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1 ．マ ル チ メ デ ィ ア 社会の 到来

　こ の よ うな テ
ー

マ を選びま した理 由は ， 私 も以

前，政府の 経済審議会や産業構造委員会の 委員 を

仰せ つ か っ た り， 各種国際シ ンポ ジウ ム に参加 し

た経験 か ら，国内外の 多 くの 有識者と意見を交 え

る中で ， 情報社会が文化 に どの よ うな影響 を与 え

るの だ ろ うか とい う面 に関心を高 めて きたか らで

す 。

　また
， 私は 「日本環境倶楽部」 と い う団体の 会

長を務め て お ります が，これ も，社会の 重要な側

面で ある環境 問題に つ い て経済界の 皆 さん と勉強

しよ うと い う目的で 発足 させ た の で すが，実は こ

こ で も情報 とい う言葉はキ
ー

ワ
ー

ドに な っ て い ま

す 。

　い ず れ に して も， 情報化が急激な速度で 進展 し

て い ます し，昨今 「マ ル チ メ デ ィ ア ーとい う言葉

を随所で 目にす るよ う にな りま した 。 よ く 「マ ル

チ メ デ ィ ア っ て 一言で言 え ば何 で す か」 と聞か れ

る こ とがあ ります 。 い ろ い ろな言い 方が あ ろ うか

と思 い ますが，私は こ の よ うに答え て い ます 。
つ

ま り ， 「デ ジ タ ル 化1 「イ ン タ ラ ク テ ィ ブ （双方 向

性）」「ネ ッ トワ
ー

ク化」 の 3 つ の 特徴 に集約され

る の だ と 。 さ らに ， 端的に言 っ て しま えば，そ れ
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は 「情報の ス ピー ド化」 と い う こ と に な る と思 い

ます 。

　 こ れ か らます ます ， 私 た ち の 企業や社会生活の

改善の た め に は
， 情報をす ばや くす る と い う こ と

が よ り重要に な っ て くる で し ょ うし，実際 改善

効果も高 くなるで しょ う。 そ の ためにマ ル チメデ ィ

ア を使 っ て 情報をうま く料理 し，仕事や生活の フ ァ

ン ク シ ョ ン の 中に 持ち込 む こ とが大切だ と言 っ て

い るわけです 。

　最近，
こ の よ うな動きに 呼応 し て 「agile 　 man −

agement （俊敏な経営）」 とい う言葉が使われ る よ

うに な っ て きま した 。
つ ま り， これか らの 企業経

営は ， 迅速 な意思決定に代表さ れ る よ うに ，

一
層

ス ピ
ー

ドを重視 して い か ね ばな りませ ん の で ，情

報の 重要性 ・必要性が 喧伝され て い るわ けで す 。

　さて ， マ ル チメデ ィ ア の こ とを ， 「こ れ は パ ラ

ダイ ム シ フ トだ」 と よ く言 っ た りす るの で す が，

本 当に そ うな の か 冷静 に考えてみる必要がある と

思 い ます 。 そ の た め に ， まず これを技術的側面と，

社会的側面 に分 け て 捉え て み る とわか りやす い で

し ょ う。

　とこ ろで ，
パ ラ ダイ ム シ フ トとい う言葉自体は ，

こ れ ま で どん な時に 使わ れたか と い うと
，

一一一asわ
か りやす い の は，15世紀か ら16世紀に か け て ，

コ

ペ ル ニ ク ス や ガ リ レオ ・ガ リレイの 唱えた地動説

で しょ う。
そ れ ま で の 天動説か らの 転換 の 契機 と

な る変革を もた ら したわ けで す 。 最近 で は，冷戦

構造の 終結，二 極対立の 終焉な どもそ の 1 つ にな

る の で はな い で し ょ うか 。
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　 これ らを思 い浮か べ る時， はた して マ ルチメデ ィ

