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は　じ　め　に

C．P．スノーが「二つの文化」について語ったの

は、今を去る四十年ほど前のことであったが、今日ス

ノー流の区分は意義をもつであろうか。lスノーが目

にしていたのは、科学者と人文主義者は同じく知性と

文化にかかわりをもつ人種でありながら、実は相互に

反撥し、全く別個の世界に棲んでいるという事態であっ

た。両者は、我々が謂う理科系と文科系の区別にほぼ

あてはまるものと見てよいが、ここ数十年の間に、理

系、文系という区分けと、スノーが指摘してみせたよ

うな両者の排他的関係、或いは相互の無理解・無関心

といった状況は、解消の方向に進んだであろうか。そ

れともこの関係は、一層不毛な独善主義に向って進行

しつつあるのだろうか。

－　5　－



卒爾 に見 る と ､ 文系 ､ 理 系 の 違 い は ､ 大学入 試制度

の ゆ が み に過剰 に 反応 した 高校教育 に於 い て ､ 双 方 ど

ちらか の 志望を早期 に決定す る よう迫られ る と い っ た

状況下 で 加速的に 進行して い るよう に 思われ る｡ 又 ､

研究者養成 の シ ス テ ム に於 い て も､ ス ペ シ ャ リ ス トと

して の 訓練が 早ま る なか ､ 文理 の 隔壁 は次第 に高ま り､

事態は さ ら に封立 の 様相を深刻化 して い る よう に見 え

て く る｡ だが 果 して こ う い っ た 見方だ け で ､ 事態 が十

分 に と らえ られ て い るだ ろう か ｡ とい う の も､ 現在進

行中 の 研究活動 の 実態 を よ く見 て み る と ､ 理 系､ 文系

の 学問研究の ス タイ ル の 違 い は ､ 以前 よ り は だい ぶ う

すれ て き て い る とみ られ る
一

面もあ るか らで ある ｡ 実

験
･

調査 ･ 統計 と い う手法は ､ 以前 は 自然科学系 の 専

売特許 と された も の で あ っ た が ､ こ れ ら の 手法 は ､ か

つ て 文化科学 と い われ て い た 領域 で も大幅 に採用す る

と こ ろ と な り ､ 今や 所謂文科系 で も､ 実証主 義 ､ 経験

主義 の 制覇 は ､ 隠れようもない 事実とな っ て い る ｡ と

りわ け ､

一

九六 ○年代か ら､ こ と ある ごとに 唱導 さ れ

た学際的研究 は ､ 文科と理科 の 塙界領域を席捲 し､ そ

こ で の 交流もあ っ て 共通 に と られ る手法 は ､ 著しく 理

系 の そ れに なび い て き て い る ｡ しか も こ と ば こ れ だ け

に と どまらない ｡ 手法が 似通 っ て く る と ､ 当然 の こ と

なが ら､ 研究業績 の 評価 の 仕方も額似 の もの に な り ､

実証的経験科学 の 評価 シ ス テ ム が ､ 文系 の 領域 で もひ

ろま っ て い る｡ そ して 何 よ り も
一

つ の パ ラ ダイ ム が 定

着して ノ ー

マ ル ･ サ イ エ ン ス と して 走 り始 め る と､ 研

究活動 は 自己 増殖過程 に 入 る が ､ 文系 の 多く の 分野 に

於い て も こ の 傾向は顕著で あ る｡ しか し､ こ れは 別 の

見方か らすれば､ 成果 の あげ易 い 研究分野 へ と､ 文科

系の 学者をも大きく動 か した と い う こ と で あり ､ や や

皮肉な 観点 に 立 つ と ､ 学際研究 に於 け る相互 交流は 理

系的手法 の 勝利に 終 り ､ こ の 間､ 文系の 研究者 は ､ 伝

釆の 固有 の 方法 こ の なか に は卓越 せ る意味で の 専

門家が 駆使して きた高度な テ ク ニ
ッ ク が ある を次

第に疎ん じて 行く プ ロ セ ス に組み こまれ ざ るを得 なか っ

た と 云 え よ うか ｡ こ う した なか ､ 文系も変質 に つ ぐ変

質をとげ ､ 今や理科と文科 の 違 い は ､ 実証化 の 段階に

おけ る先進と後進 の 差異 で しか な い と い っ た 考 え さ え

見 られ る よう に な っ て き て い る｡

以 上 は 研究 レ ベ ル にう か が われ る実証主 義的 ､ 経験

主 義的 ｢ 方法 の 制覇+ を 一

面的 に誇張 して み た も の で

あ るが ､ こ の 傾向が さらに 進むならば､ ス ノ
ー

の 憂い

は ､ い ささ か グ ロ テ ス ク なか た ちで は あれ､ と り こ し

苦労 に終わ っ た か も知れない ｡ とい うの は､ ｢ 知識社

会 の 社会構造 の な か で は ､ 機能的合理 性 と テ ク ノ ク ラ

テ ィ ツ ク な様態 の 活動 に 参与 して い る 技術系知識階層

te c h n i c al i n t e lli g e n t si aとますます黙示的に ､ 快楽主

義的 に ､ そ し て 虚 無的 に な っ て き た 人文 系知識人

lit e r a r y i n t e ll e c t u al s と の 間 で ､ 亀裂が 深く広が っ て+ 2

い る と指摘 され て か ら､ 二 十年余を 経 た 現在､ こ の 亀

裂 の
一

方の 当事者 と 目 され た 人文系知識人は ､ もは や

そ の 姿をみ か け る こ とさ え､ 稀 に な り つ つ あ るか らで

あ る｡

一

世を風摩 した D .
ベ ル の ｢脱 工 業化社会 の 到来+

の
一

節 で 冷笑的 に言及さ れた 人文系知識人 ､ だ が 今や

そ れ さ え も沸底 し つ つ あ る現実 ､ こ の 趨勢 は ､ 何 に起

因 した の で あ ろうか ｡ こ う した事態の 推移 は ､ 我 々 に

何を語 り か け て い る の だろ うか ｡

ヨ ー

ロ
ッ

パ 近代 に於 い て ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム
､ 即ち人文

主 義は ､ そ の 教育上 の 役割 に 於 い て 特記さ る べ き存在
ヒ ュ ーマ ニ ス ト

で あ っ た が ､ 人文主 義者 の 未森た る 人文系知識人が ､

次第に 姿を消 して 行 っ た とい う こ とは ､ 教育 の 場 に 於

い て も彼ら は 不用 と され つ つ あ っ た と い う こ と で は な

か ろ うか ｡ 不 用 と い う の が 少 しく 酷 な表現 で ある と さ

れ る な ら､ 人文主義者が そ の 役割を に な っ て き た教育

現場 が ､ 彼ら の 抱く ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム の 理想 と は鮎酷 を

きた した と 云 い か え て も よ い
｡ い ずれ に せ よ､ 時代と

人文主 義の か か わ り に ミ ス ･
マ ッ チ が 生 じて い る こ と

は た しか で あ る｡

教育､ 人間形成 ､ 人格 の 陶冶 ､ 教養 と い っ た 言葉 に

も り こまれ､ と き に は こ れ らの 言葉を き らり と輝か せ

る こ と もあ っ た 意義内容 の 多く は ､
ヒ ュ

ー

マ ニ ズ ム の

理想 に ささえ られ て おり､ こ れらの 理想を繰り返 し語

り つ い で き た の が ､ ヒ ュ
ー

マ ニ テ ィ ズ､ つ まり人文学

で あ っ た ｡ 今そ れ が ､ 教育 の 場 に 於い て 肩身を狭く し

て い る と い う こ と は ､ ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム の 内容 が も はや

時代遅れの もの に な っ た とい う こ とな の か ､ ヒ ュ
ー

マ

ニ ス トが リ ア 1) ス トや プ ラ グ マ テ イ ス ト､ テ ク ノ ク ラ ー

トに 伍 して ゆ く だ け の 器 量 が な く な っ た と い う こ と な

の か ､ 或 い は そ もそ も ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム そ れ自体 は ､ 既
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に歴史的使命 を 完了 して ､ 今や 完全 に過去の 遺物 で し

か なくな っ た と い う こ と な の か - - -

｡ こ の 事態を見定

め る こ となく して は ､ つ ぎの 段階 に進む こ とはで きな

い ｡

以下､ ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム ( 人文主 義) ､
ヒ ュ

ー

マ ニ テ ィ

ズ ( 人文学) と大学教育との か かわりを通観 し､
ヒ ュ

ー

マ ニ ズ ム が こ こ 二 世紀間に 辿 っ た 消長をあとづ け て み

よう｡ 消 え つ つ あ る ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム は ､ 古 い ヒ ュ
ー

マ

ニ ズ ム で あり ､ 新 しい か た ち で の ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム の 再

構築が 模索され る べ きなの か どう か ､ 或 い は仮 り に古

い 皮袋に新 しい酒をもる こ とが で きない とすれば､ ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム に か わ りう る 別個 の 理 念を掲げる べ きな の か

どうか ｡ 問い は 困難なも の で ある が ､ い さ さ か 卑見を

展開 して み た い ｡

註 1 . C . P .
ス ノ ー ｢ 二 つ の 文化 と 科学革命+

( 邦訳､ み すず書房) 所収 の ｢ 二 つ の 文化+

(195 6 年) を参照｡ な お ス ノ
ー

に つ い て は ､

本誌所載 の 井山弘幸 ｢ 二 つ の 文化と 二 つ の

教育に 関す る 断章+ の 3 節以下 の 論及 を も

参照 さ れた い ｡

2 . D .
ベ ル ｢ 脱工 業化社会 の 到来+ ( 197 3 年)

