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新し い 「秩序」の 生成　水越伸 『メ デ ィ ァ の 生成』の 場合

Fommation　of　a　New
‘［

Order
”

　 The 　Case　of　a　New 　lnformation　Medium

Observed　by　Shin　Mizukoshi

唐木田　健
一 ＊

　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 要旨

　水越伸は ，そ の 著書 『メ デ ィ ア の 生成』の なか で ，無線電話 と い う新 し い 技術が ラ ジ オ 放送と い

う新 し い メ デ ィ ア に結実 し て い く過程を多面的に記述 し た 。 そこ に お い て は ，新 し い メ デ ィ ア は ，
まずは既 存の メ デ ィ ア の 延長上 で と ら え られ 、社会的に 共有 され る。しか し な が ら 1 それ が 展開 さ

れ る う ち に ，当初 の ビ ジ ョ ン は 実態 との ズ レ を生 じ る 。 そ し て
，

そ の ズ レ を原動 力 と して ，新 し い

メ デ ィ ア の 生成が導か れる 。 本稿で は 、水越 の こ の 観察を紹 介する と と もに ，それ が 新 し い 秩序

（思想 ，理論 ，様式 ，など）の 生成機構に 関し て 高い
一般的意義を有する こ と，とりわけ 自然科学

に おけ る基本理論の形成過程と きわめ て よ く対応する こ とを示 し た。また ，こ の よ うな創造過程に

関わる日本社会の 問題点を論 じた 。

Ken−ichi　KARAKIDA ＊

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Abstract

　Shin　Mizukoshi　described　in　his　book，
“
For皿 ation 　of　Media

”
（in　Japanese，

　Tokyo ，1993），the

detailed　process　that　a　new 　technology，　wireless 　telephone，　developed　into　a 　new 　medium ，　radio 　broad−
casting ．　In　this　process，　the　new 　technology　was 　first　accepted 　in　the　ffamework　of 　the　existing 　media ，
and 　shared 　in　the　society ．　However，　in　the　development　process，　the 五rst 　vision 　about 　the　technology

showed 　inconsistencies　with 　the　actual 　situatiQI1，
　which 　drove　the　technology　into　the　formation　of　the

new 　medium ．　The　present　paper　shows 　the　general　significance 　of　Mizukoshi
’
s　observation ，　in　particu−

1ar　its　great　similarity 　With　the　process　of 　the　formation　of　fundamental　theories　in　sciences ．
’
lhe　prob−

1ems　ofJapanese 　sGciety 　concerning 　such 　creation 　processes　were 　also　discussed，

1．は じめ に

　著者は これまで ，さまざまな分野 における新 し

い 思想 ・理論 ・
様式などの生成機構に つ き論 じて

きた
［1］ ［2］ ［3］

。 こ こ に お い て明 らかに された こ と

は ，新 しい 思想 ・理論 ・様式 な ど （以下 ，こ れ ら

を一括 し て 「秩序」と呼ぶ こ と に する）は ，既 存

の 秩序 をベ ース とし て誕生する とい う こ とで あ る 。

これは い わ ゆ る 「パ ラ ダ イ ム 論」 と して 知 られ る

考え方
［4］

とは対極 をなすもの で ［5］
，「パ ラ ダ イ ム

論」 に よれば ，新 し い 秩序 （「新 しい パ ラダ イ ム」）

＊　 　 富士 ゼ ロ
ッ ク ス 株式会 社 ITデ バ イ ス 研究 所

　 　 Intelligent　Devices　Lab，　Fuji　Xerox　Ce．，Ltd．

は既存の秩序 （「古い パ ラ ダイム」）の 外で 生 まれ ，

それ と競合 し
， それ に と っ て 代 わる。これ が い わ

ゆ る 「パ ラダイム 転換」で ある 。 そ して ，新旧両

秩序の 関係 は 「通約不可能」一すなわち断絶 し て

い て コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン がで きな い
一

と されて い

る。すなわち，パ ラダ イ ム 転換は い わば宗教的回

心 の よ うな もの で あ っ て 合理的説明は 不可能で あ

り，両パ ラ ダ イ ム は完全に相対的なの で ある。一

方 ，著者 らに よれば ，新 しい 秩序の生成の 原動 力

とな る の は ，既存の 秩序 の 内部に 生 じ た矛盾 ・不

整合 ・欠如 な ど の 否定的要素で ある。新 し い 秩序

は ，それをの りこえる ことによ っ て生成 される。

　既 存の 秩序内部の 矛盾は ，その 秩序 が新 し い 要

素 を組み込んだ結果として 生ずるこ とが ある。こ
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れ に よ り，そ の 新 し い 要素 が 外部か ら既存の 秩序

