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はじめに

同時性の問題は、歴史家にとって、きわめて重大なものである。なぜなら、出来

事にかかわるからであり、それどころか出来事そのものだからである。

異なる地点で生じた二つの出来事の同時性を探ることは、明確な基準をもち、正

確にあわせられた二つの時計があれば、そしてその指示する時刻を読める観測者が

いれば、いくつかの技術的な工夫がいるとしても、わけなくできるはずだろう。し

かし、それは、その異なる両地点がひとつの座標系に属している場合にかぎられる。

この場合は、いくつ観測地点を増やしても、けっきょくのところ観測者はひとり
3 3 3

で

あり、基準となる親時計以外の時計はすべて、その奴隷にすぎない。

それとは異なり、物体あるいは物体の属する時空（座標系）が、観測者あるいは

観測者のいる系とは別の運動を繰り広げている場合、観測者が観測しているはずの

単一の同時性は解体される。それらは系あるいは物体がもつそれぞれの時間のなか

で、その時間にふさわしい、いくつかの別の運動を展開している。したがって、詩

的にいえば、そこに存在しているのは、同時性ではなく、すれちがいである。

田中希生
Kio Tanaka (Nara Women's University)
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世界史的同時性についての一考察
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アインシュタインの特殊相対性理論は、そのことの物理学的な表現である。この

理論は、時空の絶対性をもとに、時空内の現象の同時性を厳密に測定しているはず

だったニュートン力学の前提を、次のように転換した。光速度だけが、光源の運動

状態にかかわらず不変であって、時空のほうではない。特権的な唯一の絶対時空は

除去され、運動する物体や運動する系の速度は、光速度との関係によって相対的に

決まる。光速度を c とし、運動する物体もしくは系の速度を v とすれば、静止して

いる観測者に対して物体もしくは系は、運動する方向に 1: √ 1-(v /c)2 の割合で縮み、

時間は 1 秒ごとに、1- √ 1-(v /c)2 だけ遅れる。すなわち、単一かつ絶対的な時空で

はなく、固有の時空にもとづく物体や系が無数に生まれる。

おのれに厳密を課す科学者にとって、同時であるはずの出来事に生じた差異は重

大だが、歴史家もまた、別の形で、同時であるはずの出来事のあいだに生じた差異

を重視している。というのは、歴史家は、この差異を含めて、つまりなんらかの変

換公式—たとえばローレンツの√ 1-(v /c)2—なしには乗り越え不可能な距離も含

めて、《出会い》と呼ぶからである。多数の
3 3 3

系をつくる、物理学者にとってのすれち

がいは、歴史家にとっては逆に、ひとつの
3 3 3 3

、しかし多様な
3 3 3 3 3 3

出会いなのである。

ある朝、別々の理由で家を出た見ず知らずの男女が、それに先立つ事実的かつ意

識的な脈絡なしに、雑踏のなかで予期せず出会い、そして思いがけず恋に落ちるとき、

われわれはそれを言葉の真の意味で出会いと呼び、あるいはそれを《出来事》と呼ぶ。

恋とは、すれちがいの一特殊事例であり、いわば乗り越えがたい二人の距離の変換

公式のようなものなのかもしれない。ともあれ、大王アレクサンドロスと犬のディ

オゲネスの出会い、秀吉と利休の出会い、ナポレオンとゲーテの出会い、これらは

みな、ある面では出会いであるとともに
3 3 3

、別の面ではすれちがいである。すなわち、

けっして同質ではない者たちのつくりだした《出来事》である。

歴史家は、彼らの経歴を調べあげ、あるいは所属する街や国家の歴史を紐解き、

二人のあいだの不思議な共通項を事後的に探ることができる。そこに歴史家が必然

性を見つければ見つけるほどに、同時性は同質性を増して、共同体的／協働的なも

の Gemeinschaft となる（ここでは自由は極小である）。そこには意識的であるにせよ、

無意識的であるにせよ、アプリオリな共通点があったということである。逆に、偶
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然 – すれちがいの度合いが高ければ高いほど、出会いは貴重なものとなり、出来事

性はますます高まっていく（ついで自由は極大になっている）。それは、ゲマインシャ

フトはおろか、ゲゼルシャフト（利益社会）やゲノッセンシャフト（ギールケの概

念で兄弟的な協同組合を意味する）とも関係しない。

わたしが気になっているのは、偶発的な後者である。前者は歴史的（もっと厳密

にいえば、社会学的）であり、後者は世界史的である。つまり後者は、世界の多様

さの謂いである。それは、外国史の網羅的集積ではもちろんない。ランケのいうよ

うな、さまざまな個性と発展段階をもつ諸民族の歴史の集積がつくる一定の流れ—

それは最終的に立憲政治に帰着しよう—でもない。貨幣の媒介により世界大かつ

自発的に展開される近代資本主義に依存した、ウォーラーステインのいう「世界シ

ステム」でもない。これらは、全体や中心 – 周縁図式にもとづく共同体的／協働的

なものである。しかし、わたしのいう世界史は、これらの図式とも、「構造」［★ 1］

とも関係しない。交換不可能なものの同時性にもとづき、全体化もされず特定の中

心ももたない、出会いである。だから、共同体的／協働的なものと、出会いとは、

明確に区別される。

たとえば、特殊相対性理論が、ドイツの学術誌 Annalen der Physik に発表された

1905 年、極東では別の出来事が起こっていた。日露戦争における、日本の勝利である。

広大なユーラシア大陸の東端と西端で生じた、つまり空間的にも内容的にもなんら

脈絡のない、したがってどこにも協働的なものを見出すことのできない二つの事件

は、にもかかわらず、同時に生じた。われわれ歴史家は、社会学的な範疇を超えて、

そのことの世界史的な意味を考えることができる。

一方は、ニュートン力学の絶対時空の破れであり、もう一方は、ヨーロッパ中心

主義的な文明史観の破れである。つまり、奇妙なことに、ここにはなにか「共通の根」

のようなものがある。というか、「共通」という言葉が白々しくなるような、われわ

れの知らない、おたがいに無関心な、世界史的同時性がある。古典力学が参照する

ニュートンの唯一の絶対時空、あるいはヨーロッパを唯一の参照項とする文明史観。

これらの前提のうえで展開されてきた、その意味で協働的な 19 世紀的同時性は解体

され、別の形での再構築がはじまるのが、1905 年という年なのだろうか。
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第 1 章　同時性について

第 1 節　世界同時革命と 1905 年

1848 年、マルクスとエンゲルスが二月革命を機縁に著した『共産党宣言』が「万

国の労働者の団結」を焦点化して以来、トロツキーや柄谷行人をはじめ、世界同時

革命を論じた知識人は数多い［★ 2］。もともと資本主義経済が世界性をもっていたこ

とがその背景にあるが、その典型例として、ヨーロッパ全域で生じた二月革命が、

そして日本においてもその動きがみられた 1968 年の五月革命があげられる。

しかし、そのいずれもが失敗に終わった。歴史的な発展度合いにかかわらず、世

界規模で革命が同時に発生することを想像するのはむずかしいが、その一方で、資

本主義の世界性に対抗するに、その形の革命以外に有効な戦略がありえそうもない

ことも、たしかである。これらの革命がなにゆえ同時性を持ちえたかを考えるに、

新聞やテレビなど、ジャーナリズムの無視できない影響を想定することは、正当な

ことだろう。それら意識的な団結の呼びかけがつくる同時性は、あくまで共同体的

／協働的 gemeinschaftlichなものである。それは、単一の共同体、あるいは単一の連

合を目して形成されるものであり、したがって、かえってわたしのいう世界史とは

矛盾してしまう。

小路田泰直は、日露戦争と相対性理論のみならず、同じ年に、マックス・ヴェーバー

の『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』が上梓されていたことも加えて、

1905 年の特異性を示唆していた［★ 3］。わたしが思うに重要なことは、1905 年の同

時性は、1848 年や 1968 年の同時性とは、意味が異なることである。表立って出現

した同時性ではなく、この年を境に歴史が一変するのでも、それらが合わせてひと

つの事件と呼ばれるのでもない。後述するが、対象より認識の優位を語るこの時期

のカント主義の流行と、観察者（慣性系という）ごとに異なる時空を構想する特殊

相対性理論は、ある点では親和的であり、その延長上に、歴史的因果律の客観性を
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なかば抛棄したヴェーバーの社会学を配置することは、自然なことだろう。また、