第 三 章第三 節 (内 田 ･ 村 上 他訳 ･ ダイ ヤ モ

ソ ド社 ､ 1 9 7 5 年 P . 2 88) に よ る ｡ な お ､

以下､ 引用文献 は､ 極力入 手 し易い 邦訳 に

依 り､ 該当の 個所 を掲げ るが ､ 引用文 は テ

キ ス ト に即 し て 変更 した 個所もあ る の で ､

必 ず しも合致 しない と こ ろ もある ｡

-

. 文学部の学科区分と ｢ 陶冶+ の理念

中世 ヨ ー

ロ
ッ

パ の 学芸学部 の 伝統をひ く文学部 ( 十

九世紀 ドイ ツ の 名称 で は ｢哲学部+ と い う｡ た だ し伝

統的大学 に於 い て は ､ 数学 ､ 物 理 学 ､ 化学､ 生物学等

の 自然科学領域 を も含む の で 実情 に即 すれば ｢文 理 学

部+ に あた る) が 所謂 ｢ 哲 ･ 史 ･ 文+ の 三 学科を主 た

る構成内容 とす る こ と は 周知 の 通り で あ る｡ と こ ろ で

何故 に 文学部 の デ ィ シ プ リ ソ が ､ 哲 ･ 史 ･ 文 に 三 分 さ

れた の か と い う こ とが ､ まず問われ な け れば な らな い

が､ そ の 理 由は ､ 十九世紀に於け る ｢学問の 府 ( C e n t e r

o f L e a r n i n g) + ドイ ツ の 学術体系 は ､

-

八
一

○年関学

の ベ ル リ ソ 大学 の 建学 の 理念 に もとづ い て 組成され た

た め で ある と云 っ て さしつ か えない で あろう｡ そ こ に

は ､ 十 八世紀 フ ラ ソ ス の 啓蒙主義､ 或 い は - レ大学 が

そ の 代表例 で あると こ ろの ツ ソ フ ト ( - ギ ル ド) 化 した

旧 来型 の 大学 の 実用主義 へ の カ ウ ン タ ー ･ カ ル チ ャ
ー

と して 形成され つ つ あ っ た きわめ て ドイ ツ 的 な学問観

が あ っ た ｡ そ れ は 前世紀初頭 の 巨大 な思想潮流 に樟 さ

すも の で あ る が ､ 極 く 概括的 に 述 べ る な らば ､ 次 の

三 つ に 収赦さ せ う る で あ ろ う｡ つ まり そ の
一

つ は ､

カ ソ トか ら ヘ
ー

ゲ ル へ と至 る 近世最大の 思想潮流 と し

て の ドイ ツ 観念論 で あり ､ 次い で ､ ラ イ プ ニ
ッ ツ か ら

ゲ
ー

テ を経 て ラ ン ケ に結実す る歴史 主 義､ そ して 最後

に 古典古代 の 文化 へ 今 一 度回 帰 し ようとす る新人文主

義 の 気風 で ある ｡ こ の 三 つ の 思想 が ､ 文学部内の 哲 ･

史 ･ 文 三 学科の 支柱 と な っ た こ と は 見易 い 道 理 で あろ

う｡ 1

さ て 大学史の 教科書をひ もとくと､ 十九世紀ドイ ツ

の 大学 は きわめ て 特異な 事例 で あ っ た こ と が 記されて

い る｡ そ の 特異 さ は ､ 中世以来の 四 学部制 の なか で 下

級学部 で あ っ た 哲学部が
一

挙 に 大学全体 の 中心 学部 と

して 躍 り 出た と い う こ と に象徴 さ れ て い る ｡ そ して こ

の 哲学部 の 優位 の も と､ これま た きわ め て 異例 な理念

が か か げ られ る｡ そ れ が ｢ 研究 と教育 の 統合+ で あ り ､

｢ 学問を通 して の 人格 の 陶冶+ と い う考え で あ っ た ｡

｢ 研究 と教育の 統合+ ､ 或い は ｢ 学問を通 して の 人

格 の 陶冶+ は ､ W . Ⅴ . フ ソ ボ ル トが 提唱 した こ と か ら､

世 上 名高 い ｢ フ ン ボ ル ト理念+ と して 知られ る も の で

ある が ､ こ れらは ､ 今日 の 我 々 に と っ て は ､ ほ とん ど

死 語同然 の 観念 で あ る ｡ と こ ろ で ､ こ の 種 の モ ッ ト ー

を 耳 に した と き､ 聞 こ え て く る反応 は､
エ リ

ー ト養成

の 機関 と して な らばともか く ､ M . ト ロ
-

の 所謂 ｢大

衆段階+ の 高等教育 に 於い て は到底採り得ない 考 え で

あ る と い う答 え で あ ろ う｡ しか し､ こ う した 反応 は実

は おか しな も の で ある ｡ と い う の も､ ｢ フ ン ボ ル ト 理

念+ は ､ 十九世紀 の 後半 に於 い て 既 に形骸化 しつ つ あ

り､ 何も 二 十世紀 の 末期 に於 い て 敢 え て 無効を宣する

必 要な どは な い 筈だ か ら で あ る｡ に もか か わ らず､ 今､

こ の こ と を問題 に しな け れば な らな い と思うの は ､ こ

の 夙う に葬り去られた 筈 の 観念が な おも我 々 の 議論 の
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な か に まぎれ こ む こ と が あ るか らで あ る｡ そ れは どう

い う こ と か｡

｢ 人格 の 陶冶+ と い う概念の 内実 が ､ ひ どく空虚な

もの とな っ て い る こ と は ､ 誰も否む こ と が で き な い ｡

我 々 は ｢ 教養教育+ に つ い て 語 り､ 教養とは 何 で あ る

べ きか ､ しば し ば議論をす る が ､ そ の とき教養と は

｢専門+ 以外 の もの とい う こ と で あ り ､ ｢ 専門+ だ け

で は得られな い 何 か で あ る｡ と こ ろ で こ れま で ｢ (人

格 の) 陶冶+ と訳 して きた も の の 原語 はB ild u n g で あ

るが ､ こ の B ild u n g は ｢ 教養+ と い う語 に 訳され る場

合の 方が は るか に多い ｡ 従 っ て 人格の 陶冶 で あ れ､ 人格

形成 で あ れ ､ こ れらは い ずれ も ｢ 教養+ な の で あ る｡ 2

或 い は ｢ 教養+ と云 うときに は､ 常に 頭 の ど こ か 片隅

に ｢ 人格 の 陶冶+ と い う観念が しみ こ ん で い る と云 い

か え て も よ い ｡ そ し て こ と が こ の よう な もの で あ る

な らば､ フ ソ ボ ル ト理 念 が な ぜ に 夙 く も十 九 世紀 の 末

期 に は形骸化せ ざる を得なか っ た の か を問う こ と は ､

｢ 教養+ 概念 の 推移を探 る 上 で 避け る こ と の で き な い

課題 と な ろ う｡ 以下 ､ こ の こ と を学問区分論 の 推移 と

重ね な が ら､ あと づ け て み る こ と に しよう｡

註 1 . な お詳しく は ､ 上 山安敏 ｢ ウ ェ
ー バ ー と知

識 社会+ 第
一

章 ドイ ツ ･ ア カ デ ミ ズ ム

( ｢ ウ ェ
ー バ ー とそ の 社会+ ミ ネ ル ヴ ァ 書

房197 8 年 3 頁) を参照 の こ と｡

2 . ドイ ツ の 大学 で は 教養科 目 が な い と言 わ れ

る が ､ ｢ 学問 を通 して の 人格 の 陶冶+ が前

提 で ある 以上 ､ 学生が 自 己 の 研究課題を追

求する こ とが､ そ の まま ｢ 陶冶+ に つ な が っ

て い る わ け で あ り ､ ｢ 教養科 目+ 乃 至 は

｢
一

般教育科 目+ を制度的 に別 立 て す る必

要 は なか っ た と云 え よ う｡

二 . 自然科学対精神科学 ･ 文化科学

前節に述 べ た ｢ 研究と教育 の 統合+ は ､ ドイ ツ 的 に

解釈 された ｢ 教授 の 自由+ と ｢ 学習の 自由+ と い う 二

つ の 自由 の 理 念と密接 不 可 分 の 関係 に あ る｡ と り わけ

｢教授の 自由+ は ､ 教授内容の 自由と し て 勃興期 ドイ

ツ 科学 の 有力な理 念的支柱 と もな っ た｡ とい う の は ､

象牙 の 塔 と し て の 大学 の な か で も特に 哲学部 は ､ プ ロ

フ ェ ッ シ ョ ナ ル の 養成をめ ざす所謂 上級 三 学部 (牧師･

聖職者養成 の た め の 神学部 ､ 行政官僚養成 の 法学部､

そ れに 医学部 ､ 後 の 二 者 は ､ 中世以来 ｢ 黄金 の 実 る学

問 s ci e n ti a e l u c r a ti v a e + とも云 われ る) とは 異 な り ､

実用的な知 の 追求と は別 の ､ ｢ 特定 の 目 的 に仕 え る こ

と の な い 純粋な る知 の 探求+ 1 をめ ざした が ､ 実用 を離

れ た純粋知 の 探求 は ､ 講壇 に於 け る ｢教授 ( 内容) の

自由+ と結び つ くとき､ 私講師層 の 学問的野心 を喚び

さます こ とに なり ､ 新た な学問領域 の 開拓とそ の 深化

に と っ て きわ め て 好都合な誘因作用を 果たす こ ともあ っ

た か ら で あ る ｡

さらに 又 ､ ｢ 学問を通 し て の 人格 の 陶冶+ と い う教

育面 に於ける 理 想 は ､ プ ロ テ ス タ ソ ト ･ ドイ ツ の ｢ 内

面性の 自由+ に も と づ く 人格 の 理 念に そ うか た ち で 教

育 の 目標 を人間の 品性 の 向上 に あて た もの で あ る が ､

こ れは 世俗化 が進行す る十九世紀を通 じて 独特な作用

を果 た し続け る こ と に な る｡ と りわ け ､ ギ ム ナ ジウ ム

に於 け る 古典語教育の 重視 と相保 っ て ､ こ の ｢ 陶冶 の

理 想+ の 信奉者た ち は ､ 次第 に 社会的 に 隔離 さ れ た

｢ 教養貴族層+ と で もい う べ き新 た な階層を形成 して

行く｡ 彼らは ､

一

般 大衆が 拠 る と こ ろ の ル タ
ー

派 の 信

仰 と は 一

線を画 し､ ｢ 教養宗教 Bild u n g s r eli gi o n + と

今日名づ け られて い ると こ ろ の 特異な宗派に組 み こまれ

る こ と に よ っ て ､ 近代世界に は稀有 な ドイ ツ 固有の 読

書人階層 を育 て あ げ て ゆく ｡ こ の 流れは ､ か つ て の 我

国の 旧 制高校 の 教養主 義 の は るか な淵源 を なすもの で

あ る ｡ 2 ( こ れ が ドイ ツ 精神史 に 如何 な る 副作用 を 残

して い る か は､ 今日 なお検討に価 い す るテ
ー

マ で あ る｡)

以 上 ､ 所謂 ｢ フ ソ ボ ル ト 理 念+ を摘要 し て み た が ､

こ の 理 念は しか しなが ら時 の 経過 の うちに 幾 つ か の 重

大 な欠陥を 露呈 し始め る｡ そ の 第
一

は ､ ｢ 教授内容 の

自由+ をささ えと して 進め られた純粋知 の 探求が ､ 世

紀 の 後半 に 至 っ て 細分化､ 専門化の 傾向を 色濃く して

きた こ とで あ る｡ こ れは 近代化 ､ つ ま り産業化が 急速

に 進行す る な か ､ 哲学部の もう 一

つ の 主 要部 を 構成す

る自然科学系の 学問が 大き な進歩 を 遂げ る の に ひ きず

られ るか た ち で 進ん で 行く ｡ そ の ような状況下に あら

われた の が ､ 学問 の 区分に つ い て の 議論 で ある ｡ そ れ

は産業化 ･ 機械化が 高度化 し て ゆ く と とも に ､ 理 科系
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の 学問が い よい よ高度 に 専門化す る の を横 目 に み な が