を否定 して新 しい 秩序 をも た ら したか の よ うに解

釈 され る こ とが ある。し か し な が ら、新 しい 要素

は ，既存の 秩序 の 内部に 組み込 まれな い 限 り，新

しい 秩序 を導 くこ とは な い 。ある い は ，それ は ．

新 し い 要素 と して さえ認識 されな い で あ ろ う 。

　 こ の こ とにつ い て ，物理学 の 基本理論生成 に関

わる例 を紹介 しよ う。 「水星の 近 日点の 移動」と い

われ る現 象に 関 し ，どう し て も説明で きな い 暈が

残 る こ と はすで に 19世紀の 半ば頃に は知 られて お

り，し か も現在 の 物理学者 たちは それが ニ
ュ
ー ト

ン 力学の 隈界 を示す重 要なデータ で あ っ て ，ア イ

ン シ ュ タ イン の
一一
般 相対性理論 に よ っ て 初め て完

全に理 解で き る もの で ある こ とを知 っ て い る。し

か しなが ら当時 ，それをも っ て ニ
ュ
ー

トン 力学が

否定 ・廃棄 される こ とは な か っ た。それ は ，の ち

に な っ て ア イ ン シ ュ タ イ ン が 全 く別の 発想か ら新

し い 理 論を構築した と き，そ の 内部で初 めて ，新

し い 要素で あ っ た こ とが認知 され た の で あ る 。 他

方 ，19世紀末に 工 学的関心 を背景 に 着目 され た

「黒体輻射」と い わ れ る現 象は ，それが理論的 に解

析 され るなか で既存理論 内部の 矛盾が顕 在化 し ，

新理論
一

量子力学
一の 生成 を導い た。

　
一

般相対性理 論と量 子力学が言及 され た つ い で

に ，特殊相対性理論 に も触れて お こ う 。
こ こ に は

新 しい 要素は直接 的に は何 ら関与 し て い な い 。 ア

イ ン シ ュ タ インは ，実 に素朴な考察 を通 じ
［6］

，ニ

ュ
ー

トン力学 とマ ク ス ウ エ ル 電磁気学 を統合 した

と きに現れ る不整合 を発見 し ，それ をの りこ える

視点 と して特殊相対性理 論を提起 したの である。

　さ ら に 我々 は
， 新 旧両秩序の 関係は決 して パ ラ

ダ イ ム 論が主張す るよ うな平板 な もの で は な い こ

と を明 らかに した
［7］

。 我々 は確か に ，古い 秩序か

ら新 しい 秩序へ の 断絶は認め る こ とがで きる。し

か し同時 に ，新 し い 秩序に お い て は古い 秩序が理

解 で きるの で あ る 。
こ の 新旧両秩序の 関係 を ，

我 々 は 「の りこ え」 ある い は 「半通約不 可能性」

と呼ん だ。この 関係こそが ，新 しい 秩序 における

新 し さの 本質で あ る 。
こ の 意味で ，パ ラ ダ イ ム論

は ，真の 新 しさを扱 うこ とがで きな い の で ある
［8］。

　本稿で我 々が着 目するの は 、水越伸 に よ る 「新

し い メ デ ィ ア の 生成」に関する論考で ある 匚9］。彼

は ，無線電話 と い う技術
一

こ れ は新 し い 要素で あ

る
一

が誕生 し ，さまざまな試行の うちに ラ ジオ 放

送 と い う新 し い メ デ ィ ア に成長 し確 立 し て い く過

程 を多面的 に記述 した 。 我 々 は新 しい 秩序の 生成

とい う一面か ら，彼の 探究 を紹介 しつ つ 考察 した

い
。

2．技術 と メ デ ィ ァ

　現在 ，「メ デ ィ ア」 と い う用語は ，「コ ミ ュ ニ ケ

ーシ ョ ン 技術」と ほぼ 同義な もの と し て 曖昧に使

用 されて い る こ とが 多い
。 水越 に よれば，両者 は

相対的に異 な っ た範疇に 属 し て い る 。 技術は専門

家集団 に よ っ て 生 み 出され る も の で ある。一方 ，

メ デ ィ ア は社 会の なか で生 成され ，さま ざまな要

因の介在 に よっ て様態 を整 えて い く。 したが っ て ，

技術は メ デ ィ ア を結実 させ る核 で は ある が ，し か

しその ひ とつ の 要因に過ぎな い 〔1012頁〕
［9］。

　た と えば，「電話」は （特 に 《ケ ータ イ》や 《ピ

ッ チ》の 出現以降 の ）最近に お い て は その 様態 を

変容 させ つ つ あ るが ，基本的には 1対 1の テ レ
・

コ

ミュ
ニ ケ

ーシ ョ ン の 手段 C
‘
tele−phone

”
）で あ る 。

し か し電話 は ，それが ベ ル に よっ て 発明 された 当

時 （特許 1876年），さま ざまな可能性が想定 され て

い た 。ベ ル は 「音を電線で 送 る技術」を開発 し て

い たの で ある。

　1881年の パ リ国際電気博覧会で最 も人気があ っ

た の は 、電話技術 を用い て オ ペ ラ 公 演や演劇の 生

の音声をヘ ッ ドフ ォ ン で聴 くこ との で き る装置 だ

っ た 。 また ，19世紀の 末に は劇場や コ ン サ
ー トホ

ー
ル と高級 ホ テ ル や貴族の 屋敷を専用回線で結 び

つ けた娯楽施設 もあ っ た 。 もっ と大衆的には ，パ

リや ロ ン ドン に は コ イ ン を投下 し て 音楽や ニ ュ
ー

ス を楽 しむ シ ス テ ム が あ っ た 。ニ
ュ
ーヨ ークや フ

ィ ラデ ル フ ィ ア で も同様 で あ っ た 。 事業と して 定

着し た例 もあ っ た。た とえば ，当時 ヨーロ ッ パ 有

数の 大都市で あっ た ブ ダ ペ ス トで は ，ニ
ュ

ース や

音楽を回線で 流す 「テ レ フ ォ ン ・ヒ ル モ ン ド」 と

呼ばれ るサ
ービ ス

・シ ス テ ム が成功 し て い た 。 さ

らに ，革命直後の ソ連邦では ，有線電話 に よるサ

ービ ス ・シ ス テ ム が事業化 され ，これは その 後 も

マ ス
・
メデ ィ ア とし て 機能 した とい う 〔2430頁〕。
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　 「蓄音機」 も同様で ある。現在の 我々 に と っ て

