
本  当  と 嘘  

小 田 垣 雅 也  

 

 上 野 で や っ て い る 『 フ ィ レ ン ツ ェ ― ― 芸 術 都 市 の 誕 生 』 と い う の を 観 て き た 。 フ ィ レ ン ツ ェ へ は つ い 半 年

前 に 行 っ た ば か り だ が 、 フ ィ レ ン ツ ェ の 全 貌 を 知 る に は 、 展 覧 会 の 方 が 便 利 な と こ ろ が あ る 。 今 月 は ク リ

スマ ス だ が 、 そ ん な ことも あ って 、 数 点 あ る 『 聖 母 子 』 の 絵 や 彫 刻 をあ る 種 の 感 慨 を も っ て 観 て いた 。 そ し

て 自 分 の 生 活 の 「 本 当 と 嘘 」 と い う こ と な ど に つ い て 考 え た 。 こ の 聖 母 子 像 の 安 ら か さ は 何 か 。 幼 児 は

や は り 母 の 胸 に 抱 か れ て い る と き が 、 安 ら か で 、 そ こ に 「 本 当 の 」 生 も あ る の で は な い か 。 母 な る も の は

大 自 然 の 肯 定 で は ないか とも 思 う 。 

 



 先 月 の 説 教 で も 触 れ た が 、 わ た し は 今 、 鬱 と 神 経 症 に 悩 ん で い る 。 何 を す る に し て も 気 分 に 湧 く も の

がな く 、 生 きて い る 目 標 が な くな った よ う で 、 何 を して い て 良 い の か 分 か らな い 。ま た そ れ と 根 本 的 に は 同

根 の も の だ と 思 う が 、 離 人 症 と か そ の 他 の 神 経 症 に 痛 め つ け ら れ て い る ｡ 夜 も 、 睡 眠 薬 を 飲 ん で も 、 朝

早 く 目 が 覚 めてし まう 。 それ で 、 森 田 正 馬 の 本 をよ く 読 む。 

森 田 は 「 思 想 の 矛 盾 」 と い う こ と を 言 う 。 思 想 の 矛 盾 と は 、 自 分 が か く あ る べ し と い う 規 範 と 自 分 の

現 実 が 相 反 し 、 そ れ に よ っ て 不 快 、 不 安 、 さ ら に は 恐 怖 に 陥 る こ と で あ る 。 理 想 と 現 実 は い つ も 一 致 し

な い 。 こ れ は こ の よ う に 言 う だ け だ と 当 た り 前 の こ と の よ う に 思 え る が 、 そ う で は な い 。 た と え ば 不 眠 症 の

場 合 、 眠 る と い う の が 「 か く あ る べ し 」 と い う 規 範 で あ る 。 人 間 は 夜 は 眠 ら な け れ ば な ら な い 。 さ も な い と 、

翌 日 の 活 動 に 差 し 支 え る 。し かし 現 実 に は 眠 れな い。 眠 れな い 現 実 に とら われ て 眠 ろ うと 努 力 す れば す

る ほ ど 、 か え っ て 目 が さ え て し ま う 。 こ れ は 誰 に で も あ る こ と だ ろ う 。 だ か ら さ ら に 眠 ろ う と し 、 眠 ろ う と 努 力



す れ ば す る ほ ど 、 眠 れ な い と い う 現 実 は 確 認 さ れ 、 確 認 さ れ る こ と で 増 殖 し て し ま う 。 だ か ら さ ら に 眠 ろ う

と 努 力 す る 。 す る と さら に 眠 れ な いと いう 現 実 は 増 殖 す る の であ る 。 そ の 循 環 が 延 々 と 続 く 。 この 悪 循 環

を 森 田 は 「 精 神 交 互 作 用 」 と 言 っ て い る 。 こ の 状 態 を 森 田 は 「 一 波 を も っ て 一 波 を 消 さ ん と 欲 す 。 千 波

万 漂 こもご も 起 こる」と 言 う 。 この 状 態 が 「 思 想 の 矛 盾 」 と 森 田 が いう 事 情 であ る。 

 ま た 、 わ た し に は い ろ い ろ な 強 迫 観 念 が あ る が 、 そ の 一 つ に 戸 締 り 恐 怖 と で も 言 う べ き 強 迫 観 念 が あ

