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デザイ ンにお ける創造性 の 問題

技術 論 か らの ア プ ローチ

"羽 生 清

は じ め に

現 在,デ ザ イ ンは 産 業 政 策 の 要 に,或 い は 文 化 運 動 と して,そ の 力 を拡 大 し

て い るか の よ う に見 え な が ら,デ ザ イ ン に従 事 して い る人 々 を襲 う避 け難 い危

機 感 は何 で あ ろ うか。 そ れ は,デ ザ イ ン を生 活 の 中 か ら,生 きて い る こ との 問

い か けの 中 か ら生 み だ し得 な か っ た 日本 の デ ザ イ ンの悲 劇 の よ うに思 わ れて な

らな い 。

デ ザ イン の 創 造 性 は そ の 美 的 契 機 にの み あ るの で は な い 。 ま た機 能 性 や使 い

勝 手 の 工 夫 の 中 に あ るの で も な い 。 加 工 技 術 や 材 料 の 新 し さ に あ る の で も な い 。

シ ス テ ムの 創 造,環 境 の 創 造 に の み あ る わ け で も な い。 し か し,同 時 に,そ れ

らす べ て を含 む もの で あ る。

この よ うな デ ザ イ ンの 創 造 性 の構 造 につ い て,神 な らぬ 人 類 の創 造 が決 定 的

要 件 と して 関 わ って きた技 術 の 問 題 に徴 して 考 察 して み た い。 そ こ に技 術 的 実

存 と して生 き る こ と を余 儀 な く さ れ て い る現 代 人 の 生 活 の 中 に滲 透 した デ ザ イ

ン を顕 在化 させ て み た い 。

1.技 術 の 哲 学

我 々 は技術 的 世 界 の 中 に生 き,'技 術 の 恩 恵 に浴 して お り なが ら,技 術 につ い
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て 考 え る時 そ れ を単 な る手 段 と して 軽 視 しが ちで あ る。 技 術 に対 す る これ程 大

き な迷 妄 は な い 。 技 術 の 本 質 が,人 間 の 目的 理 念 とそ れ を世 界 の 中 へ と顕 現 化

す る独 自 の デ モ ニ ーの 中 に あ る こ と を理 解 しな け れ ば な らな い 。

カ ン トの 「第 三 批 判 」 が,判 断 力 の 問題 を扱 っ て い るの は 周 知 の こ とで あ る 。

特 殊 を普 遍 に徴 す る判 断 カー般 の能 力 は,悟 性 認 識 や理 性 認 識 の 能 力 と比 較 し

た 場 合,そ こ に媒 介 的 で 技術 的 な もの を見 い だ す こ と がで き る。 感 性 界 に関 わ

る悟 性 認 識 と超 感 性 界 に関 わ る理 性 認 識 と が事 とす る 自 然概 念 と 自由 概 念 を媒

介 す る もの が,判 断 力 の 根 底 に置 か れて い る 自然 の 合 目 的性 と い う先 験 的 原 理

で あ る。 この 自然 の 合 目的 性 とい う概 念 は,自 然 概 念 で も な け れ ば ま た 自由概

念 で も な く,対 象 を何 か あ る もの に帰 す る の で は な くて,完 全 な 連 関 に保 っ よ

うな 一 個 の経 験 に達 す るた め に,我 々 が 自 然 に お け る対 象 を反 省 す る場 合 に従

わ ね ば な らな い唯 一 の 仕 方 を示 す にす ぎな い,と カ ン トは述 べ て い る 。(Kritik

derUrteilskraftEinleitungV,S.20)

こ こ か ら,判 断 力 の根 底 に な って い る 自然 の 合 目的性 とい う概 念 は,世 界 を

綜 合 的 な連 関 を持 っ もの と して 理 解 す るた めの 方法 で あ り,い わ ば ひ とつ の 根

源 的 な技 術 で あ る とみ る こ と がで き る。 現 代 科 学 の 隆盛 は,機 械 的 因 果 関 係 の

果 に 有機 体 誕 生 の秘 密 を も解 くか の観 が あ る。 しか し,分 析 に分 析 を重 ね て解

体 され た 諸 要 素 を今一 度 統 一 し う る もの は,目 的 論 的 な連 関 性 で あ る。 科 学 は

あ る意 味 で 分 析 的 た ら ざ るを得 ない 。 技 術 は逆 に,分 析 に よ っ て 得 ら れ た科 学

的 知 識 を 目的 設 定 の 下 に統 一 す る もの で あ り,そ の 合 目的 性 につ い て 常 に問 わ

れ て い る 。 言 い か え るな らば,そ れ が完 全 な連 関 を保 って い るか ど うか が 問 題

に な る。 そ して こ の連 関 性 の 原 型 を,人 は 有 機 的 自 然 の 中 の合 目的 性 に見 て い

るの で あ る。 従 っ て技 術 は有 機 的 自 然 に対 立 す る もの で は な く,技 術 の 根 底 に

自然 的 な もの が あ り,逆 に 自然 の深 奥 に技 術 的 な もの が見 い だ され るの で あ る。

カ ン トの 「判 断 力 批 判 」 の 中 に世 界 成 立 の根 源 と して の 技術 につ い て か い ま

み た 後,具 体 的 な機械 技 術 を デ ッサ ウ ェ ル の技 術 哲 学 の 中 に探 っ て み よ う。 カ
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ン トの 具 体 的 な技 術 が 手 工 芸 に留 るの に対 して,デ ッサ ウ ェ ル の 技 術 は 機 械 技

