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ハ ム （Ralph　Abraham ：現 ，カ リフ ォ ル ニ ア大学サ

ン タ ク ル
ーズ大学名誉教授）一

が
， その 後 を発展

させ た 5人の 講演記録 ・書簡等 と共 に紹介 し た書

で あ り ， 上 田名誉教授 の 愛弟子で あ る本書の 訳

者一現 ，稲垣耕作京都大学助教授と赤松則男徳島

大学教授一が上 田名誉教授 と相談の 上 ，誠に見事

な意訳標題 をつ け た書で ある 。 本書は全 11章か ら

な るが
，

た だ し
， それぞれが

“
壮絶 な る研究課程

の 紹介
”

を中心 と して い る こ とか ら ，長短か らな

り，例えば
， 上田名誉教授 による 「日本語版 へ の

序文」，さらには訳者 に よる 「注記」は
， 各章と同

等の読み応えがあ る 。

　本書 を紹介す る任 あ りなが ら，私は正直言 っ て

全章 を精読 し得なか っ た 。 精読した の は
， 序文等

と 「第 1章　リオの 浜 辺で 馬蹄写像 を発見 して 」

（Smale著），「第2章　力学系に取 り組み始 めた い

き さつ （1959−62）」 （上田　著），「第 3章 　ス トレ

ン ジ ・
ア トラク タ とカオ ス の起 源」（上 田　著），

「第 4章　カ オス の 遭遇記」 （上田　著）， 「第 5章

カオ ス革命に つ い て の 私見」 （Abraham 著），そ し

て 「第 9章　カオ ス を生む 2次写像」（Robert　M ．

May オ ッ ク ス フ ォ
ー ド大学教授　著）の 6 章だけ

である。

　紹介の 任 に ありなが ら無貴任 もは なは だ しい の

だが ， それ以上は読み きれなか っ た 。 決して 時間

がなか っ た わけ で は な い 。 正 直言 っ て
“
初 学者

”

に は理解で きなか っ た の で ある。事実 ，研究課程

の 紹介を中心 とする本書の 性格上 ，例 えば 「ウエ

ダ ・ア トラ ス 」の 発見に おける上田名誉教授の 章

におい て ，
“
周波数 ド リフ トを伴 う 「うな り振動」

現 象」
”

が
“

割れた卵形
”

と して 得 られた結果 （出

力結果）を提示 し ，その 現象 を理論化 した式が示

され ，当現象 をい か な る研究課程で発見 した かが

述べ られて い る に すぎな い 。当理論 を詳 し く知る

には，掲示の 論文等を読まなければな らな い 。

　以上か ら，本書は ，
“
カ オス科学

”
ある い は

“
複

雑系科学
”
者に と っ て は ，そ の 苦闘の 初期を知 る

に 必読の 書と理 解する 。 で は t 他分野の研究者に

は関係 ない の か となるが ，決 して そ うで は ない 。

特に上田名誉教授の 章に代表 される よ うに
， 研究

とは何か ，その 厳 し さ，孤軍奮闘の 中で の 己の 持

し方等を教え られ る書と して ，我々研 究者に と っ

て
， 飛ば し読み で も良い か ら必読の 書で あ る と感

じ た次第で ある。

　　　　　　　　　 （石川徹也　図書館情報大学）

平澤洋
一

編 『電脳意味論』 お うふ う刊 （2001年 3月）

（日本語教育学シ リ
ーズ 第 4巻 ）

　 コ ン ピュ
ー

タは 「構文」は得意 だが ，「意昧」は

苦手で あ る一 評者が大学で つ たな い 講義 をする

と き ，こ ん な言葉か ら始め て い る。そ して コ ン パ

イ ラ の 仕組み を教 え，また人工 知能の 困難 さを説

き明か して い く。

　 「コ ンピュ
ー

タ と意味」は現在なお大い なる難

問で あ ると思 う。 そ して 本書は実践の 場か らそれ

に挑戦 した書で ある。

　 か つ て 大量 計算の 道具 だ っ た コ ン ピ ュ
ータ は ，

近年 ，電気文房具や コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン ツ ール へ
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と化 し て い っ た 。し か しその 発展 も昨今は や や限