日露戦争後、大正デモクラシーを経て、日本が名実ともに国民国家として自立する

ことにも、上記カント的な傾向と思想的な類縁性がある［★ 4］。つまりゆるやかでは

あるが、論理的必然性が存在する。

だが、それらの表立って類似した相互的潮流は、やはり共同体的／協働的なもの

にすぎない。アインシュタインの相対性理論が解体したのは、こうした同時性、い

いかえればゲマインシャフトである。そのことをふまえていえば、アインシュタイ

ン以後にも成立しているこの型の同時性は、彼なら取り上げる必要も覚えなかった

ろうような、非科学的なもの（すくなくとも非自然科学的なもの）、曖昧なものにす

ぎない。だからおそらく、相対論とヴェーバー社会学の同時性と、相対論と日露戦

争の同時性は、質的に異なるものである。というのは、相対論と日露戦争とが結び

つく、明確な必然性があるからではない。その反対に、こちらには、表立った相互

的な関係性はいっさいないからである。

1905 年、奈良県吉野村で確認された死骸を最後に、ニホンオオカミは人間の前か

ら姿を消している［★ 5］。狭い日本の国土とはいえ、食物連鎖の頂点の一群を形成し

ていたこの種族の絶滅もまた、1905 年だった。誤解を恐れずにいえば、わたしのい

う同時性は、ニホンオオカミの絶滅と日露戦争における日本の勝利が同じ 1905 年

だったというのと、本質的にはなにも変わらない。つまり偶然ということだが、こ

の偶然を特別視するならば、オオカミにかわって、国民が、この国の頂点に君臨す

る時代が訪れる、という粗放な比喩も成り立つ。

第 2 節　1905 年をめぐる三つの同時性

おそらく、われわれは、1905 年をめぐって、三つの同時性を考えることができる

ように思われる。

ひとつは、遠く離れた場所にある、よく調律された三つの時計の短針が、同じ時

刻を指している、というタイプの、文字通り合理的な同時性である。すなわち、イ

エス誕生を原点（ただし 0 ではなく 1）とする時間軸上に等間隔に刻まれた 1904 番
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目のと 1905 番目の目盛りのあいだで、三つの出来事が起こった。相対性理論、ヴェー

バー社会学、日露戦争における日本の勝利、である。これら見かけの同時性の、見

かけの社会的因果関係はばらばらだが、見かけという意味ではいずれも物理現象で

あり、自然科学的なものに属する。なお、この型の同時性は、事例の目の粗さを無

視すれば、アインシュタインが批判的に相対化したものである。

もうひとつは、これらの現象の思想史的な因果関係を探る場合にあらわれる同時

性である。19 世紀の（ニュートン力学的な単一の絶対時空および因果律にもとづく）

科学的合理主義の世界大の席巻と、英仏を中心とする帝国主義の世界大の展開は、

軌を一にしている。それらはたとえば文明史観に、あるいは社会進化論に、あるい

は社会有機体説となってあらわれていた。これらを批判する思想が、植民地分割競

争や工業化において遅れを取っていたドイツから生じたのは偶然ではない。19 世紀

後半から 20 世紀初頭にかけて流行した新カント主義思想は、物的な対象に対して、

認識の優位を説く。この思想は、人類的観点からみられた文明史でも、唯一の勝者

を想定する弱肉強食の世界観を肯定する社会進化論でもなく、民族・国民的観点か

らみられた国史を、さらには歴史的因果律から解き放たれたヴェーバー社会学をも

可能にする。国際社会におけるひとつの外的な事実よりも、それにまつわる共同体

内部のさまざまな価値付けのほうが、重要だからである。こうした流れのなかに、

日露戦争後に国民国家として自立する日本の歩みを重ねることは当然可能であろう。

そこに加えて、ニュートン力学の世界観に疑義を表明しつつ、新カント主義哲学に

共感していたエルンスト・マッハの認識論が、アインシュタインの相対性理論にお

よぼした影響を考慮すれば、これら三つの現象の厳密に測定可能な同時性は措くと

しても、新カント主義思想を同根とする、gemeinschaftlich な緩い同時性群をつくっ

ていると考えることは可能だろう。こうした型の同時性は、けっして自然科学的な

ものとはいえないが（そのためアインシュタインの批判的相対化は免れている）、社

会科学的には充分な必然的連関をもって形成されているといえる。

さいごのひとつは、もっと人文学的なものである。ベルグソンの表現を借りよう。

「われわれが川岸に坐っているとき、水の流れ、小舟の動きか鳥の飛翔、われわれの

深い生のたえまないささやきは、われわれの意志によって、三つの異なったものか
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あるいは一つのものである。……」［★ 6］。この一文の要所に 1905 年の事例を代入

すればこうだ。ある歴史研究者が机に肘をつき、1905 年をめぐって空想している。

特殊相対性理論、日露戦争かニホンオオカミの絶滅、わたしの深みでたえまなく重

ねられる沈思は、わたしの意志によって、三つの異なったものかあるいは一つのも

のである……。こうした複数の流れの同時性は、時間の多数性というよりは、ひと

つのものの多様性を示しており、つまり世界史的な出会いを意味している。したがっ

て、これら三つの要素を結びつけるひとつの出来事を論理的必然性の相のもとで探

しても無駄であり、どこにも共同体的／協働的なところはない。にもかかわらず生

じている 1905 年という同時性は、偶然ゆえに、唯一、絶対的である。これらの現

象の同時性を感じている歴史研究者の意識は、誰からも妨げられるものでは、けっ

してないからである。

第 3 節　特殊相対性理論

思うに、特殊相対性理論は、上記三つの同時性（時計により精密に測定された同

時性、社会的な共同性にもとづく同時性、そして主観的同時性）を部分的に含みな

がら、その本領にしたがって、科学的客観性・合理性のなかに回帰している。

時間の探求は、アインシュタインのいうとおり、科学的には「いくつかの出来事

が同時刻に起きたか否か」という判断に帰着する［★ 7］。つまり、出来事の発生した

時刻を計測する、時計の短針の位置に帰着する。だが、「いま何時？」という問いさえ、

真に生きられた時空においては、文字盤上を回転する時計の針と観測者の出会い –

すれちがいであり、「いま」は、数値化される瞬間というより、計測不能の連続的な

持続である。その意味で、主観をもった観測者が逃げ込むことを許していた絶対時

空の否定は、出来事の対岸で安定していた観測行為を出来事の内部に組み込んで、《出

会い》にかえてしまう。客観的観測者の不在をもたらす相対論は、ベルクソンが気

付いていたように、かえって三つ目の、人文学的な絶対的同時性に道をひらいている。

しかし、けっきょくは出来事の起きた時刻が計測されることによって、上記の可

能性は非連続的な瞬間に閉ざされることになる。出会いは瞬間と瞬間のすれちがい
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へと分解される。別のいいかたをすれば、出来事は消え、記録が残る。同時性はせ

いぜい Gemeinschaft を意味する程度のあいまいなものに堕落し、多数の不連続な系

への道をひらく。すなわち、ヴェーバー的な意味で、相対性（あるいは類型的）といっ

てもかまわないような、多数性である。

ただし、相対論の挑戦はここで終わるわけではない。ローレンツ変換にもとづく

系同士の共変可能性は、先験的な絶対時空を必要としない、より高次の、よく吟味

された客観性を実現できることを意味する。異なった系から得られた計測値の相互

比較により、ひとつの系のみならず、すべての系に妥当する関係や特殊な量を、真

に厳密な客観性とみなす。つまり、素朴な同時性は解体されているとしても、時刻

の差異、その多数性を、一義的に理解することは可能である。こうした徹底があっ

てはじめて、アインシュタインは、ニュートン力学を塗り替えると同時に、ひとつ

目の同時性に似た合理性の世界に回帰し、科学の世界に君臨しているわけである。

ニュートン力学登場以前と以後とで、世界は確実に変わった。19 世紀以後の世界

をそれ以前と比較すれば、誰もがそれを実感できるはずだろう。世界を合理主義が

席巻したのである。それと同じほどの世界観の変更が、ニュートン力学を決定的に

批判した相対論以後の世界にも起こったと考えていいはずである。しかし、相対論

のもたらした同時性が、上の三つの同時性概念にまたがっているため、それ以後に

変化する世界観にも同じ解釈の幅があると考えていい。われわれ歴史家がみなけれ

ばならないのは、科学的にどの解釈が正しいのか、というよりは、この幅である。

相対論以後、いったい、世界はどう変わったのか。

第 2 章　時空と新カント主義

第 1 節　絶対時空

「いかなる外的事物とも関係なく、つねに同じ形状を保ち、不動不変のまま……」。
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これがニュートンの時空である。この時空は「真に数学的」で、全面的に均質なユー

