
オ ル テ ガ の倫 理 学

大 町 公

今 世紀 スペ イ ンの哲 学 者 ホ セ ・オル テ ガ ・イ ・ガセ(1883^一1955)は 倫 理 学

にっ い.てのま とま った著作 は一 冊 も残 して い ない6そ れ は彼 が倫理 学 に 関心 が なか

った か らで は ない。倫 理 学 の本 を書 き た い由 は何度 か表 明 してい る。

彼 は 「人間 には時 代 が直 面 す る問 題 に取 り組 む義 務 が ある。 これ は疑 う余 地 が な

い.私 は ・れ まで噴 してこ 礒 搬 果 して きた」.h)と言 う.彼 殖 面 し⑳1献

間 が もはや 伝 統的 な意味 で人 間 と は呼び 難 い現 実 で あ った。 彼 は時 代 を診 断 し,警

告 した 。現 代 で は人 間 が 「大 衆化 」.してい る。倫 理的 規 範 が な くな ったのではな く,

人 間 が どん な規範 に も従 お うと しな い とい った危機 が現 れ てい る。 オ ルテ ガは かか

る現 実 の.前で思 索 を始 めね ばな らなか った ので あ る。

彼 の 出発 点 は常 に現 実 であ る。 「自分 のr理 想主 義的 傾 向』 を嫌悪 し,.そ れ とは

これ まで もず っ と戦 っ て き た」.〔2)実 主 義者 で あ った。彼 は 『大衆 の反 逆 』(1930)

の中 で現代 の人間 をつぶ さに検 討 す る。彼 が 頭 を痛 めた の はいわ ゆる倫 理 学 で は な

かった 。人 間 が いか に して再 び人 間 に戻 るか で あ った 。 オル テ ガに と って はそれ こ

そ が 「時代 力1直面 す る問 題」 で あっ た のだ と解 す べ きで あ ろ う。結 局彼 は唯一 つ の

倫 理 しか 唱 えな か った 。.「自己 自身 で あれ!」 。われ われ は まず それ を糸 口に,オ

ル テ ガの言 わば く危 機 の時 代 の倫 理 学 .〉な る もの を見 て ゆ くこ とに しよ う。

L唯 一っの倫理

「個人であれ集団であれ,一 つの存在が充実 してあるための必要にしてかつ十分
コ サ ロ

な唯 一 つ の こ と,そ れ は即 ち存 在 をそれ 自身 の真 理 の中 に置 くこ と,存 在 にそれ 自
　 　 コ 　 　 コ コ コ サ の サ

身 の真正 さを与 え る こ と,そ して われ われ の勝 手 な欲 望 によ っ て存在 の仮 借 な い運

命 を偽 造 し,非 本 来 的 な ものに しよ うとはせ ぬ こ とで あ る。」(3}

18世 紀 の進歩 主 義者 以 来,人 々 は人間 は く か くあ るべ きで あ る 〉 と言 う。<こ

うで あ っ てはな らな い 〉 とい う言 い方 をす る。.かれ らは事前.に現実 を,現 実 の不 可
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避的 な諸 条件 を丹念 に分 析 す るこ と な く,い きな り自 らの理 想 を提出 す る。人 間 は

くか くあ らね ば な らな い〉,と 。言 うなれ ば魔 術 的倫 理 で あ る。 彼 らは 現 実 の上

に夢 を織 ろ う とし てい る。現 実 的 な もの を,望 ま しい抽 象的 な もので置 き換 え よ う

とす るの は思 考 の怠 惰 で ある。 人間 には道 徳 だけでは律 し切れ ない ものがあ る。 実現

を望 む な らば,望 ま.しい だ けで は い けな い。現 実 が許 容 す る もの,現 に可能 な も の

だ けが望 ま しい ので ある。

オ ルテ ガは言 う。

「われ わ れ は魔術 的 倫理 に は背 を向 け て,唯 一 つ の承 認 し うる倫 理 を採用 しよ う。

それ は今 か ら26世 紀 も前 に,ピ ン ダ ロ スが 『自己 自身 で あれ 』 と い うか の有 名

な命 法 に て要約 した もの で ある。」〔4)