ア は パ ラダ イ ム シ フ トなんで し ょ うか 。 私 は ， 技

術屋 と して ず っ と仕事を して きた立場で 言い ます

と ， た とえ ば ， 先 ほ ど特 徴 と して 申し上 げ た，

「デ ジタ ル 化」 「イ ン タ ラ クテ ィ ブ」 「ネ ッ トワ ー

ク化」 それぞ れの技術 そ の もの は ， 従来あ っ た も

の を過去の 延長線上 に 技術革新 を重ね て性能ア ッ

プ して きた もの で す。 したが っ て ， 決 して そこ に

断絶 や ブ レ
ー

ク ス ル ーが ある わ けで は な い の で ，

統 合化が行 われた の は事実 にせ よ ，
パ ラダ イ ム シ

フ トとは言 え ない とい う気が します 。 ただ ， こ れ

に は様 々 な意見が あ る と思 い ます。

　
一方，社会的側面か ら捉えます と，マ ル チ メ デ ィ

ア の 出現 に よ っ て ， こ れを利用する こ とに よ り，

社会生活の あ り方や企業の あ り方が明 らかに変わ っ

て い くと い う意味で は，や は りパ ラダイ ム シ フ ト

と言え る の で は な い か と考えて い るわけで す。

2．情報 シ ス テ ム の役割

　 こ れか ら大 き く変 わ る の は ， 「情報の ス ピー ド

化」 に よ り， 時間価値や空 間価値が変わ っ て い く

とい う こ とで す 。

　 空間価値 に つ い て言え ば ， ご承知の よ うに ， コ

ン ピ ュ
ー

タ の 利用 の 中で ，バ ーチ ャ ル リア リテ ィ

と い うもの が登場 しました 。 従来の 現実空 間 と比

べ て ，
バ ー

チ ャ ル 空問の 方が利用価値が高まると

い うこ と も起 こ っ てきま した 。 これは過去に なか っ

た こ とで す 。

　時間価値に つ い て は，今や地球の 裏側の 情報が

光 の 速 さで キ ャ ッ チで きるよ うにな り ， 価値観も

大き く変化 して きま した し，そ こ を うま く利用す

るこ とも可能 にな っ て きま した 。 従来は なか っ た

こ と で す 。

　今 ， 日米の 情報基盤 に 20年 くら い の 格差が 出て

きた と言 う人が あ ります。そ こ で ，両国に お ける

全投資額に 占め る情報投資の 割合を調 べ て みると，

米国が こ こ 10年間 ，
コ ン ス タ ン トに概ね 25％ くら

い で推移 して い る の に比 べ
， 日本の 場合 は 10％前

後で 終始 して い る，つ ま り半分以下 と い う状況が

続 い て い る の で す 。

　なぜ そ うい うこ とに な っ たの か 。 どうや ら情報

に対す る価値観の 差が あるよ うな気 が します。 例
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えば ， 日本におい て は，バ ブ ル の崩壊で 各企業は