術 の ダ イナ ミズ ム を捉 え,そ れ を カ ン トの 経 験 科 学 の 王 国,意 志 と道 徳 の 王 国,

美 と 目的 の 王 国 の上 に,新 しい第 四 の 王 国 を打 ち建 て る も の と して い る。 デ ッ

サ ウ ェ ル に よ れ ば,技 術 は人 間 の側 の 目的 と 自然 の 側 の 機 械 的 因 果 性 と を組 み

合 わせ る こ と か ら連 続 的 に生 じて く る もの で は ない 。 彼 は 技術 的 作 業 に 固 有 な

本 質 は,"質 との 出 会 い""質 の 発 明""質 の 獲 得"と も言 うべ き新 しい契 機

の 中 に あ る と考 え る。 技 術 の 中核 を な して い る,こ の 新 しい 質 の発 明 は,人 間

の側 がつ く りだ す もの 古 は な く,ま た 自然 必 然 性 の 側 か ら生 ず る もの で も な く,

突 然 に襲 う出 会 い で あ る とい う。 そ れ は,我 々 を越 え,ま た 自然 を も越 えた 技

術 の 第 四 王 国 の 中 に予 め 確 立 して い る も の との 再 会 で あ る と彼 は主 張 す る。 カ

ン トの 三 つ の 王 国 を継 承 して,デ ヅサ ウ ェル は この 技 術 の 予 定 され た解 決形 態

の 総 括 を第 四 王 国 と名 づ け た の で あ る 。

技 術 的 対 象 は,自 然 的 素 材性 の 背 後 に 人 問 の 精 神 を 潜 め て お り,そ れ は理 念

で あ りな が ら,日 常 の 現 実 空 間 の 中 に 実現 さ れ る もの で あ る。 従 っ て 自然 的 対

象 と同 じ対 象 で あ りな が ら,そ ζ に人 間 の 目的 を含 ん で い る もの で あ る。 そ れ

故,デ ッサ ウ ェ ル は カ ン トの 保 留 した"物 自体"が,こ の 第 四 王 国 に お い て発

見 され る とい う。 しか も 技術 的 世 界 は,物 自体 との再 会 で 終 る こ と な く,歴 史

的 社 会 的 な人 間 の 創 造 の 中 に,人 間 が圧 倒 さ れ改 変 さ れて ゆ く世 界 と して 捉 え

られ な けれ ば な らな い。 それ は,宇 宙 自身,人 間 を越 え,単 な る 自 然 的 宇 宙 を

越 えた真 の宇 宙,デ ッサ ウ ェ ルの 言葉 を使 うな ら,メ タ コ ス モ ス 自 身 の 顕 現 で

あ る。(PhilosophiederTechnik,s.9,s.10,s.32,s.50,s.52)

この よ うなデ ッサ ウェ ルの 考 え 方 は,カ ン トの 目的 論 を踏 ま え て い る。 技術

は,人 間 を も,自 然 を も包 み こ ん だ宇 宙 の 目 的論 的 な発 展 を基 礎 に考 え る こ と

に よ って,は じめ て首 尾 一 貫 した 洞 察 が な され る もの で あ る。
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2.技 術 の 美

技術 の ダ イ ナ ミズ ム を理 解 す る こ と に よ り,我 々 は技 術 が創 りだ す 新 しい美

を発 見 す る こ とが で き る。 目的 の 充足 と とも に あ ら わ れ て く る美,技 術 美 は,

自然 美 や芸 術 美 とは 異 な る もの で あ るaL'か し,そ れ は,美 の 追 求 の み を 目的

と した も の で は な く,環 境 を形 成 す る も ので あ る点 は 自 然 美 に似 て い る し,人

間 の 手 に よ っ て つ く られ る とい う点 は芸 術 美 に似 て い る。

尸技 術 美 は
,.成 程,目 的 の充 足 に よ る有 用性 の 顕 現 と強 く結 びっ い て い る,が,

そ れ は役 立 て ば美 しい の だ とい う方 便 的 な もの で は な い 。 明確 な 目的 を持 った

技 術 文 明 の 中 で,物 自体 に 出 会 お う とす る努 力の 中 に 生 ま れ て く る も ので あ る。

技 術 美 が幾 何 学 的 形 態 によ って 表 現 され る こ と が 多 い の も,そ れ が無 駄 な 装飾

を省 い て い て機 能 的 で あ る とい う理 由 か らば か りで は な い。 幾 何 学 に お け る円

や 直 線 は,人 間 の 理 念 で あ る と同 時 に,紙 の 上 に描 か れ た 客 体 で あ る 。物 自体

を貫 い て い る幾 何 学 的 形 態 に対 す る志 向 が あ る か らで あ る。 物 自体 との 出 会 い

が 自然 形 態 の 中 に埋 没 して しま うこ との ない 幾 何 学 的 形 態,理 念 的 形 態 を と る

こ とを要 求 す る か らで あ る。

竹 内 敏 雄 氏 は,こ の技 術 美 の 問題 に関 して 次 の よ うに述 べ て い る。

「技 術 的 使 用 対 象 が美 で あ る た め には ,実 際 に 有 用 で あ る こ と を必 要 とせ ず,

た だ 有 用 で あ るよ う にみ え る こ と,有 用 な も の と して 現 象 す る こ とが 問題 な の

で あ る」。(現 代 芸 術 の 美 学,88頁)

我 々 は,技 術 美 に関 して,有 用 で あれ ば美 しい と言 っ て終 る こ とは で きな い 。

が,同 時 に竹 内氏 の,機 能 性 の表 現 と しての 技 術 美 の 定 義 に も満 足 す る こ'とは

で き ない 。

機 械 技 術 の登 場 は,こ れ まで の 美 の カ テ ゴ リー カ・ら測 る こ との で き な い新 し

い 美 を生 み だ した 。 しか し,技 術 美 の 問 題 は 表現 す べ き新 し い対 象 が 登 場 した

こ と に終 る もの で は な い。 機 械 技術 の 隆 盛 が 人 間 の 感 受 性 を変 容 せ し めて い る
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こ と の方 が重 要 で あ る 。技 術 美 は我 々 を取 り巻 く技 術 的環 境 の側 か ら一 方 的 に