それは ，レ コ ー
ドや カ セ ッ ト，ある い は CD や MD

を再生 し ，主 と して 音楽を楽しむ 装置で ある。 し

か し ，エ ジ ソ ン は
，

こ の 装置 （発明 1877年）をテ

レ ・コ ミュ
ニ ケ

ーシ ョ ン の 手段 と し て も考 え て い

た 。 彼は蓄音機 を電話に接続する シ ス テ ム や ，音

をパ ッ ケージ化 して郵便 に より配送するシ ス テ ム

まで を構想 して い た 〔31頁〕。

　今 日で は ，「電話」や 「蓄音機」，さ らに 「ラジ

オ」は社会 的に異 な っ た メ デ ィ ァ とし て 定着 し て

い る 。 しか し ，発明 された 当時 1 それ らは大き く

共通す る夢 を内包 して い た の で ある 〔32頁〕。

3．無線電話の 出現

　世界で 最初に無線に よ る音声送信の公 開実験 を

お こ な っ た の は ，ピ ッ ッ バ ーグ大学教授の カ ナ ダ

人 ，レ ジナ ル ド
・

フ ェ セ ンデ ン ［IQ］
で ある と され

て い る 。 1906年の こ とで あ っ た 。 同様 な試み が欧

米の 各地 で は じま っ て い た 〔20−21 頁〕。そ し て ，

これ らの 実験の 結果は ，ア マ チ ュ ア無線家 ら 《マ

ニ ァ 》た ちに よ っ て 共有され た 〔36頁〕。

　第
一
次大戦以前の 当時，鉄道会社 ，船舶会社 ，

株式市場 ， 新聞社 などは ， 従来の 有線技術で は不

可能な遠隔地や洋上 の 船舶 と の 通信に無線技術の

可能性 を見出 し て い た 。 し か し ，こ れ らの 産業 に

と っ て ，メ ッ セ ージ が 音声の 必要はな か っ た 。モ

ー
ル ス 信号で十分だっ た 〔37頁〕。 また ，第

一．次 大

戦 （1914〜1918）にお い て は ，戦闘機や軍艦 ，戦

車な どの 移動兵器 との コ ミ ュ
ニ ケ ーシ ョ ン が死活

的な重要性を もち，その 手段と して の 無線電信が

積極的に研究開発 され ，大量 生産 され た 。 しか し，

こ こ で も無線電話 と し て 肉声が 聞 える よりも，モ

ール ス 信号の ほ うが都合がよか っ た 。肉声は機密

上問題 だ っ たの で ある 〔44頁〕。

　 1915年 ，ア メ リカ ン ・マ ル コ ー二 電信会社の デ

ービ ッ ド・
サ

ーノ ブ （の ちに合衆国 RCA 社会長）

は ，無線電話で家庭に音楽を運ぶ 「ラ ジ オ ・ミュ

ージ ッ ク ・ボ ッ ク ス 」の 構想 を社長 に提 出 し た。

そこ で は ， 音楽の み で な く 1 講演，国家的に重要

な出来事の ア ナ ウ ン ス ，野球の ス コ ア な どの 送信

の こ と も述 べ られて い た。これは 前述の 「テ レ フ

オ ン ・ヒ ル モ ン ド」や の ちの エ ン タ ー
テ イメ ン

ト ・メ デ ィ ア と して の ラ ジオ に も通 じ る コ ン セ プ

トで ある。しか しなが ら，結局その 提案 は却下 さ

れて しま っ た 〔4041 頁〕。

　GE 社や ウ エ ス テ ィ ン グ ハ ウ ス 社 に と っ て 1 無線

電話 は無線電信機事業の 枠 内に あっ た。また ，電

話事業で 圧倒的 な力 をもち独 占的な地位 を築 い て

い た AT＆T は ，電話事業の 市場 を拡大する媒介 と

して 無線電話をと らえた。しか しな が ら，これ ら

当時の ビ ッ グ ビジ ネス に おい て は，事業の 明確 な

形態や需要予測は存在し なか っ た 〔46頁〕。
い ずれ

にせ よ ，無線電 話は テ レ ・コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン の

一部 とし て とらえられ ， 音声 を流通 させ るマ ス ・コ

ミ ュ
ニ ケ

ーシ ョ ン の 可能性はなお ざりに されて し

ま っ た の で ある 〔38頁〕。

4．電話 と して の ラ ジオ

（1＞「定時放送」の概念の 出現

　 き っ かけをつ く っ た の は ア マ チ ュ ア 無線家 フ ラ

ン ク ・
コ ン ラ ッ ドで あ っ た。彼は ，ウ エ ス テ ィ ン

グ ハ ウ ス 社の 無線部門 の 責任者で あ っ た が ，同社

は第
一
次大戦後無線市場の 将来性 に見切 りをつ け ，

彼 をス イ ッ チ部門 に配転 させ た。し か し彼 は個人

的に
， 自宅の ガ レ ージで 無線電話の 実験を継続 し

て い た。実験の 素材に は レ コ ー ド音楽 もあっ た。

　彼の技術は
一般の 人 々 に も楽 しめ る水準に達 し

て い た 。 送信は は じめ不定期で あ っ た が ，徐 々 に

定時化 されて い っ た 。 こ の 試み は近隣で 話題 とな

っ て い た。こ れに 着 目 し た ある デ パ ー トが ，こ の

「エ ア
・

コ ン サ
ー

ト」を紹介 し，「ただい ま当店で

売 り出 して い る ア マ チ ュ ア 無線機 は ，メ ーカ ーで

あらか じ め組み た て られて お り，10 ドル か ら の 値

段で販売 されて い ます」 と，ある夕刊紙に広告を

載せ た 。 1920年 9 月の こ とだ っ た 。 無線機 の 販売

促進が 目的だ っ た 〔62−64頁〕。

　 コ ン ラ ッ ドの元上司で ウ エ ス テ ィ ン グ ハ ウ ス 副

社長の H ・P デ ービ ス は こ の広告 を見た。そ し て ，

デ パ ー トが こ の よ うな広告 を うっ て採算 が取れ る

と判断するな ら，定 時放送サ ービ ス は
，

ウ エ ス テ

ィ ン グ ハ ウ ス で の 受信機の 売上 と広告費に よっ て ，

十分 に まか なえる の で は ない か と考えた 。
こ れ を
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き っ か けに ，1920年 11月 ピ ッ ツ バ ーグ に 設立 され

