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　　In　the　present　paper，　the　 author 　has　dealt　 with 　the　Japanese　word 　of　
c‘Kagaku −Gijutsu”，’．　e，，

“Science　and

Technology”as　 the　 theme　 of
“
a　 discussion　fbr　 understanding 　 the　 histo童）’ of 　 science 　 and 　technolog ジ．　 The

“Kagaku −Gijutsu”is　the　essential 　element 　we 　bunt　up 　to　live　our 　modem 　society ．　The　word 　of
‘‘1（agaku −G ヶ躍 5 ジ

denotes　the　combined 　meaning 　ofboth 　science　and 　technology，　and 　has　been　used 　in　Japan　from　1940s．　The　history　of
ccKagaku −Gi

’
utsu

”is　described　f｝om 　its　development　process，　its　effects 　on 　the　society 　and 　industry，　and 　so　on ，　The　aim

of　the　paper　is　to　make 　clear　the　background　of　the
“Kagaku −G ヴ躍 ∫π

”
，　then　to　 easily 　 understand 　the　history　 of

‘tKagaku −Gヴ躍3μ
” ．　The　author

，
　therefbre

，
　has　discussed　about 　the　fundamentals　of　history，　science 　and 　technology 　and

‘‘Kagaku −G ヴ躍 ∫麗
”．　The　present　paper　wm 　be　an　extensive 　gatcway　to　the　history　oftechndogy 　ofl ，K ，BruneL

κ剛 肋 廓 ： Wakaruka ，　History，　Kagaku −Gijutsu，　Science　and 　Technology，　Brunel

1．緒 言

　 「科学技術」 は現代社会 に おい て は必須の もの で ，私たちはその 恩恵の 中で 暮 ら して い る．科学技術 は ， 空気

の よ うな存在で，私 た ち は そ の 存在に気 が つ か ない よ うで もある
（1）・｛2）．科学技術を例えて ，妖怪 と呼ぶ 立 場もあ

る
（3）．しか し，「科学技術 」 に対す る感覚は，個人々 々 で 異 な り，「科学技 術」 は 分 か らな い もの と避けて し ま う

こ とす らあ る．一
般 家庭 にお い て も，今 日の 機器 ・製品は 高度 に 多様化

・複合化 した科学技術を べ 一ス と して 作

られ て お り，ユ
ー

ザ
ー

の 多くは その 中身 を 知 る こ とが 出 来 な い ．す な わ ち，そ うした 機器 ・製 品 の 作 り手 と使 い

手 に は，大 き なギャ ッ プが生 じて い る．

　科学技術 の 「こ れまで 」 の 発展は，科学 と技術が社会や産業と と も に造 り上げて きた歴史で もあ る．それは，
一

部 に は 「科学技術史」 と して 体系づ けられ る だろ う．技術史は，科学技術史の 範疇と言 え る が，三輪修 三
〔4）
は，

「技術史」 を学ぶ 意義 と して ，以下 の 四つ を 挙げ て い る．  広 が っ た 技 術分 野 の 発 展 （あ るい は 消滅）や分化 に

つ い て 知 る こ とが で き る．  技術 の 「創造 の プ ロ セ ス とダイ ナ ミ ズ ム 」 を知 る こ とが で き る．  技 術 と社会 と の

相互 関係 を歴史の 中で 見るこ とで現代を知 り，未来 へ の 手 掛 か りが得 られ る．  技術者 の 決断や行動，あるい は

個人 と して の 役割などを生きざま と して 学 ぶ こ と が で きる．三輪は ，技術史 を学ぶ意義 を述 べ る 前 に，冒頭 で ，

「現代技術は多様化 と専門 化が著し く，技術 の 全体像が見えに くくな っ て い る．」 と前置 き して い る．

　私 た ちの 暮ら し や 社会 に ，科学技術 が 如何に 大 きな 影響 を 与 え，しか もそ れ に は 不 備 が 多 い もの で あ る こ と を，

2011 年 3 月 11 日の 地 震 を原因 とす る 「東 日本大震災」 に よる 被害 と事故，そ して 混乱が それ を 明確 に示 した．

と同 時 に，科学技術 へ の 不信が，わが国ばか りで な く世界 に 拡大 して い る．今日の 社会は ， 科学技術分野 ばか り

で な く経済や経営の 分野 も複雑化 して い る．そ の た め か 不 祥事が多発 し，その 対策 と して ，コ ン プ ライ ア ン ス （法

令順守）やガバ ナ ン ス とい う言葉 とと もに，「見 え る化」 （み え る化）とい う言 葉が多用され て い る．しか し，こ

れ らは，一
つ の は や り言葉に な っ て お り真意 と して は伝 わ っ て い な い ．複雑 で 進 歩や 変 化 の ス ピードが 速 く，一

