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Abstract

　The　purpose　of 　this　paper　is　to　consider 　the　view 　of　technology　in　Heidegger．

　The　technology　is　in　the　domain 　of 　the　truth．　Heidegger　identifies　the　technology　with 　the　manifestation

of　the　truth ．The　modern 　technology　is　also 　the　manifestation 　of　the　truth．

　Man 　makes 　the　nature 　the　object　by　the　modern 　technology ．　Man 　discloses　a 　secret 　of 　the　nature 　in　order

to　take　out 　the　wealth 　in　front　of 　him ．　In　other 　words 　the　manifestation 　of 　the　modem 　technology　appears

in　the　object 　of 　nature ，　The　autonomy 　of　the　modern 　technology　exist　in　this　kind　of　the　process　of 　the 　mani
−

festation．

　Heidegger　calls 　all　the　setup 　of 　the　modern 　technology　the　assembly （Gestell）．　We　have　free−dom　to　steer

the　technology．　The　freedom　isn’tthe　simple 　option ．　There　isn’t　the　doom ，　but　the　destiny　in　the　technology．

　Man 　doesn’t　escape 　from 　this　reign 　of 　assembly ．　Heidegger
’
s　philosophy　prompts 　to　reflect 　the　wishful

thinking　of 　the　humanism．

1．は じ め に

　現代 は、技術 の 時代 で あ る と い え る。 技術とは普通 、

科学を 実地 に 応用 し、 自然力を開発 した り利用 した り

す るわ ざの こ とと解 されて い る 。 そ して 、 こ の よ うな

近代技術に よ り特徴 づ け られ る時代 が始 ま っ た の が、

ハ イデ ガーの 生 ま れ た 19世紀後半で あ っ た。

　技術 は、目的に 対す る手段 に 過 ぎな い の で あ ろ うか 。

製作活動 は 、 良き行為の た め の 手段を提供す る行為で

あ り、そ れ 自身は 善悪に 無関係 な第二 次的実践 に 過 ぎ

な い の で あ ろ うか 。

　 確 か に ア リス トテ レ ス は、

　　制作 に は制作 ［活動］ と異 な る 目的が あ る が 、 行

　　為 に は そ の よ うな 目的 はない だ ろ う。な ぜ な ら、

　　良い 行為はそ れ 自体行為の 目的だ か らで ある
ω

。

と い っ て い る 。 技術に よ る製作活動は、 そ れ自身を目

的 とせ ず 、 制作活動の 結果生ず る技術的産物 が、そ の

目的 とされ る。こ うして 得 られ る技術的産物 が、良 き

行為 の ため の 手段 と して 適切で あ るか 否か とい う こ と

で 、 そ の 製作活動 の 是非が 決定 され る 。 技術 も可能性

か ら見れ ば 、 「分別の 働 きを 伴 う制 作 の 性能」
 

で あ

るか ら、普遍的 な認識能力を必要 と し、 科学的知識 に

っ な が る方向を持 っ て い る。そ の 具 体的適用 を 、行為

の 善悪 に関す る実践的な 智恵 （賢慮） に 依拠す る点か

らす る と 、 技術的活動そ れ 自身 は ど こ まで も手段的 ・

相対的 な地位に と ど ま る 。

　以上 の よ うな 伝統的な 技術観か ら、技術 の 実践的 な

無記性 ・価値中立 性 と い う発想が 生 じて くる。 例え ば 、

現 代 の 科学 ・技術が もた らす 巨大で 多様 な 災厄 に対 し

て 、科学 と技術そ の もの に は こ の よ うな害 を なす原因

は内 在 せ ず、そ れ を 使用 す る人 間 の 側 に こ そ問 題 が あ

る とい う考え 方がある 。 っ まり、こ の よ うに発達 した

科学 。技術を使い こ な しう る 政治的 。行政的知識の 欠

如や 、 倫理 ・道徳の 未発達 と い っ た実践的知恵 の 欠陥

に 災厄 の 原因 を求 め る。そ して 科学 ・技術そ の もの は、

善悪 い ず れ の 方向 へ も使用可能 な中立 的道具 で あ る と

見 る の で ある。

　 こ の 立場 に 対立す る の が 、 科学 ・技術 の もた ら した

災厄 の 原因を科学 ・技術 そ の もの に 求 め る現代 の 「科

学批判」 の 立場 で あ る 。 しか し、科学 ・技術 の 災厄の

原因 と こ れ を克服す る道 を 、 人間の 実践的知恵 の側に

求め る か 、 そ れ と も科学 ・技術の 内的本質に 求め るか

で 単純 に 問を立 て るな ら、 そ の い ず れ の 選 択肢 も誤 り

で あ る。な ぜ な らば、い ずれ の 道 も、科学 ・技術の 活

動 と実践的行為 との 二 元論を前提 と して お り、その 二

元論の い ずれ か一
方に の み 原因究明の 舞台を限定 して
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い るか らで あ る。