た放送 局が KDKA で あ る 。
　 KDKA は ，ウ ォ

ー
レ

ン ・G ・ハ ーデ ィ ン グ とジ ェ
ーム ズ ・コ ッ ク ス の

間で争わ れた大統領選の速報を電話 中継 して読み

上げるな どの 試みで 評判 をと っ た 。 結果 は各地の

新聞 ・雑誌に取 り上 げられ ，全 国的な宣伝効果を

もた らした 。大成功で あ っ た 〔6465 頁〕．

　毎週 ， 決まっ た曜 日の 決 ま っ た時間に
一

定の 周

波数で 送信す る とい うこ の 定時放送の 手法は きわ

め て重要で あ っ た 。 こ の こ とは ，現在の 我々 が海

外か らの 放送 を聴 こ うとす る場合 を考 えて み れば

理 解で きる で あ ろ う 。 確か に送信 されて い る時問

がわか らなければ，聴 こ う とする姿勢 は生 まれ に

くい 〔67頁〕。

　 また ，KDKA は ，事業活動の
一

環 と して放送 を

お こ な っ た最初の 局で あ っ た。自社商品で ある無

線機の 需要創造 と販売促進 の メ デ ィ ア と し て ，経

営活動上 明確に位置づ け られ て い た 。 それ以 前の

局 は ，主 とし て 技術的な好奇心 に よっ て 運営 がな

されて い た 〔68頁〕。

　KDKA は出力 100W で あっ て ，その 可聴圏内には ，

ほぼ 5千か ら 1万台の 受信機が存在して い た。これ

らの 所有者の 大半は ア マ チ ュ ア 無線家か ，ある い

は い つ か 送信機 も手 に 入 れた い と願 っ て い る 《マ

ニ ァ 》た ちで あ っ た
。

し か し ，KDKA が 対象 と し

た の は ，技術的知 識 をもた な い
．般 大衆 （mass ）

で あ っ た 。 こ れ らの 人 々 は聴取者 と呼ばれ ，数年

の うち に 合衆国国民の 全体 に近 い 概念 に な っ て い

くの で あ る。無線電話 が テ レ ・
コ ミュ

ニ ケ
ーシ ョ

ン の 範疇 か らはずれ ，
マ ス ・メ デ ィ ア とな っ て い

く基本要因がこ こ に生 じた 〔6969頁〕e

　 こ の よ うな聴取者によ っ て所有 され る無線受信

機は 「ラジ オ」と呼ばれ るよ うに な っ た 。 ま た ，

ラ ジ オ が普及する に つ れ ，その コ ミ ュ
ニ ケ ーシ ョ

ン の 領域 は 「放送 （broadcasting）」と呼ばれる よ

う に な っ た 。こ の 語 は元来 ， 主 と し て 農業 の 領域

で ，種を広範に散布する意味 で 用い られて い た も

の で あ つ た 〔5頁〕。

　た だ し ，KDKA の 成功 に よ っ て も，しば ら くの

間 ビ ッ グ ビジネス の 経営陣はそ の 重大 さを認識で

きな い で い た。RCA は 1921年 12月に ニ ュ
ージ ャ

ー

ジー州に WDY を開局 したが ，翌年の 2 月に は活動

を中止 し て し ま っ た。GE は こ の 22年 2 月に な っ て

や っ とニ
ュ
ー ヨ ー

ク州に WGY を開局 し た 。両社 と

もずい ぶ ん 《慎重》あ る い は お よび腰 だ っ た 。
こ

れに対 し，AT ＆T は は っ きりと異 な っ て い た。彼

らは ビ ジ ョ ン をもっ て い た 〔6971頁〕。

（2）「チ ェ
ーン放送」の 概念の 出現

　 ラ ジオ受信機の 需要の 増大は ，その 関連企業の

株 を上昇 させ た 。 それ と同時に ，「無線」に 対 し て

「有線」 を古 い とみ なす傾 向が現 れ ，（有線）電話

事業 をお こ な っ て い る AT＆T の 株価 は ド落 し か ね

ない状況 に な っ て い た 。 AT＆T に と っ て ，ラ ジ オ

は電話事業 の 延長 ．Eに あ っ た。 し か し ，ラ ジオ が

どこ に 向か っ て い る の か は よ くわか らな か っ た 。

社内に は ，か つ て 電話 が 登場 し た と き，既存の 電

信業者がそ の技術を児戯 に過 ぎない と片付 けて し

ま っ た 失敗の 教訓 が生 き て い た 。 ラ ジオ無線は ，

プ ラ イバ シ ーの な い 電話の よ うな もの で は あるが ，

それを軽視すべ きで はない とい う認識は共有 され

て い た 〔11（＞112頁〕。

　 AT ＆T が考 え出 した ラ ジオ放送 の ビ ジ ョ ンは ，

「有料放送 （toll　broadcasting）」と い うもの で ，

1922年 2 月に 発表 された 。 こ れは完全 に電話 事業

の 延長 ヒに あ っ た。辞書 をみ れば ，
“
toll

”
と い う

単語は ，米語 と して長距離電話料の 意味 を含ん で

い る。こ こ で の 構想 は ，契約者 を募 り，彼 らに 対

し て ，ス ピー
チや ニ

ュ
ース

， 音楽な ど を流す手段

を有料で 提供する と い う もの で あ っ た 。 AT ＆T が

自ら放 送内容を制作する こ とは しない 。ち ょ うど ，

新 聞社や銀行 に長距離電話回線 を賃貸 して きたの

と同じ発想だ っ た 〔113頁〕。

　こ こに お い て は ，「ラ ジ オ無線機」は 「無線電話」，

「放送局」は 「市外電話局」，聴取者の もつ 機器 は

「受信局」な どと呼ばれて い た。ラ ジオ が電話事業

の
一
形 態 で あ る こ とを用語 の 面 で も表現 し た の で

ある。そ し て
，
AT ＆T は ，こ の 有 料放送事業に 独

占権を主張 し た。先年 ，国策会社 RCA を介 して ビ

ッ グ ビ ジネ ス の 間で結ばれた協定 （「1919−1921年

相互特許協定」）に よれば
，
AT ＆T には公衆電話事

業 に お ける独 占権 が認め られて お り，ラ ジオ ＝無

線電話 もこの 領域に属する と い うの が根拠で あ っ

た 〔114頁〕。

　こ こ で 重要 なの は ，主 な長距離電話 回線上に あ
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る 38個所 （計画値）の 市外電話局を結ん だ 「チ ェ

