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Abstract

　The　purpose 　of 　this 　paper 　is　to　 consider 　the　insistence　on 　the　science 　and 　the　technology 　in　Yaspers
’

philosophy 　of 　history．　Yaspers　drew　a 　sharp 　line　between　science 　and 　technology ．　According　to　hi皿　i　t

is　important　to　avoid 　the　two　errors ，　 namely 　the　b王ind　belief　and 　the　hate　for 　the　science ，　The 　technolQgy

itself 　 is　 not 　good 　 and 　 not 　 evil ，　so 　 to　 speak 　neutral ．　Therefore　it　 needed 　 the　direction，　Yaspers　 advised

しhe　people 　about 　t｝le　diabolism　of 　technology ．　 He　 warned 　them 　of 　the 　dangers 　 of 　 the 　technology ．　His　view

on 　the 　sclence 　and 　the 　technology 　is　extreme 箆y　valid ．

1． は じ め に

　ヤ ス パ ー
ス は、現 代 ドイ ツ の 偉大 な哲 学 者 の

一
人 で あ る。最 初 は精 神 医 学 か ら出発 しな が ら、や が て 心 理 学 に

転 じ、最後は 哲学の 教授 と して 、ハ イ デ ガーと並 ん で 現代 ドイツ の 実存哲学の 体系を樹 立 し、巨大な著作群を世

に 問 うて 、現代哲学の 大きな峰を形成 した。実存 と同 時に 理性 も強調 し、現 代 の あ るべ き人 間 像 を提 起 した思 想

家と し て 、 ヤ ス パ ース は顧み られ るべ き哲学者 で あ る。第二 次世界大戦中は、ナ チ ズ ム の 迫害を蒙っ たが、戦後

復帰 して 、各方面に 大きな影響を与 えた。

　ヤ ス パ ース に 『歴 史 の 起 源 と 目標 』 とい う大 著が あ る。こ れ は、第二 次世 界大 戦終了 後 の 20 世紀半ば とい う

時点に 立 っ て 、まさに 人 類の 来 し 方行 く末 を広 く展 望 した、現 代の 歴史哲学の 代表 作 の
一

つ で あ る。そ して、

　　哲 学 者 の み な らず 歴 史 家や
一一

般 の 知 識 人 に も大 き な話 題 を提 供 した 書物 〔1 ）

とい わ れ て い る。本稿 の 目的は 、『歴史 の 起源 と 目標』 に見 られ るヤ ス パ ー
ス の 歴史哲学 に お け る科 学 と技 術 に

関する主 張を考察す る こ とで ある。

2 ．世 界 史 の 図 式

　ヤ ス パ ース の こ の 著作 は 三部 に分 かれ て お り、第
一

部 は 「こ れま で の 世界史」 を扱い 、第二 部は 「現在 と未来」

を語 ろ うとし、第 三 部は 「歴 史の 意味」 を論 じて い る。しか しそ の 中心 は、「私 た ちの 現 在 の 意 識 」 を 高 め る こ

とに 向 け られ る。つ ま り、私た ち は現在い か な る歴 史的状況 に あ り、い か な る形で 未来に 向か い つ つ あるの か と

い う自覚 が、中心 問題をな して お り、そ れを論ず る第 二 部が 分量的 に も比 重 を 大き く 占め て い る。した が っ て 、

そ の 点 に 主 た る注 意 を 向 け よ う。 しか しそ の た め に は、や は りこ れ ま で の 世界史の 歩み が 何ほ どか 振 り返らね ば

な らない。そ して 実は、ヤ ス パ ー
ス 自身も、そ れな りに 世界史の 「全体直観 の 図式 」 を提起 しよ うとす る。も ち

ろ ん 、彼 に よれ ば、

　　私た ち は 起源 と 目標を知らない。それらは 何らか の 知に よっ て は 全然知 られない の で ある
（2〕。

　私た ちに は、絶対 に 表 象で き ず考え つ くす こ との で きな い 起源 と、私 た ちが い か な る具 体的 像 にお い て も適切

に 描き出す こ との で きない 目標 との 問で、私たちの 事実上 の 歴史は 生起 して い るの で あ り、歴史の 起源 と 目標 を

最終的な形で 知 り尽 く した と称 す る知は、ヤ ス パ ース に よれ ば拒否 され る。私 た ち は あ くま で 、経験 的 に 入 手 さ

れ る普遍史は、歴史 の 全体 の 統
一

性 の 理 念 の もとで の み、把握され うるの で ある。い わ ば、経験的に入 手 され る
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部分的 史 実 は、全体的直観 の 中に位置づ けられなくて は理 解 され え な い。こ うして部分 と全体 との 循環 的な相互

補完性 は 、歴 史的認識 に お い て は不 可 避 で あ る。こ の 不 可避 を 引 き 受け て 、い まや各自の 責任 に お い て 、世界 史

の 「全体直観 の 図 式」 が打ち立 て られなけれ ば な らない 。

　ヤ ス パ ース は、そ の 目的 の た め に、「枢軸時代」
（3 ）

とい う有名な概念 を 導入 す る。つ ま り、起 源 も 目標 も決定

的 に は見 渡 せ ぬ 人 類史 の 中に、何 か 「枢軸」 となる時点 を設 定 しな けれ ば、現 代 の 私 た ちの 立 っ 位境 も見 定め ら

れ ない こ とに な る か らで あ る。彼 は 「枢 軸時代」 の 設 定 に よっ て 、「世界史 の 図式 1 （4 ）
の 大 枠 を構想 し よ う とす

る。それ は、ど うい うこ とを 意味す る の で あ ろ うか。彼 に よれ ば、そ して ま た周 知 の よ うに 、

　　歴史哲学は 西 洋に お い て は、そ の 根拠を キ リス ト教的信仰 に持 っ て い る （5 ）。

　すな わ ち ア ウ グス テ ィ ヌ ス か らへ
一ゲ ル ま で は 、歴 史 の 中 で 神 の 歩 み が看 取 され て い た。だ か らヤ ス パ ー