　 こ の 二 元論 は、い わ ゆ る理論 と実践 の 二 元論 と は異

な る が 、 こ れ を土 台 と して 組 み 立 て た二 元論 で あ る の

で、理 論 に も実践 に も足 を踏み入 れ て 成立す る科学 ・

技術 の 活動 の 全体を、一
体の もの と して 考察す る こ と

を本質的に 妨げて しま う。

　我 々 は、現代の 科学 ・技術 の 問 題 を、そ の 普遍 的 な

発展 の 論理 か ら理 論的 に 考察す る こ とに つ い て、また

科 学 ・ 技 術 を 道 具 と して 使 用す る人 間の 普遍 的 な倫理

の 問題 と して 解明す る こ と につ い て も、い ずれ も否定

しな い 。 しか し、科学 ・技術の 具体的活動が 、っ ね に

道 具 の 使用 と製作と に か か わ る その 都度の 行為的現実

で あ る限 り、そ の 現実を 超越 した 普遍 との 関係か らの

み現実 を基礎 づ ける理 論的考察 も倫理的解明 も、共 に

現実 の 二 次的 。
一

面的な 説明で あ る 。 最初 に 取るべ き

考察 の 立脚点 は、科学 ・技術の 活動が 経験 され る ま ま

の 全 体性 の 分析で な けれ ば な らな い 。

　本稿 の 目的は、以 上 の 問題 に 対す る
一

っ の 解答を探

る た め に、ハ イ デ ガー
の 『技術 へ の 問い 』

（3） を中心 に、

彼 の 技術観 を考察す る こ とで あ る。

2．発 露

　まず 、 『技術へ の 問 い 』 を概観 して お き た い
。

ハ イ

デ ガ ーは、技術 の 「現存在」 と 「本性」 との 関係を 規

定 して い る もの は何 か 、 に つ い て 注意 して い る 。

　　技術 と 技術 の 本性 と は 同 じ もの で は な い
（
％

　技術 の 「本性」 とは 、 技術 で あ る限りの 技術の すべ

て を 「統 べ る」 もの で あ るは ず で あ る。

　技術とは、ひ とまず、そ の た だ 中で 人間が 何 らか の

目的 に 向 け て 行為を営む 「そ の 整備 ・組織の 全体」で

あ る と考え られ る。あ るい は、

　　技術 そ の もの が一
っ の 整 備 ・組織 で あ り、ラ テ ン

　　語で い う 「instrumentum」 で あ る
（i＞

。

　 ハ イ デ ガー
に おい て、こ の 技術概念 は、た とえ 近代

的科学技術 の 場合 で あ って も 、 有効で あ る。

　彼の 眼差 しは、さ らに遠 くまで 及ん で い る。彼 は さ

ら に 深 い 問 い を提出す る 。 技術 を 「制御 しよ うとす る

意 志 」 は、一体 ど こ へ 行 くの か。こ の 意志 の 主 体 は何

か 。 何 に よ っ て そ れ は 導 か れ るの か 。

　ハイ デ ガー
は こ の 問題 に、ア リス トテ レ ス の い う四

原因の 現象学的分析 と い う方法 を通 じて 着手 す る 。 四

原因 は 、
ハ イ デ ガ ーの 分析 に よ れ ば 、 「何 か あ る もの

を 明 るみ ［現れ ］ の なか へ 持 ち来 たす」 四っ の 様態 に

対応 して い る 。 そ れ ら四 っ の 様態 は、そ の 或 る もの が

現出す る働きの 四 つ の 固 有 の 仕方 に 応 答 して い る 。

　い ま、一
個の 聖餐用 の 銀 の 供 物 皿 と い う例 を取 っ て

み よ う。 第
一

に、こ の 皿 が 銀とい う材料 で で きあが っ

て い る もの で あ る限 りに お い て 、 銀は この 皿 に関 して、

  質料因 と し て 「と もど もに 責 め を負 っ て い る」 と い

わ れ る 。 第二 に、そ れが 皿 と して 、す なわ ち皿 と い う

外観の もと に現 れ 出る もの で あ る限 りに お い て 、 同 じ

銀 は こ の 皿 の 形 （見 え方） に や は り  形桾因と して 、

「と もど もに 責 め を 負って い る」 とい わ れ る 。 第三 に、

そ れが 何 らか の 目的 に供 され る もの と して 、 す なわ ち

供物 の 器で あ る 限 りに お い て 、さ ら に そ の 皿 の 用途 と

い う要因が 同 じ皿 に 関 して 、   目的因 と して 「と も ど

もに 責 め を負 っ て い る 」。

　 しか し、 第四の 要因 は 銀細工 師そ の 人で ありうるか 。

　　銀 細工 師 は、上述 の 三 つ の 責め の 負 い 方を 、 熟考

　　 して 纏 め るの で ある
 

。

ハ イ デ ガー
は 、

い っ て い る D

　　熟考す る と は、ギ リシ ア 語 で IEgein，16gosと 呼

　　ん で い る 。 そ れ は apophainesthai す な わ ち 明 る

　　み に 持ち来た す と言 う こ とに あ る （の

。

　銀細工 師の 熟考の お か げで 、一
個 の 皿 を生み 出す因

果性の 三 様態が 互 い に 共働す る こ とが 可能 に な る。 銀

細工 師 は、そ れ ゆ え に こ の 皿 の 生産 に 、 銀や 皿 の 形や

そ の 用途 と 「責め を と もど もに 負 っ て い る 」。しか し、

そ れ はた だ単に い わ ゆ る  作用因 と して、そ うで あ る

と い うの で はな くて
、

　　供物皿 を 連れ 出 し独立 させ て ゆくそ の 最初の 発端

　　を 得 しめ 維持 せ しめ る もの と して、責 め を と も ど

　　もに 負 っ て い るの で あ る
 

。

　 こ こ で 、 聖 餐用の 供物皿 の 現
一
存 An −wesen が、生

一

産 （出で
一
来
一

た らす こ と） と して と らえ られ る。 こ

の 聖餐用の 供物皿 の 現存に と もど もに 責め を負 っ て い

る因果性の そ れ ぞ れ の 様態を取 り纏 め っ っ 、 銀細工 師

は こ の 皿 を そ の 「現 れ 」 へ と産出す る。こ の 皿 が 独 存

し 、 顕現 し始 め
、 そ う して 現 れ の 世界へ 、すな わちそ

の 「現
一
存 An −wesen 」 へ と到来す る の は 、 こ の 銀細

工 師を 端緒 に して で あ る。

　「生
一
産 （出で

一来一た らす こ と）」 とは、ハ イ デ ガー

に よ る と、そ の 本義に お い て は 、 現存す る もの を 明 る

み に 持 ち来 た す、一
種 の 持 ち来 た しの こ とで あ る。こ

れ が ギ リ シ ア の ポ イ エ ーシ ス （製作） で あ っ た 。 そ れ

は、

　　現 存 して い な い もの か ら現存す る もの へ 移 り一出

　　て
一
来 る た め に誘 い 出す こ と

〔9）

で あ る。

　 しか し、銀 細工 師 が実際 に 銀 の 皿 を作 り、そ の 「現

れ」 へ 産出す る と い う こ と は、彼自身が こ の 皿 の 生産

の 「作用 因」 で あ る と い うこ とで は な い か。だが 、
ハ
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イ デ ガ ーに よ る と、そ うで はな い
。 彼は、単 に そ の 契