般的 に理解 不 能 に 陥 っ て い る科学技術 の こ れ か らの 展開 にお い て 重 要 な こ と は ，
「見 せ る」 や 「見 え る 化」 で は な
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く，む しろ 「分 か りや す く伝え る」 や 「分か る化 」 で は ない だろ うか ．

　以 上 の 観点か ら，本報 で は，科学技術 の 発展 の 歴 史を知 り，現在や 未来の あ る べ き科学技術 の 適用 に 関す る 方

向性 を，「科学技術史 」 と し て と ら え る 意義 と重要 性 にっ い て 述 べ ，い わ ゆ る 「科学技術史」 を，分 か りや す い も

の とす る 手 法 と して の 「分か る 化」 に つ い て 述べ る ．

2．科学技術史の本質

　 「科学技術史」 は 「科学史」 と 「技術史」 と比 較 し て み る と，ど ち らか と言 え ば，技 術史 に近 い が ，こ こ で 私

たちは 科学技術 の 歴史的解釈におい て ，「歴史」の もっ 本質につ い て確認 し なけれ ば ならない ．ボ パ ーが意味付 け

して い る が，「歴史 は，如何なる 目的 も，意味も持たない が，我 々 は 歴史に意味 を与 え る こ とが で き る．」 （5）
は，

科学技術史の 記 述 の 方法や科学技術 に 対す る視点 に つ い て の 前提 とな る．前述 した三 輪 の 「技術史」 に 対す る意

義づ け，現 時 の 技術 に 対 す る 見方 で あ り，意味づ け で ある と言 え る．

　 「科学技術史」 を と らえ る た め に は，「科学技術 」の 成 立 とそ の 発 展 に つ い て 注 意す る必 要 が あ る．わ が 国 で は，

「科学技術 」とい う用語 は，昭和 15年頃に 言及 され る こ とに なっ た が ，「科学技術 」の 適 用 は そ れ 以 前か らで あ り，

そ の 歴史 は そ の 先 に あ る．「科学技術 」 の 用語 と して の 公 式 の 成立 は，1940 （昭 和 15）年 8月 8 日の 「全 日本科

学技術団体連合会 （全 科技連）」 の 誕生時で ある
〔6）

と考えられ る．そ の 成 立 には，当時 の 背景 が 大 き な影響を与

えて い る が，そ の 重要 人 物の
一

人 に 宮本武之輔 （1892−1941）が い た．

　大淀昇
一〔7H9 ）

に よる と，国家 として 「科学技術」 とい う言葉を誕生 させ た 官僚 た ち，と くに コニ部省技術官僚 （土

木工 学） の 宮本 武 之 輔 の 発 言が科学技術行政 と科学技術 の 端緒 で あ っ た こ と を述 べ て い る．例 え ば 次 の 記 述 が あ

る．「最近はい ろい ろな人に話 し して 居ま す が，私 共 考 へ て ゐ る 点があ る の で す．それは言葉 で す が，私 共 は 『科

学技術』と云 う言葉 を使 っ て居 ま す．『科学』と 『技術』ぢ ゃ なくて 『科学技術』と云 う新 しい 熟語を創 ろう，斯

う云 うの で す．・・…　 所謂科学的 技 術 と云 うこ との 問題 に就 て 考慮 し なければな るぬ幾多の 問 題がある．さう

云 うもの を広 く引 っ くる め て 『科学技術』と云 う言葉 で 表はさうと云 ふ や うに して ， 今そ れ を使 ひ つ つ あ るの で

す．」 （10）

　本稿 で は，こ れ 以上 に科学技術 の 歴史を遡及 しない が，科学技術が 進歩と拡大す る 「技術連関社会 」に おける科

学技術に 対 す る評価 は，歴史を通 して の み行 うこ とが で き る の で あ るが，そ の 議論 は 別 の 機会に行 う．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．科学技術 と歴史 の 関係