界 にぶ つ か っ て い る。そ して よりス マ
ー

ト （知的）

な 人工知能的 ユ ーザイ ン タ フ ェ
ース を模索す る現

在 ，意味 を正面か ら扱 う本書 は ま こ と に 意欲 的な

著作であ る 。

　 コ ン ピ ュ
ータ 分野 で 意味 の 問題 を考 える とき，

本来 は現代数学 の パ ラ ド ッ ク ス に まで さか の ぼ ら

な ければな らな い 。た と えば下記の 「ラ ッ セ ル の

パ ラ ドッ ク ス 」をど う考 え るだ ろ う （以 下は親 し

み やすい パ ズ ル 的表現 に変えて い る）。

　 自分 自身を要素 と し て 含 む集合 を 「満腹集合」

と呼ぼ う。　
一方 ，自分 自身を要素 と し て 含 まな い

集合を 「腹ペ コ 集合」と呼ぼ う。そ して腹ペ コ 集

合全体の 集合 を 「大腹 ペ コ 集合」 と名づ けよ う。

で は大腹ペ コ 集合は ，自分自身を要素と して含む

か 、含まな い か ？

　 自分自身を要素と して 含む な ら ，満腹集合で あ

る 。 よ っ て 大腹 ペ コ 集合に 属する こ と は 矛盾。一

方 ，自分自身 を要素 と しな い なら ，大腹 ペ コ 集合

に属 さねば な らず，また もや矛盾 。 よ っ て い ずれ

の 場合も矛盾で ある。

　 こ こ か ら帰結 されるの は ，「大腹ペ コ 集合」とい

う名前は存在 して も，その 実体は何 もなく，意味

をな さな い と い うこ と で ある。機械的 に延 々 と 自

動推論 を行 う コ ン ピ ュ
ー

タが意味を扱う と き b こ

の よ うな問題に も対処で きなければならない 、

　そ し て も し その 対処 を 1つ で も怠る と ，「p ⇒

（〜p ⇒ q）」と い う トートロ ジー （恒真式〉に 従 っ

て
， 任意の 命題 q が 真 と認め られ る こ と に な りか

ねな い 。p と い う命題 と，そ の 否定 一P の 双方 と も

が 真 （ある い は偽で も可） とひ とたび認められ る

と ，その た っ た 1つ の ミ ス に よ っ て ，コ ン ピ ュ
ー

タ の 推論が完全に狂 っ て しま う。

　 コ ン ピ ュ
ータ分野の 形式的意味論 の 体系は ，

一

般 に 非常に難解で ある。 こ の よ うな奇妙な論理 パ

ラ ド ッ ク ス に対処 しな ければ な らない た めだが ，

そ うい う前提 を表 に嵩 して い な い こ とが 多い た め ，

よ け い に わか りづ ら い 。だか ら か つ て 第 5 世代 コ

ン ピ ュ
ータ の 開発者た ちで さえ T 問題 をあや ふ や

に して し ま う こ とが 多か っ た。

　 しか し コ ン ピ ュ
ータ と意味の 問題 は非常に重要

で ある。チ ュ
ー

リ ン グ機械型の コ ン ピ ュ
ータ は記

号処理 マ シ ン で あっ て ，本来 ，意味 に は 直接的に

関 5・しな い 、、そ う い う コ ン ピュ
ー

タの姿 こそが機

械の 正道 だ と主張す る人 が い た と し て も，石頭 コ

ン ピ ュ
ータ を使 う の に嫌気の 差す人 々 が ますます

増えて くる だ ろ う 。 そ して コ ン ピ ュ
ータ がか な り

自在 に意味 を扱 える技術を開発すれば ，きわめ て

大 きな需要も伴 うはずで あ る 。

　 そん ななか ，著者 ら の 挑戦 は ，コ ン ピ ュ
ータ屋

的表現 で は 「意昧の オ
ープ ン化」，また人間的な表

現 を目指せ ば 「温 か い 意味論」 とで も呼 べ る もの

では なか ろうか 。

　数学 と論理 の 中に閉 じて ，難解で 冷た い 意味論

を扱 う の で はな い 。人間の 文化の 中に コ ン ピ ュ
ー

タ を解 き放 ち，異 な る文化圏の 人々 が コ ミュ ニ ケ

ー トし合 う場 の 中で
， 人文科学 と自然科学の 両側

面か ら，新た に 意味 の 問題に接近する。

　実践 的な場 が あ っ て こ そ ，初 め て 意味 が生 きて

くる し ，意味 の 諸問題 も浮 き彫 り に され る 。 そ ん

な い わば 「場の 哲学」 に裏打ち されて ，オ ープ ン

で温 か い 意味 論 を，情報文化学の 枠組み に近い と

こ ろで展開して い る 。

　著者 らに よ る意味の と らえ方は ，留学生 に対 す

る 日本語教育な ど，実践の 場で常に検証 され て い

る。そ の 点で ，コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 場 に お け る

意昧論 と い う色彩が 強い 。特に 著者 ら の 興味 は ，

異文化問 コ ミ ュ
ニ ケ

ー
シ ョ ン の 分析 を通 じ て の ，

意味論の 深化と い う大問題に 集中し て い る 。

　 また 論理 の み に縛られ た意味論で は な く．ニ ュ