成 立 して く る もの で は あ り得 な い。 科 学 技術 の 発 達 が 直 接 に機 能 美 を誕 生 させ

た と い うよ り,科 学 技 術 の進 展 と と も に 我 々 の 中 に育 ま れて きた機 能 に対 す る

感 受 性 が そ の 成 長 を促 した とみ るべ きで は な か ろ うか 。

河 本 教 授 は,機 能 的 セ ンス を この 機 械 技術 的環 境 の 中 か ら生 ま れ た特 殊 なセ

ン スで あ る と説 明 し,そ れ を実 生 活 へ の展 望,理 想 を見 いだ す セ ンス で あ る と

して い る 。 そ して,機 能 的 セ ン ス に よ っ て 見 い だ され る美 は,生 活 を眺 望 す る

こ と か ら生 ず る もの で あ り,そ こで 感 得 され る機 能 美 は,実 生 活 上 の 意 味 や 概

念 と不 可 分 に 結 びつ い て お り,カ ン ト以 来 我 々 が理 解 して きた絵 画 や 彫 刻 に お

け る美(SchonheitohneInteresse)と は異 な る も の で あ る と教 えて くれ る。

カ ン トに よれ ば,美 の判 断 は 主 観 的 合 目的 性 に よ っ て 行 な わ れ る も の で あ り,

客 観 的 合 目的 性,即 ち対 象 の 有 用 性 と完 全 性 と は美 の 判 断 に 関 わ りな い の で あ

る。 しか し,有 用 性 が そ の もの の存 在 と表 象 に滲 透 して い る技術 的 所 産 に お い

て,カ ン トが 定 義 す る と こ ろの 趣 味 判 断 の 美 の み を取 りだ して 論 ず る こ と は難

しい 。 有 用 性 を軸 と して い る技 術 的 所 産 に お い て は,常 に そ の 完 全 性 が問 題 で

あ る 。座 り心 地 の悪 い椅 子,切 れ味 の悪 い剃 刀 は,我 々 を不 快 に す る に充 分 で

あ る。 カ ン トの 生 きた 時代 に あ っ て は,概 念 を通 し て間 接 的 に しか理 解 され な

か っ た 有 用 性 と完 全性 とは,急 速 に進 展 す る技 術 環 境 の 中で 直 接 感 覚 的 に捉 え

られ る よ うに な っ て きて い る の で は な い だ ろ うか 。

機 能 美 に関 して は,趣 味 判 断 の場 合 の 美 の無 関 心 性,概 念 に関 わ,らな い普 遍

妥 当 性 と い っ た もの は あて は ま ら な い。 む しろ,逆 に,生 活 に対 す る関 心 と意

昧 の 問 い か け の 中 に,こ の 技 術 的世 界 を積 極 的 に生 きて ゆ こ う と し た時 に,は

じめ て 理 解 さ れ る もの で あ る とい え る。 機 能 美 の 妥 当性 は,機 能 的 効 果 の 及 ぶ

範 囲,人 聞 的 意 味 の理 解 さ れ る範 囲 に限 定 され る。 この よ うな機 能 美 は,芸 術

作 品 の 中 に表 わ れ た無 限 定 な豊 饒 な美 に比 して,人 間存 在 の 合 理 的側 面 を一 方

的 に お しだ して い る観 が あ る。 人 間 の 非 合理 的 な側 面,そ の 実 存 的 契 機 が デ ザ
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イ ン所 産 の 中 に表 現 され る こ とは難 しい 。 しか し,そ れ故 に デ ザ イ ン所 産 を人

聞存 在 の根 源 に迫 り得 な い皮 相 な もの と速 断 す るの は 誤 りで あ る 。技 術 的 所 産,

デ ザ イ ン所 産 が現 実 の 生 活 空 間 の 中 で 一 定 の行 為 を可 能 にす る媒 介 者 で あ る こ

と に注 目す る な らば,デ ザ イ ン所 産 が 形 成 す る空 間 こ そ,我 々 の現 実 存 在 の 場

で あ る こ と に気づ くだ ろ う。

芸 術 作 品 の豊 饒 な美 の 秘 密 は,芸 術 家 の創 造 体験 の うち に 内 在 して い る。 我

々 は芸 術 作 品 を媒 介 に創 作 者 と しての 芸 術 家 の 実 存 に,追 体 験 を通 して迫 り う

るの み で あ る。 しか しデ ザ イ ンの鍵 は我 々 生 活 主 体 者 自身 の 中 に あ る 。 デ ザ イ

ン所 産 を通 して 行 為 す る我 々 の"事 が うま くゆ きそ うで あ る"と い う機 能 的 セ

ンス を満 足 させ て くれ る快 活 な感 動 こ そ,デ ザ イ ンの 美 を成 立 せ しめ て い る も

の で あ る。 デザ イ ンの 美 は使 用 者 の行 為 の う ち に成 就 す る もの で あ る。 デザ イ

ナ ー は使 用 者 の そ の よ うな体 験 を予測 しな が ら制作 す るの で あ る。

現 代 人 が お し なべ て 「技 術 的 実 存」 と して運 命 づ け られ て い るの は,合 目的

的 計 算 と合 目的 的 作 用 を もっ て 生 産 機 能 を完 遂 す る こ と を生 活 の原 理 とせ ね ば

な らな い か らで あ る と い う。(竹 内敏 雄 現 代 芸 術 の美 学,4頁)。 しか し これ か

らの 時 代 を生 きる人 間 の 技術 的 実 存 に と って は,生 産 機 能 以 上 に消 費機 能,使

用 機 能 が 問 題 と な って ゆ くで あ ろ う。

デ ザ イナ ー がつ く りだ す も の も,デ ザ イ ン作 品 で は な く,デ ザ イ ン所 産 を媒

介 と し た機 能 と,生 活 の 方 向 づ けで あ る。 デザ イ ン所 産 を特 徴 づ け て い る の は,

使 用 者 が そ の機 能 の脈 絡 に沿 って 行 為 す る使 用 プ ロセ ス で あ る。 従 って,我 々

が デ ザ イ ン にお け る創 造 性 の 問 題 を技 術 の側 か ら ア プ ロ ー チ し よ うとす る場 合

に も,生 産 の 技術 と そ こ か ら生 ま れて きた 技術 美 につ い て 云 々 す るだ け で は 充

分 で は な い 。使 用 技術 と その プ ロセ ス の 中 に体 験 され るデ ザ イ ンの 美 の特 殊 性

につ い て も検 討 を加 えな け れ ば な らな い 。 この 使 用 技術 こ そ現 代 技 術 を特徴 づ

け て い る も ので あ る 。
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3.第 二 の 技 術

カ ン トの 時 代 の 技 術 は 手 工 芸 で あ り,デ ッサ ウ ェ ル の 時 代 には 機 械 技 術 に変

っ た。 しか し現 在,機 械 技 術 も,更 に新 しい局 面 を迎 え た。 デ ッサ ウ ェ ル の 主

張 す る,自 然 を人 間 の理 念 に よ っ て貫 く技術 を第 一 の 技術 で あ る と した ら,新

しい技 術 は 第 一 の 技 術 が生 み だ した機 械 的 技 術 を再 び 人 間 の 側 に ひ きつ け る第

二 の技 術 で あ る。 ヒ'.