われ われ は人間 と して様 々な条件 を負 わ され てい る。 それ らは 「仮 借 な い運命 」

で あ る。運 命 な らば,進 んで これ を引 き受 け よ うで は ないか 。人 間 は天使 に なれ な

い。 なれ な い こ とを悲 しむば か りでは いけ な い ので あ る。 「われ わ れ は生 まれ なが

(5)らに不完 全 では あ るが
,そ の限 りにお い て完 全 な もの とな る こ とに しよ う」 。

それ で は,わ れ わ れ は まず人 間 とい う現 実 の 不可 避 的 な諸 条件,即 ち人間 に課 さ

れ た 運 命 を,現 代 の危 機 との 関連 で見 てい くこ とに しよ う。人 々が いか なる規範

に も従 お うと しな い。現 代 の危機 とはそ の よ うな特 色 を持 つ もの で あった 。

2.文 化 と 「生 」

『大 衆 の反 遡 に先立 っ こ と7年,オ ル テ ガ は 『現 代 の課題 』(1923年)を もの

した 。 それ に よれ ば,人 間 の 「生 」 は生(命)的 側 面 と文化 的(.あ る いは精 神 的)

側 面 の双 方 を持 つ 。人 間 は二 つ の異 な った力 の支 配 を受 けて い る。 「生 は文 化的 で

なけれ ば な らず,文 化 は生命 的 で あ らね ば な らな い」 。⑥ 人由 は互 い に制 限 し合 鴇

修正 し合 う二っ の要請 にか か わ らね ば な らな いの で あ る。両者 の均 衡 が くずれ るな

らば 自 ら退 廃 が生 じよ う。文 化 のな い 「生 」 は野 蛮 で あ り,「 生」 との接 触 を欠 い

た文 化 は屈 従 で あ る。

「生 」 か ら遊 離 した客観 的 命法 は主観 的 命法 に よ って補 填 され なけれ ば な らない。

あ る理 念 を入 間 が支 持 す るた め には,客 観 的 に真 で あ るだ けで は十分 で ない 。そ の

理 念 がわ れ われ の 内 に確 固 た る信念 を生 ぜ しめ る もの で.なくては な らな いのであ る。

こ.のよ .ラな信念 が隼 まれ ない な ら,理 念 の方 を修 正 す べ きであ る。 「幾 何学 的 に完
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全 で はあ って も,わ れ われ によそ よそ し く,わ れ われ を行 為 へ と駆 り立 てな い道徳

は主 観的 には不道 徳 的 で ある。倫 理 的理 想 はそれ が非常 に正 確 で ある とい うだ けで

は十分 で はな い。 そ の理想 は また われ われ の行 為 衝動 を上 手 に誘発 させ る もので な

けれ ば な らな いの で あ る」。

われ わ れ の諸 活 動 はか か る 「二重 の命 法 」 に よ って支 配 され てい る。 図式 化 すれ.

ば こ うで あ る。

命 法

文 化 的 生(命)的

思 考 ・… 一 真 ・一 ・・誠 実

意 志 一 ∴..A.一 ・.・・行 為衝 動

感 情 ・・・ … 美 ・・・… 快
(8)

そ して,「 生 」 の命 法 を包 括 す る のは 「自己 自身 へ の誠 実 」 とい う命 法 で あ る 。

この命法 を知 っ て いれ ば,規 範 とそ の実 践 と.の間 に分裂 を起 こ す こ と もなか っ た で

あ ろ う。 一般 に妥 当 で あ る とみ な され てい る倫 理 的理 想 が,現 に 自分 の内 奥 を振 わ

せ,行 為 へ と鼓舞 して い るのか ど うか,わ れ わ れ は常 に明確 に しておか なけれ ば な

らない ので あ る。文 化 とは もと もと 「生 」 そ の ものか ら生 まれ た もの,自 発 性 で あ

り,主 観 性で あっ た。倫 理 的 規範 も また しか り。 い った ん出来 上 っ た もの は しだ い

に主観 か ら独 立 し,独 自の存 在 価値,権 威 を主 張 し てい く。今 で は創造 した 「生 」

自身 が,そ れ らの前 にひ ざまず き,降 服 し,奉 仕 しで い る で は な い か 。 文 化 は己

れ を客 観化 し,文 化 を生 ん だ主 観 に対 立 す る。 しか しゴ 「生 」 と文 化 の対 立,主 観

との隔 りは一 定 の限 界 内 に止 め な けれ ばな らな い。文 化 が生 き続 け るた め に は主観

よ り絶 え ず生命 を与 え られ ね ば な らな い。 この供給 が断 た れ る な らば文化 は 自 と石

化 し,硬 直化 し始 め よ う。 現 代 は文化 に対 し,誠 実 が,自 発 性 が,「 生 」 の力 が 立

つ べ き時 な ので あ る。

繰 り返 せ ば,人 間 は二 つ の命 法 の支 配 を受 け ている 。文 化 的 と生C命.〉 的,.二 っ

の命法 で ある 。倫 理 的 規範 も当然 こ の双方 に従 わね ば な らな い。規範 は単 に客観 的

に正 しい だけ で は いけ な い。 同時 に人 間 に行 為衝 動 を誘 発 させ る もの で な くては な

らな い。 これ.までは客 観 的側 面 のみ が重視 され てきた 。今 は 「生 」 そ の ものに 目を
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.向け るべ き時 で あ る
d..