大変苦労 して い るわ けで す が，苦 しくなる と 「情

報投資を落とそ う」 となる傾 向が あ ります 。 と こ

ろが，米国で も同じよ う に 不況の 時が あ っ た の で

すが ， 「不景気が来た 。 だか ら情報投資を増や そ

う」 つ ま り ， 「情報力 を強化す る こ とに よ っ て企

業の特徴 を出そ う，他社 と差異化を 図ろ う」 と い

う感覚を もっ た の で す 。 そん な感覚の 差が情報投

資額 の 差 に現 れて い る よ うな気が して な りません 。

　
一

方， 日本 の 情報投資を前年度比 の 推移で 眺め

ると，1995年頃を境と して，それ まで マ イナ ス だ っ

た もの が急速 に上昇に転 じて ， 今は前年度比で 言 っ

て ， 概ね 17〜18％ くら い の 伸び に まで 回復 して い

ます 。 た だ，全投資額に 占め る割合はや は り十数

％ に変 りな い の で す けれ ど。 情報投資が上昇 して

きた こ とは事実で す 。

　 もちろ ん，情報投 資が伸 びて きた こ とは い い こ

とで すが ， じ ゃ あな ぜ伸 びた か を業種別 に もう少

し分析 して み る と，何 と， 従来か らの 業種 ， すな

わち，い わ ゆ る製造 ， 運輸 金融，サ ービ ス な ど

は ， ほ とん ど変化が見 られませ ん 。 で は ど こ なん

だ ， とい うと，例えば地域型の 地場産業や地方公

共 団体な ど，従来あま り情報が使われ て い なか っ

た と こ ろが急速 に伸 びて きて い る の で す 。

　ま た
， 当面の 情報投資 の 対象 と して ，「2000年

問題」が あ ります 。 こ れまで コ ン ピ ュ
ー

タ で は西

暦を処理す る の に下 2桁で 扱っ て きた ものが多か っ

たた め （例えば，1997年は 「97」 と し て 扱 う），

西暦2000年に ， 「00」とな り， 1900年 との 区別が つ

か ず混乱す る とい う もの で す 。 こ の 変更工事が必

然的に 多発する こ と に な ります。 さらに身近 な 問

題で は，郵便番号が 1998年か ら 7 桁に な る と い う

こ と もあ り，私 ど もの 業界 として は仕事が増え る

こ とに もな るわ け で す 。

　こ の よ うに ，最近 の 日本の 事情を述べ ま したが，

日米比 較に戻 ります と，もと もと コ ン ピ ュ
ー

タが

1960年 くらい か ら企業に使われ始め た の で すが ，

そ の 頃は合理化 ， 能率化 ， 労働抑止力 と し て の 役

割に つ い て は， 日米の 差 はなか っ たの です 。

　と こ ろが今や ， 日本の 主立 っ た企業で コ ン ピ ュ
ー

タ の 入 っ て い な い とこ ろはな い で し ょ うし ， 財務

管理 ， 在庫管理，生産管理等 々，情報 シ ス テ ム化
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が 進み，企業の 情報 シ ス テ ム 責任者は 「もう情報

化 はで き あが っ た。 十分活用 して い る 。 こ れ以上

入れ ると こ ろは な い 」 と い う感 じに な っ て い る の

で はな い で しょ うか 。 しか し米国の 場合は ， 合理

化や能率化の ため に 日本と同じよ うに コ ン ピ ュ
ー

タを使 っ て き た の に は変 りな い の で すが，次の 段

階 と して ，他社と の 差異化 や企業活動の 広域化の

た め に ， 情報 シ ス テ ム を使 っ て価値を生み 出 して

い こ うとい う動 きが根強 くあ っ たわけで す 。
こ れ

が，不況
』
ドで も米国の 情報投資が伸 び続けて きた

原因で は ない か と考えて い るわけで す 。

3．情報社会へ の ア ブ 囗 一チ

　最近 は，盛ん に フ ラ ッ ト型組織とか ネ ッ トワ
ー

ク型 ， あ る い は文鎮型組織が経営に適 して い る と

言われ て きて い ます 。 こ れ は もち ろん正 しい 見解

だ と思 い ます 。 こ れ まで の ヒ エ ラ ル キー社会 を打

破 し，経営 トッ プ と現場 と の情報 バ ス を短 くし ，

先に 述べ た俊敏な経営を実現する ために は必要な

こ とです 。 したが っ て， 日本の 社会 はネ ッ トワー

ク社会 を目指す こ と に な る の で すが ， 同様に米国

もネ ッ トワ
ー

ク社会の 実現を目摺して い ます。
し

か し，そ の ア プ ロ
ー

チ の手法 は大き く異な ります 。

　 ご存知の よ うに ， 米国の よ うな西欧社会で は個

性を重ん じます。 個 々 の 主張が 強 く，契約が 重視

され ます 。 「低信頼社会文化」 とも言えます。

　逆 に 日本は，農耕民族 の せ い か ， ム ラ意識 ， 集

団意識が強 く， 個性は抑制され ， やや もす る と埋

没 して しまい ます 。 儒教の 影響 もあるで し ょ う。

互 い を信 じ頼 りに する 「高信頼社会文化」で す 。

　 マ ル チ メ デ ィ ア は先 ほ ど も言 っ た よ う に イ ン タ

ラクテ ィ ブ と い う要素が あ ります 。 双方向の特徴

は ， 自ら情報を発信 す るとい う こ とです 。 そ うな

ると，米国の よ うに 個
’

が発達 して い る社会で

は非常に 溶 け込 みや す い の で す 。 日本で は どうし

て も受 け身の 人が多 い の で す 。 こ れは不向きで す 。

　皆さ ん もご経験が あ る か もしれませ ん が，幼稚

園な どで ， 先生が 「わか りま した か」 と問え ば，

わか っ て もわか らな くて も 「わか りま した」 と手

を上 げる と い うよ うな こ とで す 。 「わ か らな い 」

と主張 した ら，ち ょ っ と変 っ た子 どもだ と見な さ

れ た りします 。 こ れ は大人に な っ て も続い て い ま
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す よ 。