この 第 二 の 技 術 にっ い て の 説 明 を,情 報 論 か ら美 学 を論 じた マ ック ス ・ベ ン

ゼ の 言 葉 の 中 にみ つ け る こ とが で き る。 〆

ベ ンゼ は 技術 を二 種 類 に分 けて 説 明 し,彼 に よ れ ば,ひ とつ は ニ ュ ー トンの

法 則 に よ っ て 支 配 され て い る古 典 的 機 械 的 世 界 の技 術 で あ り,そ の 生 産 は 労 働

や エ ネ ル ギ ー で あ り,物 質 的世 界 に向 け ら れ て い る。 そ の 典 型 は ア ル キ メ デ ス

の 挺 子 で あ る。 い ま ひ とつ は,フ ァ ラデ ー とマ ック ス ウ ェ ル の法 則 に よ って 支

配 さ れ て い る熱 力学 と量 子 論 の 世 界 の技 術 で あ る。そ れば 情報 とコ ミュニケ ー シ

ョンの 生 産 を 行 な うも ので,次 第 に我 々 の 意 識 と精 神 の 行 為 に侵 入 して きて い

る もの で あ り,そ の典 型 に パ ス カ ル の計 算 機 が考 え られ る,と して い る。

(Aesthetica,s.189)

ひ とつ の技 術 的 所 産 の誕 生 は,直 ちに使 用 の た め の 意 識 操 作 を必 要 とす る。

操 作 を 司 る こ の 意 識 機 能 が,次 に は技 術 の 新 しい場 と して 登 場 して く る こ と に

不 思 議 は な い 。 サ イバ ネ テ ィ ッ ク ス の原 理 が,非 常 に短 期 間 に,機 械 にお け る

自動 制 御 装 置 と して,情 報 産 業 の 躍 進 と して,経 済,経 営,そ の他 の 領 域 に お

け る コ ン ピュ ー タの 使 用 と して,多 方 面 に滲 透 し,各 分 野 で 画 期 的 な成 功 を収

め て い る こ とは 注 目 に値 す る。 こ れ は,各 分 野 で 機 械 生 産 技 術 の 恩 恵 が 充 分 に

行 き渡 り,新 しい 技 術 の誕 生 が俟 た れ て い た こ との証 しで あ ろ う。

さて,デ ザ イ ン所 産 は一 般 に,単 な る 技術 的 所 産 と区 別 す る こ と が可 能 で あ

る。 そ の場 合,デ ザ イ ンは,自 然 必 然 性 と人 間 の側 の 目的 と を媒 介 す る こ と に

一30一



よ っ て 生 ま れ た技 術 的 所 産 を,そ の 使 用 に際 して更 に人 間 の 側 に ひ きつ け る た

め の 第二 の 技術 で あ る と い え る。現 代機 構 の 中 で は,デ ザ イ ン制 作 が 技術 的 所

産 の生 産 分 野 と緊 密 に結 びつ い て い る ため,し ば しば,デ ザ イ ン とは 生 産 プ ロ、

セ ス の 一 領 域 で あ る と勘 違 い され て い る。 しか し,デ ザ イ ンの 問題 は 使 用 プ ロ

セ ス の 中 に あ り,た と え,そ れ が現 代 の 企 業 の生 産 プ ロ セ スで 計 画 され る も の

で あ つて も,志 向 す べ き と こ ろ は生 活 の 場 の 中 の 具 体 的 な使 用 操 作 の段 階 で あ

る。

先 に論 じて きた機 能 美 の 特 殊 性 も,第 二 の 技 術 と して の デ ザ イ ンの 立 場 か ら

考 えて み る と更 に は っ き りす る。 デ ザ そ ンの美 は,制 作 者 の 手 か ら創 りだ され

る も の で あ る よ り,む し ろ使 用 者 の 意 識 操 作 の 中 に密 む もの の よ うに 思 わ れ る。

デザ イ ンの 美 の うっ ろ い や す さ も,そ れ が使 用 者 の 意 識 と社 会 の要 求 の 変 化 の

中で 測 ら れ る もの で あ る か らで あ る。

我 々 は,「 機 能 美 は,そ の機 能 的 合 目的 性 そ れ 自身 の た め に喜 ば れ るの で は

な く,そ の 表 現 と して の 形 態 化 に は じめ て 機 能 美 が成 立 す る」(美 学 新 思 潮 講

座 第 四 巻,47頁)と い う竹 内氏 の機 能 美 と は違 った 機 能 美 の あ りか を探 して き

た。 表現 と して の 形 態 化 か ら生 ま れ た機 能 美 は,鑑 賞 者 の 眼 を固 定 し,そ の 心

を感 動 の うち に沈 潜 させ な け れ ば な らな い。 し か し,現 実 の 生 活 の 中 で 我 々 が

触 れ る機 能 美 は,環 境 の 全 体 構 造 の 中 で 我 々 を 勇 気 づ け,行 為 へ とい ざ な う美

で あ る。

自 ら が デザ イ ナ ー で あ る ナ ギ ー の 言 葉 は,的 を得 て い る。 「日常 の 使 用 を 目

的 と した も の は,決 して 聖 な る器 で も な け れ ば,熟 視 す べ き対 象 で も な い。 ま

ず 第 一 に そ の機 能 が 十 分 で あ る と同 時 に環 境 と も大 切 な 関係 を持 って い な け れ

ば な らな い」。(TheNewVision,p.30)日 常 の使 用 機 能 を 目的 と した もの

は,熟 視 され るべ き対 象 で は な く,人 間 の 行 為 に よ っ て 乗 り越 え られ るべ き対

象 で あ る。 使 用 す る人 の意 識 をそ こ に凝 結 して しま う己 と を許 され ない 機 能 的

デ ザ イ ン所 産 の美 は,乗 り こ え ら れ るべ き対 象 の 中 に表 現 さ れ た機 能 性 で も な
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い し,ま た そ れ を静 観 的 に眺 め る我 々 の認 識 能 力 の調 和 で も な い 。 造 形 芸 術 に