機 と して 働 い て い るに 過 ぎな い の で あ る。一
個 の 皿 の

製 作 過 程 に 従事 しな が ら、銀細工 師 は 真理 の 産出過 程

に参与 して い る。
こ の 一

般的過程の 内部で 四 っ の 誘因

が 共演 して い る。つ まり、一
々 の物 の 個別的生産に従 っ

て 「蔽われて い る状態 か ら蔽 わ れ て い な い 状態へ 到る」

真理 を 「露わ に発 く」 製作 の 個別的過程が 共演 して い

る の で ある 。

　技術 の 現存在 と そ の 本性とを取 り結ぶ 関係 の本質 は、

そ れ ゆ え に こ の 「発露 」 （Entbergen） の う ち に 存 し

て い る こ とに な る 。 こ れが 、

一
見 、

一個の 皿 の 生産 の

因果的諸 関係 を実際 に 取 り纒 め 統べ て い る か に見 え る

銀細工 師の 行為 の 根底 に あ っ て 、 それ を支配 して い る

もの な の で あ る 。

　　 した が っ て、技術 は 露 わ に 発 く
一

つ の 在り方 で あ

　　 る
（10）

。

技術の 領域、そ れ は 「真理 の 領域 な の で あ る」。
ハ イ

デ ガー
は 技術を 真理 の 「発露」 に 同定する。

　　 テ ク ネーは 、 al6thefiein 匸ア レ テ
ー

ウ ェ
ー

ン 、露

　　わ に 発 く］の
一

っ の 在り方 で あ る。 そ れ は自分自

　　身で 出で
一
来 た らず未だ 眼前に はな き もの、従 っ

　　 て 色 と り どり な見え方を と っ て 結末を つ け るで あ

　　 ろ う もの を、露わ に 発 くもの で あ る
〔11）。

　 そ れ で は 、 自然 の 産出過程と職人の 生産過程 と は 、

どの よ うに 区別 さ れ る の か 。 自然 の 創造 作用 に お い て

は 、 例 え ば花 は 自分自身で 花開くの に対 して、職人な

い し技 術家 の 生産過 程 に お い て は、事物 は 自分自身で

は完成 しな い 。 だ か ら、 私 た ち は私 た ち の 手で 、 事物

を 光の 前
一
面 に 引 き出す必 要 が あ る の で あり、そ れ こ

そ が 人の 技 として の 技術 な の で あ る 。

3．挑 発

　次 い で 、ハ イ デ ガー
は近代技術が何か を問 う。そ の

本性 に 関 して 、 近代技術もま た 「発露」 で あ る 。 「し

か し」 と彼 はい う。

　　近代技術を 支配 して い る こ の 露に 発 く と い う こ と

　　は 、 しか し今で は ポ イ エ シ ス の 意味に お け る出で

　　
一
来
一た ら しの 形で 展 開 され て い るの で はな い。

　　近代技術の なか で 統べ て い る露わな 発きと は 、 自

　　然 に むか っ て、エ ネ ル ギーと して 搬出 され 貯蔵 さ

　　 れ る よ うな、エ ネ ル ギー
を供給すべ き要求を 押 し

　　立 て る挑発 な の で あ る
Cl！）。

　我々 の 時代を統 べ る 「発露」 の 特徴的性格 は 、
ハ イ

デ ガ
ー

に 照 ら して い え ば、自然を 「立 て 挙げる stellt 」

「挑発 す る Herausfordern」 で あ る。

　近 代技術 は二 重の 意味 に お い て 自然を 「銚発 す る」。

まず第
一

に、近代技術は 、 自然を 「打ち開い て 、そ し

て 外 へ 立 て 」 る。 そ して 第二 に、近代技術に お い て 自

然 は、

　　最小限の 消 費 で 最 大限 の 利用 へ と 前進的 に 駆 り立

　　て て ゆ くよ うに、あ らか じめ 目安が 立て られ て い

　　 る
（13）

。

　 こ こ に近代技術の 特徴が、さらに 明瞭 に な っ て くる。

「打 ち 開き」 「外へ 立 て る」 こ と、 す なわ ち人間 は近代

技術 とい う手筈 に よ っ て 自然を客観化 （対象化） し、

自らの 眼 差 しの 前 に 引 き出 し て、そ の 秘密 を そ こ か ら

富を引き出すた め に 暴露す るの で あ る。

　 ハ イ デ ガーは、物事 の 隠れた真理を大切 に して 、そ

れ を明 るみ にく持ち来 た らす こ と〉 と い う意味で の 芸

術的製作 と、 近代技術が 隠れ て い る物を引 っ 立 て て 探

し出す と い う こ と と は違 う と い う。 ど ち らに して も、

隠れ て い る もの の 覆 い を外して 明 るみ に 出す こ とに違

い は な い
。

　例えばヴ ァ イ オ リ ン を作 る と き 、 そ の 素材の 中に含

ま れ る 「よ い 音 を出す 素質」 が最 大限 に 発揮 さ れ る よ

うにす る 。 そ の もの の 本来 の あり様 を過不足 な く引 き

出す こ と、そ れ が製作 の 極意 で あ る 。 近 代 技術 は、素

材の 持っ 本来の 在り方な ど は ど うで もよ い こ とで ある。

一
定量 の エ ネ ル ギーな り、一

定 の 強度 を 保っ 塊が あ れ

ば よ い の で あ る。

　 す る と、こ うい う質問が 出て く る で あ ろ う。

　　 こ の こ と は しか し、 昔の 水車 に もい え るの で は な

　　 い か 。 そ うで はない 。風車の 翼 はな る ほ ど風 に 廻

　　 され、そ の 吹きっ け に 直接委ね られた ままで あ る。

　　風車 は しか し、
エ ネル ギ ーを貯蔵す る た め に、そ

　　 の 気流の エ ネ ル ギ ーを 開発 しは しな い 。

　　そ れ に 反 して 、あ る地帯 は、石炭や 鉱石の 採掘の

　　 た め に 挑発 され れ る 。 そ の 地域 は今 や地面 は 石炭

　　 の 鉱区 と して 採掘される 。 畑 は姿を変 えて しま う。

　　か っ て は農夫 の 手入 れ と言 え ば、育 て た り、面倒

　　 を見 た りす る こ とだ っ た 。 農夫 の 仕事 は畑 を 強い

　　 て 作物 を産 み 出させ た りは しな い 。種 を蒔 い て、

　　芽が出れ ば成長力 の お 陰だと思 い、そ の 成長を見

　　守 る の で あ る 。 今 とな っ て は畑の 手入 れ も変わ り

　　果 て 、 自然 を強い る手入 れ とな っ て い る。 強要 と

　　 い う意味で 自然 を 強い る の だ 。 農業は 今で は 動力

　　 化 され た 食品産業で あ る。 空気 は窒素 を出せ と引 っ

　　 立 て られ、土 壌 は鉱石を 、 鉱石 は ウ ラ ン を、ウ ラ

　　 ン は、破壊の た め に せ よ 平和利用 の た め に せ よ放

　　 出 さ れ る原 子力 エ ネ ル ギー
を出せ と 引っ立 て られ

　　 る
（1
％

　 自然を引 っ 立 て て 、 資源 を 出せ と取 り立 て て 、採掘
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す る と い うの が、近 代技術 で あ る。 こ こ で は ドイ ッ 語