　本稿 で は，「科学技術史の 分 か る化」 を 主題 に して い る の で，「分 か る化」 の 手法 に つ い て述 べ る．「分か る化 」

に は，  自らが 調べ ，知 ろ う，分 か ろ う とす る場合 と，  ある人 が ほ か の 人に 伝え，分か っ てもらう場合の ，二 つ が

あ るとい える．  で の 「分か る」で は，対象からの 情報の 抽出と理 解の 過 程 をた どるが，そ の 情報の 表現 に 関わ るだ ろ う．

  で の 「分 か る」で は，情報の 提供と相手 の 受容 に 関わる．  と  の 局面 は多くの 対象に 共 通 す るもの と言 え，対象 を科

学技術史に設定した 場合にも二 つ の 両面 は 共存する，

　「科学技術史の 分か る化」にお い て は，  と  の 立場，そ して 情報の 送 り手と受 け手 で の 意識 にお け る相違に よ っ て

“

分か る
” ，吩 か らな い

”
が 区別 され る．

　ま た ，歴史を対象とす る科学技術 （それ は 自然科学の 分野 ） と対 比 す る と，次 の よ うな相違が あ る（1］）．

　（a）「歴史は主 と して 特殊的で個別 的な もの を取 り扱 う．」 自然科学は，
一

般的で普遍 的な も の を取 り扱 う．

　（b）「歴史 は何 の 教訓 も与えな い ．」 歴史は過 去 と現在の 相互 関係が つ く りだす の で ，一辺 倒 の 記述 は教訓 とは

な りえ ない ．自然科学 は，次 の （C）と と もに 法則 が 教訓 と して の 予 測 が 可 能で あ る，

　（c）「歴史は 予 見 （予 言）す る こ と が 出来 な い ．」 自然科学 は，一
般的な法則 か ら推論す る こ とが出 来 る．

　（d）「歴史は 主観的に な る．」 歴史家は，対象 と自己が 互 い に相互 関係する の で
， 歴史記述 が 変動す る

　（e） 「歴史は 宗教上および道徳 上 の 問題 を含む ．」 自然科学 は エ ネル ギ
ー

法則 に 従 うな どそ うした 問題 は ない ，

　以上 の 点 を ま とめ て み る と，歴史 に 対する解釈 と記述 は，同時 1生と普遍陸を有 しない ．それは，ある時代 に お

け る歴史 の 解釈 は ， 別 の 時代 に お け る解釈 と は異 な る とい うこ とで ある．そ れ は，時代背景，政治 ・産業 ・経済
・
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社会や体制，あ るい は 文 化
・
文明 に よ っ て も異な る と い うこ と に もな る．した が っ て ，科学技 術 史は，と りわ け

仕会 との 関わ りを無視 して 語 る こ とは 出来ない ．

　最近，ヒ ッ グ ス 粒 子 の 発見の 確証 を 得 た とい う報道 は，そ れ は科学で の 偉業 で あ り．こ の 時点で は ま だ 社会 と

の 関 わ りが な い の で 「科学技術」 と は言 わ れ ない ．ま た，そ の 発 見 に は，科学技術 が 駆 使され たの で ある が，「技

術 」 で は な い ．技術 に お い て も，そ れ が 全 く個人的 な 場 合 に は，科学技術 とは 呼 ば れ な い ．科 学 技 術 史 と して の