関 す る美学 の 問 題 は,一 般 に美 を視 覚 上 に限 定 す る こ と にお い て 成 立 して い る

わ け で あ るが,デ ザ イ ンの 美 は そ こ に固 定 して しま う こ と はで き な い 。 デ ザ イ

ン固 有 の機 能 美 は,む し ろ外 観 の形 態 の 知 覚 が終 っ た と こ ろ か ら は じ ま るの で

あ る。

機能 美 は享 受 され る もの で は な く,体 験 され る もの で あ る 。 行 為 す る こ と の

中 につ く りだ され て ゆ くもの で あ る。 芸 術 の 美 が,イ メ ー ジ と して の 意 識 を行

為 を通 して 形 へ と具 現 さ れ る の とは 対 照 的 に,デ ザ イ ンの美 は,形 の 美 し さが

行 為 へ と い ざ ない,や がて 意 識 の 中 へ 解 消 され て しま う もの で あ る。 デザ イ ン

所 産 の 形 態 は完 全 に計 画 され た もの で あ れ ば あ る程,使 用 プ ロセ ス に お い て そ

の 形 態 は我 々 の 意 識 の 奥 へ と消 えて ゆ く。私 の 手 が身 体 の 一 部 と して の 手 で あ

り,万 年 筆 が物 と して の実 体 性 を持 っ て い る限 り,私 の 書 く とい う行 為,万 年

筆 の書 く とい う機 能 は完 成 さ れ な い 。私 の 手 が消 失 し,万 年 筆 の形 態 も消 え て

唯 私 の 中 に あ る思 い が 文字 と な っ て 方眼 を埋 め て ゆ く時 に,私 の 手 と万 年 筆 は

そ の機 能 を最 高 に発 揮 した の で あ る。

逆 に健 康 を損 っ て い る時,人 は最 も機 能 的 で あ るべ きはず の 自分 の 身 体 を重

っ苦 しい実 体 感 で と ら えて い る 。 だ る い腕 を あ げて 書 棚 の本 を取 る 時,私 は 腕

を機 能 に対 す る抵 抗 の 重 さに 自 分 の 身 体 で あ る よ り,自 分 の 意 志 を拒 絶 す る物

体 と して 感 じ るの で あ る。

我 々 は無 数 の 存 在 物 に取 り囲 ま れて い る。 そ れ らすべ て を熟 視 す べ き対 象 と

して 捉 えて い た ら,疲 れ切 っ て しま うか,悪 くす る と気 違 い に なっ て し ま う。

サ ル トル の小 説 「嘔 吐 」 の 主 人 公,ロ カ ン タ ン を襲 う嘔 気 と は,健 康 な現 代 人

が共 通 に具 えて い る機 能 的 セ ン ス を水 先 案 内 に対 象 を乗 り超 えて 行 為 す る こ と

を忘 れ て し ま っ た現 代 知 識 人 の 弱 さの シ ン ボ ル で な くて 何 で あ ろ う。

ア ンチ テ ア トル の劇 作 家,イ オ ネ ス コの 「新 しい 下 宿 人 」 も,そ ん な現 代 人

を諷 刺 して い る。 新 しい 下 宿 人 の部 屋 に家 具 が納 め ら れ る。 次 々 と運 ば れ て く
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る椅 子,机,テ ー ブ ル,洋 服箪 笥,靴 箱,等 々 の 中 に人 間 の姿 は か き消 され,