の シ ュ テ レ ン （stellen ） とい う動詞を語源 に 持 っ 言葉

が ふ ん だ ん に 使 わ れ て い る。シ ュテ レ ン とは、も と も

と、ま っ た くありふ れた意味で地面の上で 横倒しにな っ

て い る もの を垂 直 に す る と い うの が、中心的 な意味 で

あ る。

　 しか し、そ こ か ら 「邉 い 立て る」、「取 り立 て る」、

「責 め立 て る」 とい っ た不自然 で
一

方的 な 強制 と い う

語感 を持 っ 複合語 が 出て くる。ハ イ デ ガ ーカ淵 をつ け

て い た の も、 こ の 意味で の 「〜立て る」 で あ る。

　我 々 の 時代の 技術を 統べ る 「発 露」の 特徴的性格 は、
ハ イ デ ガー

の 用語法に 照 ら して い え ば、自然 を 「立て

挙げる」、っ ま り 「挑発 」で あ る 。

　　近代技術 を 隅々 ま で 支 配 して い る露わ な 発 き は 、

　　挑発 の 意味に お い て 立た せ る とい う性格をも っ て

　　 い る 。 挑発 が な され るの は、 自然の 中に 匿され て

　　 い る エ ネ ル ギー
が 開発 さ れ、そ の 開発 され た もの

　　 が変形 さ れ、そ の 変形 さ れ た もの が貯蔵 さ れ 、そ

　　の 貯蔵 さ れ た もの が さ らに分配 され、そ の 分配 さ

　　 れ た もの が 新 た に 転換 さ れ る
〔【
％

こ と に よ っ て 、 こ の 「挑発」 は成 さ れ る と ハ イ デ ガー

は い う。こ れ は、自然 の 過 程 化 で あ る。

　　開発 、 変形 、 貯蔵 、 分配、転換 は、露 わ に 発 く こ

　 　 との 在 り方 で あ る
〔1s）。

　 つ まり、近代技術 の 「発露」 と は、自然 を 客観化

（対象化）す る こ とを通 して 過 程化 す る こ と の う ち に

現 れ て く るの で ある。こ の 種 の 「発露」 の 過 程性 に 、

近代技術 の 自律性 が存 して い る 。

　　露 わ に 発 くこ と は、自分 の 独自な
、 さ ま ざ ま に 咬

　　 み合 っ て ゆ くあ ま た な道 を、みずか ら制御す る こ

　　 とに よ っ て 、 自分自身 に 露 わ に 示す の で あ る α
％

　 こ うして 、近代技術 の 「発露」 は、自分自身 に よ っ

て 自己 を実現 す る。 と い うの も、 それ は 自 らの 通 る べ

き過程を、自分 自身 に 固有 の 「理」 を示す こ と に よ っ

て 、 自 らに 提 示 で き る か らで あ る 。
ハ イ デ ガー

は、近

代技術独特 の こ の 自律的過程を、

　　ど こ まで も役立 ち の た め に た っ よ う に、しか も次

　　の 仕立て の た め に、自分 で 用 意 して 立 っ て い る よ

　　 うに 、仕立て られ る
CIB］。

とい う言葉で 表現 して い る 。

　 こ う して 、近代技術 は独自の 「立つ 座1 を持 っ て、

「役 立 っ もの 」 と して 人 間 自 身 を もそ こ に 含 ん で い る。

確 か に 人 間は 、 そ れ に よ って 近代技術が 発展 して ゆ く

「発 露」の 実際 の 主 体 で あ る か も知 れ な い 。しか し、

ハ イ デ ガー
が 指摘 した よ うに 、そ れ は 「人 間自身の 方

が す で に 挑発 され て い る限 りに お い て の み」可能な の

で あ る。人間 もす で に 近 代技術 の 「蔽 わ れ の な さ」 の

中で 「挑発 さ れ」 て い る。そ し て 人間 は、他 の 諸 対 象

が そ うで あ る以 上 に 、 根源的 な仕方 で 「挑発され」 て

い る 。 そ れ ゆ え、

　　人間 は 、
こ こ に い う仕立て へ 向か っ て挑発 され て

　　 い るが 故 に こ そ、技術に 携わ る こ と に よ っ て、露

　　 わ に 発 く
一
在 り方 と して の 仕立 て に参加 す るの で

　　 あ る
09）

。

　 さ て ハ イ デ ガ ーは、近代技術 に 固有の こ う した 「仕

立て 」 の 全体 を 「立 て
一
組 Ge−stell 」の 名で 呼ぶ 。

　　立 て 一組 と は、現 実 に役 立 っ もの と して 仕立 て る

　　在 り方 に お い て 露わ に発 くよ う に、人間を立 た せ

　　 る、す な わ ち挑 発 す る、 そ の 立 た せ る とい う こ と

　　を纏 め て ゆ くもの を称す るの で あ る
（2°）

。

　 また 、 次の よ う に もい う。

　　「立 たせ る」 と い う語 は 、 立 て
一
組 な る 名目の な

　　 か で 単 に 挑発 だ け を意味 して い るの で は な い 。こ

　　 の 語 は 同時に 、 そ こか らま た立 たせ る こ とが 派生

　　 して くる よ うな、もう
一

っ 他の 「立 たせ る こ と」

　　 へ の 共鳴 を蔵 して い な ければ な らな い
ω 。

　ハイ デ ガ
ー

に よ れ ば、近代技術も結局、本来 の 技術

に 固有 の 「立 たせ る こ と」 か ら派生 した もの だ とい う

こ とに な る 。 それ を共有 して い るか ら こ そ、科学 と技

術 は 共働 し、「科学技術」 す な わ ち 近代技術 と な る こ

とが で きたの で あ る 。

　最後 に ハ イ デ ガ ーは、人 間 と技術 の 「立 て
一
組」 と

の 関係を 、 人間 と知 との 「命運」 との 関係へ の 関連 に

お い て 規定 しよ う と試 み る。

　　私た ち は、そ もそ も人間を こ の 露わ な 発 きの 途 に

　　就か せ て い る 、 そ の 纏め て ゆ く遣 わ しを 「命運 」

　　 と呼ぶ
 

。

　また、次の よ う に もい う。

　　人間の 行為 は 、 命運的な もの と して 初 め て 歴史的

　　と成 るの で あ る。そ して、あ らゆ る もの を対象化

　　 して 描き立 て る命運 が あ って 初 め て、歴史的な る

　　もの は史学 の た め に、すなわ ち
一
学問の た め に、

　　対象 とな って 取 り扱 わ れ得 る の で あ っ て、ま た こ

　　の こ とに よ っ て 初 め て 歴 史的 な る もの と史学的 な

　　 る もの と の 、あ の 慣 用 さ れて い る 等置が 可能 に な

　　 る の で あ る
｛：3）

。

　 こ の 意味 で は、技術 も命運 的 な も の と して の 人間 の

行為 の 一
分野で あ る 。 そ れ は、そ れ ゆえ客観化 （対象

化） の 歴 史 に 参与す る
一

分野な の で あ る 。

4 ．立て
一組 （ゲ シ ュ テ ル ）

ハイ デ ガ ー
に 対 して 、「確か に 近代技術 は、自然 を
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破壊 した り、 汚染した り、荒廃 させ たりす るか も知 れ