次 章 に お い て,わ れ わ れ は人 間 の 「生」 にっ い て,オ ル テ ガの考 え を追 うこ とに

.しよ う。

3..人 間の 「生 」

生 き る とは常 に何 事 か をなす とい うこ とで あ る。人 間 に 「生」 は与 え られ ている。

しか し,そ れ は 「出 来 上 っ た もの」 で は な い。作 り上 げ ね ば な らぬ もの で あ る 。

「生 」 とは 「課 題quehacer,task」 に他 な ら な い 。 そ れ も特 定 の 事 で は な い 。

人 間 はそ の各 々 がいつ も 「次 の瞬 間 自分 の しよ うとす る事,な ろ うとす る もの」 を

決 断 しな ければ な らな い。 オル テ ガの言 う 「生 の計 画」 で ある 。r生 の計画 」 を案

出 す るの は知 性 わ け て も 「想 像 力 」 の働 きで ある。 人 間 は想 像 力 に よ っ.て 「生 」

を計画 してい く。言 わ ば人 間 は 「自己 を創作 す る小説 家」 で あ る。

言 いzれ ば,人 間 は いつ も自分 の未 来 を先取 り しな けれ ば な らな い ので あ る。

しか もこの時 に はあ らか じめ自 らの生 涯 を も先取 りし.てい る必 要 が あ る。(長 期的)

目標 で あ る.。この 目標 が な けれ ば当座 の計画 も立 て られ な い。 こ の決断 は他 入 に譲

.り渡 す こ とは で きな い
。.肩代 り しても らえ な4..・。 なぜ な .ら,た とえ他 人 の言 うま ま

にな る .とし ても,.そ れ以 前 に そ.う決断 してい なけれ ば な らない か らで あ る。

さて,入 間 はいっ も 「生 の計 画」 を立 てな けれ ば な らな い。 しか し,そ うす るた

め に は人 間 は誰 で も,自 己 とは何 で あ るの か,環 境 とは何 で あ るか の確 信 を持 っ て

い な くては な らな い。..世に言 う 「確 信 の無 い人」 とは単 に言 葉 の上 の こ とにす ぎな

い 。懐 疑論 者 といえ ど も 「あ らゆ る ものは疑 わ しい」 と確信 して いる ので あ る。

「生 」 は課題 で ある 。 では,こ の課 題 は いか に して十 全 に果 され るのか。満 足 す

べ き どのよ うな条件 が待 ち受 け てい る のか
。

人 間 は好 む と好 ま ざる とに かか わ らず,次 の瞬 間 自分 の しよ うとす る事,.な ろ う

とす る もの を決 断 しな けれ ばな らな い。 こ の決 断 は他 の誰 に も肩代 りし ても らえ な

い.。自分 の歯痛 は 自分:だけ が痛 い
。私 の 苦 しみ は私 自身 がな ん とか し な くては な ら

な4`。.'「生 」 と..は各 人 それ ぞれ の 「生 」.であ り,人 間 は 「生 」 が 要求 す る課題 を各

々.が負 わね ば な らない ので あ る
6己.

ド決 断 す るの に必 要 な 自己 と環境 につ い ての確 信 もま
.た自分 自身 が確 信 してい な く
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ては な らない 。誰 か代 りに確 信 して も ら うわ け にはい か ないこ この よ.うに人 間 は 自

らの 「生 」 を一人 で引 き受 け な けれ ば な らな い ので あ る。 「生」 とは 「根 本的 孤独」

である。

「生」 は孤 独 で あ る.。い や根 本 的孤 独 で あ る。 い か なる時 も唯一 人 で決 断 しな く

てはな らな い 。 では,こ の決 断 は どの よ うに し てな され るの か。

オル テ ガは言 う。

「あ らゆ る生 は.r自 己 を計画す る』 。 同 じこ とだが,わ れわれ が個 々の行 為 を決断 ナ

る時 そ うす る のは,そ の行 為 が与 え られ た環 境 の中 で最善 の もの と思 われ るか ら
ロ コ リ コ 　 　 コ の の リ サ サ の リ ロ 　　　 リ サ コ ロ ロ リ ロ コ コ コ コ コ ロ じ

で ある 。即 ち,あ らゆ る生 は好 む と好 ま ざる とにかか わ らず,自 分 自身 の 目の前
　 　 コ 　 コ ロ ロ コ コ 　 ロ コ コ ロ コ

