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「 只 管 人 生 」と い う 言 葉 は 、広 谷 君 か ら 教 え て も ら っ た こ と が あ る よ

う に 、 五 木 寛 之 が 作 っ た 言 葉 で あ る 。 こ れ は 禅 の 「 只 管 打 坐 」 を ま ね て

作 っ た 語 で あ る そ う だ 。 只 管 と い う 言 葉 は 「 ひ た す ら 」 と い う こ と を 意

味 し て い る 。 だ か ら 只 管 打 坐 は 、「 ひ た す ら 坐 る 」 と い う 意 味 で あ る 。

し か し こ の「 ひ た す ら 」と い う 語 も 、只 管 打 坐 の 場 合 、た だ「 ひ た す ら 」

坐 る の で は な く て 、「 ひ た す ら 」 と い う 意 識 そ の も の を も 超 え る と い う

こ と だ 。 わ た し た ち が 座 禅 す る 場 合 、 そ れ は 悟 り を 得 る た め だ 。 し か し



そ の よ う な 宗 教 的 意 図 を 超 え 、 た だ 「 ひ た す ら 」 座 禅 す る と い う 一 見 褒

め ら れ る べ き 境 地 を も 超 え て 、「 た だ ひ た す ら 坐 る 」 と い う 意 味 で あ る

ら し い 。 そ れ が 「 只 管 」 の 意 味 で あ ろ う 。 こ の よ う な 意 味 で 、 つ ま り 座

禅 を し て い る 自 己 の 目 的 を 忘 れ て し ま う と い う 意 味 で 、「 た だ ひ た す ら

坐 る 」 場 合 に の み 、 無 の 意 味 も 体 得 さ れ る 。 そ こ に は 座 禅 に よ っ て 「 無

を 悟 る 」 と い う 意 図 も な く な っ て い る 。 だ か ら 「 只 管 人 生 」 も 、 そ の 生

活 に よ っ て 人 生 の 意 味 を 見 出 し た り し よ う と す る の で は な く 、 こ こ に

「 ひ た す ら 」 生 き て い る こ と そ の も の が 意 味 な の で あ る 。 す る と そ の 結

果 と し て 、 無 の 悟 り に な る 。 そ れ が 「 只 管 」 の 意 味 で あ ろ う 。  

わ た し た ち は こ こ で 、「 信 仰 を 得 る た め に 、 も っ と も 邪 魔 な も の は 、



信 仰 を 求 め る 自 分 の 心 そ の も の だ 」 と い う こ と を 言 っ た エ ッ ク ハ ル ト の

信 仰 理 解 を 引 き 合 い に だ す の も よ い だ ろ う 。 こ こ で は 、 信 仰 を 求 め て い

る 自 分 の 心 そ の も の が 、 否 定 さ れ 、 忘 れ さ ら れ る の で あ る 。 な ぜ な ら 、

信 仰 を 求 め る 心 と は も っ と も 自 己 中 心 的 心 だ か ら だ 。 自 己 中 心 的 心 と 、

自 己 無 化 は 対 極 に あ る 。  

エ ッ ク ハ ル ト の 頃 は 、紙 は 貴 重 な も の で あ っ た の で 蝋 板 の 上 に 字 を 書

い た 。 新 し く 書 く 場 合 は 、 前 に 書 い た も の を 削 り 取 っ て 、 同 じ 蝋 板 の 上

に 書 い た 。 蝋 板 の 上 に 、 前 に 書 い た も の が 残 っ て い る 場 合 、 そ の 上 に 書

く こ と は 、 書 い た こ と が 二 重 三 重 に な っ て 、 言 い た い こ と が 分 か ら な く

な る 。 そ の 場 合 、 前 に 書 い た も の が 「 信 仰 を 求 め る 」 と い う 心 で あ っ て



も 、 そ れ は 自 分 の 心 で あ り 、 自 分 の 心 で あ る 以 上 、 そ れ は 邪 魔 に な る と

言 う の で あ る 。 こ れ は 「 只 管 打 坐 」 と お な じ こ と で あ ろ う 。  

わ た し は そ の こ と に 因 ん で 、「 只 管 作 務 」 と い う 言 葉 を 作 っ た こ と が

あ る 。 こ れ は 森 田 正 馬 博 士 の 療 法 か ら 学 ん だ こ と だ が 、 作 務 つ ま り 作 業

を す る 場 合 、 そ れ は も ち ろ ん 、 そ れ に よ っ て 神 経 質 が 直 る こ と を 意 図 し

て い る 。 作 業 療 法 と は 、 森 田 療 法 の 根 幹 で あ る と い っ て よ い 。 し か し そ

の 作 業 が 、 神 経 質 が 直 り た い と い う 意 図 さ れ た も の で あ る 以 上 、 自 分 は

そ の 作 業 そ の も の に は な っ て い な い 。 つ ま り 自 分 を 忘 れ て は い な い 。 自

分 は そ れ に よ っ て 、 神 経 質 か ら 直 ろ う と い う 意 図 を 持 っ て い る 。 し か し

そ れ で は 、 作 業 療 法 の 意 図 に は な っ て い な い と い う の で あ る 。 こ の 場 合



は 、「 神 経 質 か ら 直 り た い 」 と い う 自 己 中 心 的 意 図 そ の も の は 忘 れ ら れ

て は い な い 。 直 り た い と い う 心 の ほ う が 、 先 に あ る 。 そ れ で は 折 角 の 作

業 も 、 作 業 そ の も の に な っ て い な い と い う の で あ る 。 作 業 そ の も の に 没

頭 し 、 自 己 を 忘 れ る こ と に よ っ て の み 、 神 経 質 か ら 離 脱 す る と い う 作 業

療 法 の 意 図 は 達 せ ら れ る 。  

「 只 管 人 生 」も 、そ れ に よ っ て 人 生 の 窮 境 を 脱 し よ う と 意 図 し て い る

か ぎ り 、 そ れ で は 「 只 管 」 が 「 只 管 」 に な っ て い な い 。 問 題 は 、 い か に

し て「 只 管 」を「 只 管 」に す る か と い う こ と だ ろ う 。「 只 管 人 生 」と は 、

逆 境 に も か か わ ら ず 、 そ れ を 押 し 戻 し て 生 き て い く と い う 、 あ る 意 味 で

勇 気 を 必 要 な も の と す る の で は な い 。 で は 「 た だ ひ た す ら 」 と は ど う い



う こ と か 。 つ ま り 自 分 の 心 か ら の 「 離 脱 」 を 、 い か に し て わ が 現 実 と す

る か 、 と い う こ と だ 。 こ こ に は 、 信 仰 と か 「 悟 り 」 の 真 実 が か か っ て い

る 。  

 