ら､ 危機感を覚え た 文科系 の 学問の 固有性を守 りぬ く

た め に 展開さ れた もの で あ っ た が ､ こ こ に登場す る学

問区分論を見 て み る と ､ 注 目す べ き事柄 が 浮き彫 り に

さ れ て く る ｡

実用 を 直接 の 目的 と しな い 純粋 な る知 の 領域 の な か

で ､ 数学 は け だ しそ の 尤な る もの の
一 つ に あげられ る

で あ ろう ｡ と こ ろ が 自然科学 の 多く は ､ こ の 数学 を応

用す る こ とに よ っ て 自然認識 の 領域を拡大す る と と も

に精密化 し て 行き ､ しか もそ こ で 獲得 さ れた 知 は ､ 時

の 検証 に 耐 え る 普遍性をも つ
｡ しか る に 人間と社会に

か かわ る 事象 に は数学 の 適用 は 進まず ､ そ れ に もと も

と哲史文 の 学問は ､ 人間精神 の 所産と し て 伝統的に 独

自の 領域 を 形成す る もの と 思わ れ て い た こ とか ら､ 学

問は 自然 にか か わ る研究と､ そ れ以外の 研究と い うか

た ち で 区分 さ れ る こ と に な っ た ｡ こ こ に は ､ 自然科学

と し て 明確 に指定 しう る もの を まず揮 り 出 し､ 次に こ

れに は 含ま れ ない も の に 対 して は ｢ 非自然科学+ と い

う消極的な規定を持ち出 し て ､ こ の 非自然科学 の 独自

性を根拠 づ け ようとす る ね ら い が み られ る が ､ こ の 区

分の 特徴 は ､ 学問研究 の
一

方 の 側を､ 自然を対象とす

る領域と し て
一

括 した こ と に伺われ る よう に ､ 対象領

域区分 に 根ざ した学問区分論 に傾くと い う点に あ る｡ 3

さ て 対象領域 を ｢ 自然+ と ｢ 非 自然+ に 二 分す る と

して ､ 次に 問題 と な る の は ､ こ の ｢ 非自然+ を 特徴的

に 区画す る こ と の で き る キ イ
･

ワ
ー ドが あ るか ど うか

と い う こ と で ある が ､ こ れに 対 して は ､ 近世初頭以来

の 物 と 心 の 二 元 論 が援用 さ れる こ と に な る｡ そ して 自

然科学 の 対象領域 を 物 の 世界と し､ 今
一

つ の 学問領域

に あ た る もの は 心 的世界 と し て
､ そ の 中 に人間 の 精神

活動と そ れ の 結果 と して の 文化的歴史的所産をも とも

に含 め よう とす る とき ､ 自然科学 か ら除外 さ れ た 非自

然科学 は ｢ 精神科学+ と し て
一

括 さ れ た の で あ る ｡ 学

問の 区分を 対象領域 に即 し て 明確化す る と い う こ の 方

式 は ､ だが ､ こ の 対象区画の そ れぞ れ にふ さわ しい 固

有 の 方法論を示 そ う と した とき ､

一

つ の 難問に遭遇す

る こ とに な る ｡ そ れ は ､ ｢ 着実 に進歩す る 自然認識+

に於 い て 物 理 学が 果 た して い るような 役割をに な え る

基礎学 は何 か と 問う た こ と か ら始ま る ｡

精神科イ挙が 心 的世界 を 対象領域 と し､ 歴史的文化的

世界をも心 的所産 と し て 包括 し よう とす る な らば ､

< 物的世界一物 理 学 > に額比 した 役割を期待 され る の

は 心 理学とい う こ と に な ろう ｡ だ が心 理学 は､ 果 た し

て 精神科学 に於け る基礎学 と し て の 役割を に ない うる

も の で あ ろう か ｡ 或い は精神科学 は 心 理 学 にお い て 成

果 を あげた 手法 を 他 の 領域 に も適用す る こ と に よ っ て

開拓 さ れ る もの で あろう か ｡ 答 え は残念な が ら否定的

なもの で あ っ た ｡ そ の 理 由は ､ 心 理 学は 十九世紀 にお

い て 既 に ､ 哲学 の
一

分科 と い うか つ て の 隷属的状況 を

離脱 して い た が ､ 心 理学 の 独立 は ま さ に 自然科学的手

法を採用す る こ と に よ っ て 達成 さ れ つ つ あ っ た か らで

あ る｡

確実な成果をあげて ゆ く心 理学 が ､ 自然科学 の 手法

そ の もの で は な く と も､ 従来 の 文科系領域 の 方法 と は

著 しく異な るか た ちをとと の え る こ と に よ っ て 発展 し

た もの で あ る こ と は ､ ｢ 精神物理 学+ 或 い は ｢ 実験心

理 学+ と い っ た 当時の 呼称 に よ っ て もある 程度う か が

い 知 る こ とが で き よう｡ 精神物 理学 は､ 物理学者 で あ っ

た G . T . フ ェ ヒ ナ 一 によ り ､ 実験心理学 は 生 理 学に

出発 した W . ヴ ソ ト に よ っ て 確立された こ とが ､ 這般

の 事情を何 よ りも雄弁 に物語 っ て い る ｡ と こ ろ で 心 理

学 が こ の よう に親自然科学的手法を採 り 始め た とき､

他 の 精神科学 は こ の こ とに ど の よう に 対応 した か と云

え ば ､ 心 理学 を精神科学 の 基礎 とす る こ と は もと より ､

心 理学的手法 の 導入 を も拒否す る と い う こ と で あ っ た ｡

以上 が 前世紀後半 に 起 っ た 学問 二 区分論 に於 い て 生

じた 事態で あ る｡ 自然と精神と い うよう に対象区画を

し､ そ れ ぞ れに 下位区分 と して こ れま で の デ ィ シ プ リ

ソ を配当する と こ ろま で は 有効 に 思われ た こ の 区分は ､

そ れぞ れ の 区分原 理 に 即 応 した 方法論的固有性､ 乃 至

は 基礎学を探 ろうと し て た ちまち に暗礁 に 乗 り あげた

の で あ る ｡ だ が ､ そ れは と もか く と して こ の 時以来 ､

学問区分 に あ た っ て 二 大領域区分を と る ス タ イ ル は優

勢 に な っ て ゆ く｡

｢ 自然科学対精神科学+ と い う区分 に 生 じた 陸路を

打開す る努力は ､ そ の 後も模索を 続け る こ と に なるが ､

次 に あらわれた の は 新 カ ン ト学派､ 特 に 西南 ドイ ツ 学

派 に よ る 二 分論 で あ る｡ こ れは 前記区分 が逢着した 特

有 の 困難 ､ 即 ち精神事象､ 特 に 人間 の 意識現象 を扱う

心 理 学 は ､ 対象領域区分か らす れ ば精神科学 で ある の

- 9 -



に､ 方法論的 に は 自然科学的手法に 傾 い て い る と い う

事実 に なん らか の か た ち で 折合 い を つ け る必 要か ら生

まれた もの で あ る｡ こ の こ とを解決す る た め に とられ

た視圏 は ､ 自然科学と は 区別され た る 学問群 の 対象領

域を､ ｢ 人為と人為的所産と して の 文化+ に
一

括 で き

る とみ なす と こ ろ に あり ､ こ の ｢ ( 人為 - ) 文化事象+

を解明す る知識群を ｢文化科学+ と し て 概括す る こ と

に よ っ て 始 め られ る｡ そ して こ の 学派 に 固有 な ｢ 自然

科学対文化科学+ とい う区分 は こ の 二 大領域 の 各 々 に

特有な方法をも呈 示 し て ､ こ の 二 大学問群 は 方法論的

に戟然と区画され る と した 点 に そ の 独自の 意義が 認 め

られ よう ｡ 彼らの 術語 に よれば､ 学問 は ､ ｢ 質料的病

別原 理 (材料 と し て の 認識対象) + の み な らず ､ ｢ 形

相的額別原理 (認識の 形式 ､ 即ち方法的性格)+ に よ っ

て も明別され る の で なければならない ｡ 彼らは ､ こ の

こ と を以下 の よう に説 明 し て い る｡ ｡

事象を概念的に 把握す る とい う こ と は ､ ｢ 同質的連

続と異質的不連続を見定 め る と こ ろ に 行 な われ る｡ +

同質的連続を扱うの は､ 数学的手法 で あ り､ こ れに よ

る操作手続き は , ｢ 一

般化+ をめ ざす｡ 他方､ こ れに

対 して ､ 異質的不 連続 に重点を お く と き､ こ こ に は 個

別的事象が 浮 か び あが っ て く る が ､ こ の 個別的事象を

そ の 特性に 即 して とらえ る の が ､ ｢ 個性化+ 的手続き

で ある｡ こ の 両者 は ､ 法則を求 め るた め の ｢ 一

般化+

と ､ か け が え の な い 個別の 特性 を 記述す る ｢
‾
個性化+

と して ､ 方法論的 に は好個 の 対照をなす｡ そ こ で こ の

二 つ の 手法 を 学問区分 に も あ て は め て み る な らば ､ ま

ず自然科学 は ､ 事象 の 生起に 対面 した とき ､ 時
･

所 の

如何を問わず ､ そ れが 一

定 の 条件下 で は 繰 り返 しあら

われ る現象 で あ る こ と に 注 目す る｡ 換言すれば､ 規則

的､ 普遍的 レ ベ ル に於 い て 把握 しよ う とす る｡ 他方､

文化科学 は ､ 生起 した 事象を個別的時空 に 限定 され た ､

反復 不 可 能 な 出来事と し て とら え よ うと す る こ とに 特

徴 が あ る｡ か い つ まん で 云 え ば､ 事象の 個別性 ･ 附帯

的側面を 捨象 ･ 抽象 して 共通性 に着 目 すれ ば､ 事象は

そ の 普遍性 の 側面を呈 示す る こ と に な り､ そ こ に法則

が見 え て く る こ とに な る が ､ 特定 の 時間 ･

-

場所 に 生起

した と い う事実を
一

回 限り の こ と､ 個別的な こ とと し

て ､ こ の 個別性に 特有 の 価値 を 見出 して こ れを 重視す

るとき､ 事象は個別的記述 の 対象と な る で あ ろう｡ か

く して 自然科学 は 前者 の 立 場 を と っ て ､ 法則を定 立 す

る こ と に ､ 文化科学 は 後者 に依拠 して 個性記述的 で あ

ろう とす る こ と にそ の 本来 の す が た が 求 め られ る べ き

で ある - - - 云 々
｡ こ の よう に して 自然科学 と 文化科学

は ､ そ の 対象領域 の 違 い も さ る こ と な が ら､ こ れ に も

ま して 認識意義乃至 は 認識 目 的の 相違 に よ り ､ 画然と

区別され る こ とに な る ｡ こ の 学派 の 代表者 リ ッ ケ ル ト

は ､ ｢ 現実 は ､ も し我 々 が そ れ を 普遍的 な もの に 着眼

して 考察す る と き は 自然 と な り ､ 特殊に して 個別的 な

もの に着眼 して 考察す る とき は 歴史となる+ 5 と高ら

か に 宣言 して い る が ､ こ れは ､ 或 る程度首肯で き る こ

と で あ ろう｡

以 上 ､ 西 南 ドイ ツ 学派 の 学問区分論 を 要約 して み た

が ､ こ の 区分 は ､ ｢ 自然科学対精神科学+ と い う 二 分

法 よ り もよほ ど理論的斉合性をもち ､ 従 っ て か な り の

支持者 を 見出 し得 た 区分 で あ っ た ｡ しか しな が ら､ 今

日 で は おそ らく こ の 区分法をも っ て 学問論を展開す る

もの は ほ と ん ど い ない で あ ろう｡ そ れ は どう し て か と

云 え ば ､ こ の 区分 の 生れ て きた 経緯 ､ 或 い は こ の 区分

法 の 母 胎とな っ て い る学問的土壌を考え て み れば理解

で き る よう に ､ こ の 区分は ドイ ツ 歴 史主 義 の 伝統を 濃

厚 に と ど め た十九世紀的哲学部 の 常識に そ うもの で し

か なか っ た か らで ある｡ 時代 が 二 十世紀 に 突入す る と ､

｢ 学問の 府+ は ドイ ツ か らア メ リ カ に 移 り､ ドイ ツ 科

学 の 成果 は､ ある もの は受容せ られ て ア メ リ カ ナ イ ズ

され る と と もに ､ あ る もの は そ の 無効を宣告 さ れる ｡

そ して 何 よ りも学問研究の 国際化 が
､

ドイ ツ 科学､ ヨ ー

ロ ッ パ 科学 と い っ た か つ て の 学問を形成 せ し め た 国民

的特質を稀薄 に し つ つ ､ 普遍化が 進行 して い るか らで

あ る｡

と もあ れ ､ 精神科学 ､ 文化科学 と い っ た カ テ ゴ リ ー

の もと に ､ 文科系学問の 意義 づ けを はか る試 み は ､ 今

日 も はや あま り意味をもた な い が , た だ以 上 の ような

かた ちで 学問区分が な され､ 精神科学 ､ 文化科学と キ ィ ･

コ ソ セ プ トが 推移 した経緯を 照射す る と ､ ドイ ツ 内部

に 於い て も学問 の 変質は 順を追 っ て 進行 して い た こ と

に 気づ か さ れ る｡ そ して こ れと と もに ､ ｢ 学問研究を

通 し て の 人格 の 陶冶+ とい う教育目 標も大きな危機を

迎 え て ゆ く こ と が 認 め られ る｡ 以下に か い つ ま ん で こ

の 事態を
一

瞥 し て お こう ｡
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註 1 . H . シ ェ ル ス キ ー ｢ 大学 の 孤独と自由+

1 9 63 ( 田 中他訳 未来社 19 7 0 年) 19
,
1 6 9

頁 によ る ｡

2 . こ の こ と に つ い て は､ F . K .