で 自己 を弁 明 しな けれ ば な らな い。 自己 自身 の前 で の弁明 は生 を構成 す る要 素 で

あ る。 それ ゆえ,生 きる とい うこ とが計画 に従 って行動 す る こ とで あ る と言 うの

{9) .と
,生 が不 断 の 自己弁 明 で あ る と言 うのは ひ とつ の事 で あ る。」

これ によれ ば,「 生 」 そ れ 自体 に選 択 す る能 力 が ある。 ひ とつ の もの を他 よ りも

善 しとす る働 きが ある。 それ で は,..あ る もの を 「最 善 の もの」 とす る判 断 はい か に

して成 立す るか 。 「自己 弁 明justificarse,sel・f-justification」 は どの よ うに して可

能 な のか 。

オル テ ガ に よれ ば,あ る意 見 が 「真 に 自分 の もの」 で あ った り,そ れ を 「十分 に

納 得 」す るの は,そ の意 見 を 「そ の根 底 か ら考 え て,そ の意 見 が他 と比 較 に な らな

⑩い ほ どの明 証性 に助 長 され て自分 の 内 に現 れ た場 合 」 だ けで あ る
。 こ の 「明証 性

evidencia,evidence」 なる ものは,誰 もそ の人 に 「出来 上 った もの」 と して与 え る こ

とは で き ない。 そ の人 自身 が 問題 を一 人 で引 き受 け,.そ れ に対 す る確 信 を 自 ら形 成

す る.時に のみ 自分.の内 に生 じる もの で あ る。

こ う して出 来 上 り,自 分 が 「十 分 に納 得 して.いる」意 見 が 「真 に 自分 の 意見 」 で

あ り,そ の よ うな意見 は 「当 の問題 に つい て自分 が実 際 か っ正真 正 銘 考 え てい る内

容 を含 ん で いる」 。ω 人 間 は 自分 の真 正 の 考 え を考 え る時 「自己 と一致 してい る」,

あ るいは 「自己 自身 で ある」 。そ の考 え の下 に な され る一連 の行 為,「 生 」 は 「真

正 の生 」 で あ る。 オル テ ガ にお い て 「真 正 の生 」 とは 即 ち道 徳 的 「生 」 の意 で も

あ る。人 間 は 自己 自身 で あ るた めに は,あ る いは道徳 的 「生 」 を営 む に は,自 己 に

沈潜 しな くて はな らない。 言 い換 えれ ば,自 己 の内 に入 り,可 能 な意 見,行 為 の う
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ち,い ず れ が真 に 自分 の もので あ るか 自 ら明 らか に な るまで じっ と待 た ね ば な らな

いの で あ る。.

4.自 己沈 潜ensimismamiento,beinginone'sself

オル テ ガ によれ ば,人 間 が 「自己 に沈潜 す る」 こ と を可 能 にす る ものは 「注意力」

で あ る。 「われ われ が注 意 を向 け る所,そ こ にわれ われ はあ 乙」 。⑫ 人 間 は注意 を

内側 に 向 け るこ とがで きる。.この能 力 のお蔭 で,人 間 は一 時的 にせ よ環 境 か ら退 き,

自分 の 「.内部 」 に入 り込 む こ とが で き る。 自己 に沈 潜 す ることがで きるので ある.

人 間 が確 信 を作 り,「 生 の計 画」 を案 出す るに は この 自己沈 潜 が 不可欠 で あ る。

再 び 外部 へ と 目を移 す 臨 今 度 は入 間 は確 信 を持 っ てい る。 単 に環 境 の なす が ま ま

に な っ てい るの で は な く,拠 っ て立 つ場 を持 っ てい る。言 い換 えれ ば,環 境 に対 し

何 らか の態 度 を取 る こ とがで きるの で あ る。

オ ルテ ガ は注意 を内側 に向 け られ る とい う,「 こ の一 見 単純 そ うに思 え る能 力 こ

そ が,.人 間 を人 間 らし く し うる能 力 なの だ」㈹ と言 っ てい る。 こ のこ とは他 の動物

と比 較 すれ ば よ くわか る。動物 の 注意 は常 に外 側 に向 け られ てい る。 つ ま り.動物}ま

常 に外 にい る。 永遠 の 「他者 」 なの で あ る。言 い換 えれ げ,動 物 は 「内部 」 を持 た

な い。 そ れ が ゆえ に 「自己」 な る もの を も持 たな い。 そ ゐ結 果,動 物 は絶 え ず 「自

己疎 外alteraci6n,beingbesideone'sself」 の状態 に あ り,あ わ て,う ろた え てい

るの で ある 。...