明 か る さ を増 した 照 明 の 中 で 積 み あ げ られ た家 具 が 生 き生 き と そ の存 在 を主 張

して い る。

我 々 は それ が何 で あ る か,如 何 な る機 能 を持 っ て そ こ に存 在 して い る か を知

らず に,そ の 物 の 存 在 に無 関 心 に な る こ と は で き な い。 針 の 無 い時 計,座 る こ

と を拒 否 す る椅 子,目 的 を持 た な い オ ブ ジ ェ は,否 応 な く存 在 の領 域 に お い て

我 々 と関 わ り合 う。行 く手 を遮 る異 様 な 自 然石 は,ロ カ ン タ ンが,マ ロ ニエ の

木 の根 に感 じた と同 じ吐 気 を 我 々 に催 させ る か も しれ な い。 しか し,右 に文 字

が刻 ま れ て お り,そ れ が墓 石 で あ っ た な ら,我 々 は そ こ に眠 る故 人 に黙 祷 を捧

げ な が ら通 り過 ぎ るで あ ろ う。 人 の 手 に よ って 意 味 を定 め られ た 石,墓 石 は 決

して 我 々 を そ の存 在 を も って 脅 かす こ と な く,我 々 は そ の石 を媒 介 に して 惹 き

起 さ れ る一 定 の 行 為 の う ち に安 ら うで あ ろ う。

カ ン ト美 学 に お い て,実 在 へ の 関心 を捨 て 去 っ た 時 に美 的 享 受 が 可能 と な っ

た よ う に,実 在 へ の 固執 を離 れ た時 に,は じめ て 人 問 的 意 味 が明 ら か に な るの

で あ る。 自動 車 は物 と して の 存 在 性 を捨 て て動 きは じめ た 時 に,移 動 と い う人

聞 的 意 味 を完 成 す る と同 時 に,そ の機 能 美 を充 全 に開 示 す るの で あ る。 家 屋 は

建 物 自体 の 物 体 性 を希 薄 に して ゆ くに従 い,人 間 的 目.的,居 住 を露 わ にす るの

で あ る。 技 術 的 所 産 にお い て は,物 の 存 在 か ら人 間 的 意 味 を抽 き出 して く る こ

とが 必 要 で あ る。 同 時 に,技 術 的 所 産 は我 々 人 間 が技 術 の 系 の 中 に入 り こ ま な

い 限 り,言 い換 えれ ば,人 間 が技術 化 し ない 限 り,そ の 意 味 を 開示 しな い 。機

能 美 を体 験 す るた め に は,機 能 的 セ ンス を水 先 案 内 に現 代 の技 術 的 環 境 の 中 に

雄 々 し く生 きる こ と が必 要 で あ っ た こ と と同 様 であ る。

自動 車 は 人 間 的 理 念 に よ っ て貫 か れ た もの で あ り,人 間 の客 体 化 され た もの

で あ り,そ れ 自体,人 間 で あ る。 逆 に そ れ を運 転 す る人 間 が 自動 車 と な ら な い

限 り,自 動 車 の 人 間的 意 味,即 ち走 る と い う機 能 を発 揮 させ る こ とは で き な い,

使 用 プ ロ セ ス を完 成 す る た め には,そ れ は同 時 に機 能 美 を 充 全 に体 験 す る こ と
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で も あ る が,そ の た め に は我 々 が技 術 の 系 の 中 へ,即 ち技 術 的 所 産 の 形 成 す る

場 の 中 へ 降 り立 っ こ と が要 求 され る。 そ して この 技術 的 な場 の 中 に あ って は,

人 間 も また 従 来 の 実体 性 を失 な っ て,機 能 的 連 関 の 中 へ と消 失 され るべ き一 個

の 物 と化 す る ので あ る。

4.技 術 の 場 と社 会 技 術

人 間 が 唯 一 的 な尊 厳 性 を失 な っ て機 能 的 連 関 の 中 に消 失 したn,我 々 は唯 ひ

た す ら技術 的環 境 の苛 酷 な人 間 疎 外 の状 況 を歎 か な けれ ば な ら な い の で あ ろ う

か。

否,人 間 と技 術 的 所 産 が相 互 に滲 透 しあ う場 の あ り方 を前 提 とす る こ と な し

に は理 解 で き な い技 術 的 状 況 に示 唆 を与 え る も の と して,日 本 古 来 の 行 為 的 芸

術 が あ る 。茶 道 を例 に とっ て み る と,こ こ に は い わ ゆ る芸 術 作 品 は存 在 しな い 。

強 い て 言 えば,名 器 を使 用 しな が らの行 為 そ の もの が 芸術 的 所 産 で あ る。 こ の

行 為 は茶 道 具 の 物 体 性 を剥 奪 して 機 能 的 連 関 の 中へ 消 失 させ な が ら,人 間 自 ら

が 茶 道 具 の側 か らの 要 求 に従 って 物 質的 形 式 の 中 に 消 え た時 に生 ま れ て くる も

の で あ る。 い わ ば そ う した,人 間 と物 との 出 会 い の 存 在 論 的 な場 を形 成 して い

るの が茶 道 の 美 で は な か ろ うか 。 こ の場 に お い て 人 間疎 外 を云 々す る もの は い

な い。 逆 に,人 間 が茶 道 具 に よ って 指 し示 さ れ,い ざ な わ れ た 機 能 的 連 関 の 中

に安 ら う時,人 間 存 在 が 開示 さ れて く るの で あ る。 日本 の 芸 道 は,道,修 道 で

あ り,こ の悟 りの 境 地 を求 め た もの で は な か ろ うか 。

茶 室 の 中 の 茶 人 の 手 の 中 に在 る器 も,あ るべ き と こ ろ に安 ら っ て い る。 そ し

て その 機 能 を 充 全 に果 して い る。 ハ イ デ ッ ガ ー が,存 在 の 中 に安 ら うもの こ そ

が 有 用 で あ る,(美 学 新 思 潮 講座 第 一 巻,68頁)と い った の も,こ の よ うに 考 え

て くる と よ く理 解 され る。
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技 術 的 所産 は徒 らに現 代 技術 の 先 端 を衒 う も ので あ っ て は な ら な い。 その よ