I) ソ ガ - ｢読

書人 の 没落+ 1 9 6 9 ( 西 村稔訳 名古屋大

学出版会 19 9 1 年) ､ 野 田 宣雄 ｢ 教養市民

層 か ら ナ チ ズ ム へ + ( 名古屋大学 出版会

19 8 8年) を参照 の こ と｡

3 . こ の 部分以下 の 記述は W . デ ィ ル タイ ｢ 精

神科学序説+ 188 3 ( 山本 ･ 上 田訳 以文社

1 97 9 上 ･ 下 二 冊) の 上巻第
一

部 に よ る｡

な お､ ｢ 精神科学+ と い う語 は､ そ もそ も

はJ . S . ミ ル の m o r al s c i e n c e s ( 道徳科学)

の 訳語と し て 作られ た も の で あ る が ､ こ

の 語 が 非自然科学 を
一

括す る もの と し て

W . ヴ ソ ト .
- ル ム ホ ル ツ 等 に用 い られ る

に 至 っ た 経緯 ､ さ らに は ヴ ソ ト流 の 精神科

学とは別 に ､ W . デ ィ ル タイ が ｢精神科学+

を基礎 づ け よう と して 提起 した ｢記述心 理

学+ の 概念や 解釈学的方法 に つ い て は ､ こ

こ で は論述を控 え る ｡

4 . こ の 部分以下 の 記述 は ､ W . ヴ ィ ソ デ ル バ

ン ト ｢ 歴史と自然科学+ 1 89 3 ( 篠 田訳 岩

波文庫 1 9 29) 及 び H . リ ッ ケ ル ト ｢ 文化

科学 と自然科学+ 18 98 ( 佐竹他訳 岩波文

庫1 93 9) に よ る ｡

5 . 前記 ｢ 文化科学 と自然科学+ 10 4 頁

三 . ｢精神科学+ の始頭と ｢ 陶冶+ の衰退

知 の 体系を､ 精神 に か か わ る領域 と 自然 に か か わ る

領域 と い っ た か た ち で 二 分す る着想 の 最も身近 な 先朕

と し て は ､ 世紀の 前半 に 大き な影響を与 え た へ
⊥ ゲ ル

が あげられ るか も知れな い ｡ た しか に 表面的に は ､ 精

神科学 ･ 自然科学と い う区分 は ､
- - ゲ ル の 哲学体系

に 於け る精神哲学 ､ 自然哲学 と い う区分 に そ うも の の

よう に 思 わ れ る ｡ しか し ､ 世紀 の 後半 に 学問 が こ の

｢ 精神 と 自然+ と い う 二 大領域 に 区分 さ れた こ と は ､

そ れ以前 の 学問体系を知 る老 に と っ て は ､

一

種 の 地殻

変動 に も比せ られ る こ と で あ っ た ｡ と い う の は 以下 の

ような事態が ､ こ の こ と の 深部 に は潜 ん で い る か ら で

ある ｡

知識 ､ 或 い は知慧を整理 し､ 区画す る場合に と

られ る仕方は ､ 伝統的に は 二 つ の イ メ
ー ジに おき

か え られ て き た ｡ そ の
一

つ はF .
ベ -

コ ソ 以来 の

｢ 知 の 地球儀+ と 呼ばれ て い るも の で ､ 未知 の 分

野と既知 の 領野 ､ 或 い は 学問の 様 々 な分野が ､ あ

た か も地球儀に 描き出 され る 大陸や 海洋 ､ 島 々 の

よう に位置づ けられ るとす る もの で ある ｡ こ こ で

は未知の 覆域 は ､ 文字通りに陪黒 の 大陸と して 思

い うか べ られ る｡ こ れ に対 して もう
一

つ の 仕方 は､

知 を 樹木 に た と え る ケ
ー

ス で あ り ､ 知 は
一

本 の 木

が そ う で ある よう に､ 根と幹と枝 と菓 か ら成 り ､

た と え ば万 学 の 基礎と して の 形而 上学 は ､ 木 の 板

に あ た る も の と して 表象され る ｡ こ の 二 つ は ､

｢ 知+ に つ い て の 人叛 の こ れま で の 考 え を象徴的

な仕方で 明示して い る もの と云 っ て よ い ｡ つ まり ､

知が ｢ 地球儀+ と して 表象される ケ ー ス に於 い て

は ､ あた か も大航海時代 に 冒険家た ち が ､ 危険な

海に舟出 し て ､ そ れま で は未知 で あ っ た海洋や 大

陸､ 島々 を発見 して 行 っ た ように ､ 好奇 心 に 駆ら

れた 研究者が 未知 の 分野を次第に 既知 の 領域 にか

え て ゆくさまが 努葉させ られる ｡ こ れ は経験科学

の 場合に は 実 に 的確な比喰 と な ろう｡ 他方､ 形而

上 学 は 木の 板 に あた り､ 自然科学 は幹 で あ る と い

う よ うに して ､ 根 - 幹 - 枝- → 菓 と い う図柄を以 て

知 を 表象す る の は ､ 経験科学 と は対照的 な､ 云 う

な れば学問 の 浜揮的性格 に 重点をおい た も の と考

え る こ と もで き るだ ろう ｡ さ らに は ､ ｢ 知 の 地球

儀+ が ､ 努力を重ね る こ と に よ っ て 絶 えず増大 し､

蓄積さ れ て ゆく ｢ 知識+ を説 明す る の に ふ さ わ し

い と すれば､ 木 の 比喰 は ｢ 知慧 の 木の 実+ の た と

え の よう に文字通 り に ｢ 知恵+ の 本質を と らえ た

もの で あ る と 云 い う る か も知れ な い ｡ と もあ れ こ

う した 事柄を念頭 にお い て 頂 い た 上 で 本論 に 帰ろ

う｡

さ きに ､ ｢ 地殻 の 変動 に も比 せ られる+ と述 べ た の

は ､ 学問 の 領域を 二 分す る襲想 は ､ 知識の 地球儀を東

西 ､ 乃至 は南北 の 両半球 に 分け る の に 額似 した こ と で
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あ り ､ 全 て の 学問的な い と な み が ､ あた か も 同
一