な い が 、 そ れ は人間の た め で あ る 」 とい う反論が 出る。

　人間の 仕業で あ る こ とは確 か で あ る が 、 それ は本来

の 人 間の 在 り方 な の か とハ イ デ ガ ーは 切 り返す 。

　　 ただ し人間自身の 方が すで に 、 自然 エ ネ ル ギーを

　　搬出す る よ う に 挑 発 され て い る限 りに おい て の み、

　　 か くの ご とき仕立て ゆ く露わな 発きが生起 し う る

　　 の で あ る 。 も し人間が か くの ごと く挑発 され、仕

　　立 て られ て い る もの な ら、実 に 人間 こ そ 自然 よ り

　　 もさ らに 根源的 に 、 役立っ もの に 属して い るの で

　　は な い か 。 人間資源 とか 、た と え ば 病院の 臨床例

　　 とか に 関す る現今 の 流行語 は、そ の こ と に 与み し

　　 て い る （24）
。

　人間自身 が調達 さ れる資材 と な り、 在庫品 と見な さ

れ る よ うに な って しま っ て い るか らこ そ、そ の 人間 が

自然か ら資材を調達する よ うに仕向けられて 、そ れ を

引き受け る の で あ る 。

　す で に 自分を見失 っ て しま っ た人間が、自然を強 い

て 、自然か ら資源 を取 り立 て る よ うに駆り立 て られ る。

人間の 自己喪失 こ そ が 、 自然破壊の 根源な の で あ る 。

だ か ら 「自然破壊 も人間に 奉仕 し て い る 」 とか、「人

間の た め の 自然破壊だ か らや む を得 な い 」 と か の 言い

分は 、 す で に 自己を失 っ て まが い 物 とな っ て しま っ た

「人間」 の た め で しか な い
。

　 そ れ と は違 う生き方が か っ て は 存在 した 。

　　森の 中で 伐採 さ れ た 材木を 測 っ た り、

一
見 した と

　　 こ ろで は祖父 と同様同じよ うな仕方で森の 道を巡 っ

　　 た りして い る森番 は、今 日で は 彼が そ れ を知 ろ う

　　 と知 る まい と 、 木材加工 産業に よ っ て 仕立 て られ

　　 て い る の で あ る。彼 は繊維素を 仕立て う る よ うに

　　仕立 て られ、そ の 繊維素自体 は新聞や 読み物 に 当

　　 て が わ れ る紙 の 需要 に よ っ て 挑発 され て い るの で

　　 あ る 。 と こ ろ が これ らの 新聞や 読み 物 は 、 注文通

　　 りの 意見設定 が仕立て や す くなる ため に、印刷物

　　 を鵜呑み に す る よ うに世論を駆 り立て る
CZ5）

。

　単 に 資材 を調達する だ け で な く、 世論とか 、 文化と

か まで 調達 し、 取 り立 て て い くと い う、あ らゆ る もの

を 駆 り立 て、取 り立 て て い る見 え な い力が働い て い る。

ハ イデ ガー
は、誰 か が私腹 を肥 や すた め に 世論操作を

して い る とい うの で はない 。 近代技術 の 文化 の 根底 に

は、調 達の た め の 調達 、 取 り立 て の た め の 取 り立 て と

い う奇妙な性格が あ る とい うの で あ る 。

　 ハ イ デ ガーの 見 た近 代技術社 会 で は、あ らゆ る物事

が 「〜立て る」 （
一

シ ュ テ レ ン ） とい う強制 、 利用 、

要求 の 関係で 成 り立 っ て い る。ど こ に も発信源 はな い

の だ か ら、 「〜立て る」 が一人 歩 き して い る よ う な も

の で あ る。 「取り立て る」（注文す る、bestellen）、「引 っ

立 て る （調 達す る ge−stellen）」、「喚 び 立 て る （出頭

を命ず る zustellen ）」 な ど、さ まざ まな 「〜立 て る」

が あ る。 こ の 目に 見え ない 集団を、一
っ に 纏 め て ハ イ

デ ガ ーは、「立 て
一
組」（ゲシ ュ テ ル ） と呼 ん で い る。

　近代技術社会は 、 普通 に 写真を撮 れ ば、工 場 や 自動

車や コ ン ピ ュ
ータは写 る か も知 れ な い 。 しか しそ の 本

質 の 映 る レ ン ズ で 見 る と、「立 て
一組」 が一人歩き し

て い る光景 で あ る 。

　 ドイ ッ 語 の 「ゲ シ ュ テ ル 」（Gestell） に は 、   台架、

支持枠、骨組 み 、   （高炉 の ） 炉 床、  林道、  骨格、

骸骨と い う意味が あ る
 

。 形容詞 の 「ゲ シ ュ テ ル ト」

（gestellt） は、「わ ざ と ら しい 」 とか 「作為的」 と い

う意味 に な る。

　古東哲明 は、ゲ シ ュ テ ル に つ い て 、次の よ う に 述べ

て い る。

　　 じっ に 特異 で く変則 的〉な 近代科学技術 （以下 テ

　　 ク ノ ロ ジ ーと も表記）の 「本質」を 、
ハ イ デ ガ ー

　　 は ゲ シ ュ テ ル となづ け る。「ゲ シ ュ テ ル 」 とは耳

　　 なれ ぬ 言葉かもしれ な い 。 ドイ ッ で は足場 と か書

　　架 とか フ レ
ーム を 意味す る 日常語 。 だが さ らに 、

　　あ る独特の ニ ュ ア ン ス をもっ 。 た と え ば召集令状

　　 の こ と を、ゲシ ュ テ ル ン ク ス ・ベ フ ェ
ール （Ge−

　　stellugsbefehl ）と い う。 戦場 へ 借 り出し、殺戮

　　 に 駆 り立 て 、 追 い 立 て 、 煽 り立 て る 「強制的な フ

　　 レ ーム 」 （Gestell） あ っ て 可 能 に な る、出頭命令

　　書 の こ とで ある 。

　　　 そ ん な召集令状 と もひ び きあ う 、 「追 い 立 て 、

　　駆 り立 て、徴用す る強制的な仕組 み、ない し根源

　　力」 の こ とを、ハ イ デ ガー
は ゲ シ ュ テ ル と名づ け、

　　そ れ を テ クノ ロ ジーの 本質と言う
 

。

　 ハ イ デ ガー
は、こ の 意味で の 「ゲ シ ュ テ ル 」が、同

時に 「取り立 て る」 とか 「引 っ 立 て る」 と い う と きの

「〜立て る」（
−

stellen ） の 集合名詞 に な っ て い る こ と

に 注目 し、 あ らゆ る 「取 り立て 」や 「引 っ 立 て 」の 中

の 共通要素を 「ゲ シ ュ テ ル 」と呼ぶ 。

　　 立 て
一
組 と は、現実 に 役立 っ もの と して 仕立 て る

　　在り方にお い て 露わ に発 くよ う に、人間を立 たせ

　　 る、す なわ ち挑発す る、そ の 立 たせ る と い う こ と

　　 を纏 めて ゆ くもの を 称す る ので あ る 。 立 て
一組は

　　 露 わ に 発 くこ と の 在 り方 を称す る の で あ っ て、そ

　　 の 在 り方が近代技術の な か で統 べ て い るの で あ る

　　 が、そ れ 自身何 ら技術的な もの で は な い 。こ れ に

　　 反 して、私 た ち が 台 とか容器 とか構架 と して 知 っ

　　 て い る もの や、ま た組立とい われて い る もの の 部

　　 品の す べ て が、技 術 的 な る もの に 属 す る。組立 も
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　　 や は り 、 右 に あ げ た 構成部品 と と もに 技術的労作