しか し,.こ の こ とは また,注 意 を向 け る方 向 いか ん に よ っ ては,人 間 も容 易 に動

物o段 階 へ と転 落 す る可 能性 の あ るこ とを示 し てい る。オ ルテ ガに よれ ば,現 に歴

史 上 「自己疎 外 」 の あ まn,人 間 が 人 間 らし さを失 う とい った現 象 は 一再 な らず起

った 。 オル テ ガは この現象 を人間 の 「再 野 蛮化 」 と呼び,.歴 史 的危 機 の 明確 な徴 候

の一 っ に数 え てい る5

.さて
,人 間 は 自己 に沈 潜 す るこ とに よn,自 己 自.身とな り,自aと 一 致 す る こ と

がで き る。.真に 自分 の考 え.を考 え る こ とがで き,「 真 正 の生 」 を営 む こ とがで きる。

こ こで注 意 した いの は,『 ガ リレオ をめ ぐって』 第7章 の章 名 「自 己 との一 致 と し

ての真 理 」 で あ も,な ぜ 自己 と一 致 す るこ とに よ り,あ る いは 自a自 身 とな る こ と

に よっ て.真理 が 得 ら.れるの か。 自己 の 中 に何 が隠 され てい る のか 。r現 代 の課 題 』
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第10章 を中心 にオル テ ガの真 理観 を確 か め てお くこ とに しよ う。

5.真 理.

異 な った視点 か ら二 人 の 人 間 が 同 じ風 景 を眺 め る 。.にもか かわ らず双 方 は同 じ

もの を見 な い。位 置 が異 な っ てい るの で,風 景 は双方 の前 に違 った風 に編成 され る。

一 方に とって は前 景 を占め,そ の細 部 をすべ ては っ き りと表 し てい る ものが,他 方

に とって は後 景 に あ り,あ い まい で ぼんや り してい る。そ の 上事 物 が前 後 ろ に な る

の で,そ の全 体 な い し部 分 が隠 れ るこ とにな り,一 方 は風 景 の うち の他 方 に は届 か

ない部 分 を知 覚 す るこ とに な る。

この場合,二 人 の 見 る風景 が相 違す るか ら とい ら て,ど ち らか一 方 の風 景 が偽 り

で あ る とは言 え ない。 また どち らの風景 も偽 りで あ り,別 に 「真正 の風 景」 な る も

のが ある とも言 えな い 。 どち らの風 景 も真 で ある 。

オ ルテ ガは言bて い る。

「宇宙 の実 在 は あ る特定 の パー スペ クテ ィブ(遠 近 法)の 下 で のみ見 られ うる も
ロ ロ コ コ リ 　 ロ コ コ コ 　 サ の つ 　 コ コ コ コ ロ コ リ

ので あ る。パ ー スペ クテ ィブ は実 在 の構成 分 子 の1つ で ある。 パ ー スペ クテ ィ ブ

は実在 を歪 曲 す る どころ か,実 在 を編 成 す るの で あ る。 いずれ の地点 か ら見 て も

常 に同一 の もの で あ る実在 とは不 条理 な概 念 で あ る。」㈲

オルテ ガは このパ ー スペ クテ ィブ を認 識 の領 域 に お い て も適 用 す る。彼 の認 識方

法が パー 久ペ クテ ィビズム と呼 ばれ る所 以 で ある 。た だ しこ こで は 「いず れ の生 も

宇 宙 に関 す る視 点 で あ」⑮ り,「 パ ー スペ クテ ィブ とは実在 を省 察 す る人 に対 して

実在 が と る秩序 と形式 で あ る」⑯ と され る。

っ ま り,あ る実 在 に関 して二つ の 「視点 」(主 観)が 捉 え る真 理 は相違 してい る。

が,い ずれ も真 理 で ある。 また,そ れ ら二 つ の視 点 か ら全 く独 立.して真 理 な る もの

はあ りえ ない。言 い換 えれ ば,「 実在 は風 景 の よ うに,す 彗 てが同様 に真実 か つ 真

正礁 数のパースペクティブを持ってい.る押 が渓 在は一つの視点に対し,そ の

無 数 の パー スペ クテ ィブ の うち の た った一 っ のパ ー スペ クテ ィブ しか受 け入れ ない

「認識 装置 」 であ る。 唯一 絶 対 の もの で あ ろ う とす るパ 」 スペ クテ ィブ は偽 りのパ

サ コ コ コ コ リ 　 コ 　 コ コ リ リ コ リ リ コ ロ コ

ー スペ クテイ ブ で あ る
。即 ち,「 局 限 され ず,rい か な る場所 か らも見 られ ない』

麺,ろ 動 三二 薩 ラ 臆 虚 徹 あ る」q腕 い うこ とにな る。

それ ゆ え,異 な る二 つ の視 点 が捉 えた真 理 は,も しそれ らが共 に真理 で ある な ら
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相 違 してい な くてはな らない。.この相 違 は,矛 盾 をで は な く,「 補足complemen亡o,