ーン放送」を想定 して い た こ とで あ っ た 。
こ れは ，

連結 された複数の 放送局 を通 して
， 同 じ番組 を同

時に放送す るこ と （「同時放送」）が 目的だ っ た。

これ を実現 す る に は 高度 な技術が 必 要 で あ り，

AT ＆T で ある か ら こ そ，可能 とな る もの で あっ た

〔114−115頁〕。

　 こ の 構想 に沿 っ て開局 され た の が ，ニ ュ
ーヨ ー

クの WEAF で あり，1922年 8月に放送を開始 し た 。

チ ェ
ーン放送 は ，ハ ーデ ィ ン グ大統領や引退した

ウ ィ ル ソ ン 前大統領 の 演説 ，さらに は急死 （1923

年 8 月） した ハ ーデ ィ ン グ を継 い で 大統領 に就任

した ク
ー

リ ッ ジの メ ッ セ ー
ジ を送る な どの 国家的

行事を通 じ
， 大好評 を博し た 。 合衆国で は ，こ の

頃か ら急速に ラ ジオの 普及が は じま っ た 。 放送局

数 も増大 して い っ た 〔115116fi〕。

（3）構想 と現 実の ズ レ

　 し か し なが ら ，有料放送の現 実は ，構想 か ら大

き くズ レ た もの とな っ て きた 。 まず ，AT ＆T が 当

初想定 した ような契約者 ，す なわち公衆電話 をか

け る よ うに して無線電 話 局 を訪れ ，何 ら か の ス ピ

ー
チ や ニ ュ

ース
， 音楽 を流 し た い とい う顧客は確

保で きな か っ た．放送の 利用者は ，デパ ー
トや遊

園地 ，企業な どが大半を占め た 。 広告 を流すた め

である 〔117頁〕。

　WEAF で は 1 利用者 の い な い 時 間 （す なわ ち，

大半の 時間）は ，自分 た ちで音楽や お し ゃ べ り，

本の 朗読な どを流 して い た 。 そ し て
， 局に 送 られ

て くる手紙 などか らし て ，人々 は広告で は なく自

分た ちの パ フ ォ
ー

マ ン ス を楽しみ に聴 い て い る と

い う こ とが わか っ て きた 。そ こ で 1923年 ，AT ＆T

の 無線電話有料賃貸 シ ス テ ム は ，「コ マ
ーシ ャ ル 放

送」 に 転換す る こ と とな っ た
。 当初の 構想で は ，

契約者の 流す メ ッ セ ージ に AT＆T は立 ち入 らな い

こ とに な っ て い た 。 しか し
， 以降 は ， 放送の 主要

部は ，音楽や お し ゃ べ りな どの パ フ ォ
ー

マ ン ス と

な り，広告は それ に付随する もの と な っ た 。送 り

手 は
， 魅力的な番組を制作する仕事に も携わ らね

ばな らなくな っ た 〔171−172頁〕。

　AT ＆T で ラジオ を担当 した の は ，長距離回線事

業部の エ ン ジ ニ ァ たちで あっ た。彼 らに エ ン タ ー

テ イメ ン ト性の 高い 番組の 制作を求め るの は無理

で あ っ た。そこ で ，AT＆T は ，メ ッ セ ージ の 制作

を広告代理 店 に外注す る よ うにな っ た 。 これが ス

ポ ン サ
ー ・シ ス テ ム の は じ まりで ある 。 放送事業

には ，送受信技術だけで は な く，番組の制作と い

う全 く異 な る経営課題の あ るこ とが明 らか に な っ

た 〔118頁〕。

　 また ，最初の 構想で は ，全 米へ の 同時放送 を実

現す るた め
， チ ェ

ーン を構成す る放送局を 38個所

まで 増加 させ る こ とを計画 して い た 。 放送局は
，

AT ＆T に と っ て ，市外電話局 と同等 にみ な されて

お り ， 事業の イ ン フ ラ として 自社所有 は当然の こ

とで あっ た 。し か しな が ら
，
全米に お け る放送局

数の 急増 に よ っ て 周波 数の 利 用に大混乱 が生 じ ，

こ の 計画は実現 が不可能 とな っ た 。 そ こ で ，外部

の放送局 と契約 を結ぶ こ とで チ ェ
ーン放送 を実現

する よう，方針 を転換 した の で ある 。 電話は 回線

さえ設ければ ，い つ で もそれ を利 用で き たが
， 周

波数 は い わば天 然資 源 で あ り ，有 限で あ っ た 。

AT＆T は ，こ の ように して ，電話 とラ ジオの 違い

を徐々に認識 して い っ た 〔119119頁〕。

　 AT ＆T は 有料放送 に 対す る権利 を主張 した が ，

同時にそ れ が反独占の 世論を引 き起 こす こ と を警

戒 して い た 。 1920年代を通 じ て ，彼 ら の 本業で あ

る電信 ・電 話事 業の 収益 は著 し く伸び て い た 。

AT ＆T は ，チ ェ
ーン 放送に対 して独占禁止法 が適

用 され る こ とで ，その被害が 本業 に及ぶ こ と を最

も恐れて い た 。 こ こ で ，リス ク の 大 きな放送事業

を継続する必要性は低か っ た 〔124頁〕。

5．ラ ジオの産業的体制の確立

　1926年，AT＆T は放 送事業か ら撤退 し た。そ の

放送事業 に関す る資産は ，WEAF を含め ，新 し く

設立 され る予定 の RCA の 子会社 に売却 され る こ と

とな っ た 。 さ らに AT ＆T は ，これ ま で 認 め られて

い た放送送信機の 製造 ・賃貸 ・販売の 独占権 を放

棄 し ，そ の 代わ りと して ，今後放送事業体が遠隔

放送や 同時放送 をお こ な う際 は，必ずAT ＆T の回

線 サ
ービ ス を有料で 使 用する こ とに取 り決め られ

た 。
こ れに よ っ て ，AT ＆T は テ レ ・コ ミ ュ ニ ケ

ー

シ ョ ン 領域 にお ける地位 を確 実な もの とする こ と

がで きた 。放送 に は直接 は参加せ ず，ネ ッ トワ ー
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ク回線 を供給す る こ と に よる収益 確保 を選択 した