解釈，そ して 「科学技術の 分か る 化」の た め に は ， こ うした 背景を押 さえて お く こ とが ， そ の
一

歩 とな る だろ う．

4．科学技術史の 分かる化 の 前提

　科学技術は，科学と技術の 両面 を有して い る．科学 （と りわ け 自然科学）に お い て は ， 実験 と実証 と い う行為

に よっ て確 か められ，それが 「成果 」 とな る．一
方，技術 の 成果 は，技術的な何か を行 う （適 用 す る） ときの 優

れ た 適応で あ り，そ れ は 自然や 人間，あ る い は社会 に お い て なされ る 実験 と検証 で あ る．しか も，そ の 成果 は，

後 日や後年 に，別 の 手 法 に よ り置き換 え られ る こ と を宿命 と し て い る．だ か ら と言 っ て ，安直な 適用 で は 「技術1

とは 呼 ばれ な い し，厳密 な 「技術 」 で は な い ．そ う した 背景 で 筆者 は，「技 術 とは，経 験 を通 して 獲得 した対 象行

動 へ の 優れ た 適応力」 と定義して い る．これ は ， 労働手 段体系説や意識適用説など
｛12）

とは異 なり，より普遍的で

明確 な技術論 で あると考 え て い る．

　長尾真 は，著書 『「わか る」 とは 何か 』
（］3）

で，科学技術 とは 何か を理解す る ため に，特に巨大科学技術 が抱 え

る 多 くの 問題 に，科学者 ・技術者，国民 ・政府，学問分野 な ど，広 範 な 視点 か ら分析 し，解説 して い る．長尾 は，

科学に よ っ て確立 され た法則を利用 し て 新 し い もの をつ くりだ す とい うア ナ リシ ス （分析 ・解明） を前提 とす る

20 世紀 の 科学技術 と画 して ，21 世紀の 科学技術は シ ン セ シ ス （合成 ・創造）が 主流 とな る と予 想 して い る．シ ン

セ シ ス で は，遺伝子 操作などの ミク ロ か ら宇宙開発などマ ク ロ の 領域まで ，い わゆる神 の 創造 の 範囲 を超 え て ，

人 間の 手 に よ る 自然や人間への 介入 が 行わ れ る の で ，科学者 ・技術者 の 倫理 が 問われ る と述 べ て い る．こ うした

指摘 は，今道友信（14｝
の 「エ コ エ テ ィ カ 」 （生圏倫理学）に お い て ， は じめ なされ て い たもの で あ り，そ の 指摘 は ，

東 日本大震災を経験 し て，真実味 と重要性をさらに高 め た と言 え る．こ れ は，多くの 人々 も合意され る と想像さ

れ る．

　さて，「科学技術史」 を学習 と し て 理 解 し，さ らに 学問 と して 研究す る場合 に は，本稿で 述 べ たよ うに歴史に 対

す る 認 識 と科 学 技 術 の 発 達 の 経緯 と さ らな る展 開 の 見 通 し に っ い て 理 解 し て お く こ と が 重要 で あ る と考 え る ．筆

者は，英国 の 技術者，イザム バ ード ・キ ン グ ダム ・ブル ネル 〔lsambard 　Kingdom 　Brunel，1806 −1859） を 「技術 史」

として 取 り上げて きた．そ の 目的は ，産業革命により多 くの 新技術 が 誕生 し，それ らが伝播 し，変革 と隆盛 ， そ

して 混乱を生 じた 19世紀の 時代背景 につ い て．ブル ネル の 発 信 した挑戦 と革新 の モ
ー

メ ン タム を調査 し紹介 し，

21 世 紀 の 日本 と世 界の 産業 ・経済，そ して 科学技術な ど の 動静 に つ い て 検討す る情報 を提 供す る こ と に他ならな

い ．

　そ の 試み と して ， ブル ネル の 生涯を分か りやす くす る著作
   

の 出版や彼 の 行 っ た挑戦 の 事績 に つ い て
一

般市

民にも理解 を進 め るイベ ン ト等
（17エ  を開催 して い る．これ ら を行 う際 に，考慮 した こ とは 「分 か る化 」び）た め に，

わか りやす い 図やイラス ト，さらに触れるこ とが 出来 る縮尺模 型 な ど多用 して，理解の 醸成 した ．そ れ は，前述

した   と  の 局 面 の よ うに 情報 の 送 り 手 と受 け 手 との 相 互 関係 が 重 要 で あ る か らで あ る．

こ こ で
，

「分 か る」 とい うこ と へ の も う
一

つ の 考慮 は，送 り手 の テ ン プ レ ートと受 け 手 の テ ン プ レ
ー

トの 共有を 目

指す こ とで あ る   が，そ れ は，相互 認識 の 最終的 目標 で あ る と言え る だろ う．

5．結 言

　以上，本稿 で は私 た ち の 暮ら し に 大き な影響を 及 ぼす 「科学技術 」 と，そ の 発展 の 歴 史 を 取 り扱 う 「科 学 技 術

史」 に つ い て ，
「分か りやすく」 す るための 多面的な方法 と して の 「分 か る化」 に つ い て ， 着目 し

， 検討 した．

　その 契機 は，科学技術の 根幹を揺 り動か した 「東 日本大震災」 に あ る．重要な こ との
一

つ に，「見 え る化」 で は

な く 「分 か る化 」 とい う切 り口 で あ り，そ の た め の 方策につ い て 「歴史」，「科学技術 」 につ い て の 基礎的な検討

を行 い ，こ の 議 論 の 端 緒 と した．
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　歴史 とは，「現在を 通 して 見 る過 去 の 本当の 事実」で あ る とい う．東 日本 大 震 災 の 以前と以 後 で は，科学技術に