ア ン ス や イメ ージ と い っ た ，感性情報処理 との か

か わ りを特に 重視 し て い る。それは 本書の 大きな

特徴の 1つ で あ る し，情報文化を中心テ ー
マ と し

た意味論 と し て 当然の こ とだろ う。「臉 」と い う語

と 「heave」「pull　up 」「salvage 」「take〜 into　one ユ s

arms 」は ど う違 うか な ど，著者 らは 問 い 続 け る 。

冷 た い 理論の 中に 閉じ た 意味論で は な く，オ ープ

ン な多言語ネ ッ トワ
ー

ク に お ける意味論 をひ たす

ら追求 して い る 。

　そ ん な 本書の 意味論が 行 き着くと こ ろは ，い っ

た い どこ だろ うか 。 それ を想像 して み る の は興味

深 い と思 う。 著者 の 多 くは
， 留学生向 けの マ ル チ

メ デ ィ ア 教育 支援 を素材 に し て い る。日本語教育

と異 文化間 コ ミュ
ニ ケ

ー
シ ョ ン と い う視点 をも っ
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て ，コ ン ピ ュ
ー

タを使用 して い る。そ して留学生

が 日本語の 意味 をどうと らえ るか と い う問題 と ，

コ ン ピ ュ
ータ とい う機械が 言語の 意味 をどうと ら

え るか と い う問題 を，並行 した手法で分析すると

い う道を踏み 出して い る 。

　だ とすれば ，本書の最 も大 きな メ ッ セ ージ は ，

「人間同士の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン と同 じように ，人

と コ ン ピ ュ
ー

タと の コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン も考 えな

ければな らな い 時代」が やがて 来る と考え ，「人と

コ ン ピ ュ
ータ とを同列 に 扱・う」大胆 な研究 を推進

しなければならな い ，とす る もの で はなか ろうか 。

これ は評者の 推測で ある 。

　た とえば ，文字を視覚的に読み 取る場合，漢字

は汚 れ ノ イズ の 影響をあ ま り受け な い が
，

ひ らが

な とカ タ カナ は大 きく影響されが ちで ある 。 そ し

て その 読み取 り成績は ，実際に人 と機械とで並行

して い る。こ れは本書 に記載 されて い る知見の 1

つ で あ る 。 第 2言語と して の 日本語の 学習と，コ

ン ピ ュ
ータ に よる自然言語理解 との 並行 した議論

な ど
，
人 と コ ン ピ ュ

ータ との 将来的な等価性 を想

定 し た と見 える姿勢 は ，本書の
一

貫 した哲学で あ

ろう。

　その よ うな興味深い 議論の た め に ，本書は 多く

の 分野の 意味論上の 成果 を取 り入れて い る 。 言語

学的意味論 ， 形式意味論 ，人工知能意味論 ，心理

学的意味論 ，文化人類学的意味論 な どで ある 。 そ

してそれ らを総合 した実践的意味論 として議論を

展 開 し
， 多変量解析な ど多くの 定量デ ータに よっ

て それを裏付けて い る。

　専門家 向けの 書で あ るため ，前提とする予備知

識が 多く必要で ，意味論の 全体像がか な らず しも

つ かみ やすい 本で は ない
。 しか しデータ を見て い

るだけで も楽 しめる し
，

い ろい ろな ヒ ン トが得ら

れる 。 情報文化学に おける一
つ の 胎動 と して

，

一

読 をお勧め した い 書で あ る 。

　本書 を出発点 と して
， 著者 らは さ らにそ の 体系

を進化 させ ，人文科学 と自然科学 の 双方に立 ちふ

さが る意味論と い う壁 の突破 に挑 むの で あろ う。

その挑戦に 大い に期待 した い
。

　それに し て も，コ ン ピ ュ
ータ は今世紀に さ らに

新た で大 きな進化 を遂 げるの で あろうか 。 評者は

どちらか とい えば楽観的で ある。100年前の 1902

年に飛行機 はまだ飛んで い なか っ た 。し か し 1969

年には人類は もう月面に降 り立 っ て い た
。 技術は

その 程度の ス ピー ドで進化するか らで ある 。

　む しろ情報文化学で問題 とすべ きは ，劇的に進

化 し た コ ン ピュ
ータ と人間とが

，
ほ ん と うに今後

とも共存で きる の か ，とい う深刻な問い で は なか

ろうか 。 文理融合の旗手で あ る著者 らに は ，次の

機会 に そ うい っ た視点か らの 議論もお願い で きれ

ばと思 っ て い る。

　　　　　　 （稲垣 耕作　京都大学情報学研究科）
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