ので あ る 〔123ユ24頁〕。

　AT ＆T が資産を売却 した相手で ある RCA の 子会

社 は ，
“
National　Broadcasting　Cornpany（NBC ）

”
と

い う名称が与え られ ，1926年 9月に株式会社 と し

て 発足 し た。こ れは ，チ ェ
ーン放送 を業務 とする

最初 の 企業で あっ た。これ に よ り，ラ ジオ放送の

産業的体制が初め て確立 され た 〔124127頁〕，，

　 「チ ェ
ーン1 と い う概念 は ，局 と局 とを電話線

で 結びつ け る テ レ ・コ ミュ
ニ ケ

ーシ ョ ン技術の 応

用 とい う側面に対応 し て い た。こ の 用語 は ，その

後テ レ ビ ジ ョ ン の
一

般化に よ っ て ．「ネ ッ ト ワ
ーク」

とい う呼び 名に変わ っ て い っ たので ある 〔177頁〕。

　 と こ ろで ，ラ ジオ放送 とい うメ デ ィ ア は ，こ れ

まで み た通り，1920年代は じめ に出現 し大好評 を

博 し たが ，その 安定的な運営 をもた らす財源 ある

い は収益 シ ス テ ム に関 し て は 試行錯 誤が 続 い た c

水越は
，
22〜25年頃に か けて の い くつ か の 構想を

紹介 して い る 〔162−164頁〕。それ らは 、ま とめれ

ば次 の よ うに なる 。

（a＞聴取者によ る放送サ
ービ ス へ の 直接的対価の

　支払い

（b）広告費や私的 ・公的な寄付金な どに よ る運営

（c）ラ ジオ受信機の購入や使用 の 経費か らの 充当

　 ラ ジオは ，不特定 多数の 受信機 に ，同時 に メ ッ

セ
ー

ジ をば らま く こ とが で きる。こ れは ラ ジオの

革命 的長所で あ る。しか し T 放送局の 収益 シ ス テ

ム と い う観点で は
，

これは決定的短所 とな る 。 ラ

ジオは 受 け手 を特定 で きな い の で ，番組 に対する

対価 を直接には受領で きな い の で ある、こ の ため
，

上記 （a）は成立 し なか っ た 〔166頁〕。また ，（b）

にお け る寄付金の ほ うは
t 当初 ラ ジオ の 公共的性

格 が理解 されず ，また理 解され た とき には ラジオ

自体が ビ ジ ネ ス 化 し て し ま い
，

や は り成立 し な か

っ た 〔163頁〕。 合衆国の 放送 は ，結局 （b） に おけ

る広告放送 として展 開 した の で ある 。 なお ，1922

年か ら定時放送 を開始 し たイギ リス の BBC は ，（c）

に類する方法で運営資金 を得た 〔164頁〕。

6．関連 する諸問題

（1）新 しい 秩序の 生 成とい う こ と

　本稿 の 冒頭 、新 しい 秩序は ，既存 の 秩序 をベ ー

ス と し ，その 内部 に 発生 した矛盾 ・不整合 ・欠如

な ど を原動力と して 生成する と い う我 々 の 見解 を

述 べ た e 秩序 内部の 矛盾は t そ の 秩序が新 し い 要

素を組 み込ん だ結果 と して 生ず る こ とが あ る 。 水

越 の 明 らか に し た 動態 に お け る新 し い 要素は
， 無

線電話 で あ っ た 。 き っ か け をつ くっ たの は ，ア マ

チ ュ ア 無線家 らの 技術的好奇心 で あ っ た 。

一
方 ，

そ の 技術が 新 しい メ デ ィ ア で あるラ ジオ へ と生成

し て い く過程に お い て は ， 《古 い 有線電話 》の ビ

ッ グ ・ビ ジネ ス AT＆T が 本質的役割 を果 た し た 。

AT ＆T は ，電話事業の 延長上で ，無線電話 事業 を

構想 し た の で ある 。 し か し ，こ の 構想 は ，成功す

るにつ れ て 現 実 と の ズ レ を生 じ ，結局 AT ＆T は ラ

ジオ事業か ら撤退する とと もに ，新 し い 事業体で

あ る NBC が誕生 したの で ある。

　 こ の 事情を ，水越 は次 の よ うに 書い て い る 〔271−

272頁〕。

　新 しい メ デ ィ ア は ，既存の メ デ ィ ア の 延長上 に

　お い て と らえ られ ，意味付与 され ，社会 的に共

　有 されて い く…
。 （中略）

　と こ ろ が
， 既存 メ デ ィ ア の ア ナ ロ ジ ー

に よ る認

　知 の 図式はや が て 変容す る u

… メ デ ィ ア をめ ぐ

　る社会 的な イ メ
ー

ジ の ズ レ と T それ に し たが う

　実態の ズ レ が ，さま ざまな動態 を引き起 こ す大

　 きな要因とな っ て い る。

　 こ こ で は ，水越の 趣 旨で あ る 「新 し い 要素 を既

存の 秩序の 延長 ヒに お い て と らえ る」 こ と の 意味

を強調 して おきた い 。 た と えば ，典型的に は ，科

学者 ＝哲学者 マ イ ケル
・ポ ラ ニ ー ［11］ は科学 に お

ける真の 革新 を論 じ，それは科学の 枠組み全体 を

否定する こ と に よ っ て 進 め られ る の で はな く ，む

しろそれまで 受容 され て い た信念 を，それ まで 探

査 された含意 を遥 か に 越 え出て拡大する力 こ そ が

推 力にな る こ とを述 べ て い る。彼が例 と して挙 げ

た の は
，

フ ォ ン ・ラ ウ エ が発見 し た結晶に よる X

線 の 囘折で ある。ポ ラ ニ ーは ，こ こ に お け る進歩

は ，コ ペ ル ニ ク ス や プラ ン ク
，

ア イ ン シ ュ タ イ ン

に よ る 革新 と比較 して も，そ の 大胆 さと冒険に お

い て 劣ると こ ろは な い ，と評価 して い る 。
こ の よ

うに ，我々 の 見解 に よれば，こ こ で の 水越の 観察

はきわ めて高い
一般的意義 を有するの で あ る。
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（2）パ イ オ ニ ア た ちの失望