　例え ば， 日本の 会社 の 役員会 。 私 も取締役会の

議長で すが ， あま り反対意見 が続 出す る よ うな こ

とは あ りませ ん 。 株主総会で も 「異議無 し」 で 閉

会す る の が 普通 だ と思 われ て い ますね 。 米国な ら，

役員や株主 の 権利を主張す る場 と して ， そ う い う

こ とは珍 しい で し ょ う。

　そん な西欧型の 社会で は，ネ ッ トワ ーク社会へ

の ア プ ロ
ーチ も，既 に で き あが っ て い る

‘
個

’

を

活か しなが ら情報シ ス テ ム を構築 して い くの は比

較的容易です 。 む しろ，信頼感や協調意識が低 い

た め に全体の 利益を後回しに しが ちなの で ，そ の

あ た りの 意識づ けや教 育な どに力 を注 い で い く こ

とに なるで し ょ う。 　 逆に 日本で は信頼や協調 は

得意な の で す か ら ，
こ れか らは

‘
個

’
をい か に認

め ，発揮 させ るか を考 えな ければ な りませ ん 。
つ

ま り， 目指す社会は同じで もそ の 方法 は 自ずか ら

違 っ て くる こ とを知 っ て おか ねば な りませ ん 。

4．情報価値の区分

　情報価値 とい うの は， 大 き く分 けて 2 つ あ る と

思 い ます 。 1 つ は 同報価値で す 。 新聞や雑誌 の 広

告料は発行部数が多 い ほ ど高 い で すね 。
つ ま り，

大量価値 と も言え る もの で ， 受け手が 多い ほ ど価

値が大 き い
。 逆 に，「私だ けが 知 っ て い る」 と い

うい わゆ る希少情報の 価値 とい う の もあ ります。

　違 う切 り口で捉え てみ る と， 利用の 仕方で 分類

で きます 。
コ ン ピ ュ

ー
タを仕事な どの た め に身近

に 置い て 利用 す る場合と，
コ ン ピ ュ

ータの 中に入

り込んで い ろ い ろな こ とをする 。 後者はすな わち

「バ ーチ ャ ル 」 の 世界で す 。

　 これか らはむ しろ こ の 「バ ーチ ャ ル 」な利用 の

仕方が増 え て くる で し ょ う。 私の 会社で も 「バ ー

チ ャ ル タ ウ ン 」な ど と い っ て仮想現実空間の 中で

買 い 物を した り，会話を楽 しん だ りす る し くみ を

開発 して い ますが ， デパ ー
トひ とつ 出店す るに し

て も，現実空 間の よ う に土地 も建物 もス ト ッ ク も

要 らな い の で す 。 新 しい ビジネス が容易に 始あ ら

れます 。

　次に ， 情報の 価値に つ い て ，今私が 思 うこ とを

述 べ ます 。

　人間に は五感があ ります。 すなわち，視覚，聴
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覚，嗅覚，味覚， 触覚で す ね 。 と こ ろが， 「情報