うな もの は我 々 に生 活 の場 の 中 に解 消 した機 能 を指 し示 す ど こ ろ か,逆 に生 活

の場 か ら浮 き上 つた あ ま り に メ カ ニ ッ クな風 貌 故 に,無 気 味 な 存 在 感 で 我 々 を

脅 す で あ ろ うか ら。 機 能 的 な もの,即 新 しい も の,機 械 的 な もの と決 め て しま

うの は 間違 い で あ る。 古 い もの,そ の 風 土 に根 ざ した も の は,ス タ イ ル が非 機

能 的 に見 えて も,そ の 地 の 生 活 の 中で は極 め て 機 能 的 で あ る こ と が 多 い 。 ゴ ッ

ホ の 描 く古靴 は た と え そ の 先 が破 れ て い よ うと も,存 在 に安 ら って い る限 り機

能 的 で あ る。 茶 器 は形 が 古 く とも,茶 人 の 手 の 中 で その 存 在 を安 ら う限 り,機

能 的 で あ る。

我 々 に示唆 を与 え て くれ るの は,古 い 日本 の 行 為 的 芸 術 ばか りで は な い。 行

為 に 関 す る メ ル ロ=ポ ンテ ィの 新 しい研 究 も,生 物 の 行 為 が常 に全 体 的 状 況,

場 に お い て 成 立 す る もの で あ る こ とを示 して い る。 メ ル ロ=ポ ンテ ィは,刺 戟

・反 応 と い う実 験 心 理 学 の い わ ゆ る反 射 行 動 を 実験 室 の 中 で つ く りあ げ られ た

もの で あ る と し,生 活 圏 内 で の生 きた 行動 と は,全 体 的 な 生 活 状 況 に対 す る生

物 学 的 な反応 で あ る こ と を指 摘 して い る。 そ して更 に,刺 戟 を選 び と る側 に あ

る も の も,そ れ ぞ れ或 る運 動 の た め に 用 意 さ れ て い る 多 くの 解 剖 学 的 装 置 で は

な く,そ れ に依 存 す る反応 に一 般 的 性 格 を与 え る よ うな 調 整 系 で あ ろ うと推 察

させ る。(行 動 の構 造,112頁,162頁)従 って 生 物 の 存 在 は,生 物 体 と,状 況 の

中 に一 般 的 な脈 絡 を 見 い だ す よ う な調 整 系 に よ って 開 か れ る環 境 との 関 係 の 場

と レて理 解 さ れ る。生 物 に具 わ っ て い る この 調 整系 は,今 まで 本 能 とい う言 葉

で 言 い 表 わ さ れ て きた,自 然 に対 す る極 め て 機 能 的 な脈 絡 で あ っ た 。 我 々人 間

も生 物 で あ る限 り,技 術 的 な場 にお け る我 々 の 反応 は,状 況 の 物 理 的 特 殊 性 に

よ っ て よ り,生 物 学 的 法 則 に よ っ て 規 定 さ れ て い る と 考 え な け れ ば な らな い。

'従 っ て 技 術 所 産 と我 々 が形 成 して い る生 活 の 場 を貫 い て い る
,人 間 的,生 物 学

的 法 則 に適 っ た行 動 の 機 能 的 脈 絡 が重 要 な問 題 と な っ て い る。 技 術 的 な場 の 脈

絡 は,種 の ア ・プ リ オ リに よ って 決 定 さ れ た本 能 が繋 げ る もの で は な い。 機 能
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的 セ ンス が対 象 の 持 っ 意 味 を読 み 取 り,自 らの 眺 望 す る生 活 に即 しつ っ,繋 ぎ

変 えて ゆ くべ き もの で あ ろ う。 機 能 的 セ ン ス と は,技 術 的 環 境 に お い て,そ の

生 死 を握 る第 二 の 本 能 で あ る。 神 が 自然 環 境 と生 物 体 を本 能 とい う脈 絡 で繋 い

だ よ うに,我 々 は技 術 的 環 境 と人 間 精 神 を機 能 的 セ ンス を通 して 脈 絡 づ け な け

れ ば な らな い 。

生 物 に とっ て 自然 は本 能 を唯 一 の チ ャ ン ネ ル と した厳 しい環 境 で あ った が,

人 間 に とっ て は 多様 な解 釈 を許 す 母 な る 自然 で あ っ た 。 現 在 の 技 術 的 環 境 は人

間 の側 の解 釈 の 多様 性 を許 す 余 裕 は ない 。 しか し,技 術 の 飛 躍 的 な発 達,殊 に

第 二 の技 術,使 用 技 術,ソ フ トウ ェ ア技術 の発 達 は,我 々 自 身 の 多様 な生 き方

に よ っ て選 択 で き るソ フ トな技 術 環 境 をっ く りだ す こ と を可 能 に す るで あ ろ う。

我 々 の選 択 の 可 能 性 を 最 大 限 に生 か す の は手 工芸 的 装 飾 的 デ ザ イ ンで は な い 。

む し ろ機 能 的 な デ ザ イ ンで あ る 。装 飾 の 多様 さや 製 品 の機 種 の 多 さで は な く,

我 々 の 行 為 の 脈 絡 の 中 に こ そ,多 様 性 が あ るべ きで あ る。

こ こ まで,使 用 プロ セ ス が技 術 の 場 を前 提 とす る こ と を見 て きた の で あ るが,

この 技術 の 場 は個 々人 の 生 活 空 間 は勿 論,更 に集 団 の生 活 の 場 と して の社 会 全

体 を含 む もの で あ る。 技 術 や デ ザ イ ンが不 当 に批 判 され る場 合,そ れ は技 術 や

デ ザ イ ン 自体 の 問 題 よ り,技 術 や デザ イ ンの 場 で あ る社 会 の 問題 で あ る こ と が

多い 。 しか し,技 術 や デザ イ ン は,社 会 と切 り離 して 論 ず る こ と はで き ない 。

む しろ,こ れ か らの 技 術 や デ ザ イ ンは,社 会 と積 極 的 に関 わ り,自 らの 新 ら た

な責 任 に開 眼 し な け れ ば な ら な い だ ろ う。

デ ッサ ウ ェ ル は経 済 と技術 を峻 別 し,経 済 を技 術 を貶 め る もの と して 糾 弾 し

て いる 。 彼 に よ れ ば,一 般 に機 械 技 術 の 発 達 の結 果 生 じた と考 え られ る社 会 悪

は,す べ て経 済 に そ の 責任 が あ る の で あ る。(PhilosophiederTechnik,s,

24)神 に代 っ て 人 間 を重 労 働 の 苦 渋 か ら解 放 し,人 間 生 活 に現 実 的 な福 音 を も

た らす もの と して技 術 を考 え,そ の 発展 を希 求 す る デ ッサ ウ ェ ル に と っ て,そ

れ は 当 然 の帰 結 で あ つ た 。 しか し,経 済 は機 械 生 産 技 術 を更 に社 会 の 中 に組 み
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入 れ る技 術 と して機 械 生 産 技術 を操 作 し,人 間 の 高 貴 な理 念 に よ っ て貫 かれ た

技 術 を台 帳 の 数 字 と して処 理 して ゆ くで あ ろ う。 そ れ ば か りで は な い 。 経 済 成

長 率 の更 新 と い う数 字 の至 上 命 令 の 下 に,現 在,技 術 は豊 か な第 四王 国 を現 出

せ しめ る代 りに公 害 地 獄 の 中 に人 類 を滅 亡 せ しめっ っ あ るの で あ る。.

こ こで 我 々 は,デ ッサウ ェ ル の 技術 を更 に新 し・く捉 え な お さ な くて は な,らな

い 。 真 に技術 の第 四 王 国 と 出会 うた め,には,機 械 技 術 を 人 類 の二7ズ の 下 に ア

ゼ ス,メン トす る第 二 の 技術 を 考 え.なけ れ ば な ら ない だろ うポ 怯..二

'三 木 清 は
,技 術 を正.し く1人間 福祉 の た め に再 編 成 す る社会 技 術 の 問 題 を早 く'

か ら取 りあ げ て い た 。/厂 ㌃'㌦ 、,、.,一 ・.,

「大 切 な こ とは 技術 の計 画 化 で あ る 。 しか る に技 術 を馴 らす と い う こ とは そ

れ 自身 ま た ひ とっ の 技 術,自 然 科 学 技 術 で な くて,社 会 科 学 的 技 術 に属 す る こ

とで あ る。」(三 木 清 全 集 第7巻,280頁)

「技 術 の害 悪 が語 られ る場 合 ,そ の 技術 を支 配 す べ き他 の 技 術 の存 在 が忘 れ

られ て い る。 いわ ゆる 技術 時 代 の悲 劇 は,技 術 は単 に 自 然科 学 技 術 の み で は な

ぐ社 会 技術 と い うも の の 存 在 す る こ と,両 者 の 間 に は 因 果 的 に密 接 な関 係 が あ

る こ と,従 って 諸 技 術 の 間 に正 しい 目的 ・手 段 の 自律 的 ・依 存 的 関係 が樹 立 さ、

れ ね ば な ら ぬ こ どを理 解 しな い と こ ろ に あ る」。(同 上,282頁)一.