ス は 、

へ
一

ゲル に お い て も、神 の 子 の 出現 が 「世 界 史の 枢軸」 で あっ た とい う。しか し彼 に よれ ば、キ リス ト教的信仰

は
一

つ の 信 仰 に過 ぎず、人類 の 信仰 で は な い 。そ れ ゆ え に、「世 界史の 枢軸1 が ある とすれ ば、キ リス ト教 を離

れ、経験的に
一

事実 と して 見 出 され なけ れ ばならない。換言すれ ば、あ らゆる民 族に とっ て の 歴史的自己 意識 の

共 通 の 枠 と し て、そ の 「枢軸」 が 見出 され て くる の で な けれ ばならない 。ヤ ス パ ー
ス に よれ ば、

　　世界史の そ うした 軸は 、 は っ き りい っ て 紀元 前 500 年頃、800 年 と 200 年 の 問 に発 生 した 精神的過程 に あ る

　　 と思われ る
c6）。

と され る。こ こ に 歴 史 の 最 も深 い 切 れ 目が あ り、そ こ に 今 日 ま で 私 た ち が それ と と もに 生きて い る 人 間が生 じた

と され る。そ れ ゆ え に

　　 こ の 時 代 が 要 す る に 〈 枢 軸時代 〉 と呼 ばれ る べ きも の で あ る
（η 。

とヤ ス パ
ー

ス は い う。その 枢軸時代に、中国で は孔 子 や 老 子 が 出 て、イ ン ドで は ウパ ニ シ ャ ッ ドが 成立 して 仏 陀

が現れ 、イ ラ ン で は ツ ァ ラ トゥ ス トラ （ゾ ロ ア ス タ
ー
） が 出現 し、パ レ ス チ ナ で は エ リア 、イザヤ 、エ レ ミア、

第ニ イ ザヤ な どの 預言者た ちが 登場 し、ギ リシ ア で は ホ メ ロ ス や、パ ル メ ニ デ ス 、ヘ ラ ク レ イ トス 、プ ラ トン な

どの 哲学者 や、悲劇 作家や、トゥ キ ュ デ ィ デ ス や ア ル キ メデス な どが 活 躍 した。つ ま り こ の 時代 に は 、中国、イ

ン ド、西洋の 三 っ の 世界で 、共 通 して 、

　　 人 間 が 全体 と して の 存在 と、人間 自身 な らび に人 間 の 限 界 を意識 したとい うこ とで あ る 〔8  

　 こ の 時代 に 、私 た ち が 今 日 ま で 物 を 考え る 時の 根本 カ テ ゴ リーが現れ 、世 界 宗教の 端緒が創 り出され、あらゆ

る意味 にお い て、普遍的なもの への 歩み が な され た 。 要す る に、社会的状態が 活性化 し た の に応 じて 、精 神 化が

起 こ っ た の で あ る。む ろ ん こ の 枢 軸 時代 はや が て 政治的に 終 焉す る。けれ ど も、こ の 枢軸時代 の 直観 に よ っ て 、

全 世 界 史に光 が 当て られ．、世界史の 構造 が 際立 たせ られ て くる と ヤ ス パ ース は み る。草薙 雅 夫 に よれ ば、

　　枢軸 時代 は 、ヤ ス パ ース にお い て は、そ れま で の 人類史 に お い て も っ と も重大な時代 で あっ た （9 ）。

　 む ろん、枢軸時代の 以前 には 何もなか っ た の で は なく、む し ろ、そ れ 以 前 に 「何 千年 も続 い た 古い 高度 文化」

が あ っ た の で あ り、そ の 高度文化が 枢軸時代の 出現 とと もに 終 わ り、枢軸時代の 中に 残 っ た諸要素に 取 り入 れ ら

れ て 、発展的に 解 消 して い っ た の で あ る。けれ ど も、枢軸時代 に お い て 起 こ り、創造 され 、考 え られた こ とに依

拠 して、人類 は今 日ま で 生きて きた の で あ る。そ の 枢軸時 代 は、最初 は場所的に 限定され て い た が、や が て 歴 史

的 に
一

切 を包 括す る も の とな り、三 っ の 世 界 の 間 に 深 い 相互 理 解が 可 能 とな っ て い っ た。こ うして 、

　　 枢 軸時代 とい う見 方に 立 て ば、それ以前 の 全 発展 とそれ 以 後の 全 発展 に 対 し、諸 々 の 問 題 と基 準 が 与 え られ

　　 る
c1　o ，。

　 ヤ ス パ ース は、こ の 枢軸時代の テ
ーゼ を弁護す る 。 そ こ に人 類に 共通 し た もの が あ る とい うの は、見 か けだ け

の こ と で は な い か とい う疑 念に 対 し て、断 じ て そ うで は な く、そ こ に今 日に 至 る まで 妥当す る 人間存在 の 原則 的

な もの へ の 突破 が生 じ た の で あ る と。そ れ は 事 実 で は な く、価値判断 の 結果 で は な い か とい う異論 に 対 し て は、

そ うで は な く意味 の 了解なく して 歴史的事実 は あ りえず、私 た ち の 現在 に 基づ き歴史を捉 え る とき、こ の 枢 軸時

代の 考え方 に至 らざる をえ な い と。三 つ の 地 域 で の 平 行 現 象は歴史的意味 を持 た な い の で は ない の か とい う反論

に対 して は、そ うで は なく段階的発展で はない 、同時代 の 、接触な しの 、併存 の 、しか も唯一無 比 の そ れ が枢軸

時代 で あ る と彼 は こ の 構想 を擁護す る。こ の 枢 軸時代 の 設定に よっ て 、信念の 差 を超 えて 人 類全体に 共通の もの

が得 られ、果 て しな い 交わ り へ の 要 求が立 て られる とい う。

　　こ うして ヤ ス パ ー
ス は、こ の 枢軸時代の 構想 に基づ い て、「世界史の 図式 」

（11 ）を 提 起 す る。すなわち彼に よ

れ ば、こ れ ま で 四 回、い わ ば新 し い 基 礎 か ら人 間は 出発 した。第
一

に は、「先史時代 」、い わ ば 「プ ロ メテ ウ ス 的
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時代 」 （言 語 の 発 生、道 具 の 発 生、火の 使用の 発 生）の 始ま りで あ り、こ れ に よ っ て 人 間は 初 め て 人 間 と なっ た。