クリッド幾何学を前提している。物体はこの空虚を満たし、この空虚で運動する。

物体と延長とを同一視したデカルトは、物体と空虚との対立を統一しようとした。

「我アリ」は「我思ウ」ゆえに可能になる。「我」の外部にあって「我」を可能にする

先験的な空虚は除去されねばならない。だから離れたもののあいだに働く力よりも、

力の媒質となる、真空を満たすエーテルを想定した。

だが、ニュートンはこの試みを早々に抛棄している。離れた二つの物体のあいだで

働く力は、両者のあいだの空間（距離）にのみ依存する。すなわち、万有引力。一方

には空間が普遍的な容器としてある。もう一方には、その内部で力学法則にもとづい

て相互の位置を決定する物体、つまり慣性質量にして重力質量がある。約めていえば、

時空があり、そして物体がある。このシンプルなアトミスム（原子論）を手放さない

ニュートン力学において、時空は原子の存在とともに、「絶対的 absolutum」である。

この「絶対」は、次のような意味である。「 “絶対的 absolutum” という言葉は “物

理学的に実在する” ということを意味するだけでなく、“その物理的性質において独

立しており、物理的な効果はもちうるが、それ自身は物理的諸条件によって影響され

ない” ことを意味している」［★ 8］。こうした肯んじえない前提のもとで成立してい

たのが、19 世紀の力学である。その展開について、ノーバート・ウィーナーはこう

いう。「一九〇〇年から一九〇五年にわたる決定的転換期までは、数理物理学の諸概

念の主なものはニュートンの業績によって完成されたと一般に信じられており、時間

と空間、質量と運動量、力とエネルギーなどの概念は永久に不動のものと思われ、物

理学の将来の任務はこれらの概念でまだ説明されていない現象に対してこれらの概念

によるモデルをつくることにあると信ぜられていた」［★ 9］。物質界のいっさいの独

自な変化は、絶対空間の中心からの距離によって導かれる力のなかに記述され、解消

される。時間は、目盛りのついた時間軸 t によって表現されて、空間と同質化される。

ある時間微分上の世界は、その前の時間微分上の状態の直接の結果であり、次の時間

微分上の世界の直接の原因となる。偶然にせよ必然にせよ、すべての出来事は、こう

した力学的世界観のなかに還元される。ヘルムホルツはいう。
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結局物理的物質科学の問題は、自然現象を、強さが全く距離のみに関係するよ

うな不変な引力と斥力とに帰着させてしまうことにあるのがわかります。この

問題を解決することが、すなわち自然を完全に理解するための条件です。

……そして自然現象を簡単な力に帰することが完成せられ、かつこれが種々

の現象を現わす唯一のものであるという証明が与えられさえすれば、その使命

は終わるのでありましょう。［★ 10］

こうした単調な物理学的世界観は、自然史（自然科学）と歴史（社会科学）のごた

混ぜの世界のなかで、人間社会にも及んでいた。オーギュスト・コントやランケの実

証主義、ジョン・ステュアート・ミルの帰納主義等々、西欧主要諸国の知識人は、こ

の世界観のなかで、おのれの学問を磨いていた。彼らの努力の誠実さと果敢さにひき

かえ、これが時代に敷衍するときには、例に漏れず非常に拙い形で瀰漫する。ニュー

トン的絶対時空のアレゴリーとしての「西欧」は、単調さにふさわしい強度で、唯一

の参照軸として、世界大に拡大した。未開から（西欧）文明へ至る文明史観、猿から

人間（西欧人）に至る進化論、単純な社会（東洋君主制）から複雑な社会（西欧民主

制）に至る社会進化論、等々。これらは政治にも及び、弱肉強食の帝国主義的植民地

分割になんら抵触せぬどころか促進にさえつながっていた。

しかし、西欧の植民地分割が中国に達し、その蒸気船が日本という末端に到達して、

西欧による世界の博捜が終わり、地上の網羅が完成した頃、新たな難問が生まれてい

た。ジョサイア・ロイスはいう。

イングランドの地表の一部が完全に平らに均され、そこに地図制作者がイング

ランドの地図を書いたとしよう。仕事は完璧になされ、イングランドの地表の

細部はどれほど微細なものでも、地図に再現 represent されていないものはない。

そこにはすべての点で照応が見られる。こうした場合、この地図には地図の地

図が含まれていなければならず、この地図の地図には地図の地図の地図が含ま

れていなければならない。こうしてこの堂々巡りは無限に続く。［★ 11］
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すべての現象は、中心からの距離にのみ依存する不変の力によって記述される。こ

の地図のうえでは、すべての質点において、中心との対応関係がみられる。西欧を唯

一の中心とする、たった一匹の子羊さえ書き込まれた、すべてを網羅する世界地図が

完成したと思われたとき、次の問いが最後に残された。ところで、この地図自体はこ

こに網羅されているのか？ あるいは地図作製者であるこのわたしは、地図に網羅さ

れているのか……？ 地図の地図……を際限なく書き込み続けなければならない以

上、ついに完成は訪れない。際限なく分裂する不毛な経験を統括する主体が、絶対空

間とはちがう場所に見出されねばならない。たとえば、カントの超越論的統覚……。

第 2 節　新カント主義と国民国家

アインシュタインはニュートンの絶対空間について、次のように批判していた。

事物と無関係に客観的に存在するなにものかとしての空間という概念は、科学

以前の思考に属する……ニュートンは体系の加速度や回転を少なくとも形式的

に実在と見なすために、観測しうる物体とともになお一つの知覚しえない物—

絶対空間—を実在物と見なした。ニュートンは空間を客観化 objectivieren した。 

［★ 12］

絶対空間の概念は「科学以前」である。物理学者としては致命的な批判だが、この

同じ言葉は、科学の世界がすべてではない人文学者にとっては、別の意味を持ちうる。

純粋な科学の理論として、相対性理論は、客観的事実を決定する特権的な系、すなわ

ち絶対時空を、現象の世界から締め出すことができた。だが、人文学的には、それに

よって、この系は別の場所に—たとえば共通感官に、あるいは外的な直観の先験的

な形式として—保存される、ということを意味できる。

ニュートンによれば、慣性や遠心力は、絶対空間によって証明される。ところで絶

対空間の実在は、慣性や遠心力によって証明される。この言い方は、神の絶対性を証

明しようとする者がしばしば陥る循環論法である。実際、ニュートンは時空を神の創
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造物とみなしていた。彼にとって、神と客観的実在の世界に区別はない。

ところでカントは、「空間は外的な感覚に現れるすべての現象にそなわる形式にす

ぎない。空間は、人間の感性の主観的な条件であり、わたしたちはこの条件のもとで

のみ、外的なものを直観できるのである」といっていた［★ 13］。つまりニュートン

と異なり、純粋な空間の経験的実在を否定していた（「空間は人間の外的な経験から

引きだされる経験的な概念ではない……」［★ 14］）。だが、神を直観の外的な対象で

はなく、人間理性の被造物とみなしたカントは、神を空間ごと外界から後退させると

いう条件のもとで、ニュートンの絶対空間と完全に折り合いをつけることができた。

なぜなら「科学以前の」空間の絶対性は、主観の先験性を意味できるからである。

空間はきわめて人間的なものだった。そして同時に、絶対空間の先験性・主観性の

主張によって、その客観的実在を否定したエルンスト・マッハやアインシュタイン以

後の世界においても、カントは変わらず生き延びることができた。ただし、ニュート

ン力学の時代にあっては自然科学的認識の客観的正当性を保証する先験的哲学であっ

たものが、人間社会を構成する認識の不可避的な恣意性を指摘するものになった点を

除いて。科学の覇権的拡大の時代を準備した同じ哲学が、後進国家の拠り所となる人

文科学の領域を再確保した、というのである。それは奇妙なことではないだろうか？

　—もちろん、カントが発見したのは自然科学と人文科学とを裁断し分配する悟性

のはたらきであり、同じ能力が反対の結果をもたらしても、別段おかしなことはない、

ということはできる。だが、自然科学から人文科学
3 3

へその足場を移すにいたったカン

ト哲学の百年の歳月を無視してよいわけではない。この復権により、自然科学と人文

学とは、厳格に分裂した知的営為として、しかもいずれも科学
3 3

として—たとえば人

文科学であったり、社会科学であったりする—再定義されたからである。

アインシュタイン登場前の 19 世紀後半、新カント主義マールブルク学派の創設者

ヘルマン・コーエンは、こういっていた。

近代哲学発展の劇的な傾向は、ニュートンの科学的原理 wissenschaftlichen 

Prinzipien の基盤—とはいえそれはカントによって完成された—との調和に

よってもたらされた。だからわれわれは、近代哲学の結論をニュートンという
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よりはカントに見出す。［★ 15］