complement」 を意 味 す るの で あ る。 こ こか ら,あ らゆ る個 体,即 ち,す べ ての個

人,世 代,時 代,民 族 がか け がえ の ない認 識装置 とい うこ とにな る。

そ して,オ ルテ ガは 「完 全 な真 理 は,私 が見 る もの と隣 人 が見 る もの を とい った

風 に,次 々 と連 結 す る こ とに よっ ての み獲 得 され る」usと 言 い,神 もまた 一っ の視

点 で あ る と して,パ ー スペ クテ ィブ の総 計 を神 の能 力 に帰 してい る。

6.回 心conversiAn,conversion

自身 の真 正 さを得 るに は,あ るい は真 理 の中 に身 を置 くには まず 自己 に沈 潜 しな

けれ ば な ら ない 。沈潜 し,自 己 自身 と厳 し く一 致 す るこ とで あ る。 自 らの パー スペ

クテ ィブ に誠 実 た る こ とで ある。現 代 とい う危 機 の時 代 で もそ うなの か。 こ うい う

時 代 で も可能 なの か。

オ ルテ ガに よれ ば,危 機 の時 代 に は人 間 に あ る不思 議 な 「転 倒vuelo,shift)が 起

teaこる
。言 う所 の 「回心 」 で あ る。

「回 心 とは人 間 が あ る観念 か ら別 の観 念へ と移 る変化 で はな く,あ る全 体的 パ ー

スペ クテ ィブか らそ れ と43逆 リ パー スペ クテ ィブへ ど移 る変化 で あ る。 ・ …

自己 を見失 っ ていた 人 間 はこ の回心 に よ って,突 然 自分 が 自 己 を発見 した ことに,

そ し て自 己 と一 致 し、 自分 自身 の真 理 の 中に 完 全 に い る こ とに気 が つ くの で あ

る.」X11

.人間 は 「回 心 」 に よっ て 自己 を発 見 し,自 己 と一 致 す る。 自 己の真 理 の 中 に生 き

る。 か くして人 問 は危 機 脱出 の端 緒 を得 る こ とに な る。

オ ル テ ガは危 機 を歴 史 的 に考 察 し,脱 出 の方 法 を検討 しt_。 『ガ リレオ をめ ぐっ

て』(1933年)一 著 がそ れ で あ る。彼 が得 た結論 は こ うで あっ た。

「…r回 心 せ よ』 との声,私 流 に言 えばr自 己 に沈 潜 せ よ』,諸 君 の真 の 自

我.を探 し出 せ との 声 が,今 日再 び人 々に,とnわ け若 い 人達 に急 い で伝 え る必 要

.の あ る声 だ とい う こ とには何 の疑 い もな い。」.閲

これ まで ヨー ロ ッパを襲 った二度 の危機 ⑳ において はいずれ も入間 は回 心によ り再 び.

自己 自身 と.なるこ とが で きた 。 自己 との一 致 を果 た せ ば こそ,真 正 の文化 が甦 った .

の で ある。 オル テ ガ は次代 をに な う若 者 にそれ を期 待 した 。当然 で あ ろ う。
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オ ルテ ガの予 想 に従 えば,.近 い将 来若 い人 達 の間 に.回心 が起 こ るはず で あ った 。

