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Abstract

　 The　purpese 　of 　this 　paper 　is　to　consider 　the 　concept 　of 　the　public 　in　Piscourse　on 　the ”e　tltod．

And　then　we 　aim 　to　confirm 　that　there　is　the　ger 皿 of 　engineering 　ethics 　in　Descartes．　The　public　is　the

key　word 　in　Piscoursθ on 　the　Me　thod．　In　Descartes　we 　can 　see 　the 　idea　of 　the 　accountability 　for　the　public

already ．　Descartes　don’

tneed 　to　 shoulder 　responsibility 　for　the 　defects　 of 　the　 science 　and 　technology ．

He　is　the　pioneer 　of 　the 　engineering 　ethics ．

1 ．は じ め に

　今 日、科学技術文明の もとで 生 じ る公 害や 自然 の 生態系の 破壊 に 心を痛めるか なりの 人々 が、科学技術 の 進歩

に対 して 懐疑 的 で あ る。と りわ け そ れ が 人類 の 死 滅 を招 来 し うる核兵器 を産 出 した こ とか ら、一
部 に文 明 の 未 来

に対 して 出 口 の ない 絶望感が 見 られ る。

　と こ ろ で、反 科学技術 の 論 陣 に よ っ て デカ ル トが槍玉 に挙げ られ、「諸悪の 根源 」 とい わん ばか りにそ の 哈

理主義」、「理性主義」 が攻撃されて い る。デ カル トこ そ、ま さに科学技術 に よ る人間の 自然支配 の 考 え を生 み出

した 問題 の 哲学者だとい う。 近 代 の 科学技術 が、デカ ル トに よ っ て基礎づ けられ た こ とか ら、現代 の 科学技術 の

問題 点 の 責任 を、デ カ ル トに 押 し付 け る傾 向 も見 られ る。近 年 関 心 が 高 ま っ て きた 「技 術 者 倫 理 亅 も、デ カル ト

主義に対す るア ン チ ・テ ーゼ の よ うに 捉 え られ て い る、果た して 、本当 に そ うな の だ ろ うか 。

　確か に 科学技術 の 発達に 伴 っ て 、知識 は 高度 に 専門化 され て、次第に 公 衆 の 目に 不透明に な っ て い る。公 衆 は、

科学技術か らます ま す遠い と こ ろ へ 置 かれ っ つ あ る。 しか しま た 、 公 衆は 日々 高度化 され る科学技術の 知 が 生み

出すもの か ら多くの 利益 を受けて 、よ り豊か で 安楽な暮 ら しを送 る こ とが で き る よ うに な っ て き て もい る。

　 そ れ と 同時 に、彼 らが そ うし た科学技術 の 産物 の も た らす悪影響を最も直接に 被 る こ と もま た事実で ある。手

の 届 か な い とこ ろ で 、 ブ ラ ッ ク ボ ッ クス の よ うな仕 方 で存在す る科 学技 術が 産 出 して く る多 くの 困 難な問題 に 直

面 し なが ら、公 衆 は、科学技術 の 知識をご く少数 の 担 い 手の 側 に、
一
方的 に 預 け放 しに し て は な らな い と感 じて

い る で あろ う。

　 こ う した 状 況 に あ る現 在、哲学史の 観点か ら、科学技術の 知 と公 衆との 関わ りを再考す る こ とも意義が ある。

近 年の 「技 術者倫 理 」 に よっ て 、守 られ な けれ ば な らな い と され るの が 「公 衆 1 の 存 在 で あ る。そ こ で 、本 稿で

は、近代科学技術を歴史の 舞台に 立ち上げたデ カル トの 『方法序説』の 「公 衆」 概念をめ ぐっ て考察 し、そ こ に

「技術者 倫理 の 萌芽 」 が 見 られ る こ とを確認 した い。

2 ．『方 法 序 説 』 に お け る 「 公 衆 亅

　で は 『方 法序 説』の 第 6 部を 中 心 に 、「公 衆 」 とい う概念 の 検討 を し て み た い 。そ れ に先立 っ て 、『方法 序説』

第6 部が、こ の 書全体の 中で 如何な る位置を し め て い る か を確認 して お こ う。

＊ 福 島工 業 高 等 専 門 学 校 　
一

般教 科 （社 会）　　 （い わ き 市平 上荒川 字長 尾 30）
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　テ キ ス トク リテ ィ
ーク による と、第 6部 は 『方法 序説』全 体の 中で も最も早い 時期に、続く論考で あ る 『屈 折

光学』お よび 『気象学』の 序文 と して 起草 され た。こ の 考証に し た が っ て 、ま た 『方法 序説 』 が そ の 後 に続 く自

然学 に 関す る三 試論 の 序 説で あっ た 点 も考え合わせ れば、第 6 部 こそ が 内容の 上 で も、そ こ か ら出発 して その 周

りに 『方 法序 説』の 他 の 部分や続く論考全体 が 肉付 け され て い っ た 出発点 で あ り、い わ ば要 で あ る とい え よ う。

さらに そ うならば、デカ ル トが 「公 衆 1 へ の 呼 び か け を もっ て 始ま る第 6 部を ま ず書く こ とか ら 『方 法序説』の

執筆 に着手 した事実を重 く見 るべ きで あろう。

　当時 の デ カ ル トは 、突破 しが た い デ ィ レ ン マ に 身 をお い て い た。す なわ ち、自己 の 学説を公 表すれ ば、反 対や

論争 に巻 き込 まれ て 、彼 自身の 目指す知 の 改革の 自由な推進を妨げられ る。逆 に、も し公 表 しな けれ ば 、 今度 は

正 当な評価 を受 ける こ とが で きず、不 当な非難 に身をさら さな けれ ばな らな い 。知 の 改革の 自由な推進 と 自己 の

正 当な地位の 維 持 とい うこ の デ ィ レ ン マ を、デ カル トは如何 に して 切 り抜けた の だ ろ うか 。

　と こ ろで 、デカ ル トが 語 りか ける読者 とは、すなわち 「公 衆」 で あ る。デカ ル トは 自己 の 学説を あ くま で 自己

改革の み を 目指す、そ れ に関 して の み 意 味 を持 つ もの と し つ つ 、それを公 表す る 。 そ れ が 『方法序説』全 体を 貫

く レ ト リッ クで あ る。 そ して こ の レ トリッ ク が、最 も明 瞭な形 で 現 れ て い るの が 第 6 部で あ り、そ こ で こ の レ ト