曽 野 綾 子 氏 の ア フ ォ リ ズ ム 集 を 読 ん で い た ら 、次 の よ う に 書 い て あ っ

た（「 老 い 」『 孤 独 で も 生 き ら れ る 』イ ー ス ト・プ レ ス 、二 〇 〇 五 年 ）。「 老

年 は 孤 独 と 対 峙 し な い と い け な い 。 孤 独 を 見 つ め る と い う こ と が 最 大 の

事 業 で す ね 。 そ れ を や ら な い と 、 多 分 人 生 が 完 成 し な い ん で す よ 」（ 一

五 一 頁 ）。 老 人 が 孤 独 と 対 峙 す る こ と が 、「 人 生 最 大 の 事 業 」 だ と い う の

で あ る 。 そ れ に く ら べ れ ば 、 普 通 の 具 体 的 な 「 事 業 」 な ど は 、 こ と さ ら



に 「 事 業 」 な ど と は 言 え な い 、 と い う の で あ る 。  

ま た 吉 本 隆 明 氏 の『 老 い の 超 え 方 』（ 朝 日 新 聞 社 、二 〇 〇 六 年 ）に は 、

要 旨 次 の よ う に 書 い て あ る （ 拙 著 『 友 あ り 』 日 本 出 版 制 作 セ ン タ ー 、 二

〇 〇 七 年 よ り 引 用 ）。「 世 間 の 幸 福 な 老 人 論 に 反 し て 、 老 人 は 淋 し い も の

だ と い う こ と 、 老 人 の 人 生 論 的 寂 し さ が 繰 り 返 し 話 さ れ 、 だ か ら 老 人 は

長 い タ イ ム ・ ス パ ン の 事 柄 を 考 え る の で は な く 、 今 日 と か 明 日 の さ い わ

い を 考 え て い れ ば よ い の だ 」 と （ 二 一 二 頁 ）。  

こ れ ら の 人 生 の 達 人 た ち が 言 う よ う に 、老 人 が そ う い う も の で あ る な

ら 、 わ た し た ち も 毎 日 が 楽 し く な い か ら と 言 っ て も 、 諦 め が つ く 。 老 年

が 孤 独 で 淋 し い の は わ た し だ け で は な い ら し い 。  



 