の 伝達」 と い っ た 時，現在伝達可能な の は視覚 と

聴覚の 2 つ だ けです 。 それ以外は伝送で きて い な

い 。 こ れで は 不十分だ と思 うの で す 。 や は り， ほ

かの 感覚 も備わ っ て こ そ 本当の 情感 ， 人間 ら しさ

とい うもの が相手に伝 わ る の で はな い で し ょ うか 。

こ の あ た りは情報通 信の 大 きな課題で す し ， 何 と

か 追究 して い き た い と思 い ます 。

　 ま た，伝送 に つ い て私は，「Noise の 効用」を唱

え て い ます 。 技術屋 と して は こ れ まで 「Noise を

な くそ う」 と言 っ て き た の で す か ら，随分 ドラ ス

テ ィ ッ クな 表現で すが，品質で はな く，中身に 注

目して い た だ き た い の で す 。
つ ま り，今の 情報の

伝え か た は， 目的情報だ けを伝え て い て 環境情報 ，

ある い は背景情報 と い うもの を送 っ て い な い の で

す 。 む しろ，こ の 背景情報を Noiseと して 捉 え る

な らば 同時 に送 るべ きだ と考えて い ます。

　例えば，湾岸戦争を思 い 出して 下 さ い
。 あの 時

は全世界 の 人 々 がテ レ ビの 画面を通 して茶の 間で

戦争を観た の で すか ら， 驚 きで は あ りますが ， そ

の 場面 を憶えて い ら っ し ゃ い ま す で し ょ うか 。 石

油タ ン クが もうもうと燃えて空を焦が し，海 は真 っ

黒 で鳥が 油に まみ れ て い る ， と い うの を。 しかも，

科学者が 「こ の 状況は な か な か修復が難 し い
。 石

油 は十年は燃 え続け るだ ろ う」 な ど と言 っ て い ま

した 。 と こ ろが，少 し前，テ レ ビ で クウ ェ
ー

トが

映 され た ら， きれ い な 青空な ん で すね 。 じゃ あ，

あの 石油 タン クは どうな っ たん だ ろ う，あ の 科学

者が言 っ た こ とは何 だ っ た の か とい う疑問が 湧い

て くるわ けで す 。
こ れは ， 目的情報 ばか りが流 さ

れ て ，背景情報が流 されて い な い
一

つ の 例で はな

い で し ょ うか 。

　先 ほ ど述 べ た 同報価値の 面で い う と ， どん どん

同報性は 高ま っ て い きます 。 す る と，もしそ こ に

情報操作があ っ た場合を考え る と大変恐ろ しい こ

と に な ります 。 これを防 ぐ方策の 一つ として ， 環

境情報，背景情報を 同時に 伝え て お い た方が 良い

と思 い ます 。

　 　 　 　 　 文明 二 重の 攻撃（自然，他 の 文化 ）

　　　（　 　 　 　 　 　 ブル ト
ー

ザ
。
エ フ ェ ク ト
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　 　 　 　 第 2の 口然の 発生

感挫付加に よ る コ ン トロ
ール （情報 sys の 活 用）

　 　 自然環境 改善 （再生循 環 型体系 ）

人間の 世界 ← 共生 → 自然の 世 界

　上 の 表を ご覧い た だ くと ， 「文明 の 攻撃」 と あ

ります 。 こ れ は国際基督教大学 の村 上陽一
郎先生

の 学説 ですが，あ る地域の 文化が他の 地域へ 浸透

して い く時 に文明 に な るとお っ しゃ っ て い ます 。

日本 も明治維新の あ と，西洋文化が入 っ て き て 文

明を享受 して きた わけで す 。

　 しか し， 考え て み ます と，確iかに生活が洋風 に

な っ て テ ーブ ル で食事を し， リ ビ ン グル ー
ム に ソ

フ ァ
ー

を置い た り して 暮 ら して い ますが，まだ靴

を脱 ぐとい う生活習慣は守 っ て い ます 。 西洋化 し

なか っ た の で す ね 。

　文明の 進化とい う もの は ， か くもゆ っ た りと し

た もの だ っ た の で す 。 とこ ろが，情報の ス ピー ド

化 によ っ て かな りの 速度 で 他の 文化が入 り込ん で

きます 。
ハ ン チ ン トン氏 は こ れを 「文 明の 衝突」

と言 っ て い ます が ，

一
方で は 自然を攻撃 し， 他方

で は他 の 文化 を攻撃する とい う 「二 重 の 攻撃」 を

行 っ て い る の で す 。 従来 に無 い 速度で 文明の 衝突

が起 こ りは じめ る と ， それ ま で の 固有の 文化 と の

問に 摩擦が生 じる と い う可能性を私た ちは知 っ て

おかねばな りません 。 そ して ， それ を どう埋 め て

い くか とい うの が，情報 に携わ る私 た ちの 役割で

は な い か と考え て い ます 。

5．社会の変化 と複雑化

　社会に は 大 き く言 っ て 4 つ の 流れ が あ ります 。

人 ， 物， 金 ， 情報の 流れで す 。 社会生 活は昔か ら

こ の 4 つ の 流れに よ っ て成立 して き た と言え る の

で す が ， そ の 価値観 は時代 に よ っ て 変わ っ て きて

い ると思 い ます 。

　例え ば， 人の 流れが主体の 時代 は鉄道が発達 し，
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駅 とい う核を中心に 町が発達 しま した 。 しか し，