新 た なパー スペ クテ ィブの下 に もの を見 る青 年達 が登場 して こなけれ ば な らな かっ

た 。今 日事 態 はそ うはい っ てい ない の で ある 。

『大 衆 の反 逆』 に よれ ば,大 衆 とは いわ ゆ る労働 者大 衆 を さす ので は な い。特 別
り

な資質 を持 たぬ ご く平 均 的 で凡 庸 な 人間 の こ とで ある。 大衆 は必 ず し も集 団 で あ る

必要 は な く,一 人 で も 「大 衆人 間hombre-masa・mass-man」(いy、 訳 語 とは毛 頭

思 わない が,こ うと うで も訳 す他 は あ る まい 一筆者 注)と 呼 ぶ こ とが で き る。彼 は

彼個 入の 中 に大衆 その ものの在 り方 を体 現 してい る。 大 衆 は これ まで 自 らをわ き ま

え,選 ば れ た少数 者 に従 って きた.。彼 らの作 り出 した文 明 の原 理,規 範 を受 け入 れ

てきた。 しか し今 日大 衆}ま反逆 す る。選 良達 の指 導 を拒絶 す るの で あ る。

現代 の大 衆 人 間.は物 心 が付 い て以 来,生 きる こ とは容 易 で,可 能 性 に あふ れ,な

ん の限界 もない と感 じて い る.。歴 史 的 に見 るな らば,彼 らは19世 紀 の文 明,即 ち自

由主義 的 デ モ ク ラシー と科 学技 術 の発 展 が生 ん だ鬼子 と言 え よ う。彼 らは あ るが ま

まの 自分 に満 足.し,外 か らの声,働 きか け,審 判 には い っさ い耳 を傾 け な い。 己 れ

の意 見 を疑 わず,他 人 の存 在 を考 慮 に入 れ よ うとは しない 。今 日の大 衆人 間 は 「不

従 順 」 と 「自己 閉鎖 性」 とか ら成 り立 っ てい るの で あ る。彼 らは世 界 には 自分 の同

類 しか い ないか の ご と く,な ん の遠 慮,手 続 き,反 省 もな く,言 わ げ直接 行 動 に よ

って 自分 の意見 を押 し付 け よ うとす る。彼 らは甘 や か され た お坊 っち やん で あ り,

文明 の 中に あ って未 開 の野蛮 人 で あ る。

オル テ ガは必 ず し も楽観 してい たわ け で はな い 。 『大 衆 の反 逆 』 出版7年 後,同.

書仏訳 に付 した 「フ ラ ンス人へ の序 文 」.の中で 自問 してい る。 「この型 の人 間(大

衆人 間 一筆 者注)を 矯正 す る こ とが で き るだ ろ うか」,⑳ と。彼 らの欠 陥 が矯正 さ

れ な けれ ば,必 ず や ヨー ロッパ は崩 壊 す る.であ ろ う。 「救 いの可 能性 のす べ て.がか

か ってい るい ま一 つ の問 い」 と して.こう問 う。.「大 衆 が か りに 自 ら望 ん だ として も,

侶5〕い
った い彼:らは個 人 的 な生 に 目 ざめ うる だ ろ うか」,と 。

危 機 か ら脱 出 し,新 しい文化 を形 成 す るた め に は,現 代 の人 間 も回心 せ ね ば な ら

ない 。 も し回心 す る こ とが な けれ ば,ヨ ー ロ ッパは早 晩 亡 び る こ とに なろ う.。それ

には まず 自己 に沈 潜 す る こ とで あ る。 そ うす れ ば 自発 の内 奥 か らか すか.な声 が聞 え

て くるで あ ろ う。 その か細 い声 に耳 を澄 ます こ とで あ る。 われ われ に何 か を教 え て
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くれ よ う。 自己 に沈 潜 せ よ!自 己 自身 となれ!こ の命 法 に こ そ ヨー ロ ッパ の存亡 が