球面

上 の 図柄 に も似 た経験知 の 領域 の レ ベ ル に 並置され ､

平準化され る ような事態 に立 ち至 っ た こ と を指 した も

の で ある｡ そ れま で の 学問は 多少な り と も ｢ 知慧の 木+

の イ メ
ー ジで と ら え ら れ ､ 従 っ て 学問的知識 に は 一

種

の 位階が 想定 さ れ て い た が ､ 今や こ の 位階が 崩れた こ

とをは しなくも示 し て い る の で あ る｡ と も あれ ､ 精神

科学対自然科学と い う区分 は､
ヘ ー ゲ ル に於 い て- 従 っ

て 亦 ベ ル リ ソ 大学 の 建学当初 の 理 念 に於 い て も- 学問

の 冠尾をなすと考 え られ て い た 本来 の 哲学 が か つ て 占

め て い た 地位 が ､ 今や 虚構 に化 し て き て い る こ と を暴

露 した もの で あ り､ 哲学 が 大学内部 に 於 い て 生存を望

む ならば､ 哲学史研究 ､ 論理 学 ､ 倫 理 学､ 美学等の 専

門個別科学と して ､ 他 の 精神諸科学と並列同等 の もの

と して しか 生きられな い と い う こ と を 示 すもの で あ っ

た ｡ こ の 時以来､ 哲学 は ､ 哲学史 の 個別研究 と して ､

或 い は論理学 ､ 倫 理 学 の ような個別科学 た る こ とを余

儀なくされ て ゆ く が ､ こ の こ とは ､ 哲学も又 ､ 細分化

の 運命 に さ ら され る こ と を 意味す るも の で あ っ た ｡ そ

して こ れ は さらに 云 え ば､ ｢ 学問を通して の 人格 の 陶

袷+ と い う ｢ フ ン ボ ル ト理念+ を支え て い た 統
一

的人

格 ､ 乃至 は人格 の 統合とい う理 想をも危殆 に瀕せ しめ

る もの で あ っ た ｡ とい う の も こ こ で の ｢ 学問+ と は ､

哲学を板 と し､ 幹とす る ｢知恵の 木+ の 枝 で あ る こ と

に よ っ て ｢ 知恵の 木 の 実+ を約束 されて い た もの で あ っ

た か ら で あ る｡ と もあ れ ､ 知 の 全体 に通底す る も の と

し て の ｢ 哲学+ と い う 理 念が 意味をも ち続 け て い るか

ぎり ､ こ の 知 を 志向す る と い うか た ち で 人格 の 統合も

理 念的課題 と し て は 追求さ れ得た が ､ 哲学 の 崩壊 が暗

示 され る と 同 時に ､ 統
一

- と 志向す る 意思 の 基盤も掘

り崩 され る こ と - と つ なが っ て ゆ く｡ 1 こ の こ とを具

体的 に 気づ か せ て くれ る もの と し て は 以下の よう な 事

例 が あげられ よう ｡

さき に 人間 の 心 を 研究す る 心 理 学が ､ 次第に 自然科

学的手法 に 接近 して ゆ く傾向に つ い て 言及 して お い た

が ､ 心 で あれ､ 精神 で あれ､ こ れらは ､ 自由な る主 体
か なめ

的人格 の 要を なすもの とか つ て は考 え られ て い た ｡

一

個の 独立 した 人格 の 判断力 と意思 の 自由が や ど っ て い

る 場が 心 で あ り､ 精神 で あ っ た ｡ しか る に意識現象が

生理学 に近似 した 手法 で 研究の 狙 上 に の せ られは じめ

た と き､ 心 は精神疾患 と い う病理 的 レ ベ ル に 於 い て ､

或 い は 動物 の
一

種と して の と 卜の 反射行動の レ ベ ル で

研究され こ そ すれ､ も はや 人格的統合 の 原点 と して 問

われ る こ と は 決 して なか っ た ｡ こ れ以降､ 人格統合 の

原理 と して の 心 の 探求は ､ 次第 に 客観性 を もた ない 単

な る人生論 に すぎぬ もの と して
一

蹴 さ れ ると と もに ､

｢ 人格 の 陶冶+ は 書生談義 と して 葬 り去 られ て ゆ く ｡

以上 は十九世紀末期 に於 い て 精神科学 と い う学問領

域が 区画 された とき に生 じた 教養 の 変質 の
一

端 で あ る｡

しか も事態 は こ の こ と だ 捌 こ は と ど まら な か っ た ｡

｢ 文化科学+ と い う 画 定も亦 ､
一

層 の 変質を 誘因す る

も の とな っ て 行 っ た の で あ る｡ 次に こ の こ とを見 て お

こ う｡

註 1 . ｢ 統
一

- と 志向す る意志 の 基盤+ に つ い て

考 え る上 で 参考となる事例と し て ､ 我国に

於 い て 教養主 義的人格理 念が 意味を持ち得

た の は ､
ヨ ー

ロ
ッ

パ 先進国 - の 同化が ､ 国

家 目標 た り得た 時代 の 知識人- こ れ の 典型

は ｢偉大なる暗闇+ の
一

高教授岩元禎- や ､

マ ル ク シ ズ ム が 影響力をも っ て い た 時代 の

学生 の 意識 が あげられ よう｡
マ ル ク シ ズ ム

は グ ラ ン ド ･ デ ザ イ ン と し て ､ 知 の 全体を

根幹 に お い て 支え る もの で あ ると受けとめ

られ た が ゆ え に ､ 親 マ ル ク シ ズ ム 的学生に

於 い て は ､ 教養志向が 強 か っ た と 云 え る の

で あ る が ､ こ の こ と ば ｢ 人格 の 統合+ へ と

傾斜す る 心 性を解 明す る上 で ､ 示 唆的 な事

例 で ある ｡

四 . ｢ 文化科学+ と研究至上主義 の エ
ー

トス

第二 節 に述 べ た よう に ､ 文化科学 は個性記述的学問

と し て そ の 特性 を 顕揚 さ れる こ と に な っ た が ､ こ の こ

と は さ き に引用 した ｢ 現実 は ､
- - - 特殊 に して 個別的

なる もの に着眼 し て 考察す る とき は歴 史 と な る+ と い

う テ
ー ゼ が 端的 に 示 して い る よう に ､ 文化科学 は実 は

歴 史科学 とな る こ と に よ っ て 始 め て そ の 本来的意義 を

全うす る こ とが で き るとい う こ とを含意 して い る｡ と

い う の も､ 個性的 な る もの は ､ 歴史的事象の
一

回 性 に
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こ そ 見出され る筈 で あ り､ 又 ､ 歴 史的事象 は ､ 他と は

異な る個性的な る もの で あ る ことを確認されて 人 々 の

記憶に 残 る もの となる か ら で ある ｡ ( 歴史を こ の よう

に とら え る こ と に は ､ 当然 の ことなが ら異論 が あ る｡

こ こ で は ､ た だ新 カ ン ト学派 の 見解を辿 る に と どめ る｡)
l

と こ ろが ､ 文化科学 を 歴 史科学 と 等置す る方向に 重点

が 移 っ た と き､ こ こ に も又
一

つ の 大きな 問題 が生 じ ざ

る を得なか っ た ｡ ｢ 文化事象 - 歴史的事象+ と受けと

め られた と き､ 現実的実践的課題 へ 向けられ る べ き視

線が ､ 文化科学か ら ド ロ
ッ プす る傾向が 生 じて き た か

らで あ る｡

今日 の 社会科学老 は ､ 自己の 研究 が ｢ 文化科学+ と

い う カ テ ゴ リ ー に概括 され る こ と を拒否す る で あろう ｡

そ の 理 由 は､ おそ らく , ｢ 文化科学 - 歴 史科学- → 過去

の 事象に の み 目 をむけ る態度+ と い う連想が ､ つ きま

と っ て い るか らで あ る｡ 文化科学 は ､ 西南 ドイ ツ学派

の 元来の 主 張セは ､ 社会諸制度､ 社会集団､ 社会的行

為等 々 の 研究 ､ 経済現象 ､ 政治事象等 に 関す る学問を

も常然 の こ と と し て そ の 中に 含むも の と さ れ て い た ｡

しか し こ う した 分野 の 研究も重点が 移動 し て ､ 次第に

過去 の 歴史的事象の そ れ に か か わ る こ と が 多く な る に

つ れ て ､ 結果的 に は ､ 現実 の 社会､ 政治 ､ 経済等 は ､

直技的な 研究対象と し て は と り こ ぼ さ れて 行く こ と に

な っ た ｡ そ して 文化科学か ら ､ 現実的 ､ 実践的課題 -

向か う視線が と り さ られ た と き､ あ と に残 さ れ た の が

狭義 の 人文科学 で あ っ た ｡ 文化科学 は ､ こ れ 以降 ､ 狭

く人文科学を指す概念 に限定され る傾向をおび て く る｡

しか もあろ う こ と か ､ こ の 人文科学 は ､ 西 南 ドイ ツ 学

派 の 潮流 と もか か わ り の あ っ た M . ウ ェ

ー バ ー の 提 唱

す る ｢ 没価値性 の 理論+ を ､ 自己 の 研究 の 正 当化 の た

め に借用 し､ さ ら に 云 う な ら ば､ 隠れ蓑 と もす る こ と

に よ っ て ､ 現実世界 の 動向と切 り 結ぶ こ と を 放棄 して

い く こ と に な るが ､ そ の 代償 と して ｢ 何 の 役 に もた た

な い 学問+ と い う世評 だ け が 残 さ れた ｡ 今 日 ､ 近 ･ 現

代史 に と り く む 人 々 は ､ 外交史 ､ 政治史､ 経済史 の 分

野に 多 い が ､ こ れ ら の 分野は
､ 社会科学 と して の 国際

関係論､ 政治学､ 経済学 の
一

部門 と み な され て い る｡

一

方､ 古代史 ､ 中世史 は ､ ｢ 没価値的な 領域+ と して

人文科学固有 の 分野 で ある とい っ た レ ベ ル で 受 け と め

ら れ る 傾向が 強ま っ て い る が ､ こ う した 理 解 が広 ま っ

た 遠因は ､ 文化科学を個性記述的歴史科学と して 基礎

づ けよ う と した 企 図に そ もそ もの 端緒を探 りあ て る べ

き で あろ う｡

次第に優勢に赴く自然科学 に 対抗 して ､ 文系 の 学問

の 自立 性を確保 し よう とす る試 み は､ そ れが ｢ 精神科

学+ と して で あれ ､ ｢ 文化科学+ と して で あれ､ い ず

れ も
一

半 の 成功を おさ め な が らも､ 他 の 半面に 於 い て

は ､ 弱点を露呈 せ ざる を得ない ｡ 教養主義をめ ぐ っ て

そ の ノ ス タ ル ジ ア を旧制高校の そ れ に寄せ る 人 々 も､

最後 の 世代が 現役を退 い た 現在 ､ 沸底 しつ つ あ るが ､

教養主 義 そ の も の は ､ ｢ 精神科学+ と い う学問区分 が

登場 して きた とき既 に 危機の 局面 に あり､ 次い で ｢ 文

化科学+ が 出 て き た と きに ､ 教養 ･ 陶冶 ･ 教育を 支 え

て き た もう
一

つ の エ
ー

ト ス も消え る こ と に な るだ ろ う｡

研究 と教育の 場と して の 大学 に は ､ 多少なりとも教師

と し て の エ
ー ト ス が息 づ い て い なければならな い が ､

大学 の 構成員が ､ 専ら研究者た る こ と を 要求 さ れ る よ

う に な っ た と き､ 学識者が 身 に帯 し て い た ｢ 知識以外

の 何か+ も次第に 疎 ん ぜ られ る よ うに な る｡ そ れは ど

う し て か ｡

自然科学 と括抗す る 地位 に おか れた 文化科学 は ､ 何

よ りも まず科学 と して ､ 日 常的 に営まれ る研究活動の

一

つ で あ る と い う意義を附与 され る ｡ と こ ろ で 自然科

学 は ､ 何人た り と い え ど も承 認せ ざ る を得 な い 事実 を ､

厳密に 客観的に 呈 示 す る｡ 文化科学も科学 た る以 上 ､

こ れ に 対抗 しう る客観性 を 呈 示 し得 る もの で な け れば

ならな い
- ∴ ･ 云 々

｡ こ れは ､ 正 常 な反応 で ある｡ だが

こ の 正 常 な反応 が ､ つ ぎ の 段階 で と び つ い た もの が ､

他 で もな い ｢ 没価値性 の 理 論+ で あ っ た｡ 文化科学 は ､

こ の 理 論 の 要請す る と こ ろ を楯 に と り価値判断 と は 異

な る 事実認定 ､ 或 い は事実確定の 領域 の 開拓 に遇進す

る｡ だが 事態 が こ の よう に展開す る こ とは ､ 提唱 者の

望ん だ こ と で は なか っ た ｡ ウ ェ
ー バ ー

の 本来 の 意図 は､

価値 - の 志向が 旺盛 な る とき に は ､ そ れを抑制す る こ

と に よ っ て 見 え て く る事実 が あ る と い う こ とに 注意 を

う な がす こ と で あ っ た ｡ 事実 の 次元 は､ 実践的意欲 を

ひ と た び は 括弧 に い れ る こ と に よ っ て 確保 さ れ る べ き

もの で あ っ た ｡ に もか か わらず､ こ とば 安易に 流れて ､

研究関心 の 重点は ､ 価値判断を 不 要 とす る領域 へ と な

だ れ を う っ た よう に移動 し始め る ｡ 文献学的研究分野
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が ､ 急激 に 伸長す る ととも に ､ 事実認定 の 為の 資料探