　　 の 区域内 に落 ち る も の で あ り、技術的労作 は常 に

　　 も っ ぱ ら立 て
一
組 の 挑発 に順応す る だ けで あ っ て、

　　決して こ の 立 て
一
組 自体 を成 して い る も の で もな

　　 けれ ば、また 断 じて そ れ を 引 き起 こ す も の で もな

　　 い
ua ）

o

　柱組み、コ ン ク リ
ー

ト、足場 と い う よ うな建築現場

の 各部分、基礎工 事、組立工 事、仕上工 事 の よ うな工

事部門、さ らに 組立作業を構成す る運搬、 配置、ボ ル

ト締め な ど の 作業部門 は 、皆技術的 な も の で あ る。

「立 て
一
組」 が 陰で 支配 して い るか ら、こ れ らが 技術

的な もの と して 割り振 りを受け るの で
、 「立 て

一
組」

自体 は 触媒の 役割 を果 たす だ けで、現場 で 見 え る もの

で はな い
。 技 術 的 な もの を、技 術 的 な もの た ら しめ て

い る陰の 主役が 「立て
一
組」 な の で あ る。

　 「立 て
一
組」 は、捨 て る とか、追 い 出す とか す る こ

とが で きな い 。化学的 な処理 で、それ を脱色 す る こ と

もで きな い 。 そ の 存在 に さ え も気づ か な い 。 我 々 は、

「立て
一
組」 と い う空気 の 中に 生息 し、 そ れ を 吸 い 込

ん で い る。我 々 が 何か に 駆 り．立て られ た り、計面 を 立

て た り、 希望 を 抱 い た りす る と きに は い つ も 「立 て
一

組」 が陰 で 采配を 振 る っ て い る。そ れ は 運命的性格を

持 って い るが 、 外か ら我々 を 動か して い るの で は な く

て、我 々 の 内な る決断や、意味付 けの 中 に 巣 く っ て い

る の で あ る 。

　　近代技術の 本性は立て
一組にあ る 。 立て

一
組 は発

　　露 の 命運 に 従属 して い る。この 二 つ の 命題 は、例

　　 の よ くロ の 端 に の ぼ る 、

一
技術 は我々 の 時代の 宿

　　命 で あ る と い う言説 と は、お よ そ 違 っ た こ とを言 っ

　　て い る の で あ る。 そ の 際宿命 と は 、 もは や 変え が

　　 た い 成 り行 きの 不可 避 な る もの を 意 味 して い る。

　　　 と こ ろ が技術 の 本性 を 沈思す る と き、そ こ に 私

　　た ち は立 て
一組を発露 の 命運 と して 経験 す る 。 か

　　 く して 私 た ちに は、すで に 命運 の 開闊の 地 に逗留

　　す る の で あ っ て 、 もは や こ こ で は技術を盲目に 追

　　い 廻 し た り、あ る い は 同 じ こ と だ が、徒 らに 技術

　　 に 反抗 して あ た か もそ れ が悪魔 の 仕業 で あ るか の

　　よ う に 断罪 した りす る よ うな、鈍 重 な 抑圧 の 中に

　　監禁 され る こ と は な い。逆 に 、 技術 の 本性 に 適 っ

　　て 自 らを うち開 くと き、私 た ち は は か ら ず も自由

　　に 解 き放っ 呼び求 め に 出会 っ て い る こ と に 気づ く

　　で あ ろ う
c2Y）

e

　我 々 は鎖 に つ な が れ、強制 に よ って 技術 に 参加 さ せ

られ て い るの で は な い 。 また 、我々 が 技術を追 い 求 め

る と い う強迫観念に と ら わ れ て い るの で もな い 。技 術

は 我 々 の 宿命 で は な い。我 々 に は技術 に 向か う 自由、

自発性が 働 い て い る 。 そ の 自由は 、 単純 な 選択の 可能

性 で は な い 。 宿 命 で は な い が 、 そ こ に は 命 運

（Geschick）が あ る。我 々 を 、 近 代技術 に め ぐ り合 わ

せ て い る歴史 （Geschichte）的な事情 が あ る。 そ こ に

は 森 の 中の 開か れ た場所 の よ うに、別 の 方向に 向か う

可能性 が 開け て い る。

　　技術 の 本質 は 立 て
一
組 に あ る 。 立 て

一
組 の 統率 は

　　命運 に従属 して い る。 命運 は人間を そ の 都度露 わ

　　 な発 きの
一

途上 に 就 か せ る の で あ る か ら、人間 は

　　従 っ て そ の 途 す が ら、 た だ た だ仕立 て の 中で 露わ

　　 に 発 か れた もの の み を追求 し促進 し、そ こ か らあ

　　 らゆ る規準 を うけ取 ろ うとす る 可能性の 瀬戸際を、

　　絶 えず歩 み続 け て い る 。 そ の た め に も う一っ の 可

　　能性 が閉 ざ さ れ て しま うの で あ る
  。

　 こ の 文章 の 意味は 、 歴史の 成り行 き とか 世 の 中 の 仕

組 み、ふ さ わ しさ へ の 順応 な ど に 巻 き込 まれ 、 我々 は

近代技術 の 発 掘 ・開発 に したが い 、 「立 て
一
組」 の 支

配下 に お か れ て い るの で 、本当の 生 き方が 見 えな くなっ

て い る と い う こ とで あ る 。

　人間 は、こ の 「立て
一

組 」 の 支 配 か ら逃 れ られな い 。

そ の 支配か ら、作為的 に 逃れ る こ とがで きな い か らで

ある。しか しハ イ デ ガ ーは 、 「危険の あ る と こ ろ に 救

い もまた 芽生え る」とい う ドイ ッ の 詩人ヘ ル ダーリ ン

の 詩句を引用 して 、危険が 極 ま る と こ ろ に 逆転の 可能

性が あ る こ と を 暗示す る 。

　　技術の 本性 は なん ら技術的な こ とが らで はな い。

　　 そ れ ゆ え 、 技術 へ の 本質的な思念も、また 技術と

　　の 決定的な 対決も、一
方で は技術の 本性と類似 し

　　 な が ら しか し他方で は根本的に 相違 して い る 領域

　　の 中で 生起 しな けれ ば な らな い
。

　　　か か る領域 が 芸術な の で あ る。無論 そ れ は芸術

　　的思念の 方 が 、 私た ち の 問 うて い る真理 の 星局 に

　　関 して 自らを 閉 ざ さ な い 限 りに お い て で あ る （31）
e

　技術か ら芸術へ の 人間の 内面性 の 転換 とい う地点 に

思 い 進 め て、彼 の r技術 へ の 問 い 』 とい う講演 は 、 終

わ っ て い る。
ハ イ デ ガー

の 哲学 は、安易 な人間中心主

義 に 反省を促 した とい え る 。

　そ の 技術観 の 特徴を、加藤尚武 は次 の よ うに 要約 し

て い る 。

　　  機 械 に 対 して、単 に 人 間が 主 体性 を、個人が 自

　　立 性 を取 り戻す だ けで は不十分で 、 同時 に そ の 人

　　間が 本来性 を取 り戻 す の で な けれ ば な ら な い。

　　  特定 の 人間や 階級が 、 姿の な い 匿名性、非 人 格

　　性を 通 じて 、多数の 人間を自分 た ちの 利潤追 求の

　　手段 と し、監視 し、支配 す るの で は な くて 、そ の

　　支配 者 も また 微 発 性 とい う形 の な い 仕組み の 奴隷
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とな っ て お り、一
っ の 時代の 文化、社会、人間が