対す る 見方 は大きく変わっ たとい え る．

　地 球 温 暖化 とい う現象 は ，そ の 徴候 の 変化 や 推移 は 長 い 時間 を要 す る が，そ の 原 因 と して 関 わ りを もっ とされ

る 「産業革命」 に 対 す る 見 方 も ， 地球温 暖化をキ
ー

ワ
ー

ドに す る と歴史観 が 相違す る．

　 「科学技術史 の 分か る化 」 は，難 しい 問題 で あ る が，そ の 大 切 さを 強 調 し，次稿 へ とつ な げた い ．

文 献

（1）佐藤建 吉，
“
科学技術 と現代社会

”
，千葉大学講義録，（2009）．

（2）佐 藤建 吉，
“2011年 の 大 震 災 を契機 と した科 学 技 術教育にお け る変革 の 要

”
，日本技 術史教育学会 2012年度総会研

　 究発表講演論文集，pp．43・45，（2012）．

（3）池 田浩士 ・天野 恵
一
，
“
科 学 技術 とい う妖 怪

「’
，社会評論 社，（1990）．

（4）日本機械学会編，
“
新 ・機械技術史

”
，丸善，pp．542−543，（2010）．

（5）カー
ル ・R ・ポパ ー

著，小河原誠
・内 田詔夫，

“
開か れ た社会 とそ の 敵

「
第二 部，予言 と大潮 ， 未 来社 ， pp．250−259，

　 （1980）．

（6）鈴木淳，
“
科学技術政策

”
，山川出版，（2010）．

（7）大 淀 昇
一， ’‘

宮本 武 之 輔 と科 学技 術行政
”
，東海大学出版会，（1989）．

（8）大淀昇
一，

“
技術官僚の 政治参画

”
，中公 新書，中央公 論社，（1997）．

（9）大淀 昇
一

，

“
近 代 日本 の 工 業立 国化 と国家形成

”，すず さわ書店，（2009）．

（10）佐藤建吉，佐野浩，
“r科学技術」 に つ い て の 時代性，そ して 技術教育との 連 関

”
，日本 技 術史教育学会 2011年度総

　 会 研 究 発表 講 演論 文集，pp．13−15，（2011）．

（11）EH ，カ ー
著，清水幾太郎訳，

“
歴 史 とは 何か

”
，岩 波 新書，岩 波 書店 ，（1962）．

（12）佐野正 博，
“
技術史 の 「基 礎論点 」を め ぐ っ て

”
，掲載 web サ イ トhttp：〃www ．sanosemi ．　comA コtsti　History＿of−Technology！

　 article／198705saji．htm，（『サ ジア トーレ』第 16号 （1987年 5月 発 行 ）．

（13）長尾 真，
“「わ か る」 とは何か

”
，岩波新書，岩波書店，（2001）．

（14）今道友信，
“

エ コ エ テ ィ カ
”
（生 圏倫 理 学 入 門），講 談 社 学 術 文庫，講 談 社，（1990）．

（15）佐 藤建 吉，
“
時代 を超 え たエ ン ジニ ア　ブル ネル の 偉大な る 挑戦

’
，日刊 工 業新聞社，（2006）．

（16）佐藤建 吉，
‘
魍 去 か ら未来 を訪ね る技術 史 とい う視 座 の 定着 の た め に

” ，日本機械学会論文集，Vol．74，　No．746，

　 pp，2344−2350，　（2008）　．

（17）佐藤建 吉，
“
ブル ネル 生 誕 200 年記 念 行事 開催報告

”
，日本 機械学会技術 と社会部門 ニ ュ

ー
ス レ タ

ー，

　 h呻：〃www ．jsrne．or．jp！tSd／newS ！newsletter17 ／satoh ．html，（2007）．

（18）佐藤建 吉，
“
「自分発見 ！もの づ く り発 見 ！…第 1 回」

”
，日本機械学会技術 と社会部門ニ ュース レ ター，

　 http：1／www ．jsme，onjp ／tsd！news ！newsletterl8tconM ．html．　（2007），

（19）畑村洋 太 郎，
“
畑 村 式 「わか る」 技 術

”，講 談社現 代新書，講談社，（2005）．

N 工工
一Electronlc 　Llbrary 　