リッ ク の機軸 を 支 えて い るの が 、微妙 な立 場 を与 え られ た 「公 衆 」 な の で あ る。

　以 下 で、『方法序説』に即 して 、 デカル トに よ っ て 「公 衆」 の 概念 が、如何 に展 開 され る の か を 追跡 した い 。

まず、この 語 は 『方法序 説』全 体の 中で 、どの よ うな用 い 方をされ て い るか。デカ ル トは 「公 衆」 の 語 を、三 つ

の観 点 か ら用 い て い る。第
一

に 、 自己 の 思想 の 私的領域 と対 比 され る公 的領域を指示 す る言葉 と して 。 第二 に 、

彼 の 推進 しよ う と して い る知 の 改革の 協力者 ・成果の 受益者 として の 公 衆 とい う意味に お い て。第三 に、彼の 学

説 の 聴衆、さ らに は そ の 正 当性 の 審判者 と して の 公 衆 とい う意 味 にお い て で あ る。

　それ で は、求ず第 6部に先立 っ て 、第 2 部か ら見て い こ う。「公 」 に 関す る 事柄 の 改革は、自己 自身 に 関す る

事柄 の 改革 よ りもず っ と困難 で あ る。デカル トを真 理 の 探 究 へ と向 か わせ た動機 は、

　　 自分 の 思想を改革 し よ う 〔1 〕

とい うも の で あ っ た。こ の 自 己改革 の 企 て に つ い て 彼 は、

　　私 が そ の 時 ま で に 受 け入 れ 信 じ て きた 諸 見 解全 て に 対 して は 、自分 の 信念 か ら
一

度 き っ ぱ り と取 り除い て み

　　 る こ とが最善で ある
（2 ）。

と確信 し、また それ ゆ え に、

　　古 い 基礎 の 上 だ けに 建設 し、若い こ ろ に信 じ込 ま され た 諸原理 に だ け、それ が真 か どうか 吟味もせ ず に依

　　拠す る よ り、こ の や り方 に よ っ て 、は る か に よ く自分 の 生 を導い て い く こ とに成 功 す る と堅 く信 じた （3 ）。

と述 べ て い る。注 目す べ き は 、同 じ 箇所 に お い て 、デカ ル トが こ の 自 己改革 の 企 て に 対比 させ つ つ 、「公 の ご く

小 さな こ との 改革」 に言及 し て い る点 で ある。彼 は、

　　 こ の 場合 に も さま ざま な 困 難 が あ る にせ よ 、 対 店 策 もあ り、公 の ご く小 さなこ とを 改 革 す る際 に も見 られ

　　 る 困難 と は比 べ も の に な らな か っ た か らだ （4 ）。

とい っ て い る。ま た

　　 そ うし た公 の 大きな組 織 は、い っ た ん倒 され る と再建 は 至 難 で 、単 に動揺を 受け た 場 合 も 、 持 ち こ た え る

　　 こ と さえ困難 を き わ め、しか もその 崩壊 は きわ めて 苛酷なもの に な ら ざる をえ な い （5 ）。

と もい う。こ れは 、モ ン テ
ー

ニ ュ に類 似 して い る。モ ン テー
ニ ュ は 、『エ セ

ー
』 で 次の よ うに述べ る 。

　　 なぜなら国家とい うも の は、い ろ い ろ な要素が 緊密 に組み 合わされ た建物み た い な もの で 、そ の
一

つ を動

　　 かせ ぼ必 ず 全 体 が ぐ らっ くか らで あ る
（6）。

デ カ ル トは 、『エ セ
ー
』の こ の 箇所 を下 敷 き に して 上 の

一
文 を 書い た の で あろ う。とす るならば、 こ こで は 「公 」

とい う語が指示 す る の は、モ ン テー
ニ ュ の 場合、習慣 の カ の 強大 さに感嘆す る あま り、全 て の 改革を 否定 す る。

しか しデ カ ル トは 逆に 、自己 の 内 な る 事柄 の 改革 が 、究 極 的 に は外 な る事柄 の 改革 に もつ なが る と考えて い る 。

　デカル トの 野心は、若き日以 来、既 成の学問体系 を根本的に くつ が え し、新たな学問体系を建て 直す こ とで あ

っ た。『精神指導の 規則』の 冒頭で 、デカル トが こ の も くろみ を、「技 術」 的な あ り方 を して い る 旧 来の 知 の あ り

方を批判す る とい う形で 語 る 。 こ の ときデカ ル トは、知の 改革が 単 に 自己の 内な る事柄 の 改革に と どま る な ど と

考えて い な か っ た。新た な 「学問」 知識 は、個 別 的 な事 物 や 目的の 側 か ら制約を受けない 分だけ応 用 が利 い て、
あ らゆ る 状況 に お い て 人 問 が 正 し い 判断 を 下すの を助けうる と考 えて い た の で ある。
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　こ の 意味で は、デ カル トの 目指 した 「学問」 的知識 こ そ が 、将来本当の 意味で 「公 」 の 役 に 立 つ もの とな り う