三 木 清 は,技 術 とは 主 体 の知 識 を基 礎 と して環 境 に対 す る働 きか けで あ る と

し,我 々 の環 境 で あ るの は 自 然 の みで は な く,社 会 も環 境 で あ る こ とか ら,自

然 に対 す る技 術 が あ る よ う に社 会 に対 す る技 術,社 会 技 術(Sozialtechnik)

が 存 在 す る と考 えて い る。 そ して 産 業 革 命 の結 果 と しで 生 じた 最 も 困難 な 問 題

が 社 会 問題 で あ る こ と を 考 え る と,む し ろ社 会 的 政 治 的 技 術 が現 代 の 技術 ど し

て 特 に重 要 で あ る と して い る。

技 術 は 人 間 を疎 外 に追 いや っ た 。 その疎 外 か ら人 間 を救 い技 術 を も う一 度 人

間 化 ず るの も,技 術 を措 いて 他 に は な い。 そ の技 術 は物 の メ カ ニ ズ ム に関 わ る

技 術 で は な く,人 間 と社 会 に 関 わ る技 術 で あ る。
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三 木 清 の 提 案 が具 体 的 に社 会 工 学 と い う学 問 と して登 場 す る た め に は シ ス テ

ム 工 挙 の 発 達 が 必 要 だ っ た。SocialEngineeringま た,Applicationof

SystemEngineeringforSocialProblemsと して 米 国 に発 達 し,社 会 問 題,

都 市 改 造 等 を 中 心 に外 交 問題 に まで応 用 され て い る社 会工 学 の 誕 生 は,現 代 の

多様 化 し深 刻 化 した 社 会 ・政 治 の 問 題 が政 治 家個 人 の判 断 で 解 決 で き る枠 を越

え,工 学 的 な操 作 を必 要 と した か らで あ る。 この よ う に多様 化 した 現 代 社 会 の

中 で,お 互 い の 幸 福 に抵 触 しな い 社 会 福 祉 の 道 を みつ けだ す た め には 綿 密 な分

析 と操 作 技 術 が 必 要 で あ る。 技術 を社 会 的 に コ ン トロ ー ル す る と と も に,社 会

を技術 的 に コ ン トロ ー ルす る こ と が必 要 に な って きて い る。

お わ り に

社 会 技 術 が人 々の 生 活 を真 に豊 か な も の とす る時,そ れ は工 学 と い う な まの

技術 で は な く,即 ち,操 作 す る側 の 技 術 と してで は な く,文 化 とい う生 活 主 体

者 の 生 活 技 術 の 総 括 と して 考 え ら れ な け れ ば な ら ない だ ろ う。 宗 教 や 封建 的 な

道 徳 規 範 に よっ て 生 活 の 枠 組 を確 保 して い た 時 代 で は な い現 代 の 新 しい生 活 の

主 体 性,そ れ は 生 活 を設 計 し,デ ザ イ ン して ゆ く行 為 の 中 に育 ま れつ つ あ るの

で は な い だ ろ う か。

か っ て不 条 理 な 自然 の猛 威 の 前 に無 防備 な生 活 を して い た時,人 間 は宗 教 や

哲 学 を操 作 不可 能 な環 境 と して の 自然 に対 す る技 術 と して 使 用 した。 自然 の 合

目的 性 とい う概 念 も不 可 知 的 な 自然 を,一 個 の完 全 な連 関 を保 つ よ う な経 験 に

達 す る た め に,人 聞 が用 い た 技 術 で あ る こ と をみ て きた。

宗 教 や哲 学 は 現 実 空 聞 の 変 革 よ り,む しろ感 情 の ダ イ ナ ミズ ムの 合 理 化 の 中

に平 安 を求 め て きた 。禁 欲 で は な く,欲 求 を現 実 の 高 度 技 術 社 会 の 中 へ 開 放 す

る だ け の生 活 技 術 を各 人 が持 つ こ と に よ っ て,生 物 学 的 な基 本 的 な 人 間 性 を保
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障 し て く れ る 社 会 を っ く っ て ゆ く こ と が 必 要 な 時,デ ザ イ ン儲 そ の 有 効 糞態 度

と な る の で は な か ろ う か 。 優 れ た デ ザ イ ン の 論 理 を 提 示 し た 人 々 が,デ ザ イ ン

を デ ザ イ ン形 態 の 制 作 に 限 定 し て し ま う こ と な く,喜 び の あ る 生 活 を 可 能 に す

る 技 術 と し て,或 い は 技 術 的 世 界 を 生 き る た め に 現 代 人 が 持 た な け れ ば な ら な

い 生 活 の 態 度,生 活 の 哲 学 と し て 考 え た こ と は 我 々 を 勇 気 づ け て く れ る 。

デ ザ イ ン の 創 造 性 は,デ ザ イ ン所 産 の 創 造 の 中 だ け で な く,ひ と り ひ と り の

人 間 の 生 活 の 創 造 の 中 に,そ し て そ れ ら が か ら み 合 っ て 創 り だ す,自 然 を 越 え

た 新 し い 王 国,メ タ コ ス モ ス の 創 造 の 中 に 存 在 す る の で あ る 。
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メル ロ=ポ ンテ ィ 「行 動 の構 造」 滝 浦静 雄 ・木 田元 訳 み す ず書 房

ハ イ デ ッガー 「技術 論 」 小 島威 彦 ・アル ム ブル ス ター 訳 思 想社
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