る 。 家 を 空 け て 外 出 す る 時 な ど 、 戸 締 り 、 火 の も と の 確 認 を 何 回 も し な い と 気 が す ま な い 。 確 実 に 鍵 を

か け 、 ガ ス の 栓 を 締 めて も 、 不 安 に な っ て ま た 確 認 せず に い ら れ な い の で あ る 。 急 い で い る 時 な どは 特 に

そ う で 、 こ の わ た し の 強 迫 症 状 に 、 家 人 は も う 諦 め て い る 。 こ れ も 戸 締 り と い う 規 範 と 、 不 安 の 現 実 が

交 互 に 作 用 し て 、 際 限 が な く な る の で あ る 。 そ れ で わ た し は 、 三 回 確 認 す る こ と に し て い る 。 三 と 言 う 数

字 に 、わ た しは 子 供 の ころ から あ る 種 のと ら われを もっ て 持 っ て いる。 



森 田 療 法 の 基 礎 は 、 この よう な 強 迫 症 状 の 苦 し み や 不 安 を 含 めて 、 そ の 精 神 交 互 作 用 を 破 壊 す る

こ と だ が 、 そ れ は ま ず そ の 自 分 の 現 実 を 「 あ る が ま ま 」 に 認 め る こ と だ と い う 。 そ れ を 否 定 な い し 拒 否 す る

こ と で は な い 。 「 あ る が ま ま 」 に 認 め な い と 人 間 は ｢ 精 神 交 互 作 用 ｣ に 陥 り 、 ｢ 千 波 万 漂 こ も ご も 起 こ る ｣

状 態 に な る 。 不 安 や 恐 怖 の 現 実 を ｢あ る がま ま ｣に 認 め 、 その 現 実 を 現 実 と して 認 めた とき 、 また は 諦 め

た と き 、 そ の 不 安 や 恐 怖 は そ れ と し て そ こに あ り な が ら 、 少 な く と も そ れ を 否 と す る 規 範 は 意 味 を 失 う こ と

に な る 。 し た が っ て 思 想 の 矛 盾 も な く な る 。 煩 悶 即 解 脱 で あ る 。 こ の 経 過 は 難 し い が 、 し か し 精 神 交 互

作 用 を 脱 する に は そ れし か 道 は ない 。 

 

そ し て こ の こ と は 、 元 来 自 我 が あ る か ら 起 こ る こ と だ 。 強 迫 観 念 は 、 元 来 、 几 帳 面 で 自 我 の 強 い 人

に 起 こ る そ う だ 。 そ れ は 母 親 に 抱 か れ た 幼 児 の 自 然 さ と は 別 の 世 界 で あ る 。 ど ち ら が 本 当 で 、 ど ち ら が



嘘 の 生 だ ろ う か 。 聖 母 子 像 に わ た し が 感 じ た 一 種 の 憧 れ は そ の こ と だ 。 そ こに は 「 本 当 の 」 生 が あ る よ う

に 思 わ れ る 。 こ れ ま で わ た し も し ば し ば 口 に し て き た が 、 「 理 」 と 「 事 」 と い う 区 別 が あ る 。 「 理 」 と は こ う いう

こと だ 。 精 神 交 互 作 用 を 破 壊 す る に は 自 分 の 現 実 を ― ― た と え ば 眠 れ な いと いう 現 実 を ― ― 「 あ る がま

ま に 」 認 め る こ と 、 そ の と き に の み 眠 ら な け れ ば な ら な い と い う 「 規 範 」 は 意 味 を 失 い 、 結 果 と し て 眠 れ る

よ う に な る だ ろ う と い う こ と 、 こ れ は 「 理 」 と し て は 全 く 正 し い 。 煩 悶 即 解 脱 で あ り 、 わ た し が つ ね づ ね 言 っ

て い る 「 二 重 性 的 」 人 間 の 現 実 と い う こ と も 同 じ で あ る 。 し か し 「 理 」 と し て 理 解 す る こ と は 、 そ の 理 解 を

対 象 と し て 、 分 別 知 に よ っ て 確 認 す る こ と で あ り 、 そ の 「 理 」 が 理 解 の 「 対 象 」 で あ る 以 上 、 そ れ は 自 分