第 二 に は 、「古い 高度 文化 の 基礎 づ け」 （メ ソ ポ タ ミア 、エ ジ プ ト、イ ン ダス 川流域、黄河流域で の そ れ ） とい う

始ま りが あっ た と想定 され る 。 第三 に は、「枢軸時代」 の 始 ま りで 、こ れ に よ っ て 人 間 は精神 的 に 全 面 的 に 開か

れ た本 来 的人 間 とな っ た，第四 に は 、「科学技 術的時代 1 （中世 末以 来 の 近 代 科 学 と 18世紀末以 来の 技術的時代）

の 始 ま りで、こ の 時代 の 変 容 過 程 をい ま 私た ちが 自らに お い て 経験 し て い る と され る。要 す る に、「先 史時代
・

プ ロ メ テ ウス 的時代」 に お い て 人 間 は人 間 とな り始 め、や が て 紀 元 前 5000 年以 降 の 最初 の 高度文 化 の 成 立 に至

り、そ の 後 に 現代 の 私 た ち の 文化 の 基礎 となる 「枢軸時代」 が 生 じ、い まや私 た ちは、科 学 と技 術の 成 立 した 「技

術的時代」 の 只 中に い る とい うの が、「世界史の 図 式」 で あ る。「先 史 時代 ・プ ロ メ テ ウス 的時代 」 か ら、「古 い

高度 文化 の 時 代」 へ 、そ して 今 目ま で 妥当す る私た ち人 間存在の 精神的基礎づ けの 時 代 ・枢 軸 時 代 へ 、そ して 目

下 の 「技術的時代」
へとい う四段階 にお い て 、ヤ ス パ

ー
ス は世 界 史の 構 造 をみ る。

　そ の 際 に 大 事 な の は、四 段 階 の うち彼 が 二 つ の 「呼 吸 」
〔12 ）をみ る 点 で あ る。「第

一
の 呼 吸 」 は、プ ロ メテ ウ

ス 時 代か ら、古 い 高度文化を越 え て 、枢軸時代とそ の 帰結 へ とい た る気息、生 き た流 れ で あ る。「第二 の 呼吸」

は、現 代 の 科 学技 術 的、新 しい プ ロ メ テ ウス 的 時代 か ら、私 た ち に は ま だ遠 く、新 し く見 えない 第二 の枢 軸時代、

つ ま り本来的な 人間成立 の 來 るべ き第二 の 枢軸時代 へ の 呼吸で ある e 実は、私 た ちが い まま さ に始 めた ばか りの

「第二 の 呼吸1 か ら、あの 「第
一

の 呼 吸 」 を も 私 た ち は 知 る こ とが で き る。た だ し、第
一

の 呼吸 は 地 域的で あ っ

た の に対 し、第二 の 呼吸は 普遍的で 、すべ て を包括 し、人 類全体 を巻 き込 ん だ 呼 吸 で あ る点 が 異 な る 。

　別 言 すれ ば、ヤ ス パ ース は、現 代 の 私 た ちが ル ネサ ン ス 以 来 の ヨ ー
ロ ッ パ の 「科学 と技術 」 に 直結す る時代 の

中に 生 き て い る とす る が、そ れ は 、か つ て の 「第
一

の 枢軸 」 に 比肩 し うる 「第 二 の 枢 軸」で は な い とい う点 が 大 切

で あ る。ル ネサ ン ス 以 来 の ヨ ー
ロ ッ パ の 科 学 と技 術 は、「純粋 に ヨ ー

ロ ッ パ 的現象」で あ っ て 、到底 「agr一の 枢軸」

とは 呼 べ な い と して い る。あ る べ き 「第二 の 枢軸」は、人類的な、世界を包括す る枢軸 で な けれ ばな ら ない か らで

あ る。現 代 の 科学 と技術 の うち か ら、や が て 現 れ るべ き第二 の 枢 軸時 代、ヨ ー
ロ ッ パ の みな らず、ア メ リカ とロ

シ ア 、中 国 とイ ン ド、要 す る に 世 界 全 体 を包 括 し た、人 類の 新 し い 未来の 第二 の 枢軸時代は、ま だ み え ず、遠 い

とい うの が ヤ ス パ ース の 考えで あ る。私た ちは、地球全体を 蔽 う、来 るべ き新 しい 未 来 の 第二 の 枢軸時代 に 向 け

た 途上に あ り、模索 と課 題 の 中 で 、日夜呻吟 して い るの で あ る。第
一

の 枢軸 時代 は もは や な く、第二 の枢軸時代

に は い ま だ な い 。そ の 中間の 只 中に 、現代の 私 た ちの 立 っ 位境が あ る とい うの が 、ヤ ス パ ース の 診 断 で あ る 、 で

は 私 た ち は、どの よ うな時代 、どの よ うな現代 を 生 き て い るの で あ ろ うか。ヤ ス パ ース の 現在 と未来 に つ い て の

診 断 は、どの よ うな もの で あ ろ うか 。

3 ．現 代 の 診 断

　ヤ ス パ ー
ス に よれ ば 「歴史哲学的な 全体鋤

〔13 ｝
は、歴 史の 全体 の 中 に お け る 自分 自身 の 状況は 、歴 史の 全 体

の 中 にお け る 自分 自身 の 状況 を照 ら し 出すべ き も の で 、現在 の 時代 の 認 識 を解 明 し なけ れ ばならない。さて 、現

代 とい う時代の 本来的 に新 しい もの は、彼 に よれ ば、「近代 の ヨ ー
ロ ッ パ の 科 学 と技術 」

（14 ） に あ る。それ ゆえ

に 、こ の 点 を 明 察 す る こ とが 私 た ちの 現 在 の 把握 に とっ て 決 定 的で あ る とヤ ス パ ー
ス は み て 、詳 論 を展 開す る。