る ともい え る だ ろ う。た だ デカ ル トは、

　　確か に、学問の これら正 当な成果を期待 す る こ とは で き る （7 ）。

けれ ども、

　　も し我 々 が 研究途上 で そ の よ うな成果 に つ い て 考え た とす れ ば、他 の 事物 の認 識 の た め に必 要 な多くの 学 問

　　を、一
見 した とこ ろ あま り有益で ない とか あ るい は た い して 関 心 が も て る とは思 え ない とか の 理 由で 、無視

　　して しま うこ とが しば しば 起 こ るか らで あ る
〔8 ）。

とい う点に読者の 注意を喚起 して い る 。 とに か くデカ ル トが、彼 の 企 て て い る知 の 改革が自分自身 の 思想 の 改革

の み に と どま る もの で は ない と思 っ て い た こ とは 明 らか で あ る。そ し て デ カ ル トが、学問改革か らして 人類 の 福

祉 を根本的に推進す る こ との 方が、一国家や
一

国家に 関 す る事柄 の 改革か ら して そ れ を 目指す 以 上 にずっ と実効

あ る こ とだ と
一

貫 して 考 え て い た こ とも推 察 され る。

　デカル トは、結局自分 の企 て る新 しい 学問が、「公 」 の 利益 に資す る もの で あ る こ とを確信 して い る。彼 は、

自分の 見出 した自然学 に 関 しての
一

般的知 見 が、人 生に き わ め て 有益 な知 識 を、そ して 「実 践 的哲学亅 を導 くも

の で あ り、それは 我々 をい わ ば 自然の 主 人に し て 所有者 た らし め る こ とで ある と確信 し て い る。そ して 彼 は、そ

うい うすばらし い 未来を望む彼 の 学説をひ た隠 しに し て お くこ とは、

　　 力 の 及 ぶ 限 り万 人 の
一

般 的 幸福 を は か るべ し、とい う掟 に照 ら して 大 きな 罪 を犯 す こ とに な る （9 ）。

とま で 考 えた。しか し、人生 の 短さと実験の 不 足 は、研究を推進す る の に妨げとな る最も大きな二 つ の 障害で あ

る。それ ゆ えデカ ル トは次 の よ うに考 え る。

　　 こ の 二 つ の 障害 に対 して 次の こ と以上 に よい 策 は ない と判断 し た。それ は、自分の 発見 し た こ とが 如何に さ

　　 さや か で も、すべ て を忠実 に公 衆 に伝え、す ぐれ た精神の 持ち主が さらに 先に 進む よ うに促す こ とだ。そ の

　　際、各 自が その 性向 と能力 に したが っ て 、必要な実験 に協力 し、知りえ た こ とをすべ て 公 衆 に伝 え るの で あ

　　る
（10 ）。

　デカル トは 当初 こ の よ うな判 断 か ら、研 究成 果 を 『世 界論 』 の 表題 の 下 に公 表 しよ う と計 画 し、

　　 公衆が そ こ か ら うる こ との で きる利益 を 明らか に示 した い と思 っ た の だ っ た。その よ うに して 、人間の 幸

　　 福 を
一
般 に願 うす べ て の 人 々 、つ ま り見 せ か けや 口先 だ けの 有徳 な の で は な く、真 に 有徳 な す べ て の 人 々

　　 か ら、彼 らが すで に成 し遂げて い る実験 を 私に伝 えて もらうと ともに 、なす べ く残 されて い る実験の 探求

　　 におい て私を助けて もらお うと期待 した
（11 ）。

の で あ っ た 。
こ こ で は 「公 衆」 の 語 は 、 先 の 第 2 部 に 見 られ る用 例 と比べ る と、「人 類

一
般 」 とい う意味 にま で

拡大 され て い る 。 デ カル トは、結局彼 の 建 設 し よ うと して い る新 しい 学問が、人類
一
般 の 「公 益 」 に 資す る もの

と な る こ と を望 ん で い た とい え よ う。

　 それ に もか か わ らず、デ カ ル トは彼 の 研究成果を公表す る こ とを手控えた．こ の 間の 事情に は、『方法序説』

第 6 部で デカ ル ト自身が説明 して い る よ うに、また
一

般 に もよ く知 られ て い る よ うに、直接的に は ガ リ レ イ 事件

の 影 響が あ っ た。デ カ ル トは、第 6 部冒 頭で 次 の よ うに 述 べ て い る。

　　 さて今 か ら三 年前、私 は こ れ らすべ て を内容 とす る論文を書 き上げて、印刷業者 の 手 に渡す た め に 見 直 し

　　 を始 め て い た の だ が、そ の と き次 の 知 らせ に 接 し た。私 が敬服す る 方 々 、しか も、私 自身 の 理 性 が私 の 思

　　 想 に及ぼす権威 に劣らぬ ほ どの 権威を私 の 行動 に及ぼす方々 が、ある人 に よ っ て 少 し前 に発表 され た 自然

　　 学 の
一

意 見 を否 認 した、とい うの で あ る。私 自身同 じ意見だ っ た と言 うつ も りは な い が、しか し次の こ と

　　 は言 っ て お きた い 。その 方 々 の 検閲が で るま で には、宗教 に 対 して も国家 に 対 して も有害だと想像 されそ

　　 うな点、した が っ て 、も し仮 に理性 に よっ て 私が 納得 し たならば、それを書 くの を妨げる よ うな点を、少

　　 し もそ の 意見 の 中に認 め なか っ た、と
（12 ）。（中略 ）自分 の 意見 を公 表 しよ うと して い た私 の 決 意を 翻 させ

　　 るに は、これ だ け で 十分で あ っ た。

彼の 「理性 」 は、デカ ル トが書くこ とを、彼 の 「思想」 を妨げは しなか っ た。しか し彼 らの 「権威」 は、デ カル

トが 公刊 し よ うとして い た決心を、彼 の 「行動」 を変 え させ た の で あっ た。

　 しか し、デ カル トは そ の 後三年、再 び 自然学に つ い て の 三 試論 を含む 『方法序説』の 公 刊を 決意する。そ の い

わば翻意 につ い て の 釈明 とい え るの が、『方法序説』第 6 部の テ キ ス トなの で ある。

　 上 に引 用 した 第 6 部冒 頭の 箇所 に続 くテ キ ス トを、引用 して お こ う。
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　　 そ し て こ うい う理 由は い ず れ も 、 私 が こ こ で それ を述べ て お きたい ばか りで なく、お そ ら く公 衆 もそ れ を