コーエンにとって、カント思想とは、ニュートン物理学の哲学的体系化だった。ま

た、日本のカント主義者である岩崎武雄も、カントが基礎づけたのはあくまで自然科

学であり、人文科学の基礎づけは新カント派（とくに西南ドイツ学派）の仕事である

ことを強調していた［★ 16］。よく知られた見解だが、19 世紀末にカントを支持した

多くの知識人にとって、その思考はニュートンと別物ではなかった。カントは理性に

限界を付与し、現象の世界から撤退させることで、ニュートンの科学にその世界をま

るごと譲り渡した。とはいえただ
3 3

で、というわけではない。ふたつ条件をつけた。ひ

とつは、時空間それ自体を観察対象ではなく人間の側に取り返すことである。もうひ

とつは、合理性や因果性それ自体は観察される対象にではなく、観察する側の先験的

な認識に由来するのを認めさせることである。

こ の こ と は、 物 理 学 の 領 域 で は、 ニ ュ ー ト ン の 絶 対 時 空 に 疑 問 を 感 じ、

原
ア ト ミ ス テ ィ ー ク

子論の立場を批判して、エ
エ ネ ル ゲ テ ィ ー ク

ネルギー論の立場をとったマッハにより再評価された（ア

トミスティークとは、直接知覚にかからない原子およびエーテルの存在を想定し、世

界もふくめた全自然現象をニュートン力学によって説明しようとする立場。エネルゲ

ティークとは、エネルギー保存則にもとづいて、すべての現象をエネルギーの変形も

しくは交渉とみる立場である。前者において時空とともに一次的である物体（質量）

は、後者において二次的なものにすぎず、観測行為もまた、感官をつうじたエネルギー

の交渉であり、知覚にかからない微小な原子は、その意義を認められない）。

一方、人文学の領域では、ニュートン物理学の現象界における妥当性を認めたうえ
3 3 3 3 3

で
3

、現象界の反対側にある、自立した観念的な世界の再発見をもたらしていた。つま

り、カントのニュートン理解をめぐる解釈において、奇妙な捩れが生じていたのである。

そこに登場したのが、非ユークリッド幾何学にもとづくリーマン多様体を一般相対

性理論の証明に用いたアインシュタインである（多様体とは局所的にユークリッド空

間とみなせるような空間である）。彼は、絶対時空を批判する相対論とともに、アト

ミスティークとエネルゲティークの対立を統一してみせた（この議論についてはあと

でもう一度ふれる）。思えばレーニンがボグダーノフとの論争のなかで、カント主義
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をこきおろして、絶対空間の客観的実在性を強く主張していたこと、マッハ主義を観

念論者の「たわごと」といっていたことはよく知られている［★ 17］。だが、アインシュ

タインが客観的実在性の意味を変えてしまったことが、事態を複雑化した。絶対時空

を参照せずとも、各系の相互比較、変換規則によって、客観性は確保される。系ごと

に生じるタイミングのずれは、言葉の厳密な意味での同時性を解体するが、かわりに

計測値の一義的な理解可能性を実現するからである。

当然、ニュートン物理学を前提し、それと齟齬しないと考えられてきたカント哲学

の再解釈を迫った。たとえばバートランド・ラッセルは、1917 年にこういっていた。

幾何学を含むすべての純粋数学が形式論理学以外の何物でもないということの

証明は、カント哲学にとっては致命的な打撃である。カントは、ユークリッド

の諸命題が図形の助けなしにはユークリッドの諸公理から演繹されえないとい

うことを正しく認知しつつ、この事実を説明しうる認識論を発明した。その説

明は非常によく成功しているので、その事実がたんにユークリッドの欠陥にす

ぎず、幾何学的推論の本性の結果ではないことが示された場合には、カントの

理論もまた排撃されねばならない。［★ 18］

もうカントはニュートンとともに通用しない。そういう観点は根強い。だが実際に

影響力があったのは、むしろ反対の潮流であるように思われる。1920 年、新カント

主義者のカッシーラーはこういっていた。

アインシュタインが相対性理論の基本的特徴として、それが空間と時間から「〈物

理学的客観性〉の最後の残滓」を剥奪したということを挙げるとき、この理論

が経験科学そのものの中に〔カントの〕批判主義的観念論の立場を最も断乎と

して適用し貫徹させたということがわかる。［★ 19］

つまり、この新しい物理学において、同時性は、慣性系に依存しているという意味

で相対的
3 3 3

だが、カントの観念論にしたがっても、絶対時空が主観的な観念であるとい
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う意味で相対的
3 3 3

である点では、同じ
3 3

である。もちろん、両者がほんとうに同じ相対性

を意味しているかはこれだけでは不明だが、すくなくとも、相対的という同じ語で表

現しうる。カッシーラーはつづける。

ほかならないこの〔アインシュタインの〕一歩の前進において、われわれのす

べての時間的・空間的規定にとっての標準を形づくるものこそ、ほかならない

「悟性の規則」であるという〔カントの〕思想があらためて立証されたのである。

［★ 20］

カッシーラーのこの観点は、認識論的な観点から科学を体系化しようとしていた戸

坂潤によって、支持されている。

相対性理論は理論物理学の内に於ても一つの特殊問題に過ぎない。併しそれは

物理学の、又一般に自然科学の根柢に係わる問題であり、空間乃至時間・物質

等の問題の形態をとって、最も普遍的な意味を自然科学に対して有つ。従って

その限り之は吾々の—科学方法論の—問題となることが出来、またならね

ばならない。この問題の哲学的解釈を吾々は数限りなく有つのであるが、その

内最も吾々にとって意味あるものは、カッシーラーのそれであると思われる

（Cassirer, Zur Einsteinschen Relativitätstheorie）。何となれば、この論文は彼の方法論

の順当な延長に外ならないからである。［★ 21］

また戦後には廣松渉が同じカント主義的認識論を刷新しようとする立場から、『世

界の共同主観的存在構造』のなかで、やはり同じようなことをいっている。

〔相対性理論は〕“古典” 物理学の発想法と道具立ての変容を強制したのと同様、

“古典” 認識論の変容を促した。しかし、それが “近代科学” の発想法の内部で

の変化という埒内に押込まれた限りで、認識論もまた “近代的” 認識論、“近代的”

世界観の埒内でそれを処理することができた。マッハ主義やカッシーラーの企
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図などを引合いに出すまでもなく、認識論はそれなりの仕方で一応、あくまで