求､ 数 理 統計､ 実態調査 と い っ た 実証的手段 が 大勢 を

支配す る よう に な る ｡ 冒頭 に述 べ た ｢ 方法 の 制覇+ が

確立 され る ｡

- -

事態 の 推移 は概 ね ､ 以 上 の よう な も

の で あ っ た ｡ と もあれ ､ こ の よう に し て ｢ 人文学

H u m a n iti e s + も亦､ 客観性 を 重視す る 科学 の
一

員 と

な り､ ｢ 人文科学+ に格 上 げ さ れた が ､ こ の 地位を 獲

得す る こ と と ひ きか え に ､ 近世初頭以来 の 人文学 の 固

有 の 使命 で あ る ｢ 教育+ は ､ 科学者 の エ
ー

ト ス と して

の 研究至 上 主 義を 前 に し て 撤退を余儀な く さ れた の で

ある ｡ ｢ 教養+ は ｢ 陶冶+ で ある とい う原則 ､ 陶冶は

価値を志向す る 信念 に もと づ か な ければ な らな い とい

う原則､ こ れ らも亦価値 か ら の 中立 を詣う研究 至 上 主

義 の 前に 色あせ るとともに ､ 価値 - の 志向を忘却 した

研究 は 文字通 りに 没価値的な もの に 化 し て 行 か ざ るを

得なか っ た ｡ 1

新制大学制度 の 発足か ら､ 四 十年余を経た 今 日 ､ ド

イ ツ 的 ヒ ュ
-

マ ニ ズ ム の エ
ー ト ス は地をは ら っ た が ､

十九世紀以来 の ｢ 教授 の 自由+ と
, 第 一

次大戦前 に 始

ま っ た ｢ 価値 か らの 中立+ の 姿勢は ､ 今な お依然と し

て そ の 形骸 を さ ら し て い る｡

註 1 . 以 上 の 記述 は ､ 人文学復権 の た め の 努力-

た と え ば解釈学 に 立 脚 して ｢ 精神科学+ を

建設 し ようとす る H . G . ガ ダ マ
-

の 企 図

など- に つ い て は 一

切触れず ､ 人文系 の 学

問 に対 し て は 酷薄 な 論定 に終始 した が ､ 今

世紀 に於け る フ マ ニ ス ム ス 回 復の 試み に つ

い て は ､ 別途､ 論ず る つ もり で あ る｡

五 . ｢ 内部志向型+ から ｢ 他人志向型+ へ

前節に 於い て ､ ｢ 教養+ の 変質 の 過程 を 辿 り ､ 教養

概念が 次第に死滅に 近づ い て く る.経緯を追尋 して み た

が ､ こ れま で の 記述 に 関 して は ､ 事柄 が ドイ ツ の うち

にと どま り､ 教養概念 と い っ て も特殊な時代空間 の な

か で の そ れ にすぎな い の で は な い か と い う批判 が あろ

う｡ こ の 指摘は 正 当 で あり ､ た と え ばイ ギ リ ス の ｢ 紳

士 教育+ や フ ラ ン ス の ユ マ ニ ス ム
､ さらに は ｢ 良識+

の 伝統 と い っ た もの を支 え て きた ｢ 教養 の 理 念+ も考

察す べ き で あ ろ う｡ しか し小論は ､ 我国の 高等教育観

に根強く残存し て きた ｢ 本場 ドイ ツ+ へ の 憧慎と､ こ

の 夢 が は か な く 消え た あ と ､ 悪 しき習性 と な っ て な お

も沈澱 して い る もの を易り出 しな け れ ば な らな い と い う

考 え か ら､ 書きすすめ た もの で あ り ､ 十九世紀段階の

事柄 に つ い て は ､ 検討を以 上 に とどめ て 次の 問題 に 移

ろう ｡

さ て こ れま で の 論述をふ ま え た 場合 ､ 問われなけ れ

ば な らな い の は ､ 以下 の 事柄 で あ る｡

今 日 ､ 教養教育の 改善 ･ 改革を 叫ぶ 声 は 大 き い ｡ し

か しな が ら､ ｢ 教養+ の 再興 を 企 図す る 人は い て も､

再構築 の 方向 と して ､ ドイ ツ 的教養の 復活 ､ 或 い は せ

め て なり とも こ れ に即 し て 再建 の 方途を探 ろ うとす る

試み が全 く 見当た らな い と い う事実が あ る ｡ こ れ は ど

う した こ と で あろ うか ｡ 何が こ の こ と の 根底に潜ん で

い る の だ ろうか ｡ こ う した 問 い は ､

一

見 した と こ ろ ほ

と ん ど無意味 で あり ､ 葬り去られた と こ ろ で 異議の 挟

み よう が な い と思われて きた 種頬 の も の で あ る｡ しか

し､ こ の 間い を従来なされ て き た もの と は 別の 文脈で

検討 して み る と､ ま こ と に 意想外 の 事実が あらわれ て

く る｡ そ して こ の こ とをふ ま え る な らば､ た と え 正 面

の 方向で は な く と も､ 構築 され る べ き教養教育が ､ 何

に 配慮す べ きか と い う こ とだ け は ､ 或 る程度見え て く

る の で は ない か と思われ る｡

｢ ドイ ツ 的教養+ の 理 念が ､ 今 日 ､ 誰 の 口端 に も登

らな く な っ た の は ､ ナ チ ス ･ ドイ ツ の 忌わ しき傷痕 の

せ い だ け で は ない ｡ ナ チ ズ ム の 惨禍を経た あと で は､

そ れ以前 の 無垢 の 日 々 が と りか えすす べ も な い 往昔 の

日 々 と感 じら れ て ､ 遠 い 夢幻 の 別世界 とな っ て しま っ

た か らだ け で は な い ｡ そ う で は なく ､ 十九世紀段階 の

人間額型と､ 二 十世紀の ､ そ れも特 に 世紀後半の 人間

額型 で は ､ 人間そ の もの が 全く違う鋳型に い れられ て

形成 さ れ て い る と い う こ と に あ る｡ ｢ 人格 の 尊厳+ ､

｢ 主 体的人間+ ､ ｢ 内面性 の 自由+ と い っ た 言葉 が 遠

い こ だま の よ うに う つ ろ なひ び き しか 残さ な い の は､

我 々 は も はや こ れらの 言葉を発 した 人 々 が 意識 し て い

た 人間 で は なく ､ 又 ､ こ う した 人 々 か ら構成 さ れ る人

間集団 に帰属 し て い る わけ で もな い か ら で ある ｡ ｢ 内

面性 の 自由+ とい い ｢ 良心 に もとづ い た行為+ とい い ､

あた か も人 は ､ 自己固有 の 内面 の 原理 に 即 して 行為す

る こ とが で き る よう に 云 われ､ こ の 可 能性 を前提 に し
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た 行為 の 原 理 を 内に秘 め た 人間に 成 る こ と が 教育 の 課

題 で あ る とされた 時代 は 過ぎ去 っ た ｡ こ れは どう い う

こ とか ｡ 1

一

九四 ○年代 の 末 に ､ D . リ ー

ス マ ン は ､ 明 らか に

新 しい 人間額型が ､ 歴史 の 表舞台に 登場 し､ 時代 の 主

流に なり つ つ あ る こ とを見 て と り､ こ の こ れま で に は

見られなか っ た タ イ プ の 人間を ｢ 他人指向型+ の 人間

と 名づ け た ｡ こ の タイ プ は ､ ｢ 外部の 他者 た ちの 期待

と好み に敏感 で あり ､ こ の こ と に よ っ て 同調性を保障

され て+ 生き て ゆく人間 で ある｡ 彼ら の 行為､ 行動指

針を方向づ け る の は ､ 彼 の 身 の まわ り に 出会う人 々
､

つ まり同時代人 で ある ｡ 従 っ て こ の ようなタ イ プ は､

何 よりも時代と周囲 の 動向 に敏感 で あり､ こ れに そ う

か た ち で 生き る こ と が 彼ら の ライ フ ス タ イ ル で あ る -

- 云 々 ｡ 2 こ の と りた て て 何 の 奇も な い 記述 が 何故 ､

今､ 問題 と な るの か ｡ 誰 しも こ う い ぶ か る か も知れ な

い ｡ だが ､ リ
ー

ス マ ン が ､ こ の 新 しい タイ プ に と っ て

か わられ つ つ あ る 旧来 の タ イ プ を記述 して 以下の よう

に 云 うとき ､ こ こ に は看過す る こ と の で き な い 重大 な

事実が潜ん で い る｡

｢ 幼児期 に 目 標 の セ ッ トを内化す る 傾向に よ っ て 形

成さ れ た 人は ､ 自らの う ち に ジ ャ イ ロ ス コ
ー プ ( 心

的羅針盤) を内蔵 し､ 自らが 立 て た 目標 に 向 っ て ､

こ の ジ ャ イ ロ ス コ ー プ を 使用 しな が ら突 き進 ん で 行

く+ と｡ こ の タ イ プ に 命名 して ､ 彼 は こ れを ｢ 内部

指向型+ の 人間 と呼 ぶ ｡ 3

｢ 幼児期 に 内化 され た 人生 目標+ に しろ或 い は ｢ 内

蔵す る ジ ャ イ ロ ス コ
ー プ+ と い う比倫 に しろ ､ なに か

しらな つ か しい イ メ
ー ジに 結 び つ く も の が ある ｡ セ ル

フ ･ メ イ ド ･ マ ソ
､ 世評を 気 に しな い 独立 独歩 の 人､

コ ツ コ ツ と創意工 夫を重 ね て 人生を意義ある もの に し

よう
_
とす る努力家 - - 要す る に､ 世間 の 荒波 に もまれ

なが らも､ 人生を安売 りす る こ と なく ､ 奮闘の 生涯 で

あ っ た こ と に満足 して 生 を卒 え よう とす る 人間､ そ う ､

こ こ に イ メ
ー ジさ れ て い る の は､ 建国以来 の 実直な ア

メ リ カ人 の すが た なの だ､ こ の ア メ リ カ人 た ちが､ 今 ､

新 しい タ イ プ の 人間 に と っ て か わ られ つ つ あ る｡ こ れ

に 気づ い た こ と が ､ リ ー ス マ ソ の 大著を書く き っ か け

で あ っ た ｡

と こ ろ で ｢ 内蔵す る ジ ャ イ ロ ス コ
ー プ+ とか ､ ｢ 内

部指向型+ と か の 言葉 が い み じくも語 る よう に ､ こ う

した造語 で そ の 輪郭を伝 え ようと した の は ､ 実 は ｢ 内

面的 に 自立す る個人+ と い う人間額型 で あ っ た ｡ そ し

て こ の タ イ プ の 人は ､ 近代 西 欧が 生み 出 した 独特 の 人

間額型 で ある こ とを示そ うと して 彼 は次 の よう に云 う｡

｢ 西洋史 の なか で ､ ル ネ ッ サ ン ス と宗教改革とと

もに 出現 し､ か つ ､ 今 や 消え 去 ろう と し て い る社会

は ､ 内部指向を同 調性 の 主 要原理 とす る 社会 の 具体

例 で あ る
･ - - ･

4

｢ ･ - -

内部指向 の 人間は 自分自身の 人生を自分で

統御す る の だとい う感覚をもち､ 又 ､ 彼 の 子 ど もた

ち に 対 して もそ れぞ れ に人生を切 り拓 い て ゆ くもの

だとい う考え 方で の ぞ む｡ 5

｢ プ ロ テ ス タ ソ トの倫理 - そ れは マ
ッ ク ス ･ ウ ェ

ー

バ ー が 特徴づ け た も の で あ る が ､ こ こ で い う内部指

向の ひ と つ の あらわれ で ある 6

｢ ル ネ ッ サ ソ ス か ら､ 宗教改革 に 至 る 期間 に生ま

れ た 性格を､ 我 々 は 内部指向型 と名 づ け る の で ある

が ､ ひ とくちに ル ネ ッ サ ソ ス か ら宗教改革に至 る 性

格額型 と い っ て もそ れ に は､ 幾 つ か の 地域差が ある｡

つ ま り ､ こ れま で 述 べ て き た ような過程 は ､ ラ テ ソ

系 の 諸国に 於 け る よ り も北 ヨ ー

ロ
ッ

パ の プ ロ テ ス タ

ソ トや ジ ャ ソ セ ニ ス ト の 間 で よ り強烈 で あ っ た し､

又 ､ 同 じ北 ヨ
ー

ロ ッ
パ で も ル ー

テ ル 派 や ア ン グリ カ

ソ よ りもカ ル ヴ ァ ソ 派や 敬慶派の 方が より強烈 で あ っ

た ｡
- -

7 ( 下線部引用者)