クル マ 社会が来る と，駐車場 を確保 しな い と い け

な い とい うの で ， 郊外に レ ス トラ ン や商店が で き

る よ う に な っ た 。 物 の 流れが変 っ た， と い うこ と

が ありますね 。

　 もちろん ， そ れ ぞ れ の 流れ は単独で は な くて ，

あ る時は人流 プ ラ ス 物流，物流プ ラ ス 情流と い う

ように 組み合わ されて 価値が増加す る こ ともあ り

ます 。 で は こ れ か ら21世紀 にかけて ど うな るか と

い うと，や は り情報の 流れ （情流） の 価値が大 き

くな っ て い くと思 うの で す 。 他の 流れに 情流 を組

み合わせ る こ と に よ っ て 飛躍的 に価値が増す こ と

もあ る で し ょ う 。

　 そ うな っ た時 の 生活の拠 点は ど こ か と い うと ，

今度は 「家庭」だ と思い ます。 仕事な らば 「現場」

で す 。
そ うい っ た と こ ろ に 情報が集 ま っ て くる の

で す 。 また，そ うい っ た と こ ろ で 得 られ る情報を

うま く活用 す る こ とが，情報 シ ス テ ム の うまい 使

い 方だ と思い ます 。

　 ア ル ビ ン 。トフ ラ
ーが 「第 3 の 波」 と い う本を

書 い て 大変評判 に な りま した 。 次は第 4 の 波だ と

言え るか もしれ ま せ ん
。

そ れ は何か と い う と，こ

れまで の 価値観 の 崩壊で す 。 デ カル ト的思考 ， す

な わ ち 「部分か ら全体を見 る」立場か ら 「全体構

造 と して 捉え る」立 場へ の 転換で す 。 こ れ は複雑

化社会の 到来と ともに必要に な っ て きました 。

　複雑シ ス テ ム として最 も著名 なの は気 象で す 。

こ れ を予測す る の は大変難 しい 。 それ は ， 昨日 と

同 じ現象 が起 きたか ら こ うなるだ ろうと思 っ て も，

必 ず しもそ うは い か な い 。 個 々 の 積 み重ねが 全体

を決め る とい う ，
デ カ ル トの 要素還元論的発想で

は追い つ か な い の で す D

　違 う言 い 方をすれば，論理社会か ら感性の 社会

へ の 転換 が起 きます 。 論理 をな くすの で はな く，

感性を併用 して い く社会で す 。
21世紀に は論理 と

感性の 融合の 中で 生活を営 むこ とに な るで しょ う。

　 しか しそ の 過程で ， 未知へ の 挑戦と い う こ と も

当然 あ ります 。

一
つ に は，既 に イ ン ターネ ッ トの

ポル ノな どが問題に な っ て い る よ うに ， 情報を流

す 上 で の 倫理観 の 確立 も重要な課題で す 。 こ れは

教育 の 問題が絡ん で きます 。

　また ， 政治に つ い て も， 情報 シ ス テ ム の双方向

66

性を活か して，間接民主主義か ら直接民主主義へ

の 要望 が高ま っ て くる の で は ない か と考 え て い ま

す。

6．新 しい 社会へ の ア プ ロ
ー

チ

　従来 ， 私た ちは欧米の 見 よ う見 まねで 近代社会

を作 り上 げて きま した 。 常 に お手本が あ っ て ，そ

れに 追い つ け と い う発想が あ りま した 。 しか し ，

こ れか らは ， 日本独特の 習慣や 文化を活か しつ つ
，

どうや っ て ネ ッ トワ
ー

ク信頼型 の 社会へ 進化 させ

て い くか と い う課題 に挑戦 しな けれ ばな りませ ん 。

つ ま り， 日本型の マ ル チ メ デ ィ ア を ど う構築す る

か とい うこ とで す 。 私はい くつ か の キーポイ ン ト

が あると思 っ て い ます 。

　私は 自 らの ラ イ フ ワーク と して も取 り組み た い

テ
ー

マ と して ，「環境」 「高齢化」「農村文化」 を

掲 げて い ますが，情報化に よ っ て どう手助 けで き

るか と い うこ とを考え る時， 日本型 マ ル チ メデ ィ

ア の 可能性 も見え て くる と思 っ て い ます 。

　「環境」 問題は，地球環境や生活環境な ど多岐

に渡 っ て お ります が ， デー
タ ベ ー

ス の構築や分析，

世界的な ネ ッ トワ ーク に よ る環境状況の把握な ど，

情報の 果 たせ る役割は大きい と考えて い ます。

　 2 つ めの 「高齢化」。 何 しろ， 日本 の 高 齢化 は