一応であるが、それに対処しえたのであった。［★ 22］

カッシーラーと同様、廣松は、相対性理論をカントの認識論的な構えを堅持するも

のとして理解している。この理解は、「主観 – 客観図式」から出発しつつ、カッシー

ラーの延長上で、現象一般がすべて「として」の構造でしか現れないこと、つまり現

象をおしなべてなにかの記号（象徴）として考える、いわば完全な相対的認識主義で

ある。とはいっても、彼のいう「認識論的主観」は、その主張によれば、けっしてカ

ント主義者のいう論理的な範囲にとどまっていない。それどころか彼の主観は現象界

を aneignen（同質化）する力をもつ。つまり「歴史的・社会的・共同主観的に」同型

化されたものだが、そこで意識されているのはあきらかに世界同時革命である。「共

同主観的存在構造」を語る彼にとって、同時性とはきわめて gemeinschaftlich なもの

である。こうした共同性がいかに世界に達しうるか？　われわれには、それはきわめ

て困難なものにみえるが、ともあれ、相対性理論もまさにその線で処理されえている。

しかし、歴史的かつ社会的に形成されてきた共同主観を世界規模で思考することの

困難さは、逆に、相対性理論のカント主義的理解をもたらす当該社会の限界規定を、

たやすく想像させる。限界規定—それは文字通りの国境であり、要するに国民国家

である。現象界の出来事を一定の範囲で通用する記号的なものとして認識させる「悟

性の規則」は、民族的な思考範型（共同主観）として、国民国家ごとに用意された標

準時空をもたらす。世界は帝国主義を批判する道具立てを得て、国民国家による再分

割の段階に到達したのである。

こうした観点は、のちにベネディクト・アンダーソンによって説かれた「想像の共

同体」論と齟齬しないし、アンダーソンの議論を日本で展開した柄谷行人にも、この

観点は維持されている［★ 23］。彼のいうとおり、ニュートン＝ユークリッド空間の

ほうが、非ユークリッド空間よりも直観的に（ベルクソンのいう「直観」を念頭に置

くなら、あくまでカントの用語として区別すべきだが）理解しやすい点は、カントに

有利にはたらいているようにみえる。つまり緻密な科学的正確さとは別に
3 3

、見かけ上、

絶対時空は認識論的なアプリオリティを構成しうる……。
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いずれにしても、20 世紀前半の国民国家主義と、それと同時に成立した、多分に

カントの永遠平和論に依拠した国連主義とは、アインシュタインのカント的読解のひ

とつの形でもあるだろう。結果的に、直観に反してまで
4 4 4 4 4 4 4 4

地動説を信じるコペルニクス

的転回と呼ぶほどの転回は、アインシュタインによってはもたらされなかった。現象

の世界と観念の世界とを分割するカント哲学の本性にしたがい、影響はあくまで間接

的なものにとどまる。むしろ、アインシュタインの論理は、ユークリッド＝ニュート

ン＝カント的な直観にもとづく、「悟性の規則」の織りなすわれらがコペルニクス的

世界の彼方でのみ通用する論理として、折り目正しく棲み分けることになった。

だが、もうひとつの観点がありうる。アインシュタイン以後、カントはニュートン

とともにお払い箱なのか、それともアインシュタインのもたらす世界をあらかじめ準

備していたのか、という観点とは別のものである。アインシュタインが（とりわけの

ちの一般相対性理論で）証明したのは、じつは、時空の客観的実在である。ただ唯一

参照される絶対時空として扱われないだけで、かえって別種の客観的実在性をもつ。

アインシュタインの説明はこうだ。

一般相対論によれば、空間はその空間を “充たしているもの” すなわち座標によっ

て決まるものに対して別個の存在ではない。……すなわち、空虚な空間、つま

り場のない空間は存在しない。空間・時間はそれ自身だけで存在を主張できな

いものであって、それは場の構造上の諸性質としてのみ存在を主張しうるもの

である。［★ 24］

すなわち、時空は場
3

として、その場を占めるものとの相互作用の関係にある。座標

軸の原点から均質にひろがる時空を前提するのではなく、時空そのものが、観測対象

とともに相互作用的にあわられる（人文学的にいえばこうだ—私は観測のための透

明な原点ではなく、場である）。そしてこの作用を科学的に観測できる以上—場ご

とに異なるあり方をしているとしても—、ともかく時空は実在する。つまり、時空

は絶対性を失うと同時に、真の意味で物理学的対象となったのである。

その点は、時空を直観を可能にする先験的形式とみなしたカントとは、おおいに異
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なっている。それをふまえるなら、アインシュタインの意義をより正確に理解してい

た “人文系の” 知識人は、むしろ純文学者の小林秀雄であるように、わたしには思わ

れる。小林はカントとの差異を次のように指摘している。

アインシュタインは認識論など、少くとも仕事の動機のうちには少しも必要と

しなかったが、認識論的には、彼の独創性は、カントとは全く逆の方向に向っ

ていた。カントによって、物自体には無関係という理由で、物自体から取上げ

られ、人間の側に委託された時間と空間とは、アインシュタインによって、言

わば客観的実在のうちに奪回されたのである。この奪回の努力によって、時空は、

全く非カント的な姿を現すに至った。相対性理論では、時空の測定に関係する

総てのものに、あらゆる座標系に在る観測者が、一度に承認し得る形が与えら

れている。そのように理論は整備されている。このような首尾一貫した理論構

造は、観測者の自身の立場を念頭に入れて成立つものではない。どの観測者も、

自己を離れて事件自体のうちに言わば埋没している事が許されぬ限り成立する

ものではない。……はっきりと独立して構成され、絶対的な実在の客観性に、

在来のどの理論より正確に適合するように構成されている点で、絶対性理論と

呼んでも差支えないのである。［★ 25］

小林は、相対論はカント派の認識論と関係しないと読んでいた。この観点は、たと

えば主客の認識論的構えから出発した廣松渉の図式からは、なかなか出てこないもの

だ。廣松は相対論に「弁証法」をみたが［★ 26］、小林はそうみない。すべての観察者は、

「アインシュタインの分身」である［★ 27］。人間社会を構成する認識の恣意性をわれ

われは相対的と形容し、それをアインシュタインの相対性と同一視しがちであった。

だが、それはちがう。認識の深層をつくりだす心理学は必要ない。むしろ文字通り無
3

意識であることを求める。観測者ごとの認識の異同など無関係に、すべての観測行為

が、主客を離れた事件それ自体であることを求める峻厳な論理である、と。厳密さを

求める点において、相対論は 19 世紀以上に 19 世紀的なのであり、ニュートン以上

の実証的峻烈さがかえってこれを生み出した、というべきだろうか。そもそも認識論
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は、観察者と観察対象の区別と、その同時性とを前提している。相対論が批判したの

