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要 　　旨

　日本 人論 と い うジ ャ ン ル の 書籍 は過去 に 国内で 数千点が出版されて きた と推測 される が，そ の背景にあ るの は、日本人

は特異 であ る との 国内外 か らの 根強い 指摘で ある。本 論文 で は総合 の 学 と して の マ ク ロ 情報 学の 手法 を 用 いて ，主 に古代
か ら現代ま での 日本 語 とい う情報 を対象と し て，ミー

ム （文 化遺 伝子 ）とい う観点 か ら進化的視点 の 日本人 論を 試み る。トッ

プダ ウン 的に導入 された 思想 よ りも，ボ トム ア ッ プ的に 自律形成さ れた 日本 人 像を重 視 する 立場を と る。言語 の 面で 日本

人 に最も顕著で あ る の は，「変化」 の ミーム で はな いか と推測される 。 他言 語 に比 して 言 語 の 目律 的変化が著 しい。しか

も文 字 言語 の変化 と とも に 日本社会が大 き く発 展 を遂 げて い る特徴 が注目 される 。 また、「生」 の ミームも 大 きな 特徴で

あ る と 推 測 され るため．わが 国の 文 化 を新た に 「生 の 文 化」 と呼 び、生 態学的文明を検討 した。日本 語 にはき わめ て 長 い

期間 の 日本文化が 反映 され て いる はず で あ るが，敬 語 に 女性差別 の痕 跡 がな いな ど，従来の 見方とは 異な る 日本人 像 を提

示す る ととも に，メデ ィ ア論にお ける 顕蓄 な知見 も 得た。

Abstract

Japanese　uniqucness 　has　been　widely 　discussed　in　Japan　and 　in　thc　world 　as　thousands　o ドbooks　on 　Japanology，　or　cven 　niho 卯 nron

（means 　studies 　on 　Japancse　pe  ple）established 　as　the　nalnc 　Q 「this　genre．　Thjs　paper　proposcs　an　evolutionary 　Japanology　by　means
orrnacroinfbmlatics 　analyzing 　historica［Japanese　language　intcgrally　and 　extracting 　the　memcs ，　i．e．，　cultural 　gcnes，　of 　Japanesc

peoplc，　employing 　bottom−up 　approach 　based　on 　autonomic 　organization 　ofpolential 　nationatity ，　rather 　than　top−down　approach 　based

Qn 　s  cial　systems 　and 　thoughts、　The　most 　noticeable 　characteristic 　can 　be　the　meme 　ofchange ，　which 　has　been　leading　the　innoyative
changes 　Qf 丿apanese 　society ．　 The 　meme 　of　lifc　is　another 　remarkable 　one 　charactcrizing 　Japanesc　sei−no −bunka ，　Lc．，　life−oriented
culture ，　with 　which 　prospective　ecological 　civi 且ization　is　discussed．　 The　absence 　ofgender 　discrimination　in　Japanose　honorific
expressions 　and 　other 　cultural　characteristics 　are　jnvestigated．　In　particular，　a　novel 　mediatheoretical 　resu ［t　has　becn　proposed，

1．は じめ に

　 わが 国 に は、日本 人 論あ る い は 日本 論 や 目 本 文化 論 な ど と

呼 ば れ る 特 有 の ジ ャ ン ル が 存在す る、，戦 後 の 著 名 な書 は ベ ネ

デ ィ ク トの 『菊 と刀 』
111

な どが 代表的 で ある が，1978 年 に野

村総合研 究 所 が 行 っ た 調査
［2］

で は，戦後だ けで すで に約 700

点の 書籍 が網 羅 され て い た。また青木保
［3］

は 1990 年の 時点 で，

2000 点 以 上 存在す る の で は ない か と 推 測 した。出版界 に お い

て 他国 と異なる 顕 著な特徴 で あ る とみ な されて い る。

　そ の よ うな 活況 の 背 景 に は ，日本 人 は 世界 的 に 特異 で あ る と

の 根 強 い 見 方 が 存在 す る と考え られ る。た だ，それ を肯定 す る

意 見 もあ る し，否定する 意 見 もあり、決 着が つ い て い る わけ で

は ない 。しか も，た とえ ば多 田 道 太 郎が 文 献
［4］

の 解 説 で 指摘

した よ うに，文 化論 と い うジ ャ ン ル は 考察の 粗 雑 さ を免れ な い

の が大 きな難 点 で あ る。

　多円が 考察の た め に 「もっ と も精 緻 な武 器 」を求め た た め ，

そ れ へ の
一歩 と して，著者 らが 提 案 したマ ク ロ 情報 学

同
とい

う総 合学 の 手 法 を適用 して み る。そ して 対 象 とす る情報 を，生

に 1
一
古 代 か ら現 代 まで の 日本語 」 に 設 定 した。日本 語 に は，き

わめ て 長期 問の 日本文 化 や 口本人 の 考 え方 が反 映さ れ る はずで

ある ため ，言語情報か ら 日本 人の 特 質 を読 み 解 こ うとす る の が

本 論文 の 試 み で あ る。予法的 に は 文化 人類 学 の 系 統 に も属 す る。

　本 論文 で は，そ の よ うな 日本人の 特性 を表 現す る の に，「ミ
ー

ム 〔meme ）」 とい う比 喩 を用 い た。こ れ は 進化 生 物 学 者 ドー

キ ン ス
［6］

が最 初 に 用 い た言 葉 で あ る。文 化 に は 生 物 の 遺 伝 子

に類 似 し た 側面 が あ り，わ れ われ を乗 り物と し て，世 代 を介 し

て 伝 え ら れ る と考 え た。い わ ば 文化 遺 伝 子 とい う見方で ある 。

そ の 背後に進 化 とい う概念を 有す る 用 語 で あ る。

　今 回 は，日本語 か ら主 に 「変化 」 の ミーム と 「生」 の ミ
ーム

を抽 出 した。前者の 知 見に よ れ ば，わ が 国の 文字 言語 が大 き く

変 化 した時代 に，目本 社会 が顕 者に 発展 を遂げて い る特 徴 があ

る。また 後者 に基 づ い て ，日本 文化 を新た に 「生 の 文化 」 と呼
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び，今 後 の 生 態学 的文 明 の 可 能性に 触れ た。こ の 概 念 は 古代 ギ