　　 知 りた い と思 わ れ るだ ろ う
〔13 ）。

こ こ で デカル トは、自らの 決断 の正 当性 は権威 にで はな く、彼 が 思い 描 く 「公衆」 で ある と読者 に訴 える こ と に

よっ て、彼 らに判 断 して も らお うと し て い る。ま た、こ こ でデ カル トは、そ うい う 「公 衆 」 で あ り うる彼 らが権

威か ら 自由で あ る と見 な して い る。そ うで な け れ ば、ど うして 彼 らに 訴 え る こ とがで きよ うか。

　 『方法序説』の 出版は、『世界論』 とは やや異なり、少々 込み 入 っ た意図 の 下 に計画 され た と考え られ る。そ

れ は、学問研究の 成果を公 表す る とい う社会 的行 為それ 自体 が孕 む政治的な意味を読者 に問 うとい う、そ して そ

れを問い うる彼 らを 「公 衆」 と して 想 定 す る とい う、単 に学問的で ある以上 に政治的な意図 も秘め て い た。そ れ

だけに こ の 書物の 構 成は、周 到 な もの で あ る。そ し て 、デ カ ル トは こ の 6 部 を は じめ に書 い た の で あ る。

3 ．ガ リ レ イ 事 件 と 『世 界 論 』

　以 上 の よ うに、『方法序説』の 第 6部 には、ガ リ レ イ 事 件 を知 っ たた め 『世界論』の 出版を取 りや め た こ とを、

そ の 後 い く らか 思 い 直 して 、別 に 三 つ の 試論 を書 き、こ の 書を 公 刊 する に 至 っ た 次第 が述べ られ る。

　まず冒頭の
一一

節で、自分は コ ペ ル ニ クス の 地 動説を とっ て い るつ もりは ない と断っ た 上で、こ うは い っ て お き

たい と して、次 の 二 点を 指摘 して い る．すな わ ち、第
一

に ロ ーマ の 検閲 の 前 ま で は、地動 説 の 中に 聖俗 の 権威に

と っ て 有害で ある と思える ような点 は認 め られ ず、した が っ て 仮に 理性 が 地動説を と らせ た とす る なら、自分 に

それ の 発表を思い と どまらせ た 点 は何
一

つ 認 め られ な か っ た、とい う。第二 に しか し、自分 は こ れ ま で 、き わ め

て確 実 な論 証 な しに は如 何 な る 新た な意見 をも 自分の 信念の 中 へ 取 り入 れ ま い と大い に用 心 し て きたもの の 、ガ

リ レ イ 事件の よ うな こ とが ある と、自分の 意見 の 中 には 誤 っ て い る もの もやは りある か も知れ ぬ と恐れ た とい う。

こ の た め 自分 は、『世 界 論 』 の 公 表 を見合 わせ ざ る を え なくなっ た と付 け加 えて い る。 簡単 にい え ば、地動説 の

真な る こ とは確信するが、今す ぐ火中の 栗を拾い た くない とい うこ とで あ る。

　さて デカル トが 『世界論』の 原 稿 を手 元 に 留め 置くこ とに し た 理 由は 以上 で尽 き て い る が、こ の 後 さ らにデ カ

ル トは 、 改 め て 念 を押すか の よ うに 『世界論』の 公 表 を い っ た ん決 心 した理 由、そ の 決 心 を 捨て る 口 実 となっ た

理 由 、 これ らの 双方 の 理 由に つ い て 詳 しい 説明 を試み る。

　 『世界論』の 公 刊 を 思 い 立 っ た理 由 と して は、第
一

に 、そ れ が 万 人 の 幸福 を増 し うる も の だ 、 とい うこ とが 力

説 され る。 形 而 上 学や道徳 に 関 して は、各人が そ れぞ れに信ず る と ころ もあ ろ うか ら、あ え て 自分の 考え を持ち

出そ うとは 思 わ な か っ た が、自分 の 獲 得 した 自然 学 の 原 理 につ い て は、そ れ ら を さま ざまな特殊問題 に お い て試

し は じ め て い る。それ ら原 理 が どこ まで 導きうるか 、また 今まで 人 の 用 い て きた 諸原 理 と どれ ほ ど違 っ て い る か