は、こうした認識論的な構えそれ自体なのである。同時性など、徹頭徹尾、主観的な

ものであって、それは共同主観といっても社会といっても同じである。諸事件を貫通

する精密な同時性など、この理論のどこを探しても出てこない。共同的なものであろ

うとなかろうと、主観的な同時性はありうる、などと、認識論に依存したあいまいな

いいかたをしたければするがいいが、物理学の世界ではなんの意味ももたない。

コペルニクスやニュートンの革新とは異なり、アインシュタインの革新は、依然と

して物理学の世界にとどまっている［★ 28］。その理由の一端は、おそらく、この理

論に対する人文学者の応答の乏しさにある。だがもうひとつ別の理由をいえば、ただ

ちにカントの亡霊によって穏便な形に均され、物理学の世界に封じられたからだ。こ

の理論は光速度が問題になる宇宙の彼方の論理であって、眼前の社会とは関係しない

……。もちろん、先に述べたように、相対論自体が、焦点を合理的な客観的実在性（計

量されたもの）に定め、やや性急に観測行為（計量）を目的にすることにより、一度

は飛び出しかけた認識論（合理性）の世界に回帰しているのであり、その理由は理論

そのもの、もっといえば科学自身にもある。もっとも、物理学者としてはそれで充分

だし、ふさわしい名声も得ているだろう。

だが、そのことの意味を、われわれ歴史家は、もっと深く探究することができるは

ずである。ここまでに示したアインシュタイン読解のいくつかの選択肢、それもカン

トを介して正反対の読解は、構成員の認識に応じて個々にばらばらの国民国家と、そ

れらすべての国家の集合である国際連盟（国際連合）、といった単調な世界史理解と

は異なる可能性を考慮する必要を、われわれに迫っているように思われる。

第 3 章　大東亜共栄圏から世界史の哲学へ

アインシュタインはいう。



37史創　No. 6

特
集 

　
２
０
世
紀
と
核—

１
９
０
５
か
ら
２
０
１
１
へ—

相対性原理—くわしくいえば—相対性原理と光速度不変の原理とを併せた

ものは “完全な体系 abgeschlossenes System” ではない。それは一つの体系と見る

べきではなく、単にそれだけを見るならば、剛体や時計や光の信号に関するこ

とを述べているだけの原理でしかない。相対性理論がそれ以上の結果を生むの

は、それがなければ互いに無関係に unabhängig 見える法則の間に関係があるこ

とを示すからである。……すなわち、一つの “体系” があってその中に各法則が

含まれていて、そして単に演繹によってこれを見出すのではなく、一つの法則

を他のものに帰着せしめるような（たとえば熱力学の第二法則のような）一つ

の原理なのである。［★ 29］

「互いに無関係に見える法則に関係があることを示す」。そこには厳密な科学的同時

性も、gemeinschaftlich な同時性もありえない。そのかわりに、無関係なものに関係

を見いだす不思議な一義性がある。それは、西欧を中心とする唯一の時空における唯

一の勝者を定める、帝国主義的世界認識には似ていないし、認識のアプリオリな共通

性—すなわち国家の歴史のことだ—にもとづく国民国家とその有限集合である国

際連盟にも似ていない。アインシュタインの理論が示唆しているのは、各々の歴史に

したがうかぎり同時性をもちえないさまざまな系と系とをつなぐ、《圏の思考》である。

第二次世界大戦後、自由主義圏（特殊にいえば日米安保体制）、共産主義圏、EU

圏、イスラム圏、あるいはカール・シュミットが 1939 年に展開したグロースラウム

Großraum（『域外列強の干渉禁止を伴う国際法的広域秩序』［★ 30］）といった、広域

化されたさまざまな圏の思考が世界を覆い、実質的に—というよりは潜勢的に—

世界史を動かしてきたことを、われわれは知っている。これらは、実態的には、世界

恐慌を契機とするブロック経済圏とともにはじまったものだが、経済的な利害関係だ

けで形成されたものではけっしてない（それでは、19 世紀の帝国主義的展開を拡大

したというにすぎなくなる）。国家の内部にいるかぎり、反照的におしなべて “外国”

と認識されてしまう周辺諸国と、それらの単純な有限集合である国際連合を構想する

素朴な想像力がもたらす “現実” とは、まったく別種の歴史を形づくっている。

こうした圏の思考の先陣を切ったのが、かの大東亜共栄圏である。それは、昭和研
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究会が提唱した東亜協同体論、とくに近衛文麿によって 1938 年に提示された「東亜

新秩序」にもとづく。民族主義的な膨張政策であるドイツの生存圏 Lebensraum、あ

るいは日本の満州侵攻を根拠づけた「生命線」の思考とは厳然と区別される。それは

むしろ、「死線を越えて」ゆくことである。大戦のさなかに忽然とあらわれて消えた

満州国は、東亜新秩序にとっては五族協和の迷夢がもたらした《場》であって、国民

国家の根拠として歴史的に—アプリオリに—形成された時空では、けっしてな

かった。たがいに無関係な歴史をもつ者たちの関係をアジアといい、大東亜共栄圏と

いう。この思考は、「世界史の哲学」に結晶する。

「世界史の哲学」は、京都学派の俊英、高坂正顕、西谷啓治、高山岩男、鈴木成高に

より、1941 年 11 月 26 日（つまり日米開戦直前）に開催された座談会「世界史的立

場と日本」（『中央公論』）を皮切りに表明された哲学の総称である。大東亜共栄圏の

理想は世界史の哲学によって、驚くべき概念的昇華を遂げる。

話の文脈からいえば、やや唐突に、世界史のなかの「エネルギー」について、彼ら

は語りはじめる。

高山 フランスの敗戦の根本原因となつたものは何か、ランケの言葉でいへば

つまりモラリッシェ・エネルギー、道義的生命力の欠乏にあつたと思ふ。……

高坂 もつとズブエクティーフな、主体的なもの、具体的には民族の生命力の

やうなものだ。むろん文化的なものを内容とするのだがね、それが世界歴史に

対して決定的となるやうな場合には、どうしても民族の生命力、更ににはモラ

リッシェ・エネルギーが有力になつて来ると思ふ。……

高山 ドイツが勝つたといふことは、僕はドイツ民族のもつ道義的エネルギー

が勝つたことだと思ふ—よく世界史は世界審判だ、といはれるが、それは何

も世界史の外で神様が見てゐてそれを審判する、といふやうなことではない。

国民自体が自己自身を批判する、自己自身を審判するといふことだと思ふ。国

が亡びるといふことは外からの侵略とか何とか外的原因に基くのではない。

……国が亡びるのは実は国民の道義的エネルギーが枯渇したといふことに基く

んだ。［★ 31］
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高山は、19 世紀の実証史家ランケから「エネルギー」の語を借用している。だが

もちろん、近代において世界史なる言葉を最初に口にしたランケへの最大限の敬意で

あり、あるいは気の利いた皮肉であろう。実際にはランケのそれと全然ちがうことは、

誰にでもわかる。彼らのいう「世界史」は、実証的かつ客観的決定を帰納的に積み重

ねていくことで得られる 19 世紀の世界史ではない。あくまで自己による自己にもと

づく自己批判（自己限定）である。それがなぜ世界史になるかといえば、観測者とし

ての自己を無に転ずることにより、めぐりめぐって世界への没入を意味できるからで

ある。またそのことをもって— “主観的” と区別して—、「主体的」という。す

なわち、観照的に（つまり外側から、主観に対峙する客観として）理解された歴史に

現在を収容してしまう歴史主義とは、一線を画す。

彼らが批判している、神を連想させる外在的で超越的な審判とは、ある面では、世

界の唯一の中心たる中国からみた冊封体制による審判であり、ある面では絶対時空＝

西欧を規範的に参照することでえられる「客観的」体制による審判である（前者にあっ

ては、どのような歴史的判断も中国の古典に従属もしくは寄生した形であらわれ、後

者にあっては、どのような多様性も単線的で進化主義的な発展段階説に回収される）。

しかし、彼らの「世界史」は、いずれとも異なる。そうした外在的（超越的）決定に

もとづかない、諸民族の内在的自己決定であり（「歴史の中から歴史を考へるといふ

こと」［★ 32］）、すなわち、ひとは世界史の内側にいるということの自覚、それ自体

である。日本が中華思想とも西欧中心主義とも異なる立場として、その「指導」性を

得るのは、世界史に対する超越性ではなく、内在性においてである。

この座談会で中心的なモティーフをなす「エネルギー」の概念が、ニュートン以来

のアトミスティークに対する潜在的批判になっていることは、このあと、西欧のアト

ム的個人主義、アトム的民族国家が対置されていることからもあきらかである。

鈴木　民族圏としての大東亜圏、さういふことを非常に考へなければならな

いと思ふ。……あのヴェルサイユ条約の精神になつてゐる民族自決といふ、ア

トム的民族国家の理念に対して、広域圏といふものの意味がある。……
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高山　……鈴木君がアトミスティック（原子論）と云つたやうな思想が支配

してゐる。各民族・各国家はおのおの一票の投票権をもつ。大国も小国も、強

国も弱国も、皆権利上は平等であるといふやうな倫理があつた。これは勿論近

代社会の原子論的な思想の延長なんで、個人主義の思想の国際関係へのそのまゝ

の延長なわけだ。……今度はもつと原則の違つた新しい倫理が、本当に現実を

正しく指導する力をもつやうな倫理が考へられなければならぬ。モラリッシェ・

エネルギーのエネルギーがないやうな所謂人格主義でなく、本当にモラリッシェ・

エネルギーを基礎とするやうな倫理が是非指導的なものとなる必要がある。万

人や万邦が所を得るといふのは、さういふ意味の新しい倫理の原則となるもの

だと思ふ。［★ 33］

必然的に、民族の考えも変化する。民族とは、アトム的実在 Realität というよりは、

現実性 Wirklichkeit をもったエネルギーである。だからこそ、諸民族は融合して共栄

圏をなしうる。

西谷　……民族といふものはいはば浮動した周辺をもつたもので、歴史過程

のうちで融合したり同化したり出来るものだ。……

高坂　……さう思ふね。今までの民族の考へ方はどうも少し狭過ぎると思ふ。

民族といふものは歴史的に生きて動くものであるに拘らず、何だか動きのとれ

ない非歴史的な民族を考へてゐる。それでは自然民族に過ぎない。民族自決主

義なぞといふ時の民族は皆それだ。しかしいま、大東亜の共栄圏が実際に要求

されて来てゐるといふことは、従来の民族の考へ方では実はとてもやつてゆけ

なくなつてしまつて、それで狭い民族の考へ方を超えた新しい形の民族理論が

要求されてきた、といふことを示してゐると思ふ。……

西谷　高坂君は民族が国家形成的だといつてゐたね。僕も自分の本のなかで

同じ考をちよつと書いたことがあるが、現在では民族は国家形成的と同時に共

栄圏形成的だ。

高坂　国家といふものはヨーロッパ流の孤立した国家でなく、どこまでも根
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源的に媒介され合つてゐる国家でなくてはならない。それが共栄圏形成的と言