かか っ てい るので ある 。

7.使 命vocaci6n,vocation

人 間 は常 に 自分 の未 来 を先取 り しな けれ ば な らな い。 「生 の計 画 」 を案 出 しな く

て はな らない 。通例,人 間 の前 に は数 多 くの可能性 が 開か れ てい る。 人 間 は この 中

か らた っ た一 つ を選 び取 ら.ねば な らない 。選 び取 ろ う と思 え ばそ の いずれ を も選 び

取 る こ とが で きる。 そ の意味 で は人 間 は く 自由 〉 であ る。 しか し,い くつ か選 択 可

能 な 「生 の計画 」 を前 にす る時,「.ど こか しらわれ われ の内奥 の深 み か ら聞 えて く

る不思 議 な声 が,わ れ われ にそれ らの 中 の一 つ を選 び,他 を排 除 す る よ う呼 び か け

る」.as「 一 つ の もの が,た った一 つ の ものだ け が,わ れ われ のな るべ き もの と し

聞てわ れ われ の前 に現 れ る」
。 こ の不思 議 な声 が 「使 命 」 と呼 ばれ る もの で あ り,

これ こそ がわ れ われ を 「真 正 の存 在 」 へ と導 く もので あ る。 こ のよ うな声 は誰 の内

部 で も聞 えて い る。 た いてい の 人間 はそれ を聞 こ うと も しな い ので あ る。 しか し,

「自分g使 命 を生 き る者,即 ち 自分 の真 の 『自己』 と一 致 す る者 だ け が 自己 自身 を

生 き,真 に生 きてい るので あ」圏 り,そ れ 以 外 の者 は 自 らの 「生 」 を偽 っ てい るの

で あ る。

ヨー ロ ッパ の存 亡す らか か って い る とい う 「使命 」 。そ の まこ.とか細 い声 は 次 の

よ うに して聞 かれ よ う。

「.… 各 人 が未 来 を予 見 し うるの は,.外 部 に 目 を向 け る こ、とに よって ではな く,

む しろ 自己 の孤独 の淵 を厳 し く点検 す る こ とに よって であ う。」四

お わ り に

『大 衆 の反 逆 』 が 出版 され て16年 後,マ ック ス ・ピカー トは 『われ われ 自身 の

なか の ヒ トラー』(1946年)の 中 で,今 度 は人 間 は 「ア トム化Atomisierung」 し

た と警 告.した。 人間 は もはや 「内 的連 関性 」 も 「内的連 続 性 」 を も喪 失 した と述 べ

た の で あ る。

われ われ 自身 とて無 関係 であ ろ うはず がな い。 自 らの内面(そ れ す らあ るか ど う

か わ か らな いが)を のぞ く時,そ の殺 伐 た る様 相 に標然 とす る。社 会 は 己が心 を写

す鏡 な.ので あ る。 そ うい う筆者 が倫 理 につ い て云 云す る。 ア トム化 した世 界 な らで
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はの光 景 か も しれ ない 。 た とえ わず か な時 間 で も,内 的 連続 性 な る もの を獲得 す る

には,何 か量 り知れ な い精神 力 を必 要 とす る。 孤独 を維持 す る に も,拡 散 しよ うと

す る自分 を必 死 で押 し止 め る極 度 の集 中力 が必要 とな る。今 日,〈 使 命 〉 とか く内

奥 か らの声 〉 とい った言 葉 は ほ とん ど死 語 に も等 しか ろ う。 死語 に も等 しい とい う

現 状 こそ,今 なお新 たな確 信 が芽 生 えて は い ない こ との何 よ りの証 明 で も あろ う。

だが,・ ・ … とにか く(何 と も便 利 な言 葉 だ が)す ぐれ た先達 の言葉 を信 じて,

た とえ わず かな者 だけ で も今 しば ら く,自 らの 内面 をば注 視 しよ うとい うの が,拙

論 の結 び とも言 え な い結 び で あ る6

(昭 和56年8月)

注

(1)ObrascompletasdeJos!OrtegayGasset,RevistadeOccidente,Madrid,

1961-1969.N,130.(ロ ー マ数 字 は 巻 数 を,ア ラ ビ ア数 字 は 頁 数 を示 す 。

以 下 同 じ)

②

㈲

凶

㈲

㈹

㎝

⑧

働
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㈲

⑬

鮒
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㈲

胴

働

W

四
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皿

皿
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V

V

皿

皿

皿

皿

119,

314一'315,

102,

102,

169,

171.
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73.
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199,
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.236,

200,
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(20)..『 ガ リレオ をめ ぐつて』.によれ ば,「 歴 史 的危 機 」..とは 「前 世 代 の世 界即 ち確

信体 系 に,人 間 が それ らの確信 無 しに,つ ま り世 界 無 しに取 り残 され る とい った

生 の 状態 が続 く時 」,人 間 の 「生 」 が取 る様式 を言 う。そ の様式 は 当初 の 「方 向

喪 失 」 か ら 「絶 望 」 へ,そ して さ らな る深 化 と共 に,「 境 界 線 」上 に ある 「生 」

と呼 ばれ る もの が現 れ る。.歴史 的 に見 るな らば,危 機 とは人 間 が あ る確信 体 系 を

頼 りに して生 きる こ とか ら,別 の確 信 体 系 を頼 りに して生 き るこ とへ の移 行 であ

る。 あ る世界 を離れ,そ れ とは別 の世 界 に た ど り着 くまで の期 間 を言 う。危機 の

間 に,そ れ まで の世 界 を捨 て去 る こ と,新 しい世 界 に な じむ こ と,こ の二 つ の こ

とが人間 に よ って行 われ てい な けれ ば な らな いの で あ る。

境 界 線 上 に あ る 「生 」 を生 き る人 間 は,自 分 は 「二 つ の生形 成,二 つ の世 界,

二 つ の時 代 の境 界線 上 に い る との感 情 」 を抱 い て い る。 人間 は二 つ の世 界 の問 に

立 って,決 断 で きぬ ま まそ の間 を行 った り来 た りす る。身 は二 つ の世 界 に 引 き裂

かれ るので ある。 そ して,さ らに時 代 が進 め ば,「 自分 は生 まれ 変 ろ うと してい

る との純 然 た る予感 や 期待 」 を持 つ人 間 が登場 す る。 「回心 」.が起 こ るのは,今

の用語 を使 うな らば境 界線 上 の 「生 」 を生 きてい る入間 で あ る。

(21)V,116,

(22)V,116,

㈱ オ ルテ ガの言 葉 をそ の まま借 りれ ば,「 古代 世界 と共 に終 わ る危 機」 と 「ル ネ

サ ン スの危 機 」 で.ある 。 オル テ ガは前者 をB.C.1世 紀 か らA.D.5世 紀 後 半 。

後 者 を1350年 な い し1400年 か ら1650年 まで と考 え てい る。
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