急速度で 進ん で お り， 21世紀に は 間違 い な く世界

で最 も早 く高齢化社会が到来す るわけで す 。 豊か

な高齢者 の 生活 を実現す るた め に 情報シ ス テ ム が

ど う役立 つ の か ， ど う支援で き る の か 。 もちろ ん

全て を解決するこ とは で きませ ん が，支援す る し

くみを構築す る こ とが可能な らば ， 例え ばマ ル チ

メ デ ィ ア の パ ッ ケ ージ商品 と して
， 他の 国へ 販売

す る こ と もで き ます し，き っ と社会シ ス テ ム と し

て浸透 して い くと思 い ます 。

　次 に 「農村文化」の 問題で す 。 ご承知の とお り，

今農村 の 多 くが過疎化 とい う悩みをかかえて い ま

す 。 また ， 農業の 自立 と い う点か らは ， 西 日本で

は比較的うま くい っ て い るの です が ， 北 日本で は

難 しい と い う話 も聞い て い ます 。 どう して も
一
次

産品に頼 っ て い る と うま くい か な い の で，二 次産

業，三 次産業 へ と農業を展開 させ る こ とが必要で

す 。 ある意味で は家内工 業化 と言え るか もしれ ま

せ ん 。
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　私は 「農村文 化は都市文化 を超え ろ」と提言し，

現在栃木県の 県庁や地元企業 とも協力 し， 茂木町

とい うとこ ろを モ デル に 「電脳農村」 を作 ろ うと

して い ます 。 マ ル チ メ デ ィ ア を使 っ て 農村 の 魅力

を増 し，過疎化を打破 し，都市住民 を呼び，新 し

い 農村文化を築 こ うと して い るわ け で す 。

　こ の よ うに ， い ろ い ろ な切 り目 で 「H 本型 マ ル

チ メデ ィ ア」 を少 しずつ で も構築 して い くこ とが

大切で す 。 多 くの 方 の 知恵を借 りなが ら取 り組ん

で い きた い と考え て い ます 。

7．人間社会の再考

　従来，人間は論理 に よ っ て 自然を支配 して きま

した 。 そ して人間に 支配 された 自然 は 「第 2 の 自

然」 として われわれの 前にあ る わ けで す。 そ して ，

そ こ か ら公害問題や 地球規模の 自然破壊が 出て き

た りして い ます 。 しか しな が ら， われ わ れは もう

原始 に 帰 る こ と は で きない の で すか ら ， こ の 「第

2 の 自然」を是認 した上 で ， 感性付加に よ る コ ン

トロ
ール を して い くしかな い の で はな い か と思い

ます 。 そ こ で 情報 シ ス テ ム の 役割，つ ま り感性情

報をシ ス テ ム 化す る こ とが 課題に な っ て くるの で

は な い で し ょ うか 。 そ して
， 論理情報 と感性情報

を うま く融合 させ た シ ス テ ム づ くりの 中で ， 自然

環境 の 改善に 寄与 し，
い わ ゆ る再生循環型の 体系

へ 進 めて い くこ とが で き る の で は な い か と考えて

い る の で す 。

　前述の とお り， わ れわれは もう原始時代へ は戻

れ ませ ん
。 都会を見て下さ い 。 全て 人工 物で す 。

木が あ る じ ゃ な い か，花があるじゃ ないか，と言 っ

て も，
こ れだ っ て人の 手が かか っ て い ます 。

つ ま

り， 全 くの 手付 かずの 自然 とい う の は もう無理 な

んで すか ら ，
い か に環境改善を して 循環再生型の

社会 に して い くかが ， 私たちに課せ られ た使命で

はな い か と思い ます 。

　 こ の 過程で ， 論理情報や感性情報が ど の よ うに

利用 され て い くか と い い ます と ， 例えばモ ノ を作

る と い うこ とを考え て みて下 さい
。 始め に資本と

労働力と原材料が あ りますね 。 そ して ア ウ トプ ッ

トとして 製晶，ある い はサ
ービ ス が あ り ， そ れが

イ コ ール で 結 び っ くと い うの が従来の 感覚で す。

しか し， こ れか らは，ア ウ トプ ッ トと して さらに，
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廃棄物 と死材と い うもの を付加 して 考えなければ