へるのではないか。……［★ 34］

民族を単位とする国民国家など、非歴史的な虚構にすぎない。そんなことは、

1980 年代以降の歴史学者の誰よりも先に、彼らがいっている。実際の歴史において、

民族は流動している。といっても、だから国民国家は存在しない、などという単純な

議論をしているわけでもない。むしろ国家は、実在ではないとしても、民族と共栄圏

という異なる階層をつなぐ媒介として、事実上、新たな装いを得る、ということだ。

個人 – 国民国家 – 国際連盟という単純なアトミスムとその集合ではないが、厳密にい

えば、マッハらのエネルゲティーク（エネルギー一元論）のように、すべてをエネル

ギーに解消してしまおうというのでもない。彼らは、民族 –（国家）– 共栄圏という

質的に異なる階層の連関、あるいは階層構造を問題にしている。国家はここでは、民

族の海のなか、とびとびに観測されるある種の定数のようなものである。混
カ オ ス

沌の海と

ともにある群島・列島的な秩
コスモス

序、その全体が世界史なのである。

問題は、超越を許さない、内在的な共栄圏のなかで、なぜ日本が「指導者」の立場

に立つのか、ということである。19 世紀の帝国主義的な覇者の論理とはなにがちが

うのか。その反対に、ゲマインシャフト、さらにはゲノッセンシャフトを示唆する平

面的な共存共栄というなら、なぜ「指導」が問題になるのか。座談会の焦点はそこに

移っていく。

彼らははっきりと、カント主義的な認識論とは手を切り、文化類型学を否定している。

高山　〔日本が指導性をもつことの根拠は〕類型的多元性からは出てこない。

僕はさういふ意味で多元性を唱へてゐるのではない。……僕のはこんな普通の

多元論ではない。……少し前は世界史とも何ともいはぬ連中で、十二月八日以

後急に世界史を云つて、何でも彼でも日本を中心とした一元的な世界史論でな

いと、日本の主体性が出ないといふやうに考へる人がゐるらしい。［★ 35］

高山のいうのは、類型的多元性ではなく、局所的には任意の場所に座標系（たとえ
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ば民族……）を貼り付けることのできる、多様体の論理だということである。それは、

アインシュタインがリーマンから受け継いだ論理（リーマン多様体）でもある。たと

えばヴェーバーの提起した類型化された社会とはなんら関係しない、こうした多様体

こそ、平面的共存共栄とは異なる八紘一宇なのだが、まだ、「指導」の問題は漠然と

している。彼らはなにをいおうとしているのだろうか。

ところで、「宇」は屋根を意味し、さらには家を意味するが、それについて高坂は

次のように説明している。

高坂　……八紘を一つの宇と為すといふことは、それを抽象的に考へるとす

れば、そこに親と子といふ関係が成り立たない。親と子が考へられるときには

そこに歴史的な一つの順序のやうなものがあつて初めて親と子といふことがい

へるのだ。親と子では、同じ時間に在りながら、しかも歴史的現実における位

置が違ふ。そこに導くものと導かれるものの区別がある。東亜共栄圏を考へる

場合でも世界史的な時間における位置づけといふやうなものが違ひ、そこから

導くものと導かれるものとの区別が起つて来るのではないか。つまり八紘一宇

といふことは、おのおのをして所を得しめるといふことなのだが、その「所」

といふのには、歴史的な位置づけの意味がある。無論、「所」といふのは一応空

間的に解釈していい訳だが、それとともに、世界史的な意味での「所」なので、

世界史に於いて所を得しめるといふやうな意味がよほどある。そこからいふと

かういふやうな関係でずうッと押して行けるものが東亜共栄圏の中にも見られ

るのではないか。［★ 36］

日本の「家」は、もちろん空間の一種だが、西洋のような夫婦中心の空間的な
3 3 3 3

つな

がりにもとづく水平の形態ではない。親子中心の時間的な
3 3 3 3

鉛直の形態をもつ。また、

八紘一宇を説明する際に用いられる「万人や万邦が所を得る」というときの「所」は、

たんなる空間ではない。いわば、内容物と空間とが繰り広げる相互作用的な《場》と

して、時間を組み込む形で存在している。

高坂が指摘しているのは、アジアに歴史的同時性は存在せず、また旧秩序を守ろう
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とする側と新秩序を打ち立てようとする側のあいだにも、歴史的なズレがある、とい

うことである。「八紘」が「宇」とともに含意しているのは、茫洋とした空間的広が

りというだけでなく、時間的な先後関係のもたらす秩序がある、ということだ。

ひとはいつも、待ち合わせ場所に時間どおりにはやって来ない。早すぎたり、遅す

ぎたりしている。この差異こそが、「指導」の可能性を意味しているのであり、「導び

くもの」と「導かれるもの」との関係は、超越なき先後関係以上のものではない。親

と子とに解体された同時性は、むしろ異なる系同士の時間的差異として、それ自体が

秩序をなす。それどころか、この指導概念＝時間的差異の極限は、戦争をさえ意味で

きる（「戦争といふものの深い本質は「指導」にある……」［★ 37］）。なぜなら、この

戦争は、「世界観の転換」を相手に理解させることを目して戦われているからである。

この思考は、あきらかに、同一性にもとづく共同体的な絆の論理ではない。その反

対に、差異にもとづく。差異が—とりわけ時空の差異が—、ひととひととを結ぶ

のだ。世界史とは、すなわち、同時性の連鎖的解体を意味する。

西谷　デモクラシー国家の立場といふものは、結局個人に立脚してゐる。ヘー

ゲル流にいへば、主観的精神といふものが基礎になつてゐる。それに対して全

体主義国家の立場は、客観的精神だといへる。客観的精神を具現した国家だ。

コンミユニズムでも、階級といふのが一つの利
ゲゼルシヤフト

益社会的なものだから、広い意

味での客観的精神の立場に属する。それに対して日本の場合では、国家といふ

ものは単に客観的精神といふだけでなく、絶対的精神の表現としての客観的精

神だといへると思ふ。絶対的精神の立場が初めから含まれてゐるたといへる。

そしてさういふ絶対的精神の立場が所謂世界新秩序といふ要請の根本に含まれ

てをり、現在世界史の底から聞える呼び声なんだ。さつき日本の立場が世界の

他の諸国家の上に突き抜けてゐるといつたのはその意味だ。現在、世界史が日

本を呼んでゐる、呼び出してゐ訳だ。僕は「八紘一宇」をさういふ風に解釈する。

［★ 38］

民主主義国家でもなければ全体主義国家でもなく、ましてやコミュニズムでもない。
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潜在的な主語である世界史の呼びかけに対する、主観なき絶対的＝内在的応答、いい

かえれば世界史への主体的没入、これが、京都学派の生み出した圏の思考、多様体の

論理である。

彼らは、大東亜共栄圏の思考が、歴史の尖端にあることを理解していた。

高坂　……一方的に日本がただ拡がつて行くといふやうなものでもないし、

さうかといつて逆にすべてがただ平面的に並んでゐるといふやうな意味での一

つの宇といふやうなものでもない。そこに或る秩序なり組織なりをもつたもの

が、東亜の全体として可能になつて来る。さういつたやうな新しい理念の下に、

非常に多くの民族を一つに統合した共栄圏といふやうな形のものは、過去の世

界の歴史の中で恐らく考へられたこともないだらう。……

高山　……共栄圏の新秩序の原理は従来考へられたことがない、その原理が

世界史的要求から来る全く新しいものでなければならぬといふことには、全然

同感で異論がない。［★ 39］

主権国家は後景に退き、世界史の主役から媒介へと地位を下げている。固有の領土、

という観点は喪失して、かわりに浮動する民族の分布によってそのつど規定される圏

の概念が織りなす、《場》が問題となる。これは、ずっと前にサンディカリストがいっ

ていた「国家の死 L'État est mort」だろうか？　たしかに、その系譜にはあるかもし

れない。しかし国家は依然、重要な役割を担う。異なる階層をつなぐ媒介として—

たとえば物理の世界と人間の歴史とをつなぐ媒介として。

こうした思考は、あきらかに、アインシュタイン以前には考えられもしなかったも

のだ。しかも、戦後の世界史を彩る圏の思考の先陣を切ったばかりでなく、もっとも

ラディカルな形だったことも、またたしかであるように思われる。

彼らはそれを、「世界新秩序」とさえいっていた。アインシュタイン、あるいは京

都学派の傍流にいたといってもいい湯川秀樹が、戦後、夢見た世界連邦の創設は、お

そらく国連主義よりも、圏の思考の延長上にある。核兵器の恐怖が世界規模での連帯

を可能にする、というよりは（それもまちがいとはいえないが）、世界は刷新される、
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という彼らの学問的確信があったればこその、世界連邦だと、わたしは思う。湯川は、