リ シ ャ 哲 学 や 江 戸期以 前の わ が 国 の 生 き方 と も合 致 して い よ

う。今 後 の バ イ オ技 術の 振 興 な ど とも密 接 に 関 連す る。

　日本 話 と い う言語の 巾に は、さ まざ まな興味 深 い 特質が 潜 ん

で い る 。 た とえば，敬 語 に は女性 差別 の 痕 跡が な い こ とや ，和

語 に お け る抽 象語 の極 端 な少 な さ な どで あ る。そ の よ うな特質

に 基づ きつ つ ，本論 文 と して の H本 人像 や 今後の 日本社 会 の 方

向性な どを検 討 す る。

　本 論 文 はそ の 第 1 報で ある が ，従来 の よ うな少 数 者 の 日本

史で は な く，もの い わぬ 多数者 の 日本 史 に注 目 して い る。また

近 代 合 理 主義 を克服 する 構造主 義的 な論 法
囹

を含 む た め，近

代 合理 主義教育を受けた 人々 に は理 解 しに くい 面が あ るか もし

れな い が ．情 報文化学 と して こ れ まで に ない 大 きな分科 の 構 築

を 目指 した 第
一
歩の つ も りで あ る、，また ，従来 の 情 報文 化学 的

視点で い えば，メデ ィ ア 論 へ の 新 た な知 見が本 論文の 顕著な貢

献で あ る と考 えて い る 。

2．従来 の 日本人 論 の問 題点

　口本 人論 を さ か の ぼ る と，過 去 に も大正 期 の 和辻 哲郎 『風土

や，明 治期 の 福沢 諭吉 な ど多 くの 人 々 が 日本 人に つ い て 論 じて

い る。また，江 戸期 の 国学，さ ら に は鎌 倉期 の 随 筆な ど，H 本

人 と は 何 か を考え させ る著 述 は数 多い 。

　た だ，戦後に ベ ネ デ ィ ク トの 著作 に触 発 された よ うに 大きく

ブ
ーム 化 して，非 常 に 多 くの 日本 人 論 が 出版さ れ，出版 界 で ひ

とつ の ジ ャ ン ル を 形 成 して い っ た の が 特微 的 で あ る。梅 棹 忠夫

r文 明 の 生 態 史 鰄
［sl
，中根千枝 rタ テ 社 会 の ノ澗 闘 系』

團
な

ど が著名で ある、、

　しか し な が ら，日本 人の 特 異 件 とい う見方に 対 して ．杉本良

夫 ら
［1°】Dale［111

，吉野 耕 作
［12 ］

な ど根 強 い 批 判 も存在す る。た

とえ ば 「背広 を着 て 眼 鏡 をか けた 日本人 」 とい う両
一・

性に 対 し

て，ア メ リ カ 入 も 「T シ ャ ツ に ジ
ーパ ン 」で 画一的 だ とい うア

イ ロ ニ ーな どで ある，，人 間性 は 多様 で あ る た め，あたか もlflL液

型 占い な ど と同様に，何を指摘 して も
一

面 で は 当 た っ て い る と

み な さ れ る わけで あ り，恣 意 的 な論 理が 横行 して きた とい える。

　また ．青 木 保
「s ］

は 出 版 界 で 消 費 財化 し て い っ た 日本 人 論 と

い う問題 を指 摘す る。大 量 に 出版 され た 日本 人論 に は，大衆 の

目を ひ く目新 しさ さえ備 わ っ て い れ ば よ く．出版 界に は内容 の

真偽 を問 わ ない 風 潮 も あ っ た こ とで あろ う。

　 それ と と もに，多 くの 日本 人 論 は．同 時代 あ る い はせ い ぜ い

近現 代の 日本人 しか 検討 して い なか っ た とい う欠 陥 を も指摘 し

て お か な け れ ばな ら ない 。高度 成長期 な ど の み を観察 し た 凵本

人像 は．か な らず しも普遍 的 な国民性 を 示 して い な い か も しれ

ない 。人民服時 代 の 中国人 を見 て ，現在の 中国 の 成功 を語 る わ

けに い か ない の と同様で ある t．

　特 に 日本人 に 大 きな 希望 を与 えた書 に，ヴ ォ
ー

ゲ ル の 『ジ ャ

パ ン ア ズ ナ ンバ ー
ワ ン 』

［13］
が ある。しか し現 在 こ の 書 を読 め

ば，彼 が 描い た 成 功モ デ ル は．こ とご と く水 泡 に帰 した 感 さえ

あ る。戦 後に 大発 展 を遂 げ た 日 本の 成功 は，は た して ま ぐれ あ

る い は 幸運 に 類す る もの に す ぎな か っ た の だ ろ うか。

　そ の よ うな 疑 問が ，著 者 らの 研 究 の
一

つ の 動 機を形 成 して い

る 。 今回 は そ の 最 初 の 論 文 で あ る が ，幸い に も日 本人 像 か ら過

去の 成 功 に 関す る新 要 因 を見 1
［．』しつ つ あ る と思 われ る。今 後 の

わ が 国に 対
．
して，情 報文 化学 あ る い は マ ク ロ 情 報 学 か らの 貢献

の 道 を探 っ て い きた い と考 えて い る。

3，日本語 を対 象 と し た 研 究手法

　本論文で は 従来の 日本 人論 と同様 に 日本 の 文化や 歴 史を素材

にす る が ，お お む ね よ く知 ら れた もの に す ぎず，主 眼 とする の

は情報学 だ とい う点で あ る、，こ の 研 究 の 根 幹 に あ る の は，図 1

に示す ような 「進化」 と 「学 習」 の 相違 とい う考え方で あ る。

達
成

度

図 1　進化 と学習 の 相違

時 間

　従来 の キ ャ ッ チ ア ッ プ 型 の 発展 は 機械 学習 曲線 に類 比 で き よ

う“．機械 学 習 は 目標 と する ラ イ ン をけ っ して 超 え る こ と が で き

ない 。一
方，進化 は あ る時 点 で そ れ を 超 え て 爆発的 な変化 を

起 こ し うる
［14］。地球 46億 年 を 24 時 間 に た と えれ ば，人 類 の

500 万年ほ どの 歴 史 は 最後 の 1 分 半に す ぎな い よ うに で あ る。

　進 化型 の 発展 は 雌伏 期 間 とい うべ き長期 を要す るが，現在 に

至 る 日本 人像 か ら，わ れ わ れ な りの 文 化 遺伝 子 を探 ろ うとい

うの が 本論 文 の 試 み で あ る。す なわ ち 手本 な き時 代 に お い て ，

キ ャ ッ チ ア ッ プ型 で 達成 で きなか っ た ような新 た な発展 の 可能

性 を 探 る 意 図 を有 し て い る。あ る い は，日本人の 文化遺伝子 的

特性 を前提 に，よ りそ の 特性 に適 した 分野 で の 学習 に よ る 発展

とい う相 乗効 果 を H 指 して い る 。

　 そ の 最初 の
一

歩と し て，本論文で は歴 史上 の 日本語 を主 た る

対 象 と して，日本 人 像を考究 した。歴 史 上 の 日本 語 文書 を対象

と した 研 究は．従来の 人文
・社会 諸科 学 分野 な どで 行 わ れ 尽 く

して い る とさ えい え よ うが，そ こ に情 報 学 の 視 点を持ち込ん だ

と き，な ん らか の 情 報 学 あ る い は 進化的 観点か らの 新知 見を得

る
．
u」
．
能性が あ るの だ ろ うか。それ が 著者 ら の 問 題 設 定 で あ る。

　 特 に 情 報学 はい まだ に歴 史の 短い 科学で あ る た め、従 来 の 伝

統 的 な諸 科学 に 比 して ，新 しい 知見 を付 け加 えた り，従 来 以上

に 強 力 な 道具 に な りう る か とい う問題 が ある 。情報 学研 究者 は

しば しば伝統諸科学分野 で 下働 き的役割 と み な され る の が 現 状

で ある ため ，従来の 諸 科 学 よ りも優れ た知 見 を提 出で きる か と

い う問 題 は，情報 学研 究 者 に と っ て 非 常 に 重要 で あ る。

　 そ こ で 本 論文 で は．情 報学 手 法の 常 と して ，情 報 の 意 味内容

よ り も，主 に情 報 の 構 造 の 側 に 注 H す る とい う立場 を と っ た。

歴 史上 の 文 書 の 意味 内容 は す で に 諸分 野 で 多 くが 検討 され尽 く
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して い る。しか し，そ の 文書 を書 い た 日本語 白体 の 構 造や 統計