わ た し の 毎 日 は 孤 独 で あ る 。わ た し は 毎 日 、妻 以 外 の 人 と あ ま り 話 を

し た こ と が な い 。 だ が 淋 し い こ と は 事 実 だ が 、「 人 生 の 真 相 は こ の 程 度

の も の さ 」 と 時 々 思 う の で あ る 。 そ し て 、 そ の こ と に 、 は る か に 満 足 し

な い で も な い 。そ れ は 毎 日 の 寂 し さ と 孤 独 さ の 心 の 奥 深 い ど こ か で 、「 人

生 の 終 焉 と は こ の 程 度 の も の さ 」 と 思 っ て い る か ら で あ る 。 わ た し も 定

年 （ 一 四 年 前 ） に な る 前 は 学 校 に つ と め 、 図 書 館 （ わ た し は 図 書 館 長 で

あ っ た ） の 雑 事 を し 、 学 生 た ち の 相 手 を し 、 そ れ は 孤 独 さ と か 淋 し さ を

感 ず る 以 前 の 生 活 で あ っ た 。定 年 か ら つ い 最 近 ま で は 、本 を 書 い て い た 。

著 作 の 過 程 と は 、 い ろ い ろ 調 べ も の は あ る し 、 意 外 に 騒 々 し い 。 そ れ ら



が こ の 数 年 、 急 に な く な っ た 。 展 覧 会 へ も 行 か な く な っ た 。  

し か し 曽 野 氏 や 吉 本 氏 の よ う に 、老 人 は 孤 独 で 淋 し い の で 、そ れ を 避

け て は な ら な い と 思 っ て い る だ け で は 、「 人 生 は 完 成 し な い 」の で あ る 。

趣 味 に 生 き て い る 老 人 た ち に 較 べ れ ば 、 余 程 ま し だ が 。 以 前 か ら 言 っ て

い る よ う に 、 人 間 は 自 ・ 他 の 関 係 性 の 中 に あ る 。 自 分 が 自 分 で あ る た め

に は 他 を 必 要 と す る 。 そ の こ と を 隣 り 合 い 、 壁 で 区 切 ら れ た 二 つ の 部 屋

と い う 巧 み な 比 喩 で 言 っ た こ と も あ る（ 本 当 は 、も っ と 有 名 な 人 の 比 喩 ）。

そ し て 関 係 性 の 「 場 」、 人 間 の 「 間 性 」 の 「 場 」 と は ど う い う 事 情 か 。  

「 只 管 打 坐 」 や 「 只 管 人 生 」 も 、 無 の 「 場 」 に 関 係 し て い よ う 。 人 間

が 淋 し く 孤 独 だ と 、 曽 野 氏 や 吉 本 氏 の よ う に 、 言 っ て い る だ け で は 自 分



は 「 悟 れ 」 な い し 、「 信 仰 も も て な い 」 だ ろ う と 思 う の で あ る 。  

「 只 管 人 生 」「 只 管 打 坐 」「 只 管 作 務 」 が な ぜ 「 無 の 場 」 に 関 係 し て い

る の か 。 そ の 「 場 」 は ど こ に も 無 い か ら だ 。 人 生 い か に 生 く べ き か 、 と

か 坐 禅 や 作 務 に し て も 、そ れ は 人 生 の 意 味 を 見 出 し 、悟 り や 信 仰 を 得 た

い か ら だ 。し か し そ れ ら を 意 図 し て い る 限 り は 、そ れ ら は 達 せ ら れ な い 。

エ ッ ク ハ ル ト の「 信 仰 に と っ て も っ と も 邪 魔 に な る も の は 、信 仰 を 求 め

る 心 そ の も の で あ る 」と い う 事 情 と 同 じ で あ る 。人 間 が 意 図 し て い る 間

は 、信 仰 や 悟 り は 得 ら れ な い 。な ぜ な ら 信 仰 や 悟 り と 、そ れ を 求 め る 人