上 引 の 記述か ら察せ られる よう に , ｢ 内部指向型+

の 人間と は､ 近代西 欧 の 価値志向を ビ ル ト ･ イ ソ され ､

そ れを新大陸に 於い て も身に 体 して 生きた 人間 で あ る｡

二 十世紀を ｢ ア メ リ カ の 世紀+ に す る た め に 努力 し､

最も功績 の あ っ た ア メ リ カ の 中産階級 の 人 々 ､ そ れ が

リ ー ス マ ン の 云 う ｢ 内部指向型+ の 人 々 なの で ある｡

こ の 人 々 は新大陸 の 開拓に たずさわ り､ プ ラ グマ テ ィ ッ

ク に そ の 仕事を推 し進 め た 点 に 限 っ て み れば､ い ささ

か も ドイ ツ 流 の 観念論者 に似通うと こ ろ は なか っ た ｡

に もか か わ らず､ 内面的な 心 の かま え に於 い て は ､ な

ん と十九世紀 ドイ ツ の 教養 の 理想 に 近 い こ と か ｡ 両者

とも自己の 人生 の 目標を遠く にお い た ｡

一

方 は ､ た と

え ば ギ リ シ ャ 的､ ル ネ ッ サ ソ ス 的人格理念 に ､ 他方は
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理想の 国土 の 建設 や フ ロ ソ テ ィ ア の 開拓 に ｡
こ の 遠 い

目標 に 向 っ て 進むた め に 自らの うち に確固た る心 的羅

針盤 がす え られ る こ と を 望 ん だ｡ こ の 心 理 的特性を､

リ
ー

ス マ ン は い み じくも ｢難難 に 耐 え て 星に 向か おう

A d a st r a p e r a s p e r a+ 8 とい う カ ソ ザ ス 州 の モ ッ ト
ー

に

要約 して い るが ､ こ こ に は ｢ 苦難を通 して 歓喜 - + と

い う ベ ー

ト
ー ヴ ェ ン の 第九交響曲 ( こ れ こ そ は ドイ ツ

教養主 義の 主 題曲で あ る) や ､ た と え通俗化 して い る

とは 云 え ､ カ ン ト の ｢ 実践理 性批判+ の 終章を飾 る述

懐に 通ず るも の を認 め る こ と が で き よう｡ こ の よう に

見れば ､ 大西 洋 を 隔て た 新 旧両大陸 の 陶冶 の 理 念 は ､

実は 意外 な 親近関係 に あ っ た と 云 い う る の で あ るが ､

しか し､ こ の 種の ｢ 理 想に 生きた 人々 + の 時代は終 り､

今や 第 三 の タ イ プ ( 第 一

の タ イ プ は 伝統指向型､ 第二

が 内部指向型 で ある) の 人間 が拾頭 しつ つ あ る｡ これ

が ｢ 孤独 な る群衆+ に於 い て リ ー ス マ ン が訴 え よう と

した こ と で あ っ た ｡

｢ 孤独なる 群衆+ に 描か れ て い る ｢ 他人指向型+ の

人間は ､ 日 本もそ の うちに 含まれ る 現代先進国の 中産

階級 の 人間 で あ る｡ 我 々 も亦､ こ の 人 々 の うちに 含ま

れる ｡ 彼ら､ 即ち我 々 は ､ ｢ は る か か なた か らの 声､

古き世代 の 声 に 耳 を か た む け る こ と ば な い+ ｡ 9 我 々 に

と っ て 大切なの は､ 行為の 指針を同 時代人 と の 同調性

の うち に も つ こ と で ある ｡ しか も既 に 三 十年以 上 も前

に ､ ｢ 世界中の あ ら ゆ る 国の 学生 た ち は ､ 外面的な 特

徴 に お い て ばか りか ､ そ の 基本的 な構造 にお い て も非

常に 似通うもの を 持 つ よ うに な っ て き て い る｡ 従 っ て

こ れら の 学生達は ､ そ れぞ れ の 文化 の 中 で の 古い 世代

と の 共通点 と い う よ り は ､ む しろ異 な っ た 文化 の 中 に

い る 同世代人と よ り 多く の 共通点を分ちあ っ て い る+ 1 0

と指摘 さ れた傾向は ､ 今や 日 米両国の 若者 に と っ て は ､

自明､ 既成 の 事実 と な っ て い る｡ 過去 の 偉大 な 人 々 が

歩ん だ 人生, 古典 の うちに 示 され て い る人生 の 叡智､

高貴な人生の 規範 ､ こ う した も の が 若者 の 行動の 指針

とな る こ とは な い ｡ ｢ 告知さる べ き内面の 豊か さ+ は ､

貧相 な外観 と は そ ぐわな い ｡ 修練 の は て にみ が か れ た

個性が ､ 周 囲 と の 協調関係をそ こ な う よう で あ れ ば ､

願い さげで あ る - - -

｡ 第三 の タ イ プの 人 々 は ､ こ の よ

うに 感 じる ｡ こ れ は 十九 世紀 ドイ ツ の 人格 理 念 と はう

らは ら の 関係 に あ る 人間 の 感性 で あ る｡ と もあ れ こ の

よう に見 て く る ならば､ ドイ ツ教養主義 の 人格 理 念は ､

実 は リ ー ス マ ソ の 謂う内部指向型 の そ れ で ある こ と が ､

歴然と して こ よう｡ 彼らは､ ｢ ギ リ シ ャ 的な合 理性 と ､

ユ ダヤ ･ キ リ ス ト教的な現世的道徳 の 結 び つ き か ら生

まれ た プ ロ テ ス タ ソ ト の 倫理+ 1 1 の 土壌 に 生 い 育ち ､

｢ 内な る思 い を 星 に 向け て+ 生き よう と し て い た 点に

於 い て は 心 性を共有 して い た の で あ る｡ だ が ｢ 富 め る

社会+ ( ガ ル ブ レ イ ス) が 到来 し､ 昔 の 王 侯貴族 の 生

活 が 一

般 の 人 々 の も の ともな っ た 時点 に おい て ､ こ の

種 の 人々 は 姿 を 消 し て ゆ く｡ ｢ か つ て の 時代 の 上 流階

級 は 現代の 他人指向的人間 の 先駆者+ 1 2 で あ る こ と を ふ

ま え ､ こ の 新 しい 人間額型 の 出現 に対 して は ､ 文字通

り に ｢価値的 に 中立+ の 立 場 か ら､ こ の 事実を認 め な

け れ ばな ら な い ｡

以 上 の 論定 に した が うならば､ 教育改善の 方向は ､

現代 の 学生が 第 三 の 人間炉型 に 属す る人 々 な の か ､ 或

い は こ れをも超 え 出た 第四 の 人間類型 と もい う べ き新

人額 な の か を 見定 め る こ とか ら着手 しなけ れば な らな

い で あろ う｡ そ して こ の ような学生群を相手に 講 じら

れ る テ
ー

マ も又 ､ 大幅 な変更を 迫 られ る で あ ろう｡ 少

な く と もリ ー ス マ ン の 著書が あらわれ る以前 に 既 に導

入 さ れて い た 学科
･

学問区分 は 今や 見直 しの 時を 迎 え

て い る と云 っ て よ い ｡ こ の こ と を考 え る に あた っ て ､

我 々 は ｢ 二 十 世紀科学+ が 登 場す る経緯 ､ こ れ ら が布

置 され て い る状況を解明 しな け れ ば な らな い ｡

註 1 . 以下 ､ ｢ 内部指向型
.
+ の 人間額型 と ドイ ツ

教養主 義 と の 額似 を指摘す る観点 は ､ 前掲

H . シ ェ ル ス キ ー ｢ 大学の 孤独 と 自由+ の

示 唆 に よ っ て い る｡ 特 に 同書8 7 頁 を 参照｡

2 . D . リ ー ス マ ン ｢ 孤独な 群衆+ 19 5 0 ( 加藤

訳 み すず書房1 96 4) 7 頁

3 . 7 頁 ､ 13 頁の 要約

4 . 1 2 頁

5 . 1 4 頁

6 .
〝

7 . 35 頁

8 . 1 0 3 頁

9 . 2 5 頁
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1 0 . 3NI 頁 ( 196 1 年版序文)

l l . 1 32 頁

12 . リ ー

ス マ ン は 他人指向型 の 人間向き の 仕事

が ふ え つ つ ある こ と に対応 して ､ ｢ 一

般教

養が 重視 され ､ 又 ､ 専門学校 や 大学 の 科目

の 中に 人文社会部門が 導入 さ れ+ る こ と に

な っ た と して い る (12 3 頁) ｡ こ こ だ け を 読

め ば､ 既 に 四十年以上 前 に
一

般教育を導入

した 日 本 の 大学 は ､ 時代 の 動向を先取 り し

て い た の か も知れな い が ､ 結局うま く ゆ か

な か っ た の は ､ 受講者を 旧制高校生 と 同格

同質 の 人間と考 え 続け て き た こ とが 一

因と

な ろう ｡

小結
- ｢近代世界 シス テム+ と学問区分 一

人間炉型が こ の よう に大きく変化す る な か で - そ も

そ もど の よう な歴史過程が ｢他人指向型+ の 人間を生

み出 した の か と い う こ と は ､ 別個 に 問われなければな

らない こ と で あ るが- ､ 学問研究 の ス タ イ ル も､ 方法
･

目的も又 ､ 変 っ て ゆく ｡ だ が こ れは ､ 実 は相 互 媒介的

な こ と で あ り､ 学問の 性格 の 変更が 人間 の 性格を変 え

て ゆく と い う側面 が あ る こ と も云 うま で もない ｡ と も

あ れ ､

一

世 紀を 隔 て る 間 に全 く様相が 一

変 した 文系 の

学問 は ､ 今 どう い う状況 に あ る の で あ ろう か ｡ 今後 の

方向を見定 め るた め に も､ こ の こ とを - 一瞥 して おく必

要が あろ う｡

既 に再 三 述 べ た よ うに ､ ｢ 自然科学対精神科学
･

文

化科学+ と い っ た か た ち で の 学問区分 は ､ 今日 ほ とん

ど意味 を もた な い ｡ 現在､

一

般 に採用 さ れ て い る区分

で は ､ ｢ 自然科学 ･ 人文科学 ･ 社会科学+ と い う 三 区

分に な っ て い る｡ か つ て 精神科学 ､ 乃至 は文化科学 に

一

括 され て い た も の は ､ 人文科学 と 社会科学 に 二 分 さ

れ て い るわ け で あ る｡ しか し､ こ れが 意味 を もち う る

か どうか と 云 え ば､ は なは だ怪 しい もの と云 わざ るを

得な い ｡ 伝統的に 人文科学 の うち に組 み 入 れられ て い

る 心 理 学 は ､ 現在 で は行動科学 と して す っ か り面 目 を

一

新し､ ある もの は ほ とん ど自然科学と見紛う ほ どに

変貌をとげ ､ 又 ､ あ る もの は 社会科学的性格を濃厚に

して い る｡ 十 九世紀初頭 ､ 新人文主 義 を 先導 した 言語

学 は､ 長足の 進歩を遂げ て 二 十世紀を迎 え ､ ソ シ ュ
ー

ル 革命をひ きお こ した ばか り で なく､ こ の 四 ､ 五 十年

間 に はさらに変転 して ､ も は や
"

の どか な
”