を認 めるや否や 、それ らを人 に知 らせ ず にお くこ とが、我々 の 力 の 限 りあらゆ る人 間の
一

般的幸福 を は か れ と命

ず る掟 にそむ く こ とに な る と考 え るに 至 っ た とい う。 自分 の 自然学の 原理 か らは、学院で教えられ る 「観想的哲

学」 の 代わ りに、一
つ の 「実際的哲学 」 を見出す こ とが で き、こ れ に よ っ て 我 々 は、

　　火、水、空気、星 、天 空 そ の 他我 々 を 取 り巻 くすべ て の 物体 の 力 や 作用 を、職 人 の さ ま ざま な技能 を知 る

　　 よ うに は っ き り と知 っ て 、同 じ よ うに して そ れ らの 物 体 を それ ぞれ の 適切な用途 に用 い る こ とがで き、こ

　　 うし て 我 々 をい わば自然の 主人 に して 所有者 た ら し め る こ とで ある
〔14 ）。

デカ ル トは フ ラ ン シ ス ・べ 一
コ ン と同 じく、自然の 技術的応用 に 大 き な期 待 を か け て い るの で あ る

（15 ＞。そ し て 、

自分 の 自然学 は 、 た だ 「無数 の 技術の 発明1 とい う点か ら望 ま しい ばか りで な く、ま た 主 と し て 、「健康 の 保持」

と い う点 か らも望 ま しい の だ とい う。

　　身体な ら
’
び に精神 の 無数 の 病気、そ して お そ らくは老衰 さえ も 、 我 々 が そ の 原因を知 り、自然が提供 し て

　　 くれ医療すべ て に つ い て 十分な知識 を持 つ な らば、免れ うる こ とで ある
（16 ）。

彼 は 自らの 自然研 究 が 医学の 進歩 を もた らし うる こ と、医 学が身体 の 健康 の た め の み な らず精神の た め に も役立

ちうるこ とを確信 した。

　　精神 で さえ も体 質 と身 体 器 官の 状態 とに 多分 に 依存 し て い るた め 、人 間 た ち を共 通 に今 ま で よ り もい っ そ

　　 う賢明 で 有能 に す る何 らか の 手 段を見 出す こ とが可 能 だ な とすれば、そ の 手段は医学 の 中に こ そ 求め るべ

　　 きだ と私 は信 じて い るか らだ
（17 ）。

とま で い っ て い る 。
し か し、こ の よ うな効用を持っ 新たな自然学 を完成す る には 、 自分の

一生 で は 足 りない し、

一88 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Fukushima National College of Technology

NII-Electronic Library Service

Fukushima 　National 　College 　of 　Teohnology

笠井 ： デカ ル トに お け る 技術者倫 理 の 萌 芽
一『方法 序 説』の 公 衆概 念 を め ぐ っ て

一
t

実験も不 足 して い る。そ こ で、自分 の 見 出 した こ とは す べ て あ りの ま ま 世 間 に伝 え、有 能な 人 々 に 自分 の 仕 事 を

引 き継 い で も ら うな り、必 要 な実 験 に協力 して も ら うな りしな くて は な らな い。こ れが 『世界論』を公 表する気

に な っ た、第 二 の 理 由 で あ る とい う。

　と こ ろ で 、こ の と きデカ ル トは 、 自然学に お い て は 、 我 々 の 知 識 が 進 め ば進 む ほ ど、い よい よ実験が 必 要 とな

る こ とを認 め た とい い 、 自 らの と っ た 探求の 順序 を次の よ うに 回顧 し て い る。

　　 第
一

に 、こ の 世界 に 存在す る、あるい は存在 し うるす べ て の 事 物 の 原 理 ま た は第
一

原 因 を、全般 的 に 見 出

　　 そ うとつ とめ た 。 た だ しそ の た め に、世界を創造 した神 の みを考慮 し、我 々 の 魂に自然 に そなわ っ て い る

　　 あ る 種 の 真 理 の 種子 か らの み、そ れ らの 原理 を引 き出 し た。そ の 後 で 、こ れ らの 原 因 か ら演 繹 で き る第
一

　　 の
、 最もあ た りま えの 結果 は何 か を検討 した 。 そ れ を通 して 私 は、天 空 、天 体、地 球を 見出 し、さ らに 地

　　 球 の 上 に、水、空 気、火、鉱物お よび、す べ て の 中で 最も普通 で 、一
番単純 で 、し た が っ て

一
番認識 し や

　　 すい 他の い くらか の もの を見 出 し た と 思 う。次 に、も っ と 特 殊 なも の に 降 りて い こ うと し た と き、私 の 前

　　 に は 実 に多種多様 な も の が 現れ た の で 、 も し神 が 望 め ば地 上 に存在す る こ との あ り えた 、 他 の 無限 に多く

　　 の もの か ら、現 に 地 上 に 存在 し て い る物体 の 形相ない し形質を区別 す る こ と も、ひ い て は そ うい うも の を

　　 利用で きる よ うにす る こ と も、人 間 の 精神 に は不 可 能 だ と思 わ れ た ほ どだ 。 結果か ら先 に見 てそ こか ら原

　　 因 に 達 して い くよ うに し、多くの 特殊な実験を利用す る の で なければ、不 可 能なの で あ る
（18 ｝。

こ こ に 、デカ ル トの 自然学の 特徴 が 表 明 され て い る 。
つ ま りデカ ル トは 、 自然学の

一
般的 原理 につ い て は 、 直感

に訴 え るだ けで 十分で あ り、ご くあ りふ れた 事物 につ い て も、別 に実験を必要 と しない が、化学や生物学の 領域

で は 、特殊 な事実 を一
般的原理 か ら演繹す る の に 多 くの 違 っ た 仕方 が可 能で あるか ら、どの 演繹 の 仕方を とる の

が正 しい か、確か め るた め の 実験 を工 夫 しな け れ ばな らな い とい う。 そ して 、

　　 私 は い まや、そ の た め に役 立 ちそ うな大 部分の 実験を行 うの に、どん な角度 か ら手 をつ け ね ば な らな い か

　　 が 十分 に わ か る地点 にまで 達 した と思 う
（19 ）。

とい う。しか しま た、そ うい う面 倒な多数 の 実験 を 実行 す る に は、自分
一

人 の 力 で は足 りない こ と も明 らか で あ

っ た か ら、自分 は人 々 の 協力 に期待す る 気 に な っ た とい う。

　 で は デカル トが 『世界論』の 公 表を中止 した こ とにつ い て、ガ リ レイ 事件の 他 に、ど うい う理 由が 挙げられて

い るか。デカ ル トは い う。自分は い く らか で も重要だ と判断 した事柄 は すべ て 、それの 真理 を発見す る に つ れて

記 し続けねばならない と考えた。そ れは、事柄 を十 分に吟味す る機会 を多 くす るた めで あ っ て 、 考 え始 めた と き

に は 真で あ る と思わ れ た もの が、紙 に書 こ うとす る と虚偽に 見え た こ とが度 々 あ っ た か らで あ る。し か し なが ら、