か ら 離 れ た と こ ろ に あ る 。 そ れ は 自 分 自 身 の 「 現 実 」 で は な い 。 そ れ は 正 し い も の で あ り な が ら 、 現 実 で

は な い の で あ る 。 そ の 「 理 」 が 自 分 自 身 の 現 実 と な っ た と き 、 そ の 「 理 」 は 「 事 」 、 自 分 の 現 実 に な る 。 そ

の と き は 「 理 」 そ の も の が 無 用 に な り 、 「 理 」 と 「 事 」 の 間 の 精 神 交 互 作 用 は 突 破 さ れ て いよ う 。 信 と か 悟



り、 覚 と いうのは この 事 情 の こと では な いの か。 

こう いう こと が あ っ た 。 一 一 月 の 初 め に 、 京 都 ・ 奈 良 の 紅 葉 を 家 内 と 見 に い っ た 。 神 護 寺 の 紅 葉 な ど

は 見 事 で あ っ た （ わ た し は 赤 緑 色 盲 だ が ） 。 帰 り の バ ス の 中 で ふ と 気 が つ い た の だ が 、 旅 行 に 夢 中 に な

っ て 、 わ た し は 自 分 の 強 迫 観 念 を ス ッ カ リ 忘 れ て い た の で あ る 。 「 自 分 が そ れ を 忘 れ て い る 」 と い う こ と す

ら 忘 れ て い た 完 全 な 忘 却 で あ っ た 。 「 理 」 は そ の と き 無 用 に な っ て い る 。 佛 教 で は 「 理 」 を 悪 知 、 「 事 」 を

良 知 と い う よ う だ 。 し か し わ た し が そ の こ と に 気 付 い た と き 、 そ れ は す で に 「 事 」 の 事 態 か ら 滑 り 落 ち て 、

「 理 」の 世 界 に 陥 って いる。 

 作 務 と か 作 業 療 法 、 な いし 仕 事 と いう こと の 意 味 も 、 そ れに よ って 、 この 良 知 と し て の 現 実 を 手 に 入 れ

る 工 夫 と い う 面 が あ る と 思 わ れ る 。 わ た し た ち が 目 前 の 作 業 に 集 中 し 、 没 頭 し て い る と き 、 ｢ 理 ｣ な ど は

念 頭 に な い だ ろ う 。 そ の と き 、 神 経 症 に よ る 煩 悶 と 苦 悩 が 消 え て い る わ け で は な い 。 そ れ を 「 そ の ま ま 」



「 あ る が ま ま 」 に し て お き な が ら 、 作 業 に 没 頭 す る 。 作 業 と は 元 来 そ う い う も の だ 。 い た ず ら に 自 分 の 不

快 、 不 安 に か か わ っ て そ れ を 嘆 く 「 気 分 本 位 的 」 、 内 向 的 傾 向 を 離 脱 し 、 気 分 の い か ん に か か わ ら ず 、

な す べ き こ と は な す 、 と い う 自 分 を 「 事 実 本 位 的 」 、 外 向 的 態 度 に む け る こ と 、 そ れ に よ っ て 関 係 存 在 と

し て の 人 間 の 生 を 生 き る こ と で あ る 。 人 間 は 関 係 存 在 と し て の み 、 人 間 な の で あ る 。 白 状 す る が 、 わ た

し が 今 こ の 文 章 を 書 いて い る の も 、 そ の 試 み だ 。 文 章 を 書 く こ と は 、 わ た し に と っ て 、 一 種 の 作 業 療 法 な

のであ る 。 

こ れ は か な り の 意 志 が 必 要 な 、 難 し い こ と だ が 、 や っ て み る ほ か は な い だ ろ う 。 考 え て み る と 、 エ ッ ク ハ

ル ト が 「 信 仰 に と っ て も っ と も 邪 魔 な も の は 信 仰 を も と め る そ の 心 だ 」 と 言 い 、 ル タ ー が 「 罪 人 に し て 同 時

に 義 人 」 、 ま た 親 鸞 が 「 地 獄 は 一 定 棲 家 ぞ か し 」 と 言 い 、 道 元 が 「 自 己 を な ら ふ と い う は 、 自 己 を わ す る