的特 徴 な どの 検 討 に，情報学 が 貢 献す る余 地 があ る と考 えた わ

け で ある。ただ し，単語 レベ ル や 文法 レベ ル で 表現 され る 意味

内容 まで 捨 て る わけ で は な く，通常 の 自然 言語処 理 の 研 究 で 採

用 して い る の と ほぼ 同 レ ベ ル で あ る。

　 た と えば 「和 を以て 貴 しと為す」とあ っ た と して も、そ の メ ッ

セ
ー

ジ よ りも，記 述 した 日本 語 自体 に 興 味 を もつ と い う手法 で

あ る。意味 内容 を 考 え る とい う従 来 の 手法 は 実 は 危険 性を は ら

ん で お り，集団主義的 と解 され る 「和 を以 て 」に対 して，ア ダ ム
・

ス ミス は 個人主 義的 な 「利 己」 とい う 「神 の 見 え ざる 手」の 立

場 を とっ た。意 味内容 の 分析は しば しば 真 っ 向か ら対 立す る結

論 を引 き出 しか ねず，そ れ を避ける意 図 を も っ て い る。

　 また，別 の 視 点 と して は，歴 史．E の 著名 な文書は 偉 人 たち の

考えを記 した もの が多 い の だ が，そ の 意味内容 の 分析 は，い わ

ば こ の 社 会 に ト ッ プ ダ ウ ン 的 に 形成 され て きた 日本 人像 を考 え

る こ とで あろ う。

・．．・
方．文 書 を記述 した 日本 語 の 分析 は，日本

人 全 員が ボ トム ア ッ プ 的 に 形成 して きた 日本 人 像 を抽 出す る 可

能 性 を もっ て い る。い わ ば 逆 転 の 日本人論 とな る 可能性が あり，

しか も進化的で ある 可 能性も有す る こ とを特徴 と考えて い る。

4，変化 の ミーム

　 こ の よ うな研究 で は，従来 の わが 国の 発 展に お い て 主 因 と は

み な され ない ほ ど潜在 的 な要 因が 実 は 今後は 大 き な役 割 を演

じる か も しれ な い と い う可 能性 を否定す る べ きで は な い
。 進化

型 曲線 で 例示 した よ うに，そ れ らの 特性 は，文 明 の 発展 と して

は，い ま だ に潜在 的 レベ ル の ま まに と ど ま っ て い る
．
U」
．
能性 さ え

あ る か らで ある。そ の 点で 虚心 に な っ て 日本 語 とい う対象 を検

討 す る とい うデ
ー

タ 主 義の 立場 を主 と した 。

　わ れ わ れが 日本 語
圖

の 特徴 と し て よ く見 知 っ て い なが ら．

ほ と ん ど検 討 しよ う と して こ なか っ た問 題 は，日 本語 の 変 化速

度で は なか ろ うか。た と えば 昭和 12年発 行 の 文部省に よ る 『尋

常小学国語読本』
EIEil

に は まだ 御 座 候 文 が掲 載 さ れ て い る。行

書体 活 字で 組 まれ た 手紙 文 で あ る。戦 前 は こ の よ うな文 体 を小

学校 で 教 育 し，社会で まだ生 き続 けて い たわ けで あ る。

　歴 史 的変化 を簡 潔 に 例示する の み だ が，江戸 時代 の 木 版刷 り

を読 む に も，崩 し字 や 変 体が な の 知 識 が 必 要で あ り，EI本語 表

現 の 変 化 は 大 きい 。た と えば 『東海道中膝栗毛』 は 約 200 年

前の 大衆．文学 で あるが，著 者 らはその 挿絵 で さ え読み こ な す こ

とが 困難で あ っ た。

　
一方，英 語 圏 を見 る に，そ れ よ り 1 世 紀 古 い 約 300 年前 の

『ロ ビ ン ソ ン ・
ク ル ー

ソ
ー
』は わ ずか に古語 を含 むの みで ，現

代 の 高 校 生 で も十 分 に 読 み こ なせ る。原題 は 『The 　Life　And

Strange　Surprizing　Adventures　of 　Robinson　Crusoe』 で あ る

が ，現 代 の Surpris｛ng の 綴 りが わずか に 変わ っ て い る に す ぎ

ない 。

　留学生 な ど に問 う と，英語 の 変 化 は緩 や か で ある とい う。中

国 語 も明清 の 時 代 な ら わ か りや す く，1000 年以上 前の 唐に な

る と読み づ らい との こ とで あ る。朝鮮 語 は 15世紀 の ハ ン グル

以 降な ら読め る。ま た．ア ラ ブ 圏 の 共通 語 フ ス ハ は，イス ラ ム
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教 の 神 の 言葉 を起 源 と する た め，7 世紀以 降変わ らない の を原

則 と して きた。日本語 ほ どの 変化を経過 した 言語 を各国で 見出

しづ らい の で あ る，、

　 江 戸 以 前の 時代 の 発 音 は，「日か なつ かい に 近 い もの で あ っ た

はずで あろ う。 そ れが 時代 と と もに大 き く変 質 して きた。た と

えば，現 在 「チ ョ ウ」とする 発音は，旧 か なつ かい で は 「テ ウ （鳥 〉」

「テ フ （蝶 ）」「チ ヨ ウ 〔重 ）」「チ ヤ ウ （丁）」の 4 通 りが ある。か っ

こ 内 は 対 応す る 漢字例 で あ る が，こ れ ら の 発音 の 使い 分 けが 日

本語 に存在 し、それ が徐 々 に 失 われ て きた と考えうる わ けで あ

る。

　 しか も，日 本語 に お ける急速 な変化は，古代に お い て も激 し

か っ た の は，通 常の 歴 史書 に よ っ て も，『万 葉 集』 に まつ わ る

逸 話が 代表的 で あ ろ う。同書 は 8世 紀 後半 に 編纂 さ れ た が 編

者 の 大 伴家 持 が 親族 の 起 こ した 事件 に 連座 した た め，そ の 財 産

が没 収 され，／0 世紀 半ば まで 死 蔵され た の で あ る。

　 それ が再 び世 に 出た と き，万 葉集 を記 述 した 万 葉 が なは す で

に 忘 れ 去 られ て い て，困 難 な解読作 業 が 必 要 に な っ た の で あ る。

音が なの み な ら読み やす い が，訓 が な，漢字の 訓 読み ，漢文 表

現などが 交 じ っ て い た。古 代 に もわ ずか
．
自数十年の うち に 言語

文化上 の 大 き な変 化が 起 こ っ て い た わ けで あ る、、

　 しか も万 葉が な の 研 究 に よ っ て，上 古 の 日 本 語 は 8 母音 で

あ っ た とす る 説が 国語学で は 通説 化 して い る。そ れ が 平 安 時代

に は現 代 に 近 い 5 母 音 に 変化 し た。古 代 に お い て 単 に 文 字 言

語 の 表 現法 が 変 わ っ た だ けで は な く，口語 に も絶 え ざる変化 が

続 い て い たの で あ る。

　 H本 語 の 変化 の 原 因 と して，日本語 の 完成 度が 低 か っ た た め，

現代 に 至 る ま で絶 え ず変 化 し続 け ざる をえ なか っ た とい う見方

が あろ う。 た だ，重 要 な反論 材料 は，世 界最古 の 長編小説と さ

れ る 「源氏 物語」 な どの 平安朝文学で あ る。’
ド安 朝 に は すで に

日本 文化 は 成熟期 に 入 っ て い た とみ な さ れ る。1000 年 前 の ヨ ー

ロ ッ パ 文 学 を凌駕 する 水準 だっ た とする の が定 説 で あ る。その

よ うな文
．
化 を生み 出 した 吾語 の 完成 度 が 低か っ た とは い い が た

い 。しか し現 代 まで 口本語 は さま ざまな変 化 を続 け て きた わ け

で あ る。

　 こ の よ うな変化を，世界 の 文化 の 中 で も特 に激 しい とす る か

ど うか は，著者 ら の み で 結 論づ け られ る もの で は ない 。言語 学

研 究者 の 見解 の 定着 を待 ちた く思 う
［IT］、，た だ，凵本 語 に は 「変

化」 とい うミ
ー

ム が 存在する の で は ない か とい う仮説 を提 唱 し

た い と 考 え る。しか も，わ れ わ れ の 知的 活動 の 大 部分 は言 語 活

動 で ある だ ろ うか ら．それ は 日本 人 の 国 民性 自体 が ，変化 を志

向する ミ
ーム を有 して い る の で は ない か とす る仮 説 で もあ る。

国語 の 変化 は国民全 員が 引き起こ して きた もの で あ ろ うか ら，

こ れ は 日本 人 と囗 本語 に 関する ボ トム ア ッ プ 的 な観 察 で あ る。

5．文 字言 語 と社会 の 変化 の 連動性

　 こ の よ うな 日本 人 の 変化 の ミ ーム を情報学的に さ らに 分析 し

た い
。 社会全体 と して平和 で文 化 的な変 化 の 時 代を主 な対象 と

す る。そ の と き，「文字言語 」の 変 化 と そ の 普 及が，わ が 国の

社 会 や 文 化 に お ける 高水準 の 変化 と明 確 に 連動 した と い う点
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は．メ デ ィ ア論 と して 非常に 重 要で あ ろ う。