　幾度か にわた っ て触れ たが ，ラ ジオとい うメ デ

ィ ア の 生成過程 に お い て は
，

ア マ チ ュ ア無線家 ら

《マ ニ ア 》た ち が重要な役割を果た した。当時 ，

無線の 世界に 魅了された若 い 世代の 人々 は
， 「空 中

状態」の よ い夜中に ガ レ
ージ の 屋根裏部屋に こ も

り ， 送受信 の た めの 活動 に 没頭 した 。 水越は ，こ

れ ら 1920年代の 「ラ ジオ少年」 を，の ちの 80年代

にお ける 「パ ソ コ ン少年」に重ねて い る 〔80頁〕。

　 しか しな が ら，ラ ジ オは そ の 後，テ レ ・コ ミ ュ

ニ ケーシ ョ ン の 手段 か らマ ス ・コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン

の 手段へ と転換 し，ア マ チ ュ ア無線家た ちは一様

に 大 きな失望感 ・喪失感を味わ っ た 。 放送は
， 彼

らに と っ て ，無線 コ ミ ュ
ニ ケ

ーシ ョ ン を堕落 させ

るもの で あ っ た 〔76頁〕。 同様な こ とは ，パ ソ コ ン

通信 に お い て も生 じ た 。 80年代前半 ま で に BBS

（Bulletin　Board　SerVice，電子掲示板） などを建設

し て い た ネ ッ トワ ーカ ーの 多くは ，パ ソ コ ン 通信

が大衆化 ・俗化 し ，無 目的な楽 しみの た め の 埋 め

草と して の利用が増えて い くこ とで ，20年代の ア

マ チ ュ ア無線家 と同様の 失望感 を抱い た 〔106頁〕。

こ れ らパ イオニ ア た ちの 姿 は ，その 後 に体制化 さ

れた メ デ ィ ア に の っ た人々 の 目に は ， 《守旧的》

に映 っ た こ とで あろ う 。 科学に お け る発見者 も，

後世の 人々 には ，同様 にみ える こ とが ある
［12］

。

　 ア マ チ ュ ア無線家 ら の 楽 しみ は，遠隔地に い る

不特定の 人々 と ，好きな時間に ，自由な メ ッ セ ー

ジ を送 っ た り，受 けた りす る こ とにあ っ た 。 そこ

に お い て は ，情報の 送信 と受信 は 等価 だ っ た 。し

か しな が ら，1920年に な っ て 定時放送が開始 され

る と
， 受 け手 と送 り手が区別 され るよ うにな っ た

〔217頁〕。すなわち，無線電話 に お い て送信機能と

受信機能が分離 され ，受信専用の 一方 向の メ デ ィ

ァ と して の ラ ジオに な っ た の で ある 。 水越は ，（93

年 の 時点で ，）パ ソ コ ン通信で も，BBS に積極的に

メ ッ セ ー
ジを送信 し発言す る人々 はほ ん の

一握 り

で
， 大半は書 かれた もの を読ん で 楽 しむ だ けの 会

員に よ っ て構成 されて い ると観察 して い る 〔82頁〕。

彼 は また その 後 ，別 の 個所に おい て ［13］
，イン タ

ーネ ッ トを用 い る人 々 を情報の受 け手 としか とら

えな い ような
一

部の 傾向に懸念 を表明 して い る。

（3）日本にお ける問題

　日本で も，大正 デモ ク ラ シ ーの 末期 ，市民 に よ

るア マ チ ュ ア 無線熱 ・ラ ジオ熱は ，欧米 と同様高

か っ た，ア マ チ ュ ア無線家 た ちは，企業家や知識

人 を巻 き込ん で 放送局の 設立 を国家に要求し ，東

京放送局 ，大阪放送局 ，名古屋放送局 に免許 が与

えられた 。 しか し，1926年，わずか 1年あ まりで ，

それ らは逓信省に よ っ て 社団法人 日本放送協会に

解散統合 され ，整然 と した全国一元放送体制 が確

立 されて い っ た 〔274頁〕。

　すで に
一

部 をみ た ように