る な り 」 と 言 っ て 、 そ の 方 途 と し て 打 坐 と 作 務 を 言 っ て い る こ と な ど も 、 ま さ に そ の こ と だ ろ う 。 そ の 背 後 に



は 、 ど れ ほ ど の 苦 し み と 煩 悶 が あ っ た こ と か 。 宗 教 と は 元 来 そ う い う も の で あ る か も し れ ぬ 。 人 生 は 遊 び

で は な い と つ く づ く 思 う 。 他 の 誰 で も な い 自 分 の 現 実 を 「 あ る が ま ま 」 に 認 め 、 そ の 現 実 を そ の ま ま に 傍

に お い て ― ― そ れ を 打 ち 消 そ う と 正 面 に 据 え る と 、 千 波 万 漂 交 々 い た る の だ か ら ― ― 自 分 の 生 の 目 標

に 向 か っ て 努 力 を 続 け る こ と 、 そ の と き 精 神 は 外 界 の 変 化 に 応 じ て 流 動 し 始 め 、 そ の 結 果 と し て 神 経

症 の 不 安 、 恐 怖 は 消 滅 し て いく 。そ れ が 悟 り だろう 。 

森 田 は 「 心 は 万 鏡 に し た が っ て 転 じ 、 転 ず る と ころ 実 に よ く 幽 な り 。 流 れ に し た が っ て 性 を 認 得 す れ ば 、

無 喜 ま た 無 憂 な り 」 と し ば し ば 言 う 。 第 一 に 神 経 症 の 症 状 も 、 い つ ま で も は 続 か な い 。 そ れ が 寛 解 す る

こ と が あ る 。 こ れ は 、 わ た し の わ ず か な 体 験 で も あ る 。 そ れ な ら ば そ の 心 の 流 動 に 身 を ま か せ て い れ ば よ

い の で あ る 。 こ れ は 容 易 い こ と だ 。 し か し 第 二 に 、 そ の 心 の 流 動 に 身 を 任 せ て い る と き は 、 神 経 症 の 症

状 が あ る か ら と い っ て 憂 へ た り 、 な く な っ た か ら と い っ て 喜 ん だ り す る こ と も な く な る だ ろ う 。 心 は 万 境 に し



た が っ て 転 ず る の だ か ら 。 そ し て そ の 結 果 と し て 、 神 経 症 そ の も の か ら 離 脱 す る の か も し れ ぬ 。 そ れ が

「 あ る がま ま 」 だ 。 なか なか そ の こ とに 徹 底 で き な いが 。  

 

今 日 の 話 は ク リ ス マ ス に 相 応 し く な い か も し れ な い。 去 年 の ク リ ス マ ス に 、 わ た し は 「 乳 飲 み 子 イ エ ス 」

と い う 題 で 、 乳 飲 み 子 と いう も の は 、 大 人 と ち が っ て 、 自 分 の 神 の 子 性 を 主 張 し た り し な い の で は な い か

と 言 っ た 。 だ か ら ク リ ス マ ス は 、 人 々 が ク リ ス マ ス の 意 義 を 忘 れ て 、 単 に 賑 わ い 、 睦 み あ い 、 仲 良 く し あ え

ば 、 神 の 独 り 子 な ど と い う 神 学 は ど う で も よ い の で は な い か 、 と い う こと を 言 っ た 。 そ れ が 乳 飲 み 子 イ エ ス

の 意 味 で は な い か と 。 今 日 の 聖 書 の 神 話 的 部 分 は 別 と し て 、 い と 高 き と こ ろ に あ る 神 の 栄 光 と か 、 地

に あ る 平 和 、 御 心 に か な う 人 と い う の は 、 結 局 こ の よ う な 「 あ る が ま ま 」 の 、 い た ず ら に 自 分 が 立 て た 規

範 に と ら わ れ な い 、 自 由 な 人 、 と い う こ と で は あ る ま い か 。 そ れ が 「 嘘 で は な い 本 当 の 」 生 活 で は な い か 。



聖 母 子 像 は、 そ の ことを 語 って いるよ うに 見 る のであ る。 (04 Z11 )  

 

 

 