　 まず 文 字言 語 の代 表的 な 変化 を，時代 順 に 列記 す れ ば 以 下 の

もの とな ろ う，、こ れ らは い ず れ も平 易 さ と利便性 の 向上 と い う

面で 文字言語が
．
大き く貢献 した変 化 で あ る 。

　 （1）漢 字 と万葉 が なの 普 及

　 （2）力 タ カ ナ
・ひ らが な の 普及

　（3）活 版 印刷 と言文
・
数 体の 普及

　（4）新
．
字 ・新 か なつ か い の 普及

　近 代 に お い て 口 本 社 会 は 2 度 の 大 き な変 化 を経 験 した 。明

治維 新 と戦 後復興 で ある。い ずれ も世 界的 に も きわ め て 高水準

の 変化だ っ た ろ うが，それ ぞ れ （3）お よ び （4）と連動 して い る。

　実 際，明 治維 新 で は活 版 印刷 が 明治 3 年か ら本格化 し始 め，

日刊の 横浜毎 日新 聞 が創刊 され た。明治 5 年の 「学 問 の すす め．II

は 70 万部 も発 行 され た 。 こ の 目寺点で 日本語文は 江戸期 よ りも

は る か に 読 みやす くな り，内容も近代化 され た、それ に 続 い て

言 文一致 体 を 小説 家 な どが 採用 す る よ うに な っ て い っ た tt

　 また，当用 漢字 と現 代か な つ か い は，終 戦の 翌 年で ある 1946

年に 告示 さ れ た。こ の 変化 は，文 字言 語 を口語 に近づ け，表記

の 簡単化，標 準化 の 効 果 を も っ た わけで あ る が，戦 後の 大 き な

成功的変化と軌 を一に して い る の が 観察 され る。

　 また （2）の 力 タ カ ナ ・ひ らが なの 普及 は，平安時代の か な文

学 の 隆 盛 を招 い た。そ れ は世 界最 先端水準 の 女性 文学 で あ っ た。

代 表 す る 『源 氏 物 語．
「

は 100 万 文字 近 い 長 編 で あ る が，現 代

に読 み継 が れ る高い 文学性を有 して い る。文化 的 に わが 国 が高

度 な水 準 に 達 し た 時 代 で あ っ た。

　一方．（1）の 漢字 と万 葉 が なの 普及 は，H本社 会 に ど の よ う

な変化 を起 こ した の で あ ろ うか。や や意 外か もしれ な い が ，上

古 に お い て も世 界最 先端水 準 に 達する 変化を ひ き起 こ した こ と

を歴 史か ら知 る こ とが で きる。

　 文字普及 以 前の 状況 は，「魏志 倭人伝 」 に お け る 邪馬 台 国 の

記述な どか ら知 られ る 。3 世紀 半 ば に庶民 は は だ しで ，木綿の

布 をほ ぼ縫 わ ず に まと っ て い た。体 に は 朱を塗 っ て い た 。当時

の 遺跡 を 見れ ば，彼 らの 住 居 の 多 くは．竪穴 式住 居で あ っ た。

　 しか しそ の わ ず か 1 世 紀 半 後 　日本 で は 曲 が りな りに も世

界最 大級 の 構 造物 を構築 し始め る。応神天 皇 1凌と され る古 墳
．
は

5 世 紀 初頭．そ れ を わ ず か に 上 同 る仁 徳 天 皇 陵 とされ る古 墳 は

5 世 紀半ば まで の 築造で あ る。い ずれ も 1 辺 230m で あ る ク フ

王 の ピ ラ ミ ッ ドを大 き く上 回 る面積 で あ り，世 界 最大の 墓 とさ

れ る。仁徳 陵の 墳．臣は 全 長 486m ，濠 の 外 周 は 2．7km で あ る。

　 万葉 が なの 成 立 は 5 世 紀 ご ろ と推測 さ れ る が ，史料 が 乏 しい 。

5 世紀 後 半の 稲荷 山古墳か ら 出土 した 鉄 剣に 「ワ カ タ ケ ル 大 N

な ど の 初期 の 使 用例 が あ る．J た だ，漢字 の 使 用 はか な り進 ん で

お り，そ の よ うな文字言 語 の 普 及 とと もに，わ が国 は 文化 レ ベ

ル を急 速 に進 展 させ た の で あ ろ う、t　 8 世紀 初頭 の 「古事記 」 に

お い て は，万 葉が な は す で に安 定 して い る 。

　 万葉 が な の 普及 以 降，奈良時 代 に は東 大寺 の 大 仏 が 完 成 した。

752 年開眼 で あ る。世
．
界最 大 の 金銅 仏で あ る の み な らず，大仏

殿 も 20 世紀 初 頭 まで 世 界最 大の 木造建築物 と位置づ けられて

きた。こ の 時代 にわ が 国は 技 術力 に お い て も世 界最 高 水準 を達

成 し始 め た わ けで あ る 。 同 時代に は，年代が 判明 して い る もの

と して 世界最古の 印刷 物 も残 され て い る。百 万 塔 陀 羅尼 で あ り，

法隆寺 に は 4 万基 以上 が保 存され て い る。

　通 常 の 目本 史書 を見 れ ば，文字言語 の 大 きな変 化 の 影響 を受

けた時 代以 外 に は，わ が 国 が 瞳界
一・を誇 る もの はわ ず か にす ぎ

ない 。封建 時代 に は，刀 剣の 鍛 造技術，火縄 銃 の 普 及速 度．世

界最大の 金貨で ある 天止 大 判 な どが 見 られ る，，た だ，海外 か ら

注 目さ れ うる 唯一
は，江戸 が 世 界 最大 の 100 万 人都 市 だ っ た

こ とで あろ う。それ に つ い て は，江 戸 時代 の 識 字率の 高 さ も関

連する で あ ろ うが，「生 」 の ミ
ー

ム と の 関連 を後述 する。

　 こ こ で 特 に 指摘 した い の は．文 字言 語 と社会 の 変 化 の 連 動性

がか な り明確 で あ る とい う点だ けで な く，わが 国 で は社 会 の 変

化が ひ と た び 起 こ っ た とき，そ れ が 世界的水 準 とな っ た とい う

国民 性 を有 す る 可能性 で もあ る。す なわ ち本 来的 に そ の よ うな

国民 性 を有 す る の で は な い か とい う可 能 性 を重 視 して ，そ の 点

で 変化の ミ
ー

ム と命名 した。

6 ．情報伝 達力 の 臨 界現 象仮 説

　こ の よ うな変化 が，主 と して 文字需語 の 変革期 に 起 こ っ た こ

とは単 なる 偶 然 で あ ろ うか。あ る い は 変 革期 で あ っ た か ら．文

字言語 の 変革 も副 次的 に起 こ っ た と考え る べ きで あろ うか 。因

果 関係 は 不 明で ある し．効果は相 乗的 で あ っ たの か もしれな い

が ，事．実 と して は 文 字言語 が や や 先行 的 で あ る。

　著者ら は，情報伝達 力 にお け る 臨界 現 象 と い う仮説 を述 べ て

お きた い ，，情 報 学分 野 で 著名 なシ ャ ノ ン の 通 信路符号化定理，

す な わ ち情 報理 論 に お け る 第 2 定理 で あ る。

　伝言 ゲーム とい う比 喩 で述 べ よ う。た とえ ば こ の 論 文 の 内容

を読 ん だ 読 者 を 1 人 目 と して．誰 か 2 人 目に そ の 内容 を，話

し言 葉で伝達する と しよ う、、内容 はほ ぼ伝 わ り，2 人 目は わ か っ

た と感 じ る だ ろ う。しか しそ の 2 人 目が 別 の 3 人 日 に 伝 え よ

うとす る と，話 し言葉 で は 情報 は そ れ ほ ど うま く伝 わ らず，情

報 の 多 くが 失 わ れ る の が常 だ ろ う。 そ の 3 人 目が 4 人 目に 伝

えよ う とす れば．さ ら に情 報 は 失 わ れ ，急 速 に 消 え去 っ て い く。

シ ャ ノ ン の 用 語 を 借 りれ ば，人 々 の 問 の 通信路 容 量 は意外 に 小

さい と い うこ とで ある 。

　彼 の 理 論 に よ れ ば，よ く知 られ て い る よ うに，通信路容量に

は 臨界 点が 存 在 す る．通 信路 の 性 能が あ る 値 以．ヒに改 善 され た

と き，どん な情報 で もほぼ 正 確 に世 の 中 に 伝わ り始め る．一方．

それ 未満 で は 単純 な情報以 外 は ほ とん ど伝 わ りに くい 。その よ

うなシ ャ ノ ン 理 論 を 援 用す る な ら，話 し言葉 で は な く，簡明 で

わか りや す い 文 字言 語 表現 法が 広 く普及 した ほ うが，人間社 会

とい う通 信路の 性能はは る か に 向上 す るわ けで あ る 。

　知 が 大衆 レベ ル まで 急速 に 普及す る仕 組 み や ツ
ー

ル を構築 し

た 時代に．前時代に 比 して 大 きな発 展 を 遂 げ た と考 える こ とに

は，こ の よ うなシ ャ ノ ン 理論 か らは 無理 が な い
。 情報面で ご く

小 さ な力 を加 えただ け に 見 える だ ろ うが ，テ コ の 効果 の ように

大 きな変化 を生 み 出 しう る の が ，臨界 現象や 相 転 移 な ど と呼 ば

れ る効 果 で あ る 。 臨 界現 象が 生起 したい くつ か の 時代 を こ こ で

指摘 した の か もしれ な い わ けで あ る。

　 も ち ろ ん そ れ ら の 時代 に なぜ 顕著 な変 化が あ っ た か に つ い て
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は，歴 史お よび政 治経済面 な どか ら，過 去 に も詳細 な説明が 加