自分の 書い た もの を発表 した な ら、必ず人 々 の 反対や論争を引き起 こ し、自分 の 仕事 の ための 時間を奪われ る。

そ うい う反対論は 、事柄 の 理 解を深 め る の に 役 立っ か も しれ ない が、自分の 経験 に照らし て い え ば、

　　 私 は 学校 で 行 わ れ て い る討 論 とい うや り方 で 、そ れ ま で 知 らな か っ た真理 を 何 か
一

つ で も発 見 した とい う

　　 こ と も、見 た こ とが な い
（2 ω

。

こ れ が第
一

の 理 由で あ る。

　第二 の 理 由は、自分の 思想 を伝えて み て も 、 人 々 が そ れ か ら受け 取 る利益 は あ ま り大 き な も の で は あ りえ ない 、

とい うこ と で あ る。

　　 他 の 人か ら学ぶ 場合に は 、自分自身 で 発 見 す る場合 ほ ど は っ き りもの を 捉 え る こ とが で きず、ま た それ を

　　 自分 も の にす る こ とがで き ない か らで あ る
（2n 。

こ こ で もデ カル トは 自 らの 経験 を持 ち 出 して 、

　　 もし 私が若 い ときか らすで に、後 に なっ て そ の 論証を探求 し た すべ て の 真理 を人 か ら教えられ 、それ を 知

　　 る の に何 の 労苦も しなか っ た と した ら、そ れ 以 外の 真理 を知 る こ とは で き な か っ た で あ ろ う （22 ）。

とい う。要 す る に、

　　そ れを始めた当人 ほ ど うまく完成 され ない と い う仕事が こ の 世 にあ る とすれ ば、それ こ そ 私 が い ま 苦労 して

　　 い る仕事な の で あ る （23 ）。

そ して第三 に、実験に 関 して も、他 人 の 協力 に多く を期 待で き な い こ とが 述べ られ る。一
人 の 人 間が 無数の 実験

をすべ て や りお おせ な い こ とは 勿論 で あ る が、た とえ ば錬金 術士 た ち は、実験 を秘密 と称 して 、決 して 人 に 伝 え

よ うと しない し、た とえ伝 えて くれ た と して も、役 に 立た ない も の が 多い 。ま た 善意の 協力者 た ち も、い ろい ろ

立 派 な提 案 をす るだ け で そ の どれ も決 して うま くい か ない ばか りで な く、必 ず そ の 報 酬 と して 、何 らか の 問題 に
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つ い て の 説明 とか、少なくと も無益な挨拶や談話を求める が、これ はわずか な時間の 費えで は すま ない もの で あ

る とい う。こ れもデ カ ル トに は実際 に覚 えの あ っ た こ とで あ ろ う。

　これ らをすべ て勘案して、1633年末 の デカ ル トはすで に 書き上 げて い た 『世界論』は も ちろ ん、自分の 自然学

の 基礎を人 々 に わか らせ る よ うな、如何 な る他 の 論 文 も発 表 す まい と決 心 した の で あ っ た。しか し そ の 後、ま た

二 つ の 別 の 理 由 が現れ た の で 、若干 の 特殊な試論を書き、か つ 自らの 行動 と計画 とにつ い て の 報 告 を公 に せ ね ば

な らな くな っ た とい う。第
一

の 理 由は、もし そ うし なければ、自分が 『世 界論』の 公 表 を思 い と どま っ た 原因 が、

自分に とっ て 事実以 上 に 不 利なも の だ っ た と見 られ る恐 れ が あ る とい うこ とで あ る。第二 の 理 由は、自分の 計画

を打ち 明 け る こ とに よ り、 如何 な る点 で 人 々 が 自分 に協力 し うるか 知っ て もらい た い とい うこ とで ある。そ して

最後に デ カ ル トは 、今後 の 自分 の 仕 事 の 見 通 し に触 れ て、こ れ か ら は医 学 に か か わ りあ る研 究 の み に専 念 した い

と思っ て い る こ と、あ る人 々 を益 す れ ば必ず他 を害す る よ うな、軍事技術 の 研究な どに携 わ るっ もりの ない こ と

を 表 明 して い る。

4 ．公 的 な も の と 私 的 な も の

　こ こで分析 して お きた い の は、デ カル トの 「公 衆」 に対す る態度 で ある。一
方におい て、デ カ ル トは他 入 に 自

己 の 学説 を公 表 ・伝達 し うる こ との デメ リッ トを 語 りつ つ 、次の よ うに述べ て い る。

　　 けれ ども、私 の 生存中そ れ が 公 表 され る こ とは
一
切 同意 して は な らな い と考 えた。私 の 書 い た もの は おそ

　　 らく反 駁 や論 争 を免れ ない だ ろ うし、そ れ が私 に もた らす名声が どん な もの で あっ て も、そ うした こ とが 、

　　 自分 を導 くた め に 使お うと予 定 して い る 時間 を失 うき っ か け に な る こ とは 絶対避 け た い か らで あ る （24 ）。

　　 も し私 の 自然学 の 基礎を公 表す れ ば、（中略）他の 人 た ちの 各種各様 の あ らゆる意見 と一致するの は不可能

　　 で あ る こ とか ら、こ れ が 引き起 こ す諸反 論に よ っ て 、私 が た び た び 自分 の 仕 事 か ら心 を そ ら され て しま う

　　 こ とが 予測 され る の で ある
（25 ＞。

　　私 の 意 見 の 批判者 と して 、私 は、私 自身ほ ど厳正 で 公 正 だ と思 われ る 者 に は ほ と ん ど 出会 わ なか っ た （26 ）。