間 の 心 は 、相 反 し て い る 。信 と 不 信 、悪 智 と 良 智 は 互 い に 矛 盾 し て お り 、

両 者 の 間 に 「 場 」 は な い 。 そ れ が な ぜ 「 無 な の か 」。  



 

こ の こ と に つ い て は 、 合 理 論 的 確 認 の 対 象 と し て の 「 場 」 は 無 い 、 と

い う こ と で は な か ろ う か 。光 に よ っ て 影 を 、影 に よ っ て 光 を 暗 示 す る ほ

か は な い の で あ ろ う 。 光 と 影 の 間 に は 、 い か な る 「 場 」 も な い 。 そ れ に

よ っ て 、 お 互 い に な い も の を 暗 示 す る 。 そ れ が 全 体 性 で あ り 、「 場 の 哲

学 」「 場 」 と い う も の だ ろ う 。 光 は 必 ず 影 の 存 在 を 暗 示 し て い る 。 逆 も

真 で あ る 。個 人 は 必 ず 関 係 を 暗 示 し て い る 。逆 も 真 で あ る よ う に で あ る 。

だ か ら こ れ は 合 理 論 的 対 象 の 認 識 と し て は 何 処 に も な い 。信 仰 の 対 象 と

し て の 認 識 は ど こ に も な い の で あ る 。武 藤 一 雄 先 生 に よ る と 、そ れ は「 無

き が ご と く に 有 り て 生 く 」と い う こ と に な る 。こ れ は 絶 対 無 で あ り 、人



格 と し て し か 、 表 現 で き な い も の 、 と い う 話 は 先 月 に し た 。  

 

「 祈 り 」 や 「 お 守 り 札 」 は 「 そ の 上 で の こ と だ っ た の か 」、 と わ た し

は そ の 説 教 で 言 っ た 。わ た し は こ れ ま で 、祈 り の な か に あ る 神 の 対 象 性

が 気 に 入 ら ず（ そ れ は 結 局 自 分 の 思 惟 だ か ら ）、そ れ な し で 過 ご し 、「 お

守 り 札 」 の 非 現 実 性 に つ い て も 忌 避 し て き た 。 わ た し は 「 お 守 り 札 」 を

そ の 後 、絶 え ず 身 み に つ け て い る が 、そ し て そ の あ り が た み を わ す れ て

い る が 、 二 重 性 と か 関 係 性 と 「 言 う だ け で も 」、 ま た 老 人 の 孤 独 や 寂 し

さ に 苦 し ん で い る「 だ け で も 」（ 曽 野 や 吉 本 の よ う に ）、そ れ は い け な い

の で あ る 。祈 り や「 お 守 り 札 」を 無 視 す る と い う あ る 種 の 恰 好 良 さ を 捨



て て 、 信 仰 に お け る 「 祈 り 」 や 「 お 守 り 札 」 の 効 用 を 認 め 、 お 守 り 札 を

身 に つ け 、祈 り を す る こ と も 、現 代 の 宗 教 に と っ て 必 要 な こ と で は あ る 。

い わ ば 二 重 性 を 超 過 し た 、 情 緒 の 境 地 に で る こ と が 大 事 な の で あ る 。  

 

井 上 先 生 は 、 わ た し が 「 お 守 り 札 」 を 郵 便 で 申 し 込 ん だ と き 、 早 速 送

っ て く れ た が 、 そ の 中 に 入 っ て い た 便 り の 末 尾 に 「 有 難 う ご ざ い ま す 」

と 書 い て あ っ た 。わ た し が 井 上 の 信 仰 に 近 づ き 、こ の 地 点 に 立 っ た こ と

が 、 そ の 謝 意 の 意 味 で は な か ろ う か 、 と わ た し は 考 え た 。  

 

 



 

 

 

 