え ら れ て きた は ず で あ る。そ れ を本論文で 再 記 す る メ こに な らな

い の は，も しそれ らが 真 に 正 しい の な ら，現 代に もそ れ らを適

用 す れ ば，わ が 国が 失 わ れ た 20年 な ど と称 さ れ る 沈滞 期 に 陥

る こ と な どあ りえ なか っ た は ずだか らで あ る c、しか し，現 実 に

は伝統的な経済活性策 は そ の 効 力 を大 き く減 じて い る よ うで あ

る し，従来 の 説 明 は前 記 の 全 期 間 に適 用 で きる ほ どの 普 遍 性 を

も有 して い な か っ た の で は な い か と推 測す る。

　 こ の よ うな平和時の 変化の 1林 史 を振 り返 る と，日本 八は潜 在

レ ベ ル で か な り優 れ た 資質を備 えて い る か と推 測 され る。しか

しそ れが 近年 明確 に 発 揮 され ない の は，真の 国 民性 を発揮 す る

環 境 が十分 に整 っ て い な い か らで もあ ろ うか 。 従来型の 説明 も

あろ うが．本論 乂 の 指摘 に 基づ け ば，近 年 は 情 艇の 臨 界現 象効

果 を引 き起 こ さず，知 の 自d 増殖 機 能が 抑圧 さ れ た 状 態 に 近 い

た め，変化の ミ
ー

ム が発 動 され に くい の か もしれ ない 。

　た と えば，ゆ と り教育 とい う教 育制 度 の 失敗 も深刻 で あ ろ う。

発信 さ れ た 情 報 を受け る の に 十分 な知 献 を もた ない 若者 が 増加

した の で は ない か。し か も，1946 年の 「現 代 か なつ か い 」 は，

1986 年 に 「現 代 仮名 遣 い 」に 改め られ，2010 年の 常 用 渓 字の

改定も文 字言 語 を複雑 化 させ る 内容 とな っ た。情 報 は ま す ます

伝 わ りに くくな っ て い るわ けで あ る。

　 な お，英 語 の 歴 史 を 通観 す る と，1500 年余 り前に ゲ ル マ ン

系の ア ン グ ル 人，サ ク ソ ン 人 な どが 移 り住 ん で，言語 を形 成 し

て きた。古英語 か ら 『英語 に か けて は 変 化 が激 し く．先付の ケ

ル ト語，バ イキ ン グ の 侵入，フ ラ ン ス 語，ラ テ ン ・ギ リシ ャ 語

な どか らの 借 用 を重 ね て，近代英語 を確 立 して い っ た。1476

年 の 活版 印刷 の 開始 以 降，言 語が 安定 し，近 代 英語 が 世 界
＝

語

と して の 道 を歩 ん で い っ た
1］H「。彼 らは 単純な表音文字 を 用 い

た た め．文字 E　
−E

で は 活 版印刷 術 の み が大 きな画 期 とみ な され

る。

　活 版 印刷 は ル ネサ ン ス の 3 大 発 明 の 1 つ と さ れ る よ うに，

その 情 報伝 達 力 の 大 き さ が 文明の 進展 に 多大 な影 響 を与 えた

［’9］。こ の メ デ ィ ア 論 は、印刷術で は 歴 史的 に 実 証 されて い よ う

が．電 子 メ デ ィ ア で は歴 史 が 浅 く，十分 に立 rlさ れ て い な か っ

た。今 回，H本 語 の 文字 言語 の 変遷 に よ る影響 は，メ デ ィ ア 論

の 実証 と い う点 で 本論 文 の 新 た で 大 きな 貢献 で あ る と 考 え て い

る。

プ 的 に変化 させ て きた 体 史 に お い て，敬識 に 影響 す る ほ ど長期

間で は な か っ た と み なすべ きで あ ろ う。

　 こ の 指摘 は 従 来 ほ ぼ な され て こ なか っ た もの と思 わ れ るが ，

先述 の 口本の 興 隆期 と も直結 して い る こ とを指摘 したい 。すな

わ ちわ が国 が世 界か ら注 目 さ れ る ほ ど興 隆 した時 代 は，女 性 も

活躍 で きた り，男 女平 等 の 機連 が 強 ま っ た 峙 代で もある とみ な

され る か らで あ る。

　 戦 後 に つ い て は述べ る まで もな く，また →安朝文 学 は 女性 が

案体で ある。一
方，明 治期 に は 女性 解放 が 始 ま っ た。福 汰 諭吉

は 男女 同 亭を 唱 え，慶応 義 塾幼稚 舎 で は男女 共学を行 っ た 。 明

治 3 年に は 汗 田梅子 ら 少女 5 人 も岩 倉 使 節 団 で 米 国 に 留学 し

て い る、，

　 で は，大 仏建 立 な どに
ム

る 上 ITiは ど うで あ ろ うか。天皇 の 在

位 ド代 が は っ き りして い る の は，592 年即 位の 第 33代 推 古 帝

以 降 だ が，推 古 帝 自身が 女 帝で あ る。平安H寸 代 を 迎 える桓 武帝

（男帝 ）の 直 前 の 第 49 代 光仁 帝 （男 帝） まで の 17 代 を 見 る と，
8 代が 女帝 で あ り，ほ ぼ半 数 で あ る。こ れ以 降は，朝廷が ほ と

ん ど勢力 を もた なか っ た 江 戸期 に 2帝 を数 える の み で あ る。

　社 会 の 進 化戦 略 とい う視 点で は、男 女平等 は 明 らか に 有利 で

あ る。社 会 の 競 争 的成 員 の 母 集団 が ほ ぼ 2 倍 に 増 え る か らで

あ る．た とえ ば入社 弐 験 な どで ，受験者が 多い ほ ど有 能 な社 員

を芭抜 で きる 確 率が 高 まる の と同 じ埋 山で あ る。

　 それ 以 前，邪 馬台 国 は卑 弥 呼 とい う女 ttが 治 め た。後 を 継 い

で 治め た の も，台 与 〔と よ） とい う女性 で あ っ た と伝 え ら れ る 。

本来の 日本思 想に は 女性差 別 思想 は希 博 だ っ た と推 測 さ れ る わ

けで あ る。一
方，輸入 思 想 で あ る 儒教 と仏 教 に は男 陣 女卑傾 向

があ っ た ため ，女性差別 的色彩が 強 ま っ た よ うで ある，、

　簡潔 に述 べ て い る の み だが，先述 の 日本 の 興 隆期 に お け る 普

遍 と して ，日オ 人の 変化 の ミ
ーム を絡動 さ せ る た め に，情 報 流

通 の 改 苫 と女性 尊 重 の 2 点 を少 な くと も抽出 で きた とい うこ

とで ある 。
い ずれ もご く自然 で 合埋 的で あ る に もか か わ ら ず，

従 来 は注 目され る こ とが 柘で あ っ た 特色 で もあ ろ う。

　も しこ の よ うな 方 策 を現 代 に お い て も実 施す る な ら，情 報 流

通面 の 改 善 は極端な 亅
冫算 を要す る もの で は ない だ ろ う。一方，

女 叶の カ を よ り活用す る に は，企 業へ の 保育所の 併設な ど費用

は あ る 程 皮 かか る が，そ れ ほ ど大 き く な い 。従 来 の 方 策 と も併

用 で き る も の で あ るか ら，こ こ で 特 に 指摘 して お きた く思 う。

7．敬語 と女 性差別の 問題 8，「生」 の ミ
ー

ム

　本 論 文 で 辻 べ て い る の は．「文明の 言語史観」 と もい うべ き

内容 で もあ るが，特 に過去 の 日本 人論 は封建的 遺制の 周 りを重

点領域 と して きた が，そ れは なぜ だ ろ うか 、、言 語 面 で は 当然 な

が ら敬 語 と の 密接 な 関 連が 推測 され る、，敬語 が 高度 に 発達 した

言言。

．
は，日本語，朝鮮諸，ジ ャ ワ語，チ ベ ッ ト諳 な ど少 叡 で あ

るが，．ヒ下関係 を重 ん じる敬語が 発達 した た め ，い わ ゆ る タテ

社 会が 根深 く残 存 した の で あ ろ う。

　 しか しなが ら，わが 国の 敬諳の 体系 に は 女性差別思 想が ほ と

ん ど炉 跡 を と どめて い ない こ と も指摘 して お か なけれ ば な ら な

い 。男 尊女卑 の 時代 が続 い た もの の ，国民 が 言 語 を ボ トム ア ッ

　 日本 。 μ か ら 口本人 を考える 際，都 とい う中心地で は な く，雛

とい う周縁 地帯 につ い て 調 べ る こ とも重要 な は ずで あ る。柳 円

国 男
11°1

が 伝 承 民話 の 研 究 で 「常 民」と呼 ん だ よ うな 人 々 で あ り，

ボ トム ア ッ プ 的 な調 査 の 視 点で もある。本論 文 で は，ノJ言 の研

究 をそ の 有力候補 とし た が ，顕 者 な性 質 を見 出 しが たか っ たた

め．地 名 を選 ん だ とこ ろ，興 味深 い 知 見 が 得 うれ た。こ れ まで

明確 に 指摘 され なか っ た潜在的な国 民性 とい っ た もの で あ る 。

　なお こ の 論 法 は，構 造 主義 に お い て が 姻構造
【T］

を論拠 と し

た の と 同種 で あ る た め，構 造 千義 を知 ら な い と論拠 の 重 要性 を

判 断 し に くい か も しれ ない 、、構 造 主義が近 代イ理 主義を論破 し
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た の と1−j様 の 潜在 的 な景響 力 を想 定 して 、著者ら は そ の 理論 展