続 い て彼 は、さらに 現代の 状況 を、「大衆」 が 出来事 の 決定的要 因 とな り、伝統的価値 観 が崩壊 して行 く 「ニ ヒ

リズ ム 」 の 事態の 蔓延 の うち に見 て 取 っ た。要 す るに ヤ ス パ ース は、現 代 とい う時 代 の 本 質 を、「科学 と技術」

に よっ て 規定された本来的に新 しい もの も開始 した 時代 と見 て、さらにそ こ に 「大衆 」 化 状況 の 到 来 と 「ニ ヒ リ

ズ ム 」 の 台頭 を 見 届 け る。こ れ が彼 に よ る現 代 の 診 断 で あ る。

　現 代 が 「大 衆 」 蜂 起 の 時 代で あ る とい う指摘 は 、遡 れ ば キ ル ケ ゴー
ル の 『現代 の 批判』 の 論考以来多数あ り、

20 世紀 で はオル テ ガの それ が きわめ て有名 で あ る
〔15 〕。ま た、現 代 が 「ニ ヒ リズ ム 」 の 到 来 に 特 色を 持 つ こ と

は 、す で に ニ
ーチ ェ が 19 世紀末 に 予 言し た 周 知 の 事柄で もあ っ た。そ う した 関係 か らヤ ス パ ー

ス は 、こ の 『歴

史の 起源 と 目標』の 中で、と りわけ現代の 本質的新 し さを 「科学 と技術」 に よ っ て 規定され た 時代 とい う点に み

て 、力 点 を置 き、多くの 頁 を割い て い る。現代 が科学 と技術 に よ っ て 支配 された 時代 で ある とす る 見方 は、私 た

ちに は 周 知の もの で、ま た それ に は 目下数多 くの 論 評 が あ る n 彼 の 議 論 は、そ の 中で も先駆 的 な も の で 、ま た 貴

重な 提言や指摘や警告 を 多数含み、現在 も なお 顧 み られ ね ばな らない 。と りわ け それ が 、同 じ く現 代 を科 学技 徳

の 時代 と捉 え るハ イ デガ
ー

の 指 摘 と相通 じな が ら、しか しか な り異 な る側 面 を大 い に 含む と見 られ る限 り、
こ の
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ヤ ス パ ース の 科 学技 術 論は 注 目に 値す る。実際、『ハ イ デ ッ ガー一＝＝ヤ ス パ ー
ス 往復書簡　1920− 1963』に よれ ば、

科学技術の 捉 え方 に 関 し て 二 人 に 差異が あ っ た こ とが ハ イ デガ
ー

の 側 か ら明 言 され て い る
〔1 ω 。しか し、こ こ で

は そ の 点に 深入 りせ ず、以 下 の 論 述を 進め る こ と に した い
。

　最初に、ヤ ス パ ース の 近代科学論を取 り上 げ よ う。第
一

に、彼 に よれば、「近代科学」 は、単なる 「合理 化
一

般 」 や 「ギ リシ ア 的 学問 」 と違 っ て、

　　中世末末期以降生 じ、一七 世紀以降決定的 と なり、一九 世紀以 来十分な展開を見 る に至 っ た
（17 ）。

　こ の 近 代 科学の ゆ え に ヨ ーロ ッ パ は 「17 世 紀 以 来 1他 の あ らゆ る 文化 とは 区別 され る よ うに な っ た とい う。彼

の 考 え る近代科学 は、17世紀の 「科学革命 」 と直結 した 出来事の 意味に取 られ て い る とい っ て よい。

　第 二 に、ヤ ス パ ー
ス は、こ の 近代 科 学 の 特 色 を、そ れ が方 法 的 認 識 で あ り、強 制 的 に確 実 で あ り、普 遍 妥 当的

な もの で あ る点 に見 る。そ の た め に、近代科学は あ ら ゆる と こ ろに 突き進む 全 般性 を有 し、そ の 問い と探究に 限

界 は なく、また完結 し て 終わ りにな る こ とが なく、一
切を知る に値す る と見 て、微を穿 っ て 進み、全面 的連関を

求 め て 追求 し、全 般的な 知 識欲に 駆 り立 て られ、極限に ま で 及ん で 徹底 して 追尋 し、あ り とあらゆるカテ ゴ リ
ー

や方法を精錬 し て 探究を重ねて行 く。こ うし て、問 と吟味 と考究の 科学的態度を実践 して 行くもの で ある こ とが、

強調 され て い る。

　　偉大なへ一
ゲル ほ どの 哲学者たちで さえ、こ の 科学に つ い て は、ほ とん ど知らなか っ たの で ある

〔18 ）。

　 第 三 に、ヤ ス パ ース で は 「科 学 」 と 「技術 」 とが 峻 別 され て い る点 が重 要 で あ る。彼 に よれ ば、自然 科 学 は、

技術 へ の 観点な しに、そ の 学問的認識世界を構築す る とされ る。技術的に は どうで もよい ような非凡な自然科学

的発 見 は た く さん あ り、ま た、そ れ 自体 と して は 技 術的に 利用 可 能な発 見 で も、決 して 無造作に 応用 可 能 で は な

く、そ れ らが 有効 に なるた め に は、技術的着想 が さらに必要で ある。

　　 科 学 と技 術 の 間 に は、あ らか じめ見 通 せ る関係 は存在 しな い
｛19 ＞。

　 こ の 科学 と技術 の 峻別 の 思想 は 、大 い に 注 目 して よい 点 で あ る。こ の 点 で ヤ ス パ ース の 見解は 、ハ イ デ ガー
の

それ と大 き く異 な る。ハ イ デガーで は、近 代科学は 現 代の 技術時代 と直結 し、後者 は 前者 の 〔否、プラ トン 以 来

の 西洋 主観性 の 形 而 上 学の ）完成 で あ る
（20 ）。しか しヤ ス パ ース で は そ うで は な く、科 学 と技 術 は峻 別 され る。