全体 と して 人間存在の 真実を喪失 して い る。

  人 間 が 自己 を喪失 して 機械 の 部品 とな り、技術

が 自然 の 持っ 奥深 い 真理性を破壊す るの は、西洋

とそ の 影響を受けた文化全体 の 根本 に か か わ る大

きな歴史的運命 の な か の 出来事 で あ り、 何らか の

作為で 解決の っ く問題 で は ない
（3！）

。

5 ．ハ イ デ ガーに対する批判一おわりに かえ て 一

　こ れ まで の 論述 に よ り、
ハ イ デ ガ ーの 技術観 に 対す

る批判を試み た い
（SS）

。
ハ イ デ ガ ー

の 考 え に よ れ ば 、

今 日 の 世界 に 現 存す る もの は 「立 て
一組 （Gestell）」

と い う技術の 本質の 呼びかけに 全面的に 服従 して い る 。

そ こ に 現れ る の は、単 に 計算可能 な 役立 っ もの （財）

ど して 次々 と 「立て 」 られ る もの で あ。 我 々 人間もま

た そ うい う 「立て
一
組」 の

一
役を 担 っ て、役立 っ もの

を立 て るべ く立 て られ た に 過 ぎな い
。

　 こ の よ うな 技術観で は、技術的制作活動の 外に 目的

をおき、技術 を 目的 の た め の 手段で あ る と見な す こ と

も、 ま た製作活動 の 始因を製作者 に求め る こ と も否定

され て い る 。 っ ま り目的論的思考法 も人間中心的思考

法 も拒否 さ れ、技術的活動が それ 自身の 自発的展開 に

お い て 、 現代世界の一切を動か し現出させ て い る と い

うの で あ る。そ の 意味で 確 か に こ の 見方 は、技術的 な

行為の 現実 を他 に 基 づ ける こ と な く、 それ 自身と して

見 る とい う、 我々 の 立場に 近 い 。しかし、こ の よ うな

ハ イ デ ガーの 技術観 は、技術的な行為 の 全 体性 を 、 よ

く視野に 収め た もの とい え るで あ ろ うか 。

　例え ば 、 飛行機とい う技術的な 生産物 は、ハ イ デ ガー

の い う役立っ もの とい う仕方 で 立 て られ た もの と 同時

に、「個体」 の あ り方 も呈 示 す る もの と して 、我 々 に

出会わ れ る こ と も現実 に可能 で は な い か 。 飛行機 で 、

外国出張して い る 状況を 考え て み た い
（” ）

。

　飛行機 と い う現代技術の 粋を結集 した機械 とい え ど

も、 絶対 の 安全性 を保証 され る こ と は 不可能 で あ る か

ら、一
つ
一

っ の 飛行機 は何時で も墜 落す る可能性を持 っ

て 飛 ん で い る 。 そ の よ う な 可能性が 現実化す る こ とな

く、 他な らぬ こ の 飛行機で 安全 に 再 び今 日故郷 へ 帰り

着 く幸運 に 我々 が 恵 ま れ る と した ら、そ れ はそ の 当 日

の 天 と地 との 平穏な状態と、そ の 飛行機の 個性を 心得

て 順調 な 飛行 を取 り運 ん だ特 定 の 人 々 の 協力 に 負 うの

で あ る。 さ らに 万
一

の 墜落の可能性を今回 は与えな か っ

た 何か 目に 見 え ぬ もの の 働き、すなわ ち神 の 好意 と も

い うべ き もの の お 陰で あ る 。

　天 、 地 、 人々 、神々 とい う四者 の こ の よ うな結集は 、

ハ イ デ ガーの い う 「方域」 と して の 世界 で あ る 。 飛行

機 は、こ の よ うな世界が そ の 都度恵まれた仕方 で 存在

す る こ とで は じめ て 、 そ れ ぞ れ 固有 な仕方 で そ の 存在

の 全体性を現出す る こ とが で き る。 した が っ て 飛行機

とい う機械 は、 機 械 と して 単 な る役立 っ もの で あ る と

同時 に、一
っ
一

つ が固有名 に よ っ て 指示 され るべ き個

体 と して そ の 飛行 を現 実化 して い る と い え る。