開 の 第 1報 と して こ の 指摘 を 行うもの で あ る。

　「JIS 漢字 字 典』
〔21］

は JIS 漢 字 コ
ー

ド制定 の 調査 成果 を ま と

め た もの で あ る、、全 国約 46 万件の 地 名，検定済 教科書 約 1500

点 な ど牧 卜億文字の 調査 を行 っ た 、本字 典 に はその 出現漢 字 と

読 み な どが ま とめ られ て い る。

　そ れ ら を一覧する と，口本 諸の 漢 字用 法 の きわ め て 顕 著 な特

徴 と して，地 名や 人名 で 「生 」の 字の み が 極端 に さ ま ざまに 読

まれ て い る こ とが 抽出され た。著者 らが 同字典で 数 え た とこ ろ，

地名 で 276 通 り，人 名で 303 通 りで あ っ た。常 用 漢 字 で 認 め

られ た読 み は 12 通 りで ある の で，そ れ を は る か に上 回 る。た

と えば 「福生 （ふ っ さ ）」「壬 生 （み ぶ ）」 な ど非常 に多様 な読

み が 地 名や 人 名で な さ れ て い る の で あ る。

　「生 」以外の 大 部分 の 漢 字 で は 読 み は 数 通 り以 内で あ り，20

通 りを超 え る もの で も珍 しい c，地 名の 読 み に 関 して は，第 2位

は 「上 」 の 61 通 り．第 3 位 は 「下」 の 57 通 りで あ る。

　 歴 史 ヒの 地 名の 成立 に は，山 に あ る 円 だ か ら 山田 とす る な ど，

地 勢 な どの 環境 とい う外発的要因に 由来する もの が 多数 で あろ

う。「上 」や 「下」 に もそ れ らが 多数含 まれ る。一
方，「生」 と

い う抽象的 文 字 は，主 に ［本 人 の 内 発的要 因 に よ っ て 用 い られ

た と推測 さ れ る わけで あ り．そ の 点 が きわめ て興 味深 い
。

　 た だ，こ の 統計 を どう読 むか は 慎重 を要 す る 。 情報学で よ く

知 られ た Zipfの 法 則
［22j

は ブ分 の 1 ゆ ら ぎな ど と1司等の べ き乗

則の
一種 で あ るが、統計 学．ヒの ゆ ら ぎの 法則以外に 主 要な意味

づ け は ない 。 た と え ば 英 単語の 使用 頻 度 は the が最 多 で，第 2

位 の of の 頻度 は そ の 約 2 分 の 1，第 3 位 の and は the の 約 3

分 の 1 とな る な ど，順 位 の 反 比 例 と な る 法 則 な ど で あ る。こ

の 法則性は都 市の 人 口 分布 な ど に も普 遍 的 に成 り立 ち、多くの

事 例 が 知 られて い る。

　 しか しなが ら，今 回の 「生 」の 読 み は ，べ き乗則 に照 ら して

みて も．数値 が 異常 だ と考え る べ きで あろ う。H 本 人 の 内発 的

要 因あ る い は 文化 的要因が 関与 した と考え たほ うが よい と思 わ

れ る 偏 りで あ る。各地 で 独立 に 地 名 に 漢 j
’t を割 り当て た は ず で

ある が ，た とえ無理 な読 み で あ ろ う と生 の 字 を用 い た。そ れ に

関 与 した 1［本 人の 数 は無 数 とい うほ ど多数の は ずだが ，同 じ文

字 に 集 中 した の で あ る。しか も 近 年の 姓 名，特 に 名 に も用 い ら

れ続 けて い る の で あ る か ら、時代 を超 えた特 性 で もあ る とみ な

すべ きで あ ろ う。

　 本論 文 で は こ の 事実 を，日本人 の 特 質と し て の 「生 」 の ミ
ー

ム と呼 ん で お きた い 。あ る い は、日本 文化 と して ．「生 の 文化 」

が濃厚 なの で は ない か と考 えたい 。欧 米 は 古代 ギ リシ ャ 以 来の

合理 主義 精神 が濃 厚 で ある た め．対比すれ ば彼 らは 「理 の 文化二

とす るの が 適 切 で は な い か と思 わ れ る。

　 こ の よ うな生 の 文化 を立証 しよ うとす る 1祭、従未 の 論 法 で は ，

さ まざまな 関連事例 を列挙す る とい う手法を主 と した。た とえ

ば 自然 を尊重 す る 詩 歌の 伝統な どか ら説 く手法で あ る。しか し，

事例 主義 は 見か け の 説得力を有 して も，恣 意的 な事例 選択 で あ

る恐 れ が 伴うため．信頼性が 高 い とは い え ない とい う懸念が 残

る。た とえば，事例 さえ選べ ば ，日本 は 「死 の 文化」で ある と

例 証す る こ と もで きる だ ろ う。こ こ で は そ の よ うな難 点 を避 け

る た め，統 計 デ
ー

タの み に と どめ た。

　著 者 らが 生 の 文化 に 関連 して 特 に 注 目 した の は，古代 ギ リ

シ ャ 哲学 にお ける 「プ シ ュ ケー （生 〉」 と 「ソ
ー

マ （物質月 の

い ずれ を重視 す る か とい う対 立 で あ る
［1’1
。欧米 の 理 の 文 化は ，

ソ ー
マ を重視 す る 原子 論 の 流 れ に傾 き．科学技 術 文明 で い っ た

ん大 成功 を収 め た，，しか しなが ら，地 球環境 の 深刻 な破 壊 を引

き起 こ す と と もに，科 学技 術 は 非常 に伝 承 し や す か っ たた め に，

ア ジ ア 諸 国 な どで も科学 技術 立 国が 進 み ，欧 米 の 優位性 が 急 速

に失 わ れ た 。 代わ っ て 欧米が近年採用 した の は，金融 立 国 な ど

の 経済 学 とい う科学の 分科 の 手法 で あ っ た が．リ
ー

マ ン シ ョ ッ

ク や ユ
ー

ロ 危機 な どで 世界 経済 は昔境 に陥 りつ つ ある。

　そ の よ うな中で 、日 本文 化 に お ける プ シ ュ ケ
ー

の 発掘 を試み

た と考 え て い た だ くと よい だ ろ う。 わ が 国の 科学技術 立 国 も，

近年 の 新 興 国群の 急速 な追い 上 げに よ っ て優 位 性 を失 い つ つ あ

り，今後 の 方向性 を模 索 して い る が，生 の 文化 と い う古 代 ギ リ

シ ャ 以 来の 対
．」

乙概念が ，実はわが 国の 国民 性 とよ り合 致 して い

る の で は な い か とい う潜在 的証左 が 存 在す る わ けで あ る。

9 ，生態学的文明を 考える

　江戸 峙代は鎖 国が 長 か っ た た め，近 代 世 界の 流 れ か ら 大 き く

取 り残 され た。それで も江 戸 の 人 口 が ［堺
一とな っ て 繁 栄 した

点 に はお お い に 興 味を引か れ る。寺子屋 教 育に よる識字 率 は
一

般 に 70 〜80 ％ 台 と推 測 さ れ る。表音 文 字 圏 に 比較 して ，非常

に 高 い 努力 の 成果で あ ろ う。た だ残 念 なが ら，女性 の 活 躍 の 面

で は 衰退 した 時代 で あ っ たが，わが 国 の 人 口が 3000 万 人 程度

で 安 定 して ，特色 あ る 文 明の 時代 で あ っ た の は 事実 で あ る。

　見方 と して は，生 態 学 的 に 安定 し た 文 明 と して ，そ の モ デ ル