人文主義

者 の 研究対象と は 思え な い ほ どに 成長 した ｡ さら に文

学研究 に於 い て も､

一

部は ｢ 地域研究+ の ス タ イ ル を

採 り､ か つ て 考え ら れ な か っ た よう な新生地を開拓 し

て い る｡ こ の よう に 二 十世紀 の 後半に 至 っ て ､ 研究領

域 の 隔壁 は ､ ある もの は と りは らわれて 今や存在せ ず､

或 る もの は対象は か わらず と もア プ ロ
ー チ の 方法 は全

く か わ る な ど､ 著 しい 変質を き た し､ 現 に さ らな る変

貌 に 向 っ て 突き進ん で い る｡ こ の 事態の 帰趨 は ､ 今の

と こ ろ誰 に も予測 が つ か ない ｡ に もか か わらず､ 二 十

世紀科学 の 特色を探 り ､ 何が こ の よう な事態をひ きお

こ して い る の か に つ い て は ､ や は り 問わ ざる を 得な い ｡

世紀 の 終末 に あた っ て 誰 に で も気 づ か れ る
一

つ の こ

と が あ る｡ そ れは ､ 学問研究 は今 ､ グ ロ
ー バ ル な レ ベ

ル で 同時進行 に あ る と い う こ と で ある ｡ 現代 の 科学研

究を推 し進 め る 重大 な契機 の
一

つ は ､ こ の グ ロ
ー バ リ

ズ ム に ある と も云 え る で あ ろう｡ と こ ろ で グ ロ ー バ 1)

ズ ム ･ グ ロ
ー バ ラ イ ゼ

-

シ ョ ソ は ､ い つ 頃 ､ 何を契機

に胎動 し始 め た か と云 え ば､ 世界 が経済 シ ス テ ム と し

て
一

元化 した こ とに ､ 少 なくとも
一

つ の 原因を求 め る

こ とが で き る で あろう｡ 所謂世界経済シ ス テ ム で ある｡

我 々 は こ の ｢ 世界 シ ス テ ム J の な か に ､ 好む と好 ま ざ

る と に か か わ らずく み こま れ て い る｡ 我 々 が 学問 と云

い ､ 研究 と称 して い る もの も こ の シ ス テ ム の 中で の 活

動 に他 な ら な い ｡ 従 っ て 現在 の 学問 が 如何なる もの で

ある か を知 る た め に は ､ こ の シ ス テ ム に 関係づ けて み

た 場合､ 学問研究が どの よ うに 配置 さ れて い るか を検

証す る こ と もそ の 一

方途 と な る で あろ う｡ こ れ に よ っ

て 全 て が 明ら か に な るわ け で は な い が ､ 特質 の 少 な く

と も
一

面 は と ら え られ よう｡ こ の こ と に つ い て ､ 近代

世界 シ ス テ ム の 提 唱 者 ウ ォ
ー

ラ
ー

ス テ イ ソ の 所説 を み

て おき た い ｡

｢ 中世の 大学 の 哲学 の 学部 が ､ 我 々 が 今 日知 っ て

い る 多くの 学問分野 に 分化 して い っ た の は 何故 か を

自問す る の み な らず ､ こ の 分化 が まさ に そ の 形態を

と っ た の は 何故か を自問す る ならば､ そ の 究極的な

形態が ､ 十九世紀の 世界経済 シ ス テ ム に支配的なイ

デ オ ロ ギ ー

､ そ の イ ギ リ ス 的変種 で あ る古典的自由
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主 義 で ある こ
.
とが 理解 で き る｡ 最初 の 前提 は ､ 近代

世界 の 偉大な 業績 と は ､ 人間活動 が 三 つ の 領域 に 適

切 に分割された と云 う こ と で あ っ た ｡
一つ ま り 権力行

使とい う公共的領域 ､ 生産と い う半公共的領域､ 日

常生活 と い う私的領域 の 三 つ に で あ る｡ こ う した 諸

領域を 混同す る の は 中世的 で あ っ た ｡ そ れを分割す

る こ と は崇高な仕事だ っ た ｡ そ こ か ら現代 の 認識論

の まさ に基礎をなす 三 つ の 知識 の 分割､ つ ま り政治

的､ 経済的､ 社会一文化的諸専門領域が 生まれた ｡

ある い は 又 ､ 現代 の 大学学部 と専門団体 の 観点か ら

云 え ば､ 政治学 ､ 経済学 ､ 社会学 が 生まれ た の で あ

る ｡+ 1

こ の こ と に 関連 して ､ さ ら に次 の よう な指摘もみ ら

れる ｡

｢ 今 日知られ て い る ような歴史と社会科学 は ､ 大

半が 十九世紀思想 の 産物 で あ る｡ た しか に歴史記述

に は そ れ よ りも は る か に 長い 歴史 が あ る し､ 社会科

学 は そ れ以前に はた い て い は 哲学 の 名 の もとに 多く

の 専門家予備軍を 有 して きた ｡ しか しなが ら フ ラ ソ

ス 革命 は世界 シ ス テ ム に制度的な シ ョ ッ ク を与 え た ｡

そ の 結果全体的 な文化的変化が ､ 連続的 に生 じた ｡

一

つ は専門的な 活動 と し て の 社会科学 の 登 場 で あ っ

た ｡ 特 に境界が か な り 暖味な知的論争 の 単
一

の 分野

だ っ た もの が ､ まず1 84 8 年と19 1 4 年と の 間 に ､ ひ と

つ ひと つ に新造語の 名称をも つ ､

一 連の い わゆ る デ ィ

シ プ リ ソ が しば しば新教説n e o l o gi s m と呼ばれ る も

の に 分化 した ｡ そ れ ら の 主 た る名称 と して は ､ 歴 史

学 ､ 地理 学 ､ 経済学 ､ 社会学､ 政治学､ 人煩学 ､ そ

し て 東洋学 O ri e n t ali s m が あ っ た ｡ + 2

上 引 の 叙述 か ら知られ る こ と は ､ 十九世紀 ドイ ツ の

学問が ､ 精神科学､ 或 い は 文化科学と して 体裁をとと

の え ようと して い た Eji ､ あた か も時を 同 じく して ､ は

る か に 巨大な動きが 開始され つ つ あ っ た と い う こ と で

あ る｡ こ の 動き は ､ 今世紀に突入 し て く っ きりと した

相貌を 呈 す る よう に な っ た が ､ 今に して 思 え ば､ 前世

紀末期 の ドイ ツ に於 け る さま ざま な 学問論も､ こ の 未

だ形をなさぬ ､ 不 透 明 な 胎動を前 に して そ れぞ れ の 立

場 で おぼえ た 危機意識と､ プ ロ テ ス タ ソ トの 誇りを こ

め た ｢ 先駆的決意+ か ら生ま れ た 反応 の
一

つ の あ らわ

れ で あ っ た と理 解す る こ と もで き よう｡ と もあ れ ､ 十

九世紀 ドイ ツ と い う ｢ 学問 の 府+ をも
ー

局地 に化す る

と と もに ､ そ の 精華を 泣 し去 っ た こ の 巨大な潮流 は ､

大西洋 の 西岸に打ち寄せ て ､ 二 十世紀 ア メ リ カ科学を

現出させ る の で ある ｡

さ て ウ ォ
ー

ラ
ー

ス テ イ ソ に よれば ､ 現今の 社会科学

は ､ 十九世紀中葉以降､ 着々 とか た ちを と と の え つ つ

あ っ た 世界経済 シ ス テ ム の 所産 で あり ､ こ の シ ス テ ム

に 合致す る 方向で 形成が急が れた もの で あ ると い う こ

と に なろ う｡ 彼 の 所説を要約すれば ､ 国家的公共的 レ

ベ ル で の 活動 に対応 して 政治学 ､ 私人 の 営利活動 で あ

りなが ら､ 国家大 の 規模 にま で 影響 の 範囲を広げた 産

業資本の 半公共的な 生産活動 に 対応す る経済学 ､ 公と

私の 交錯す る 日常 の 社会的文化的事象を扱う社会学 が ､

まず欧米先進国 の シ ス テ ム に そ うか た ち で 構築 され る｡

次 い で 欧米列強 の 帝国主義的覇権活動 の 過程 で ､ 地球

上 の 発展途上 国 に か か わ る もの が オ リ エ ソ タ リ ズ ム ､

即ち東洋学と して ､ さらに は無文字社会 - の ア プ ロ
ー チ

が文化人奨学と して これらに つ け加 えられる こ と にな る｡

と こ ろ で こ の シ ス テ ム の 中で ､ 歴史学 は ど の よう に

位置 づ け られ る こ と に な っ た か と云 え ば､ 政治史 ､ 外

交史 ､ 法制史 ､ 経済史､ 社会史 ､ 等 々
､ そ れぞ れ に 対

応す る領域毎 の 社会科学 の
一

分野 と して と り こ まれて

歴史科学 と なり ､ さらに は歴史社会学とい っ た か た ち

で 新生面をひ ろ げて ゆ く｡ こ の よう に して か つ て の ド

イ ツ に於 い て か ま びす しくそ の 帰属を論 じられた と こ

ろ の 精神
･

文化諸科学 の 中 の 多く は ､ ｢ 近代世界 シ ス

テ ム + の 完結 に 向け て 再配置 さ れ る こ と に な るが ､ こ

れ は単 に ､ 歴史学 だ けの こ と で は な い ｡ た と えば ､ こ

の シ ス テ ム の うちに 生活す る 人間 の 行動形態､ 社会意

識をとらえ る の に有効 な行動主義 の 手法 は ､ 最初心 理

学 の 革新 に 始まり ､ 次第に他 の 関連領域 ､ 近隣分野 を

もまき こ ん で ゆ き ､ 社会心 理学を は じめ と す る ､ 当初

は 学際領域と思われ て い た が ､ や が て
一

個独立 の デ ィ

シ プ リ ソ と して 存立す る新た な科学を生み 出 して ゆ く｡

個人 レ ベ ル で の こ と と され て い た 文学研究､ 或 い は 言

語研究が 今 日 く り ひ ろ げて い る多彩 な研究 テ - マ に つ

い て は 云 うま で もな い ｡ こ の･i う に して 学問分野 の 相

貌は ほ とん ど
一

変 した が ､ こ れ は本節冒頭 に述 べ た 言

葉 で 云 え ば､ グ ロ
ー バ リ ズ ム と か か わ っ て さ ら に急速

に進行 して ゆ く で あ ろう｡
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こ の よう に 十九世紀か ら 二 十世紀 に 至 る 百 年間 の 学

問区分 の 推移をみ て み る と､ 学問研究が 如何 に 激 しい

変貌を重ね なが ら､ 今日 に 至 っ て い るか ､ 或 る 程度､

理 解され よ う｡ こ れ に 連動 して 教養概念も変質に つ ぐ

変質を重 ね た ｡ か つ て の 学 問 W i s s e n s c h aft は 科学

s c i e n c e に ､ 学者 は 研究者 に か わ っ た ｡ そ して 学者 が

か ね て い た教育者 は ､ そ れ で は何 に 変わ り ､ 誰 に な る

の だ ろう か
-

- ? ともあれ､ 学問が こ れ だ けの 変容を

遂げた 現在 ､

一

九 四 五 年段階 の 区分の まま に ､ 人文科

学 ･ 社会科学 ･ 自然科学 の 三 区分 に こ だわ る こ と に は

あ ま り意味が な い で あ ろう｡ しか も さ ら に ､ そ の 頃新

しい 人間 と して 描か れ た ｢他人指向型+ に した と こ ろ

で ､ こ れを 旧 ｢ 人間+ に分撰 して しまう ような時代が

もうす ぐそ こ に 迫 っ て い る か も知れない ｡ 我 々 は こ う

した 事実認識をふ ま え て 改善の 方向を定め な ければな

らない 局面 に 立 ち到 っ て い る ｡
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