　飛行機は 、 さ らに多か れ少なかれ歴史的 ・政治的 な

役割 を担 っ て い る。最新型 の 飛行機は、 現代の 美的感

性を先導 して 、 新 しい様 々 な デ ザ イ ン に影響を及ぼ す。

こ れ らの 役割 はす べ て 連関 しあ っ て 、飛行機 とい う個

体 の 全体存在を形成 して い る 。 もし こ の よ うな飛行機

の 存在 を、目的論的に た だ速 く運搬す る た め の 技術的

な手段 と見 た り、 現代技術 の 本質から規定 して 、 「立

て
一
組」 の 呼びか けに よ っ て 立 て られ た だ け の 「役立

っ もの 」 に 過 ぎ な い と考え る な ら、
こ の 飛行機 とい う

技術的生産物 の 現実 の あ り方 に つ い て も、また そ れ を

用 い る行為的現実 に つ い て も、 そ の 現実性 が 全 く一面

的に 抽象化され て しま う。

　我々 は、強調 さ れ た 優先的な現象 の 仕方の 陰で 現 前

して い る具体的現実 の 多様な姿に こそ 、 眼を向け る努

力を すべ きで あ ろ う。 技術的産物 に 過 ぎな い と見 られ

でい る もの も、時を経 て 、 歴史 と社会の 文脈の 中 に 入

り、さ らに そ れ が 我々 一人一人 との 個 別 的 な関 係 を持

っ に 至 る と 、 単な る道具や 機械で あ る こ とを超え、一

っ
一っ が 固有な 個体 と して 現出す る 。

　現在 の 世界 に 現前す る もの は 、 単な る役立っ もの で

あ り 、 近 代的 世 界 の 存 在者 は専 ら対象で あ っ た と 宣言

す る ハ イ デ ガー
的な 存在理解 の 仕方 は 、 抽象的 ・一面

的で あ る ばか りで な く、 技術的 世界の 現 実 を あ りの ま

ま に見 る こ と を妨げ、こ れ を克服 して 行 く道を技術的

世界自身 に 求 め る こ と を不可能 に す る 。

　我 々 は 、 技術を克服す る もの を、 技術的産物の 個体

化 の 方向に求 め うる と考 え る。しか し我 々 が すべ て の

人 に 個人 と して 接す る こ と が不可能 な よ うに 、 すべ て

の 事物を そ れ ぞ れ固有な個体と して 扱 う こ ともで きな

い
。 我 々 の 前 に現 れ る大部分 の 事物 は、自然物で あれ、

人工 物 で あ れ、そ れ らの 属 す る類や種の 特殊例で あ る。

そ れ ど こ ろ か 、 目的 ・手段関係 の 中で 用 い ら れ る 道具

の 存在 は、そ の 指示関係 へ の 適合性以外の あ り方を本

来必要 と しな い
。 さ らに 、 効率の 良い 大量生産を旨と

す る 現代技術で は 、 生産工 程や 生 産物の 個性化 は 、 そ

れ 自身 が 生産の 大 きな 阻 害要因で あ る 。

　 こ う見て くる と 、 現代技術の 中で 個体 の 存在を求 め

る こ と は、本質的 に 矛盾 し た 願 い で あ る とい わ ね ば な

らな い
。 しか し、す で に 述 べ た よ うに、飛行機 とい う

最先端 の 技術的産物 もそ の 使用 の 具体的な現実 に お い
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て は、 明 らか に
一

個 の 個体 と して 扱 わ れ うる 。

　問題 は、如何 に して 、ど こ ま で そ の 個体化 を推し進

め う るか で あ る。 そ の 可能性 を現代技術 の 世界
一

般 と

して問 う と同時に、我 々 日本 の 思 想的 ・風土的伝統 の

中 で 問 い 求 め る こ と で あ る。な ぜ な ら、 科学 ・ 技術 の

問題 は 、 ま さ に 日本 の 科学 ・技術 と して、今 や 世界 に

大 きな 影 響 を及 ぼ して い るか らで あ る。
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