ケー一ス の
一

つ が 江戸 時代 で あ っ た の か もしれ ない 。東 京 湾 に流

れ 込 ん で い た 利 根川 の 流 れ を 現在の よ うに変 更す る とい う大 規

模 ［二事 を行 い ，埋 め 立 て や 上 下 水 道の 完備 を行 っ て，100 万 人

都 市 の 生 活基盤を構築 して い っ た の で あ る。

　リ サ イ ク ル の 事情 は 完 備 し て い た よ うで あ る
團

。 産業革命

時 の イギ リ ス は樹 木 の 伐 採 で 禿 山 に し て し ま っ た が，江 戸 の

生 活 は再 生可 能 エ ネ ル ギ
ー

の 範囲 内で あっ た と考え られ る。

1600 年代 後半 に は，ご み を集め て 深川 の 東部 を埋 め 立 て て 新

田 に す る な どの 事業 を 行っ て い る。さ まざ まな修理 業者 や リサ

イク ル 業者 が 存在 した た め，町 に ほ とん どご み が 落 ち て い ず，

欧米 人 を驚か せ た 、、製紙法 も コ ウ ゾ の 1年 生 の 枝 を用 い る も

の で あ り，ヨ
ー

ロ ッ パ の よ うに 木 を伐採 す る方 法 を取 ら なか っ

た、ロ
ー

ソ クが 燃 えた 後の しず くを 買い 集 め る専 門業者 さ えい

た とい う。

　 こ こ で 述 べ て い る の は まだ一
仮説に す ぎない の だが，地球 環

境 と共 存 しつ つ ，文 化 的 に も独 自の 高 度 さ を保 っ て 生 活 で きる

こ とを実証 したの が江 戸時代 だ っ た の で は なか ろ うか。そ れは

生 の 文 化 とい う側面 を もち，近 代に 人 っ て 理の 文 化 を築 こ う と

した 欧 米 と異 な る 文明 像 で もあろ う。今世 紀 は もちろ ん 情報 文

明 とい う側面 もあ る が．生 命 と地球 環境 重 視 とい う側面 も看過

しが たい ため，江 戸文 化 の 研究 な ど も また 重要 で あろ う。

　 機械 文 明 は，ニ ュ
ー

トン カ学．量 子 力学，ア イ ン シ ュ タ イ ン
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理 論な どの 物 理学 とい う基礎科 学 に よ っ て 方 向づ け られ た 。

一

方，今世紀 最 大 の 基 礎 科学 上 の 成果 は，生 命科学系で あっ て ，

著者 らはお そ ら く進 化 理 諭 の 完 成 な ど で は な い か と予想 す る。

ダー
ウ ィ ン の 進化 論 は い まだ地動 説 と比較 され る段階に すぎな

い が，そ れ をニ ュ
ートン 力学 に相当す る水準へ 高度化 して い く

の で は ない か と の 予 想 で あ る、t知 能 機 械 の 人 工 的進 化 を も含 む

可 能性 が ある た め ，情報学 との 関連性 も また深 い 。

　そ の よ うな 基礎科学の 方向性 が．文明 の 方 向
‘tiも決 め る と仮

定 す る と，今世 紀に は 生 の 文化 が よ り乖視 され る 可能 性が 高 い

の で は な い だろ うか。現在 の わ が 国か らの 貢 献 は，ips 細 胞な

どの 再生 医療技術 が代 表 的で あ るが，おそ ら くが ん の 克服 な ど

医療技術 の 進展 は 今世 紀 に 著 しい で あ ろ う。

　そ れ とと もに，再生 可 能エ ネル ギーとい う問 想 に も注 H しな

けれ ば な らない 。欧 半型 に 引 きず られ る と，太 陽光発 電 や 風 力

発電 な ど機 械 文 明型が 重 視 さ れ が ちで あ る。そ れ らもや が て コ

ス ト的 に 引 き合 うと さ れ る が ，出力が
一走 しない た め，蓄 電技

術が 必 要 とな る 。 苗電 しな い 場合 た とえば太 陽 光発電 の 栃 合，

1 日 ア均 3 時間程度の 直射 太 陽光 しか利 用 で きな い た め．冠力

の 1 判 を代替で きる に して も，全電 力 は 代 替 しが た い の で あ る。

水力発電 を加 えて も．わが 口の 冉 生可 能 エ ネル ギ
ー

比 率 の H 標

は 20 ％ 台智 度 に と どま っ て しま うこ と に な る 。

　 蓄毘 技f佃 ま，た と えば リチ ウ ム イ オ ン 電 池 は 高 寿命 品 で も充

放 電寿 命 が数干 回程 反 とい う制約を考慮する と，現状 で は 非常

に 高価 と な り．電力価格 を 1 桁程度上 げか ね ない 、，一方，キ ャ

パ シ タ を利 用 す る 場 合 は 10 万 同 以．Lの 寿命 が可 能 で あ るが，

コ ス ト的 に研 羌途 上 で ある。機械 型技 術 は 製 造 峙 の CO2 排 出

な ど を含め．まだ ま た難題 をFIT決 しき っ て い ない の で あ る 。

　一
方，著者 らの 専 門 で は ない が、生命 技術 型 の 有望性 を も指

摘 して お きたい 。た と えば 「値 物 の 高速 育 成 技術 」な ど で あ る。

太 陽 光 を 1 日平 均 3 時 間利 用 で きて、しか もエ ネ ル ギ ー生 成

効率 を さ らに その 10 ％ とする とき．植 物 起 源 の バ イオ燃 料 で

もわ が 国の 必 要電 力を ま か な え る
．
口」
．
能性 が あ る。国内 で も各種

の 関連研 究 が 行 わ れ て い る よ うで あ る し，米 口で は す で に トウ

モ ロ コ シ 生 産の 4 割を バ イオ燃 料 に 回 して い る、，こ の 種の 技

術 は，百生 可 能エ ネル ギー比 学 の 向上 を促 し，持続 口」
．
能 か つ 物

質的に 豊か な時代 を迎 え る可 能性 を も っ て い る。

　 特 に，た とえ ば住 宅 の 柱 材 を 1 〜2 年 で 育成 で きる よ うに

なれ ば，わ が 国の 住 宅 串情は
一変す る だ ろ う。現 在 は 空 想的 な

技術 に す ぎない が，そ の 技術 革新の 効果 は大 き く，新 た な消 費

や 大 きな雇 用 の 原動力に もな りう4 ，、す なわち ソ ーマ の 視 点 を

捨 て ない プ シ ュ ケ
ー

の 文明 で ある。化学 的 な人工 光合成技術 も

重 要 で あ る が ，各種 プ ラス チ ッ クを含 め た物 質生 産 の
．
面 で ．植

物育成技術 の 可能性 の ほ うが高 い か と予 想す る、こ の よ うな文

明 の 方 向性 は，も し日本 人 が生 の 文化を志 向する な ら，よ くマ ッ

チ して い るの で は なか ろ うか と あえ て 提 案 して お きた い 。

10，抽 象的思考力の問題点

　 口本 語 の 別 の 特徴 と して ，和 pv に は抽 象語が きわ め て 少 な く，

多 くの 抽＃語は 中国。吾か らの 借 用諳 で あ るこ とが ある 。 た とえ
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ば 自然言語解析 に 用 い る 霞 子化 辞書 に は約 44 万語 が 登 録さ れ