い けな い と思 い ます 。 死材 とい うの は つ ま り， 物

流の 過程で 移動 して い る材料 や，倉庫 に眠 っ て い

る材料の こ とで す 。 こ れ ら も十分に プ ラ ス して 考

えて おか な い と い けませ ん
。

　 そ うする と， 情報シ ス テ ム の 活用 に よ り，イ ン

プ ッ トで あ る資本 ， 労働力，原材料 とい っ た もの

をい かに少な くす るか と い うこ とが 可能 に な るわ

けで す 。 ア ウ トプ ッ トに おい て は ， 生産性を高め

た り， 無駄を省 くと い うこ とが で きます。　
“

ジ ャ

ス トイ ン タ イ ム
”

もそ の
一

例で す ね 。

　 さ らに ， 物流時間や倉庫滞在時間 に つ い て も，

な るべ く短 くす る こ とが情報 シ ス テ ム の 活用 で 可

能に な る の で は な い か と思 っ て い ます 。 廃棄物に

つ い て もリサ イ ク ル に活用 で きる と思 い ます 。

　 こ の よ うに， 自然 との 共生を 可能にす る し くみ

づ くりが こ れ か ら大変重要 に な っ て きます。
21世

紀 へ の ア プ ロ
ーチ の 中で ，忘れて な らな い の は，

や は り循環再生 型 の 社会 の 構築，そ して 産業 にお

い て も，従来の 線型産業か ら循環型産業へ の 転換

を 目指 して い くこ とで す 。 そ こ に 情報 シ ス テ ム が

どうい う役割を果た して い くの か と い うこ とが大

切な こ とな の です 。

　最後 に ，倫理観念 の 変化 に つ い て
一

言 申 し上 げ

ます と， イン ターネ ッ トの 普及 や情報の 氾 濫の 中

で ， ど こ ま で が 許されるの か とい うこ とも大 きな

課題 で す 。 い ろい ろ な規制 も大切で す が限度が あ

ります。 む しろ ， 中長期的に 教育や文化の 方 に 目

を向けて情報社会の 倫理観を育て て い く努力 も重

要で はな い か と思 い ます 。

　また
， 情報の ス ピー ドが急激に高ま っ て きて い

る中で ， そ の 対応 に つ い て は私 たち も速度を上 げ

な ければな りません 。 次に 何が起 きる の か，私た

ちは何をすれば よ い の か，立 ち止 ま っ て い る と置

い て きぼ りにな ります 。 少し走 っ て も情報の ス ピー

ドに や っ と追い つ くくらい で し ょ う。 自らが 先に

走 っ て い くくらい の 覚悟が無い と，こ の 時代 の変

化 に はつ い て い けない ような気が します。

　今，大 きな転換期を迎え た情報化 の 中で ，文化

や社会と の 関わ りを中心 に，私な りの 考えを述 べ

ま した 。 ご参考にな れ ば幸い で す 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （以 　上 ）
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Japan Information-Culture Society

NII-Electronic Library Service

Japan エnformatlon −Culture 　 Soolety

昭 和28年 4 月

昭和60年 4 月

昭和61年 6 月

昭 和63年 5月

平成 7年 6月

（そ の 他役員）

　平成 3年 4 月

平成 4 年 6 月

（著　書）

藤田史郎 〔ふ じた　 しろう）

昭和 4年 7月 24日生

宇都宮市出身

（主な略歴）

　昭和28年 3月　茨城大学工 学部

　　　　　　　　卒業

目本電信電話公社　入社

日本電信電話株式会？±　取締役

同

常務取締役

NTT デ ータ通信株式会社

代表取締役社長

同

代表取締役会長 （現職）

社団法人経済同友会　幹事

社団法人経済団体連合会　評 議員

　　私の 心」 1電気通信高額 1 〜V皿」

　 「高度情報社会へ の 展望 とそ の 対応一

　
一
キ ク タ ピ コ タエ ル 」「マ イ ン ドネ ッ トワ

ー
ク」

　
一
革新的企業戦略」

（趣 　味）

　ゴ ル フ （HC16 ） 観劇 　音楽鑑 賞　写経
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