　 第四 に、この よ うな近 代科学の 発 生の 動機 に関 して、しば しば近代科学 は 「力 へ の 意志」 か ら生 じたとい われ

る が、ヤ ス パ ー
ス は こ れ に 反対す る。技術 的 な 意志 の うち に は 力 の 意識 が あ るか も しれ な い が、「科 学」 を 成立

させ た もの は そ れ で は なく、む しろ技術的 目的な しの 純粋な認 識意志で あっ たと彼 は い う。人 は よ く、こ の 科学

と技術 を結 び つ け、こ の 二 つ の うち に は 攻 撃 的な もの が 潜む とい うが ヤ ス パ ース は それ に反 対 し、偉大 な探究者

に 固 有な もの は 必 然性 へ の 感受性 で あ り、

　　 自然 に従 うとい うこ とが 、ま さ に 自然 探 究 者 の エ
ートス に他 な らな か っ た

c2D 。

とい い 、知 へ の 意志 や 知 者の 自由 は、攻 撃性 や 「力 へ の 意志 」 とは ま っ た く別 の 物 で あ る と述 べ る。そ の 意 志 は、

力を目指す の で は なく、内的独 立性を 目指す。強制的、普遍妥当的な知の エ
ー

トス の うちに ある の は、攻撃性で

は な く、明 晰性 と信 頼性 へ の 意志 で あ る とヤ ス パ ース はみ る。こ こ に は、自然 の 支配 と征服 の うち に 近代科学 と

技術の 本質 をみ て 、デカ ル トとニ
ー

チ ェ の 力 へ の 意志 とを直結させ 、それ の 完成を現代の 科学技術 の うちにみ る

ハ イ デガーとは、別 種 の 考 え方が あ る こ とは、否 定 で き な い で あ ろ う。

　 第五 に、ヤ ス パ ース に よれ ば、

　　近 代科学 の 発 生 は、聖 書的宗教 に歴史的 に根ざ して い る精神状態と衝動 を抜きに して は 考えが たい
（22 ）。

と され る。聖 書的宗教 の 持 っ 誠実 さの エ
ートス が、近 代科学の 背景 に ま ず あ る。さ らに、世 界 は 神 の 創 造 に よ る

以 上 は、存在す る
一

切 は 神の 創造 と して 知 るに 値 し、認 識す る とは神 の 思想 の 追思考に他ならない と考え られた

とヤ ス パ ース は み る。ル ター
に よれ ば、虱 の 腸 の 中 に も神 は創造者 と して 現 存 して い る と され た。ギ リシ ア 人 と

違 っ て 、 キ リス ト教以 来の 新 しい 衝動 は、被造物の
一

切 に 限界な しに身を開こ うとす る もの で 、それまで に 見い

だ され た秩序に 合わ ぬ もの に も認識 を 向け て い っ た。ギ リシ ア 的思 考が 閉鎖的で あ っ た の に 対 し、近 代科学は、

自己 の うちに 閉鎖 され ぬ ロ ゴ ス か ら発生 した。そ れは 、理 論的構築の 企 投 と実験的経験 との 不 断の 、決 して 停止

す る こ とに な い 交互 作用の うち で 展 開 した。ま た そ こ に は、無条件の 認識 要 求が あ り、同 時 にそ れ へ の 恐 れ もあ

っ た 。 こ うして、
一

切 が 吟味 と確証 の 坩 堝 の 中に投げ入 れ られ た わ けで あ り、科学者は 自分自身 に 刃 向か っ て さ

え探究を し た。ヤ ス パ ー
ス は、こ の よ うに、近代科学 とキ リス ト教的 誠実 さ を結 び 付 け る解釈 を呈 示 す るの で あ

る。こ こ に 、彼 の 科 学論 の さらな る特 色の
一

つ が あ る こ と も否 定 で きな い。
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笠井 ： ヤ ス パ ー
ス の 歴 史哲学 にお け る科学 と技術

　第六 に、し か しなが ら、ヤ ス パ ース に よれば純粋な科学は、き わ め て稀 で あ り、多 くの 場 合そ れ は顛倒 の 混 乱

の 様相 を 呈 し、

　　科学 は た だ少 数 の 人 々 に 所属す る に すぎない
（2S ＞。

と され る。多くの 人 々 は 技術的成果 の み を と り、教説 を独 断 的 に 鵜 呑 み に す る。あ る い は 、近代科学 の 誤 解や濫

用 も あ る。そ れ を 用 い た 力 や 支 配、攻 撃や危 険 な実 験 な ど もあ る。そ の よ うな誤 りの 原 因 は い っ た い どこ に あ る

の か。彼 に よれば、科学に よ っ て、確か に 世界 の 中の 諸対 象は 認 識 可 能 で は あ るが、しか し、世界 の 全 体 は認識

可 能 で は な い の で あ る。前 者 の み 正 し く、後者すな わ ち 世界全 体 の 認 識 可能性 と い うこ とは 「偽」 で あ る。世 界

全 体を認識 し うる とす る の は、典型的に 近 代的な迷妄で あ る。い か な る医 者 もす べ て の 病 気 を治 療 で きず、死 を

克服 しえない 。人 間 は 常に 再 び そ の 限 界 に 突 き 当 た る の で あ る。こ の 意味で 、近代科学 の 意味 と限界を純粋 に 捉

え る こ とが 大きな課題 で ある。

　　知 り うる も の を 明確 に 知 る の と同 じ く、は っ き り と 自らの 限界 を も 自覚 し て い る科学 を、自分 の も の と して

　　身 に っ け る こ とが肝要 で あ る
〔24 ）。

とヤ ス パ ース はみ る。こ う して、科学 へ の 妄信 と、科学への 憎悪 との 、二 つ の 誤謬を避ける こ とが 大切なの で あ

る、要す る に 、彼 は 、科学 に よ っ て 存在 の 全部 を知 り尽 くせ る とす る迷 妄を 峻拒 し、か とい っ て 科学 を断罪す る

の で はな く、そ の 中 に 高貴な純 粋 な認 識 欲 と誠 実 さを み る。彼 が批判す るの は 、断片的な科学知を繋ぎ合 わせ て 、

世 界 の 全 体 を知 り尽 く し うる と妄信 す る 誤 っ た 科学至 上 主義 で あ っ て 、そ の 浅 薄悲愴 な物 の 見方 に他 な らな い 。