て い る が 形 容 詞 は ほ と ん ど が和 語 で あ る た め 約 4100 語に す

ぎず，1％ 未満 で あ る，，「抽 象」 の ミ
ー

ム が 不足 して い る とい

うべ きか も しれず，それ が 日オ 人 の 大 きな 弱 点で もあろ 5，，

　わが 口最大 の 漢和辞 典 で あ る 亅大漢和 辞典」 に よれ ば，形容

詞 の 場 合，訓 読み を「お お きい 」とす る 漢字 は 225 字 も存 在 す る。

「た か い 」 が 126 字．「うつ く し い 」 が 112 了tで あ る n 従 来，

1i本 人 は 情繕的で 芸 術 的感性 が高 い とされ て きたが，そ の 弄現

は 写 生 とい うナ マ の 自然 を写 す こ と をi 体 と して お り，抽象化

さ れ た情緒 で はな い と い う生 の 文 化 で あ ろ う。

　動詞の 場合 も，「うつ 」 を訓 訊み とす る漢 字が 235 字，「み る 」

が 220 字，「お さめ る 1が 181 字で ある 。 形容動llに お い て も，「あ

き らか．が 199 字．「お ろ か 」が 111 字 な ど とい う状 態で あ り．

中国 冶 と格段 の 差が 存在す る 。

　抽象的 思考が 発達 した の は イ ン ド・ヨ ー
ロ ッ パ

。 μ 族が 代表 的

で あ る と 考え られ る。拙象 的 思 考の 骨格 と して 最 も重要 なの は

論理 で あろ う。論理学の 定 式化 は 「｝語 の 影 響 を 受け る こ と が 顕

者 なため か，イ ン ドの 論理 学 もギ リシ ャ 論理学 とよ く似 て い る

と聞 く。・』方，中国語 は 論理搆造 が 不 明確で ある ため，欧米よ

り論理性 が 低い と され が ちで あ っ た。しか し わ が 国 に お い て は ，

それ が さらに深刻 で ，そ もそ も抽象化する とい う動機 A体 が 国

民性 の 中 に希薄で は な か っ たか と思 われ る ほ どで あ る。す なわ

ち抽 象 化や 論理 の 弱 さが 推測 さ れ る わけ で あ る。

　 その 原 囚 と して，口本請が未熟 な うち に，漢字 が 仏 来 し た た

め とい う説明 もあ ろ う。しか し中 国語 に対 応 す る 和 譜 をなぜ 生

み 出 さ なか っ たの だろ うか，、「道 埋」「論 理　「珊 論 」「理 由」「理

非」「事情」「当然 」 「格 式」 な どが すべ て 「こ と わ り」 で あ る。

一方，四十 八茶 百鼠 と い うた と えが ある が ，江戸 時代 に 多数の

茶 色 と鼠 色 と い う具 体 色 の 命名 な ら行 っ て い る。

　 また 歴 史上 ，海外か ら は 日本 思想 と して 最 も典型 的 なの は禅

思 想．で ある と され る。ナ マ の 径 験 を重視 す るが，論 理 を蔑視 す

る 傾 向が 強 く，直観的 な偏 りを求 め る。「一．・即 多，多即
一
」と して，

要 素 と全 体集 合 を一
以 させ る。あ る い は 無 と い う空 集合 を，有

とい う全 什 集合 よ り大 きい と す る た め，論理 の 枠組み が 完全 に

崩 填 す る。本来 は 外来 思想で ある し．現在の 日本 人が禅 思 想 に

親 しん で い る わ けで は な い が ，さ まざ まな詭弁 的論 理 が横 行 し

が ち にな っ て きた の で は な い か と懸念 す る。

　ある い は，情 報産業 に 関連 して 述 べ れば，抽象的思 考力 は お

そ ら くソ フ トウ ェ ア 産業 向 きで あ ろ う。従来か ら 日本が ソ フ ト

ウ ェ ア に 弱 く，イ ン ドが そ の 産 業化 で 急 速 に 台頭 した こ とと も．

こ の 観 察 は符名 してい る とみ なせ よ う。 そ の よ うな 国民性 が 信

1丐汁 の 高 い もの か ど うか は 今後の 研究 に 待つ ほ か ない が，著 者

らの 前論 文
［5］

で も，ハ
ー

ドウ ェ ア 指 向 の 情 報 産 業 活竹 策 を 提

案 した わ けで ある。

　古代 ギ リ シ ャ は通商 国家 で あ っ た た め ，文化の 異な る 他民族

と接触 す る こ とが 多 く，論 理 を 発 達 さ せ る 必 要が あ っ た と思 わ

れ る。一
方，わが 国 は孤 立 した 島国で ．か つ ほ ぼ 単一民族 で あ っ

た ため，万 葉 集 に さ え 「言 挙 げせ ぬ 国、，すな わち言葉 に 出 し

て 言
．
い 立 て ない 国 と して きた。

　 ハ イテ ク 製 品な ど具体物 を輸出 して い る II于代 は，それ で も大
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きな支障に な らなか っ た であ ろ う．ただ，今後 の わが 国を考え

る と き，情報学研究者の 立 場 か らは，抽 象 的思 考力 や 論 理 力 の

強 化 を重視 すべ きで あ ろ うと思 わ れ る。で きる か ぎ り正確 で 充

実 した 情報 発信 に努め つ つ ，よ り科学的 な論 理 を構 築す るこ と

は，文 字 言語 の 利便 性 向上 と同様 の積極的効果をわ が 国 に もた

ら すで あ ろ う と考 えて お きた い 、

11 ，あとがき

　 マ ク ロ 情報 学 とい う手法 で，古 代 か らの 日本語 を主 た る 対象

と しつ つ ，新 た な ［］本人論の 構築を試 み た 。 伝 統 的 な経 済 活性

策が 有効 性 を失 い が ち で あ る た め，進 化 的視 点 と い うあ えて 従

来 とか な り異 なる 論理 と方法 論 を用 い て ，目 本社 会の 再 発展 の

手が か りを探 り，そ れ を変化 お よび生 の ミ
ー

ム と して 表現 した，、

対象 とす る素材 を主 に H 本 諸 に 限 っ た こ とは 少 な か らぬ 欠 陥か

も しれ な い が ，ボ トム ア ッ プ 的 な 日本 人論 の 側 面 を もち，論 理

の 恣意性 を極力避け，か つ メ デ ィア 論 で 顕 著 な知見が得 られ た

こ とな どが大 きな利点で あろ う。

　 本論 文 の 基 本手 法 は，古来 の 日本 語 か ら 日本 思想 を探 っ た国

学 の 流 れ を くむ と もい え る。た だ，「もの の あ わ れ 」 な ど従 来

の 見解 と は 異 な る知見 を提 出 した。あ えて 先駆者を探れ ば，江

戸 後期の 女流 思 想家 で あ る 只 野真 葛
［251

が 近 い と 考 え ら れ る。

国 学系思 想 家で あ っ た が，日本人の 特質 を，人 の気が 「早 くは

し りか よ う」と指摘 した tt また，200年 近 く前 で あ りなが ら，ダー

ウ ィ ン に先ん じて 「生物 の 生 存競 争ゴ な どを論 じた 、基 本 思 想

と して ，本論 文 と共 通 し た 説 を先 行 して い る。女性 が 論理 的 で

な い な ど とい う迷信 を も捨 て 去 らせ る 先駆 者で ある。

　また．提案 した 日本 人像 は，和 辻 の よ うな風土 とい う事物面

に 拘 束 され る もの で は な く，む しろ 精 神 面 とい う情報的観 点 を

重視 し た。新た な 日 本人 観 に な りえ た の で はない か と考 えて い

る。特 に 「生 の 文化」とい う网民性 は，現 在 はそ の 潜在 的 有効

性 が まだ未確 定 で あ る が ，ギ リ シ ャ 哲 学 な ど の 伝 統 に も照 らす

と，［
：

［本 人が 将来 的 に 成功 す る 方 向性で あ る と期 待 した い 。

　た だ，自然 と と もに生 きる とい う文明形 態は，物質文明型 よ

りも さ ら に 困難で ある こ と も指摘 して お か なけれ ば な ら な い 。

天 明飢 饉 は 複数 の 火 山噴 火 に よ る 寒冷 化 で 引 き起 こ され た が ，

6 年間に も及 ん で い る 。 もし今後 こ の よ うな事 態 が世 界規模で

起 こ っ た と き，どの よ うな備 えを行うべ きか な ど，人 類文 明 の

課題 は 将来 的 に も容 易 で な い と考え る べ きで あ る。

　 ト
．i本 人 に は さ まざ ま な優 れ た特質が 備わ っ て い る と 思 わ れ，

欠点 と され る 部分 を補 強 して い けば 今 後 もH 本文明は 人きく

飛 躍 で きる可 能性 を有する の で は な か ろ うか。文化 論 は 本来 的

に 不 分 明な領 域 で ある が ，情 報 文化学 や マ ク ロ 情報学の 有効性

を高 め る た め に，論 じ残 した 点に つ い て今 後 の 論文 等で さ らに

詳 しく検 討 した い 。方
．
言を含む 音韻や 文法 な ど他研 究者 の 発 表

も期待 して い る。なお．情緒
．
面で の 日本 人の 特 質に つ い て も抽

出 して い た が，本 論文 で は 省 略 した。

　謝辞　只 野真葛 の 思 想 と の 類 似 性 を指摘 した の は，著 者 の 1

人 の 息子 ・稲 垣宏行で あっ た 。 歴 史好きの 彼に 感 謝す る。
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