， 合衆国で は

， 無線電

話 とい う技術の さまざまな可能的様態 が構想 され ，

発見 され ，試行錯誤の なか か らラ ジオ放送 とい う

新しい メ デ ィ ア を生成 させ た。し か し，日本で は ，

その よ うな過程は ほ とん ど経験され なか っ た 。 そ

して ，こ れは ，そ の 後の メ デ ィ ア ，
た とえばテ レ

ビ ジ ョ ン にお い て も同様で あっ た。

　水越 は
1 「こ の 国に は ，国家政策 と い うグ ラ ン

ド
・ビ ジ ョ ン の もと で ，人々 の あい だ か ら生 まれ出

る社会的想像 力が矮小化 されて しま う傾向が あ る

の で は ない だろ うか 」 と指摘 し ，「現在 ，日本の コ

ミュ ニ ケ ーシ ョ ン ・テ ク ノ ロ ジ ーの 体系的研究開

発 力は 世界最高水準にあ る 、 しか し，社会的存在

とし て の メ デ ィ ァ に つ い て は… （中略）…欧米で

根付 い た体制化 し た メ デ ィ ア がつ ぎつ ぎ と移植 さ

れ き た の で は な い だ ろ うか」 と問い か け て い る

〔275頁〕。

　著者 は先頃 ，社 会に おける価値 的問題の 議論 に

あた っ て は ，そ の 考察対象に お け る時間軸断面で

の 整合と 時間軸 に沿 っ て の 整合の 双 方の 追求が必

要で ある こ とを述 べ た ［14］。一般 に ，時間軸断面

にお い て は矛盾の 存在は不可避で あ り ，時間軸に

沿 っ て そ の 整合を図 っ て い く こ とが 本質的に 重要

で ある 。 こ の 時間軸 を中心に 整合 をみ る と い う考

え は竹 中治夫に倣 っ た もの で ，彼は か つ て ，企業

経営 に 関 し ，時間軸断面で の 整合を図るの が ミ ド

ル
・

マ ネージメ ン トの役割く 管理 〉で あ り，時 間

軸 に沿 っ て の 整合を図 るの が トッ プ ・マ ネージ メ

ン トの 役割く経営〉で ある と指摘 した ［15］。

　 日本社会で は これ まで 概 し て ，時間軸断面に お

ける矛盾 を 「混乱」と して反価値的 に扱 い ，矛盾

をその 場 の 必 要に応 じて消去 ・均質化す ると い う

手法 で価値的問題 に対処 して きた 。
こ こ で は ，時
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問軸断面に おける整合の 追求に は 必死 となっ て も，

時間軸に沿 っ て の 整合は なお ざりに され が ち で あ

っ た 。 こ の 事態 が ．ラ ジオ を巡 っ て も生 じ た。す

な わち，さまざまな可能的様態 が試行錯誤 され る

と い う過程 を経る こ とな く．全国
一
元放送 の 体制

が確立 されて しま っ た の で ある 。

　時間軸断面に おける矛盾 を時間軸 に 沿 っ て の り

こ えて い くこ とをせず ，排除 して しまう こ とが可

能 な社会 は ，本質的に没論理的 な性格 を有 す るよ

うに思 われ る。その よ うな な かで は 「新 しさ」は

評価され に くい 。新 し さとは体系的に の み 表現 が

可能 な もの で あ る か ら で あ る。比較 的 に 少数 の

人 々 の 創意 も，社 会的 に共有 され る こ とな く ，断

片と して 見捨て られ て しま う こ とが 多い ．日本社

会は T
こ の 首尾一

貰的思考の 欠如 を．もっ と深刻

に 受けとめ る べ き で あろう。 新 し い 秩序一新 し い

思想 ・理論 ・様式 な ど一を生み 出す ため に は ，そ

れは致命的な欠陥な の で ある。
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