ヤ ス パ ー
ス には、こ の 誤 っ た 科学至 上主義 が生み 出す 迷妄とそ の 背理 へ の 厳 しい 批判が 希薄で あ る。その 点をさ

らに 突 け ば、科 学 的 認 識 へ の 立 ち入 っ た 批判的吟味 が成立 した で あ ろ う。

4 ．近 代 技 術 の 問 題

　次 に、ヤ ス パ ース は 「近 代 技術 」に つ い て は、どの よ うに見て い るの で あろ うか。第
一

に い え る こ とは、現代 が

「技術 的時 代」で あ り、こ の 点で 私 た ちが 歴 史の 転換点 に立 っ て い る とい う意 識 を共 有 して お り、こ こ に 世 界 の 大

きな宿命 が 存す る こ とが 、
い よい よ深 く誰 に よ っ て も感 じ取 られ て い る とい う事実 を、彼が い ち早 くま たきわ め

て 鋭 く指摘 して い る 点で ある。

　　技 術 を持 っ て し て 人 間 か ら何 が 生 じ うる か とい う問題 の 重要 さ の ゆえ に 、技術 は 今 日で はお そ らく私たちの

　　状況 の 理 解 の た め の 主要問題 を な し て い る
（25 ）。

とヤ ス パ ー
ス は い う。技術時代 の 幕開 け と共 に人 類 社 会 の 歴 史 に大 きな 変 貌が 訪 れ よ うと して い る。しか し それ

は、か つ て の あ の 第
・
の 枢 軸 時 代 に 比 す べ き第二 の 枢 軸時代 で は な い。新 しい 枢軸時代は 、お そ らく私 た ちの 目

前 に追 っ て い る の で は あ ろ うが、ま だ み えず、私た ち の 前方 に あ る。技術 と は 、科学的人 間 に よ る 自然支 配 の 仕

方 で あっ て 、確 か に そ こ か ら、困 苦 を免れ 、自分 の 気 に入 っ た 自分 な りの 環 境 世界 の 形 態 を獲得す る こ とが 目指

され 、また 結果 して もき た。けれ ど も、そ こ で は 科 学 と技術 の 産 物 の み が 幅 を利 か し、か え っ て 精神、人 間 性、

愛、創造 力 が 貧困 を極 め る 破壊的 な時代が 到来 し た。何 よ り も、技術に よ る 自然支配 の 結果 は 、 人 間自身に は ね

返 っ て き て、労働、労働組織、環境 形 成の 仕 方 が 人 間 自身 を 変 え、い ま や、

　　人 間 は 、自分 で 自分 の もの と し て 技術的に 産出 し た 第二 の 自然 の 中 で 窒息 して い る とい う危 険 が 迫っ て きて

　　 い る
〔26 〕。

　技 術の 結果、以前 と比 べ 「自 由」 を 獲得 し た か に み え る そ の
一
方 で 、人 間 は あ らゆ る地 盤 か ら切 り離 され 、人

間は、故郷 の ない 大地の 住人 となっ て い る。人 間 は伝統 との 連続 性 を喪失 して い る とヤ ス パ ース は い う。技術時

代の 幕開 け と共 に、故 郷 喪失 が 世 界 の 運 命 とな る とい う考 え方 は 、ハ イ デ ガー
の み な らず、ヤ ス パ ー

ス の 抱 く根

本 確 信 で あ り、ま た こ の 上 な い 憂慮表明の 根幹 を な して い る。

　 した が っ て 第二 に、ヤ ス パ ース の 技 術観は複 眼 的で あ る。
一

方 で そ れ は、技術 の 本質 を鋭 く見据 え る。す な わ

ち、技 術 は、目的 達 成 の た め に 手 段 を 介入 させ る こ とに よっ て 生 じ、意図的な仕掛けが あっ て 技術 とい うこ とを

い い うる。そ れ ゆ え、技術の 基礎 に は悟性 作業や 計算、機械 的 思 考や 量化や関係化な どの 合理 化
一

般が 潜み、「力」

や 「能力」 （た だ し 操作 し 処 理 す る も の で 、創造 し成 長 させ る もの で は な い ） が 技 術 的 に は 関係 を 持 ち、自分 自

身 に よっ て 自然 を間接的 に支 配 す る 「知 」 に よ る 「力」 が 技術で あ る。技術 が 目指す の は、

　　 生 活 を容易 に し、肉体的生 存条件 を充 た す た め の 日常 の 労 働 苦 役 を軽 減 して、余 暇 と快 適 を 与 え る
（27 ）。
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こ とに あ り、人 間的 な生 存の 目的 の た め の 環 境形成 の 統
一

の うち に、技 術の 意 味 が 存す る。こ う した技 術 が 、確

か に 18 世紀末以 来登 場 し、lg 世紀 が そ の 現 実化 で あ り、「蒸気 機 関 」 （1776）、「電動機 」 （1867）か ら、や が て

石炭、水力 か らエ ネル ギーが取 られ 、自然科学 と発明精神 と労働組織をも と に し て、現 代 の 原 子 力 時代 、科 学技

術 の 飛躍的進歩 の 時代 の 幕開 け が 招 来 され た 。 しか し他方 で、そ の 結果、

　　道具や 行 為の 手 段 性 とい う性格が 独立 化され る場合、あるい は、究極 目的が忘却 され て 手段 そ の もの が 目的

　　と し て 絶対化 され る場 合、逸脱は い た る と こ ろ に存在 す る （28 ）。

と警 告す る。こ こ に 大 きな 逆転の 事態が 出現す る こ とへの 警鐘を、ヤ ス パ ー
ス は 打ち鳴らすの で あ る。

　 し た が っ て 第 三 に、技 術 に は 「労 働 」 の 問 題 が 深 く関 わ っ て く る とヤ ス パ ース は 捉 え る。なぜ な ら 「技術」 に