　　 私は 自分の 見解 の い くっ か を、非常に す ぐれた 精神 の 持 ち主 に説 明 した こ とが 幾度 も あ るが 、 彼 らは私 が

　　 話 し て い る間 は きわめ て判明に理解した よ うに見 えた に もか か わ らず、そ れ を彼 らが もう
一

度述べ る段 に

　　 な る と、ほ とん どい つ も、も はや 私 の 見 解だ とは 認 め る こ とが で きな い ほ ど に 変 えて し ま っ て い る こ とに

　　 気 が っ い た。なお こ の 機会 に 後世の 人 た ちに、私 自身が 公 表 した もの で な けれ ば、私 の 意見 だ と他 の 人 が

　　 い っ て も、．決 して 信 じな い よ うに お願 い して お き た い
（27 ）。

デ カ ル トは、書物 の 公 表 の 効果 に っ い て も、きわ め て 悲観的 で ある。さらにデカ ル トは、

　　公 衆 が進 ん で 私 の 利 益 をは か っ て くれ る と期待す る ほ ど 自惚れ て はい ない
（28 ）

と し、つ い に は、

　　完成 で きる 自信 の ない よ うな約 束 を 、

一
つ で も して 公 衆 に 責任を負 い た くもない

（29 ｝。

とま で い っ て い る。「公 衆 」 に 対 し て 、もは や何 の 関心 も期待 も し な い 、約 束 も しな い とい う こ の 発 言 か らす る

に、デ カル トは研究 の 公 の 場 へ の 発 表 ・伝達 とい うこ とに 関 して は 、 完全 に考え を翻 した か の よ うに見 え る。

　だが、デ カ ル トは、他方 にお い て、「公 衆」 に対 して も う
一

つ の 視点 を持っ て い る。

　　私 が こ こ で それ を述 べ て お き た い ばか りで な く、お そ ら く公 衆 も、それ を知 りたい と思 われ る だ ろ う
〔3 ω 。

とい う先に 引い た第 6 部冒頭 の 呼び か けは、権威 に対 してで は な く、自由 な 「公 衆」 で あ り うる と予想され る読

者 に 対 して 、学者 個 々 人 の 学 説 発 表 の 自由、そ の 権威 か らの 独 立 を 主 張 し、ま た 同 時に 自己 の 主 張 の 是 非 を 問 お

うとす るデカ ル トの 呼びか けで あっ た。デカ ル トは最終的に こ の 「公衆」 の 存在を信 じてい る。そ して 、第 6 部

後半は こ の 呼び か け に正 確に 呼 応 して い る。デ カル トは 、何 ゆ え再び 決心 を翻 し、『方法序説 』の 公 刊 に踏み 切

っ た か に っ い て の 弁明を以下に 展開 し て い る。デ カル トの 弁明 とは 、 次の よ うな もの で あ る 。

　　それで もやは り、自分の 行動を罪悪 で ある か の ように隠そ うと した こ とは
一
度もな い し、人に知 られない よ

　　 う、む や み に用 心 した こ とも ない 。そ うす る こ とは 自分 を害す る よ うに な る と考 え た か らで あ り、ま た私 に

　　
一

種の 不 安を与える こ とに なっ て、求 め てい る完璧な精神の 平 穏に ま た して も反す る よ うに な りか ね ない か

　　 らで あ る。そ して こ の よ うに、世間に 知 られ る か 知 られない か とい う気 が か りの 中で 、どち ら と も思 わず ず

　　 っ と過 ご して きた の だ が、あ る種 の 評判 が立 つ の は防 ぐ わ け に はい か な か っ た た め 、 とに か く悪評 だ け は免
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笠井 ：デ カル トにお ける技術者倫理 の 萌芽一『方法序説』の 公衆概念 を め ぐっ て
一

　　れ る よ うに 最善を尽 くさね ばと考 えた の だ っ た 〔3D 。

　　自分よ り長生 きす る人 た ち に後 日私 を非難す る 口実 を与え るほ ど 、 自分自身 に不 利なこ と は したくない か ら

　　で ある
（32 ）。

理 由が 二 つ 挙げ られ るが 、 根本は実 は
一

つ で あ ろ う。 私 自身を 不 当に扱 うこ と へ の 抵抗感、「精神 の 平穏 の 追

求、非決 定 に身 をお くこ との 忌 避、そ の た め に は 「最善 を尽 くす べ き だ 」 との 考 え 、 これ らは み な、あ る意味で

デ カ ル トの 思想 の 特質 を根本的に 決 定づ け て い る モ チー
フ ばか りで あ る。そ れ らが 背後 で 複雑 に錯綜 し、合流 し

て 、 結果 と して の 『方法序説』が書き上げられ て い る。『方法序説』 とい う書物が、如何なる性格 の 書物 で ある

か を
一

義的 に捉 え る こ と は 不 可能 と思 われ る が、それ で も
一

つ 指摘 す る な らば、そ こ で は 私 的な価値の 追求 と公

的な価値の 追求 とい う
一

見 相反 す る 方 向性 が矛 盾 を孕 ん だ ま ま書き手 に お い て 統
一され て い る と い う点 に こ の

書物 の 優れ た特徴が ある と思わ れ る。「精神の 平穏 」 とい えば、そ れ は 私的な価値 で ある。「私」 として は 急い で

誤 っ た結論 を導 くよ り も、非決定 に 身 をお い て お く方が よい と、デ カル トは い つ も考 え て い る。他 方、私 自身 を

不 当に扱う こ とは 「私 」 と して も許 せ ない
。 そ れ を回避す るた め に は私は、最善を尽 く して 努力 しなければなら

な い 。そ し て 、そ の た め に は 「公 衆」 に 訴 え る 以外 に 策 は ない 。こ うした
一

見矛 盾 す る態度 の 錯綜 が頂 点 に達す

るの が、『方法序説』第 6 部なの で ある。

　と にか く、こ こ で は もはや研 究成果 を発 表 し人 々 に伝達 して、自己の 研究を後代 の 研究者 に 引き継い で い っ て

も らお うな ど とい うこ とは 問題 に な っ て い な い。自分 の 著作 を、人 々 に よ く吟 味 して も ら うこ とだ け が問 題 なの

