る 大名 の ま ね の で き な い 価格 を表 示 して

手 に入 れ た り， 海外か らの 舶来品 を長崎の 港で 船ご と買い

込 む な ど， そ の 手段は 尋常で な か っ た とい わ れ て い ます 。

こ う した利常の 態度は 次第 に 全 国 に知 れ わ た り， 多 くの 芸

術家や 文化人 は 金沢の 前田家 へ 行 け ば何 とか 面倒が み て も

らえ る だ ろ うと江戸の 前期か ら中期に か け て 金沢 に多 く集

ま P ， 前 田家自身も こ う した 人 々 を雇い 入 れ ， 美術工 芸 調

度品 を製作させ ， ま た多 くの 研究活動を助成す る な ど して ，

金沢は あ た か も寛永の 後水 尾 天皇の 公 家文化サ ロ ン の 如 く，

前田家を中心 とす る武家文化 サ ロ ン 社会 が形成 され て い っ

た の で あ りま す 。

　 と くに集め られ て い る 文化財は，今 日 幸い に も東京駒場

の 前田育徳会 に保存管理 され て い る が，そ れ ら の す ぐれ た

文化財をみ て み る と ， 平安王朝時代 の 優美な古典文学 の 世

界に統一され て い る こ とが分か りま すが，こ う し た識見 は

義理 の 弟で あ る後 水 尾 天皇 の ア ドバ イ ス に よ っ た の で は な

い か と思わ れ ま す 。 前田育徳会には 利常 と後水尾天皇 との

親交を示す消息が数多く残 っ て お り，そ れ を 見 て も こ う し

た事情 は裏づ け され ます が ， ま た利常 の 茶 道師範 で も あ っ

た 小堀遠州も ， 利常の 美意識や文化的精神形成 に大い に 役

割を果 して い る よ うに思 わ れ ます 。 遠州 は京都作事奉行 と

して 後水 尾 天 皇 と も深 い 関係 が あ り， こ う した 2 人 に よ っ

て 王朝 の す ぐれ た美意識が利常に感化して い っ た と思 わ れ

ます 。 と くに利常の 文物， な か で も茶 の 湯 の 道具の 収集に

当 た っ て は ， 遠州 の 極書 に な る もの が相 当 数存在 し ， ま た

遠州 は 王朝文化の 定家様の 書を よ く して い る が ， 利常自身

も定家 や 遠州流 の 書 を よ くす る と こ ろ を み て も ， 利常の 求
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め た世界 は，王朝の 美意識で あ っ た こ とが十分 と理解 され

ます 。
つ ま り利常の 対徳川 を意識 しま た 京都 か らす ぐれ た

文化を移入 して ， 対京都 を意識 した 目本
一

の 文化育成 を金

沢 で 実現して み よ う とい うよ うな 姿勢を利常 の い ろ ん な 事

業 の な か にみ る こ とが で き ，
こ れ が今目の 金沢 の 伝統文化

ス タートの 第一歩に な っ て い る とい う こ とが で きる よ うに

思 わ れ ます 。

　利常 の 次 の 4 代藩主 は 早世 し ， 藩政 は 実質的に は次の 5

代藩主 に移 りま すが ， 5代藩主綱紀も非常に利常に よ く似

た文化施策をい ろ い ろ と実行 し た 大名 と し て 広 く知 られ て

い ま す。利常 は 王 朝 の 文物 の 収集や美術工 芸 の 育成 に 力を

注 い だ 大名 で あ る が，綱紀 は 今 日的な意味 で の 博物館美術

館的 な 文化事業 を推進 し た大名で ，経済的価値の 文物 よ り，

資料的なウエ イ トの あ る文物 の 収集や美術工 芸育成 に 力を

注 い で い ます。広 く世 に 知 られ る 工 芸 の 標本見本資料 を集

大成 した 厂百 工 比照」 や，書物文献 の 国内 は も とよ り中国

に まで 手 を の ば した 「尊経閣文庫」 の 存在 は こ うした面 を

見事 に 表 して お り，新井白石 は こ うし た状況をみ て 「加賀

は天 下 の 書府 な り」 とい う有名 な こ と ばを残 して い ます。

　加賀文化 の 基礎 は こ うした利常か ら綱紀の 代に至 る江戸

時代前〜中期の 約80年間，加賀藩 の 経済的 に 最 も豊 か な時

代 に は ぐくま れ た 文 化 で あ り，そ の 根源 は，京都の 優美 な

雅 を 基礎 に お く王朝文化 で あ る が ， し か し そ の 文化は全 く

京都文化 そ の もの で は な く， 前 田 家 とい う武家的 な意識 で

も っ て そ しゃ く され た 北陸 の 風 土 の 文 化 で あ りま す。例 え

ば町家の 造り をみ て み る と ， そ の た た ずま い は極 め て 京都

的で あ り，前面 に木 の 格子 を 配す る 建築意匠 の 構成美な ど

は そ の 典型的な 例で あ りま す が ， しか し室内 の 壁 の 色は京

都 よ りもやや ど ぎつ い 濃さ暗さ を も っ て い ま す 。 同 じ友禅

染の 色調 で も京都は明 る く洗練 され た 中間色的色調で あ り

ます が ， 加賀友禅は あ で や か な は で な 色 調 を有す る とい う

具合に ， 独特の 特質を もっ よ う に変化 して い ます 。

　金沢を中心 とする 石 川県 に お け る 伝統工 芸 は，す で に 京

都 で は な くな っ て い る も の が石 川 県 に は存在し，そ の 数 に

お い て は京都を しの い で い ます 。 しか もそ れ ら伝統 工 芸 は ，

何 らか の 意味に お い て 江戸時代に は前田家の 文化施策 と の

か か わ りあ い の 中 に お い て 発 展 展 開 して い る もの が 多 く，

そ う した意味で ， すで に述 べ た よ うに 前田家 の 江戸時代前

半 にお け る 文化施策は ， 今日 の 金沢 を 中心 とす る 石川県 の

伝統文 化 を形成す る に は 欠 く こ との で き ぬ 大 きな 役割を果

た して い る こ とが十分と理 解され ま す 。

　そ して そ れ らの 伝統文 化が，今 目 の 石 川 県 民 の 生 活の 中

に見事 に 生 き続 い て い る の が，最 初 に 述 べ た よ うに 何 とい

っ て もほ か にみ られ な い す ぐれ た 「 よ さ」 で あ り， こ の
「 よ

さ」 を大事に し伝統文化 を 守 っ て 行 くこ とが，石 川県民 に

課 せ られ た 責務で あ ろ う と考 え られ ま す 。 こ う し た 意味 で，

今 日 の 金沢の 現状を よ くみ て お 帰 り賜 わ れ れ ば幸 い で す 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（原 稿受理 ，　1981．8．10）
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