よ っ て 何 事 か を 実 現 す るた め には、常に 「労働」 が 必 要だ か らで あ る。むろん 人 間は 昔か ら労働 して 生 きて きた

の で あ り、身体的労働に よ り計画 的作業 を行 い 、こ こ に動 物 と違 っ て 自分 の 世 界 を産 出す る特 有性 を入 間 は 有 し

て お り、こ こ か らや が て 「労働分業」や 「労働組織1 も生 じて きた。けれ ど も 「近代技術 」 の 登 場以 来、労働 も

変化 した。技術 が 労働を節約す るの と同時に、逆 に労働を増大させ 、別 種の 労働 を 要 求 して 、人 間が 力 の 極 限 ま

で 緊張 させ られ る こ とが 生 じて きた。機械の 観察 と操作、訓練 され た、高級の 、気を遣 う精神的構えが 必 要 と さ

れ 、逆に い え ば 労働 の 自動機械化に よ る荒涼 と した風 景が 、広 が り出 した。こ うして ⊥ 場 組 織 の 中で 、人 間 自身

が い わ ば機 械 の
一

部 とな り、技 術 化 は あ らゆ る事 物 の 官僚的指 導 を 呼び 起 こ し、人 間 自身 が、

　　 あ ま りに も人間 に よ そよそ し い 機械装置 の 中に 引き込 まれ て い る とい う意識
（29 ）

が蔓 延 し出 した。

　 こ うし て 第四 に 、労働 と技術 の 価値評価 が 問題 と なる。一
般 に ギ リシ ア人 は 肉体労 働 を 卑俗 な もの と蔑視 し、

ユ ダヤ ・キ リス ト教は 罪 へ の 罰 をそ の うち にみ て 、プ ロ テ ス タ ン トの み が そ こ に 大 き な祝福 を 見 出 し、カ ル ヴィ

ニ ズ ム は 労働 の 成果 の うちに 選ばれた 者の し る し さえも看取 して、こ の 基礎 の 上に 労働肯定の 考 え方が 出 て 、 近

代 世 界に お い て 、労 働の 肯定が あ まね く行 き渡 っ た。し か し近 代 の 労働 の 評 価 は 、近 代の 技術の 評価 と 不 可分で

あ る。だ が近 代 技 術 の 評価 も、賛 美 と拒 否 の 問 を揺れ 動 い て い る。最初は 、人 間の 持つ 技 術的発 明 の 才 は、神 に

比 肩す る とみ られ、新 しい 人 間環 境の 理 念が 夢み られ た。や が て そ の 他 に 技 術の 中 立 性 を 説 く考 え方 も出 た とヤ

ス パ ース は い う。彼 自身 は 、技術 の 功 罪、意義 と限界、有用性 と危険性 を 直視 し て 、そ れ 自身 は 善で も悪で もな

い 、い わ ば中立 的な手 段 にすぎぬ 技 術 を、人 間 の 英 知 に よ っ て 活 か す 方途 を示 唆 して い る。

　す な わ ち、一・
方 で 確 か に技 術 の お か げで 、人 間に 新 し い 世界 が 生 じ、「新 し い 人 間的 可 能性」

（鋤 が 拓か れ て

きた こ とは 認め られ ねば
’
な らない 。交通機 関、機械、様 々 な技 術 の 粋 を凝 ら した使用 物 な ど、技 術 的 形 成物 の 美

が 出 現 し、い わ ば第 二 の 自然 が 生 じ て きた ば か りで は な い 。実在的直観 の 異常な拡 大 が技術 に よ っ て 口∫能 とな り、

通 常 の 知 覚 で は 届 き えぬ も の が み え る よ うに な り、家の 中で 世 界 中の 出 来 事 に 接 し うる よ うに な り、交 通機関の

発達で、どこ へ で も行 け る よ うに な っ た。技 術 に よ り、噺 しい 世 界 意 識」
（3 ユ〕 が生 じて き た の で あ る。けれ ど

も他 方、今 凵で は ヨ ー
ロ ッ パ で は 技術への プ ロ メ テ ウス 的熱狂は ほ とん ど消 え去 っ た 。

　　技術的可 能性の 余地 が どれ ほ ど広大で あ ろ う と、技 術 の 有す る諸 々 の 限 界 を見 落 と して は な らな い （H2 ｝。

　 い まや 技 術 の 限 界 に つ い て の 明 察 が 必 要 で あ る とヤ ス パ ース は い う。なぜ か。まず
一
つ に は 、技術 は 手 段 で あ

り、指導を必要 とす るか らで ある。如何 に労働が 軽減され、有効な事物が 産出 され た と して も、

　　技術の 限 界 は、技術が 独 立 して そ れ だ けで は 存立 しえず、あ く まで 手 段 に す ぎぬ とい うこ とで あ る
（33 ｝。

　 技術そ の もの は 善で も悪で もな く、い ずれ に も仕 え え、い わ ば そ れ 自体 と し て は 中立 的で あ り、そ れ ゆ え に 指

導 を必 要 とす るわ け で あ る。

　　 技 術 の 指 導は 、技 術 自身 か らは 見 出す こ と は で きず、そ れ は 自覚的 なエ
ー

トス か ら 求 め ら れ ね ば な ら な い の

　　で あ る。人 間 自身が、指導 へ と 立ち帰 らね ばな らな い
〔34 〕

。

　 二 つ に は 、技術 は 、機械論、生 命な きもの 、普遍的な もの に 限 られて い る。技術が すべ て を な し うる と 思 うの

は 錯覚で、技 術 的 に処 理 し うる もの は機 械 的 な 装 置や 操 作に 限 られ る 。 自然に 対 して は 育成 と栽培が 必 要 で 、人

間に 対 して は 教育と心 の 交流が 必 須 で あ り、精神的作 品 の 産 出や発 明 さえ も技術的 に 規則通 りに は 行 い え ない。

　　た しか に絵画 、 文 字、学問 さ えが 手 段 と して の 技術 を持 っ て はい る。そ れ らは しか し、単 な る技術的産物 と

　　み なされ る時、むな しい もの とな るの で あ る
（35 ）。

　 要す る に、技術 は 「個性豊 か な1 精神的創造 の 代置をす る こ とが で きない の で あ る。

　 三 っ に は 、技術 は 素材 とカに 拘束 され て い る。と こ ろ が後者 は 限 りあ る もの で あ る。近代技術 が大規模 に 働き
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うるた め に は 、石 炭 、石 油 、鉱 有 な どの 素 材 や 力 を利 用 し な けれ ばな らない が、こ れ らの 量 に は 限 りが あ り、い