で ある。そ し て、そ の 入 々 とは 「公 衆亅 で ある。デカ ル トは そ の ために、こ の 書物をラテ ン 語で なく、自分 の 国

の 言 葉で あ る フ ラ ン ス 語 で 書 い た の だ と もい う。なぜ な ら、

　　 自然 の 理 性だけを全 く純粋 に働 か せ る人 た ちの 方 が、古い 書物だけ し か 信 じ ない 人た ちよ りも、い っ そう

　　 正 し く私 の 意見 を判 断 して くれ るだ ろ うと期待す る か らで あ る
（33 ）。

すなわち、良識だ けを武器 とする 「公 衆」 だ けが、か れの 著作の 真の 読者 た り うる、とデ カ ル トは 考 えた の で あ

る。し か も、そ うい う 「公衆1 が現実 に存在 して い る か い ない か に関わらずで あ る。とに か く、そ うい う 「公 衆i

で あ る読 み 手 を 思 い 描 きつ っ 、デカ ル トは 『方 法 序 説』を書 い た。そ う想い 描 く こ とに よっ て、自ら満足 し よ う

と した。さらに、デ カル トは 次 の よ うに述べ て い る。

　　 そ して 良識 と学 識 を兼 ね そ な えた 人 k 、彼 らだ け を私 の 審 判 者 と した い
（34 ）。

デカ ル トの 「公 衆」 を志 向す る姿勢は、終生変 わ らな い 。結局、デ カル トは上 に も見 る よ うに、最終的 に は 、 学

問的知識の あ り方の 正 し さを主体的に判断す る審判者 として 「公 衆」 の 観念を定位 して い る ように思われる。し

か し、その 存在は デカ ル トに とっ て 、い ま だ実現 され な い 理 想で あ っ た。

　 以 上 の よ うに、『方 法序説』の キー
ワ
ードの

一
っ で あ る公 衆の 概念 の 考 察 に よ り、特 にガ リレ イ 事 件 に対 す る

態度 に は、現代 の 技術者倫理 で も問題 とな る 「公 衆 に 竝す る説 明責任」 重 視の 思想 が 見 られ る。した が っ て 、デ

カル トは 「技術者倫理 」 の 自覚を引き起 こ した科学技術 の マ イ ナス 面を担っ て い たの で は なく、当初 よ り科学技

術 の あ り方 に配 慮 して い た 「技 術者倫理 」 の 先駆 者 と して 評価 され るべ きで ある とい える。

5 ．お わ り に

　本稿 で描 かれたデカ ル ト像は、こ れまで 考えられて きたデカル トの イ メ
ージ か らは程遠い もの か も知れない 。

た と えば、ア レ ン トは 「近 代哲学 の 父 」 デ カル トの 功績 にっ い て 、次の よ うに評価 して い る。

　　 近代哲学は 、魂や人格や人間
一
般 に は 関心 を示 さず、も っ ぱ ら、自我 に対 して 関心 を 注 ぎ、世界や 他人 と

　　 の 経験をすべ て 人 間の 内部 に お け る経験に 還元 しようと試み て きた。こ れ は、デカル ト以来、近代哲学の

　　 最 も一
貫 した 傾 向 の 一

っ で あ り、お そ ら く哲 学 に対 す る近 代 の 最 も独創 的な 貢 献で もあ る （35 ｝。

確 か に形而上 学者デカ ル トに は 、こ の 評価が あて は ま る 。 しか し、これ まで 見て き たデカ ル トの 姿は 、 こ の 把 握

を越えた とこ ろに ある。デカ ル トを特徴づ けて い るの は、彼 の 「退きこ もり」
へ の 傾向で あ る。

　 し か しデ カル トは、自身の 「退きこ も りj の 持 つ 意味 を 「公 衆 」 に 問 うこ とを忘 れ なか っ た 。 そ うす る こ とに

よ っ て の み、自分自身の 「精神 の 平穏 」 も得 られ る と考えたか らで ある。留意 し て おか なければならない の は、

この とき 問われ て い る の はデカ ル ト自身の 学説 の 客観的な正 当性 と同時に、学問す る とい う行為そ れ自体 の 世 に

中に お け る あ り方 とい うこ とで ある。
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　今 日、科学技術 の 知 の あ り方が 問わ れ て い る 。 しか し、そ こ で 問わ れて い る の は、い つ もそ の 知 の 探求 を現 実

に遂行す る主体を離れ た、何 か 実 体的 に 存在す る と仮想され る 「科学技 術」 の あ り方 で あ る と思 われ る。だ が、

ま さに こ の 問い 方 に こ そ 問題が ある と思われ る。近 代初頭 に あ っ て 、 そ うした 問い 方 と異なる 問い 方をもっ て、

自分の 哲学を 世に 問 うた デカ ル トの 姿勢 に は、ま だま だ学ぶ も の は 多い 。すな わ ち、

　　デカ ル トに な らっ て 、科 学技 術 の 進 歩 を人間の 福祉 と文化 の 高ま りにつ なが る基本線の 上 で 捉 え るべ き
（36 ）

で ある とい え る。
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