「運命の連帯」についてこう語る。

人類全体があたかも一つの有機体のごとく健康を保ち続けるようになるまでに

は、まだまだ長い年月が必要であるように思われる。しかし人類が進歩して行

くテンポは一定ではない。ギリシャ時代の数百年間は、それ以前の数千年にも

匹敵する。近代以後の三四百年間は、それ以前の人類の全歴史時代にもくらべ

られる。さらに前世紀末から現在に到る五〇年の間に、一七世紀以後の二百数

十年に劣らぬ文明の進歩が認められるのである。人間が原子力を自由にするこ

とに成功し得てからの数年ないし数十年は、私どもの祖先が火を使うことを知っ

て以後の数千年、数万年にも匹敵し得るかも知れないのである。［★ 40］

戦後もペシミズムとはいっさい無縁だった湯川はともかく、日本における《圏の思

考》の結末は、京都学派のひとびとの思うようには訪れなかった［★ 41］。完膚なき

までの日本の敗北は、この思考の誤謬を意味しているように思われた。それとも、もっ

と新しい別の意味があるのだろうか。

おわりに

相対性理論についての解釈の揺れは、そのまま 1905 年以降の世界史のあり方に結

びつているように思われる。それが認識論的相対性を意味していると考えられるかぎ

りで、たしかに、自国の文化とともに他者の諸文化が横並びになった多文化相対主義

と、それにもとづくすべての国民国家の連合、すなわち国際連合が、それなりの存在

理由とともに考えられる余地はある。すくなくとも国際法や立憲政治が理念として機

能しているとみなしている戦後知識人のあいだでは、かなり根強い支持を受けている

といえる。
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しかし、こうした思考とは別に、潜勢的にありえたのは、国家を超える圏の思考で

ある。こちらはどちらかといえば、きわめて政治的な内容をもつ。固定した民族の概

念の非実在性とともに、同じ概念の絶対的な遊動性という事実にもとづくなら、アプ

リオリに世界を仕切る国民国家を想定することは、制度的現実性はあるかもしれない

が、非歴史的である。

あらかじめ諸国家の連合 United states という形で誕生していたアメリカの優位にあ

きらかなように、形式はともかく、実質的に世界を覆ったのは圏の思考である（民族

自決を世界に提唱したのも、周知のとおりアメリカのウッドロウ・ウィルソンなのだ

が、これも周知のとおり、その同じ国で第二次大戦後も民族差別がつづき、公民権運

動がさかんに行なわれることになる）。そして、国民国家という非歴史の矛盾が集中

したのが、もっとも古い出自をもち、それゆえに脆弱なイスラム圏に突如としてあら

われたイスラエルであることは、誰もが承知していよう。

相対性理論がわれわれに示唆しているのは、歴史と非歴史とが重層する、こうした

多様な現代の世界を考える必要である。すくなくとも本稿は、主権国家とそれらの集

合としての国際関係に至る道とはまったく異なる、もうひとつの思想的足取りを、

1905 年以後の歴史に示しえたと考えている。

それにしても、大東亜共栄圏の試みは、飛び立つとともに華々しく崩壊した。その

ことは、なにを意味しているだろうか。ベルクソンの語り口をふたたび借りよう。

ある歴史研究者が机に肘をつき、1905 年をめぐって空想している。特殊相対

性理論、日露戦争かニホンオオカミの絶滅、わたしの深みでたえまなく重ねら

れる沈思は、わたしの意志によって、三つの異なったものかあるいは一つのも

のである……。

滅びゆく狼は、相対性理論の出現を知らない。アインシュタインも、日露戦争で死

んだ兵士も、おそらく狼の絶滅を知らなかったろう。この流れの同時性を知っている

のは、歴史研究者だけである。わたしがいくらその同時性を指摘しても、狼も、兵士

も、アインシュタインも、そんなことは知らないというか、偶々だというだろう。い
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いかえれば、この論考の冒頭で述べたように、われわれは出会うとともにすれちがっ

ているのであり、しかもそのことによって、協働的認識に依存しないこの出来事は真

に出来事的であり、すなわち世界史的である。

京都学派のひとびとは、このすれちがいを、「指導」といった。わたしならこの言

葉を使わなかったかもしれないが、ともあれ、すれちがいを超越的な「指導」で埋め

て、自分と同じものを、すくなくともよく似たものを作ろう、というのではない。「指

導」とは、たんに、この時間的すれちがいのことだ、といったのである。というのは、

ひとつの「宇」にあって、無関係なその占有者たちは、ついに時間的多彩さを失わな

いからである。

ひとが教育から逃れることはなかなかできないが、指導する者の言葉を、指導され

る者は簡単には理解しないものだ。逆もまたそうだろう。やがて時満ちて後者が前者

へと成長したら、また同じ新しい、埋めがたい差異をもつ関係が生まれるのだ。

だから、「指導」は、ときには戦争—彼らの概念にしたがえば、徹頭徹尾、内戦

である—をさえ意味することができた。「指導」という概念の困難についてあれほ

ど語った彼らは、それゆえ、自分たちの試みがほとんど理解されないこと、ほとんど

失敗することを半ば知っていただろうが、ときには「指導」という言葉の通俗的な意

味（内在性ではなく超越性）に引きずられて、差異を失念したこともあったかもしれ

ない。多様さ—多数ではなく—ゆえ大東亜共栄圏は共栄圏たりえ、そしてその多

様さゆえ、共栄圏の夢は—おそらくは、つねに – すでに—潰
つい

えていたのである。

しかし、ほんとうに潰えたといえるだろうか。それが構成員の差異にもとづく奇妙

な論理であるかぎり、かえって依然として機能しているともいえないだろうか。ただ、

かつてのような「自覚」を失い、ますます潜勢化したただけであって、その多様さへ

の意志が価値を失うことはない。そして、その試みについて、いくら観念的だと外野

が指摘したところで、固定した民族を想定することも別の意味で充分に観念的であろ

うし、主権国家を超える圏の思考が潜勢的な形で世界史を覆ったことは、彼らの思考

のたしかさを示しているといってよい。

だがなによりも、その迷夢のために失われた膨大な数のひとの命が、世界史に刻ま

れているのを否定することはできない。太平洋を舞台に繰り広げられたこの悲劇的な
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すれちがいは、しかし、そのことによって、かえってきわめて希少な、真正の出会い

だったように、わたしには思われる。

世界史的同時性—それは、gemeinschaftlich な同一性の論理から生まれるのか、

それとも差異の論理から生まれるのか。単一さより多様さをその条件とする《世界》

という概念に忠実であるなら、おそらくわれわれは彼らとともに後者に賭けねばなら

ないのだろう。

　—絶対的な差異こそが、同時性に至る道だと？ この概念が難解であることは

承知している。「時よ止まれ！　お前はいかにも美しい。（„Verweile doch! Du bist so 

schön.“）」こういって絶命したゲーテのファウストの言葉が、世界史の思考を理解す

るのをすこしは助けてくれるだろう。—われわれは、彼らの試みから何十年も遅れ

てやってきた。いくら彼らの「指導」を受けたところで、すれちがいは宿命である。

過去と現在、この異質な者たちのすれちがいが、歴史を可能にしているのだが、もし

このすれちがいこそ出会いであり、真の意味で出来事であると信じられるなら、歴史

はおそらく、このうえなく美しいのである。
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