つ の 日か、終 わ りが や っ て 来 る とヤ ス パ ース は早 くも 前 世紀半 ばに警告 して い る。石 炭、石 油 に 関 して 、

　　終点 は 歴 史 的 に は比 較 的 近 い 将 来 に差 し迫 っ て い る の で あ る
（3 ω 。

　さ らに 四っ に は、技術 は、それが 実行 され る た め に は労 働 す る人 間 に 拘束 され て い る。人間の 側 で 、技術 に 奉

仕 す る 意欲が な くなれ ば、あ る い は機械 と人 間との 間に 矛盾が 生ず れ ば、技術的 機 械 は破壊 され た り、作 り変え

られ た りせ ざるをえない c．技術 とは そ れ だ けの もの に過 ぎな い 。加 え て 、技術は 、
一

定 の 目 的 の た め の 発 明行 程

と結 び つ い て い るが、そ うした技術的成果 に 浸 りきっ た 生活 は、や が て 自由 な精神性 に お い て成 り立 っ 科学技術

上 の 発 明 の 才覚 を も消失 させ 、人間の 創 造性 を 失 わ せ る こ と に も な りか ね ない。要す る に 、手 段 で あ る技 術が 、

本来の 入間 を解体 させ る危 険性 が あ るu

5 、お わ り に

　以 上 の よ うに ヤ ス パ ース は、近 代 技 術の 評価を行 っ た 後、最後 に第五 に 「技 術 の 魔性 」
〔37 ）

に 人 々 の 注意 を喚

起 し、警鐘 を 打ち鳴 らす。な る ほ ど近 代 の 自然認 識 と技術 の 発達以 来、それをも とに人 類 の 幸福 を期 待 す る進歩

への 信仰 が生 じた が、知 や技 術の 限 定 され た 場面で の 進 歩 は あ っ て も、人 間 存在全体 にお け る 進歩 な ど は そ こ か

らは 起 こ りえない こ とを 見失 っ て は な らな い とい う。確 か に、技術的思考が 学問科学の 中 に入 り込 み、そ の 進行

は す さま じい ほ ど、ま た社会全 体 が一
つ の 巨大 な機 械 と化 し、情 報 が あ ら ゆ る と こ ろ に 侵入 し、人 間は こ れ らに

支配されて い る。人 間 自身 が手 毀 に な り、技術 は、人 間そ の もの を変 えつ つ あ る 。 けれ ど も、こ の 機械的な 装置

が い うこ とを き か な くなっ た ら、快適 な生 活 は 以 前 に は最大の 困 苦 へ 急変す る。こ うした技術 の 「魔性 」 を 克服

し うるの は、ひ と え にそ れ を奥底 ま で 見 抜 く こ と に よ っ て の み で ある。単 に小 手先だ け の 処 置 は、禍 を増大させ

る だ けで あ る。

　　絶対的な技術政治は、そ の もの と し て は
一

つ の 不 可能事 を意 味 し て い る
（3B ）。

とヤ ス パ ース は い う。で は、技術 の 現実 に よっ て 生 じた人 類 歴 史 の 中の 途方 も ない 裂け 目、こ の 人間的生 活の 機

械化 と技術化 に 対 し、如何 に対処 す べ きか とい え ば、ヤ ス パ ース の 答 え は こ うで あ る。

　　技 術 は、単に 手 段で あっ て 、そ れ 自体善 で も悪 で もな い 。重大なの は、人間が 技術 か ら何 を作 り出す の か 、

　　何 の 目的 で 人 間 は 技術 を用 い る の か 、人 間が 技術 を如 何 な る 制 約 下 に お くの か 、で ある
〔39 ）。

　技術 は、そ れに よっ て な され るべ き事 柄 と切 り離 され て し まえ ば空虚で あ り、手段 が 目的 を支配 す る とい う麻

痺状態 に 陥 る他 は な い 。し か し 大地 が 人 間もろ と も唯
一

の 巨大 な工 場 の 素材 に過ぎぬ もの とな る こ とは、不 可能

で あ る。来る べ き未来 を念 頭 に し た とき、大切 な の は 、人間が そ の 生 活 の ま っ た く新 しい 条 件下 で 、い か な る 形

態 にお い て 自らの 可能性 を持 と うとす るか の 世 界 史的決断 に ある。

　　哲学的 思 索 は 、
こ うい っ た 現実 に 目を注 が ね ば な らな い

〔40 ）。

　以 上 の よ うなヤ ス パ ース の 近 代科 学 と技 術 につ い て の 見 解 は、きわ めて 妥当な もの で あ る 。 科学 と技 術の 役 割

と有意義 性 を 正 当 に評 価 し な が ら、し か し科学知 に よ っ て 存在 の す べ て を知 り尽 くし うる と妄信 して は な らな い

と警告す る。本多修郎 に よれ ば、

　　 彼 の 分 析 の 特 色は、技術 と 現 代社会の 大 衆あ る い は機 構 との 関わ りに お い て、技術文化 の ニ ヒ リズ ム 的 な 帰

　　 結を説い た 点 に あ る（41 ）
。

　 また 技 術の 手 段性 に注意 を喚起 して 、手 段 が 目的 を制 圧 して は ならず、技術 を役立 て るべ き人間的 英知 の 指 導

性 を強調力 説 す るヤ ス パ ース の 所 説 は、現 代 に お い て 、益 々 そ の 正 当性 を確 証 しつ つ あ る。私 た ち は 彼 の 忠 告 に

素直に 耳を傾けなけれ ば な らない 。
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