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1．は じめ に ：文化と 文明

　「情報 文 化 」 とい う コ トバ に，どこ か 歯 車が軋 む よ うな違和

感を覚 える 人 は少 な くない の で は ない だ ろ うか。一 も っ と も，

筆者 は今で こ そ専門分野 と して 「基礎情報学」だ の 「情報学
・

メ デ ィ ア 論」 だの を標榜 し て い る が，10 数年前 は もっ ぱ ら 「情

報文化論」を表看板 に して い た。したが っ て，決 して こ の コ ト

バ を嫌悪 して い る わ けで は な い 。い や そ れ どこ ろ か，自分 な り

に い ろ い ろ 思 い 入 れ が ある の で あ る。だ か ら初 め に あ え て 結論

め い た こ とを言 っ て お こ う。 「情報文化」 とい うコ トバ に まつ

わ る
一

種の 違和感 を考察する こ とか ら，21 世紀 の 知の 広大 な

領域が 開けて くる の で は な い か と，筆者は 考 えて い る の で ある。

　い っ たい こ の 違和感 は ど こ に 由来す る の だ ろ うか、か い つ ま

ん で 言 えば，「情報」 とい う概念か らは普遍性，客観性，実践

的利 便性 とい っ た 属性が 想起 さ れ る の に 対 して，「文 化」 に は

固有性，主 観性，芸術的精神性 とい っ た 属性が ふ さ わ しい た め

で ある 。
つ ま り，二 つ の 概念の ベ ク トル は正 反対 を指 して い る 。

両 者 を無理 に結 び つ け れ ば，不 協和音が 聞 こ え て くる の は 当然

の こ と だ 。

　 むろ ん，た と えば芸術 ・文学の 活動 と IT （情報技術） との 交

錯 と い う接点 を 見い だ す こ とは 可 能だ ろ う。今で は文献デ ータ

ベ ース を始 め と して，文学作晶研 究に も盛ん に IT が 駆使 され て

い る。とは い え，わ ざわ ざそ れ ら を 「情報文化」 とい う名で 呼

ぶ の は 少 し安易 す ぎな い だ ろ うか。芸術 ・文学に か ぎ らず，哲

学で も歴史学で も地理 学で もあらゆ る専 門分野 で IT は 活用 され

て い る が，そ れ ら は あくまで そ の 専門分野内部に お ける 出来事

で あ っ て，新た に 情報 文化 とい う分 野 が 出現 した わ けで は な い 。

　 ち なみ に 「情報文明」 とい うコ トバ もあ る。こ ち らか らは．

違和 感 は あ ま り感 じられ ない 。急 速 に進 歩 発展 す る IT が 大 い

に 活 用 され る 文 明，端 的 に は 「コ ン ピュ
’一

タ文 明 」と い うイ メ
ー

ジ が た だ ち に 浮 か ん で くる。普 遍性，客観性，実践 的利 便 性 と

い う情報概念 の 属性は，そ の ま ま文明 の 属性で もあ る と考 え ら

れ る か らだ 。だが そ れ な ら，文化 （culture ）と文 明 （civihzation ）

と は 相 反 す る の か 。い やそ も そ も，文 化 と 文明 と い う概 念 は ど

うい う相互 関係 に ある の だ ろ うか 。

　社 会経済学者公 文俊平は ，著書 『情報文明論』 に お い て ，文

化 と文 明の 違 い に つ い て 詳 し く論 じ て い る （公 文 1994 ＞。こ れ

に よれ ば文明 とは，われ わ れ が 意識的に 産み 出 し，使用 して い

る有形無形の さ ま ざ ま な人 工 物 （artifacts ）の こ とで ある 。 具

体 的 に は た とえ ば，建 物，家 具，道 具 機械 の た ぐい ，また 農

地，宅地　ダム ，運河，道路 港湾な どで ある 。 こ れ ら有形物

に 加 えて．各種 の 制度 や 機構，法律や 規範な どの 無形物 も含ま

れ る。また，人 工 物 の 中 に は 人 間 の 自己 表現行為 も含まれ る の

で．科学技術や思想宗教，芸術や ス ポー
ッ など も文明の

一
部 と

い うこ とに なる。

　 こ うな る と，固有性 とか 主観性 とか 精神性 とい っ た 属性 も文

明に 関わ る こ とに な り，文化 との 区分が 曖昧 に な っ て い くよ う

な気 も して くる 。し か し，公文 は 両者 を明確 に 区分 して い る 。

端的に は，文化 とは 「文明の 設計原理」 だ と位置づ け る の だ 。

人 間 は 祉会生 活を逓 じて 文明をつ くりあげる わ け だが，そ の 際

ほ とん ど無意識の うち に 自らの 思考や 行動を制約す る 設計原理

か ら大 きな 影響を うけ る、文明が 意識 的な 生産物で あ る の に対

し，文化 は 文明 を無意識 の レベ ル で 支える 設 計原理 なの で ある 。

換言す る と文化 とは．人間の 行為の 無意識的な採用 原理 と言っ

て もよ い 。生 物 の ア ナ ロ ジーで 言 えば，い わ ば 文化 は遺 伝子 型 ，

文明は 表現型の よ うなもの に対応する だ ろ う。

　 したが っ て，公文 の 定義 に よ る と，文 化 とは 「社会の 成員の

聞で ほ とん どそ れ と意 識 され な い ま まに 学習 ・適用 ・伝 達 さ れ

て い く，人間の 行為 の さ まざまな側面の 採用原理の，ひ い て は

文明の 設計原理の ，複合体」で あり，文明 とは 「文化 を設計原

理 と し な が ら，環境 要 因や そ の 他 の さ まざ まな 要 因 の 影響 もう

けつ つ 意 識 的 に 形 づ くられ る，精神
・物 質の 両面 に わ たる 人間

の 社 会生 活 パ ターン の 複合 体 」 とい うこ と にな る （公 文 1994 ：

17）。

2、言語学的転回

以 ヒの べ た よ うな 文化 と 文 明の 位 置 づ け は な か な か 興 味深 い
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もの で あ る。公文 は こ うい う概 念 整理 の も とで，情 報 や 知 識が

重 要 な役 割 を は た す 情 報 文 明 に つ い て 議 論 をお こ な っ て い る。

とはい え，こ の 概 念 整 理 か ら情 報 文化 の 明確 な イ メ
ージが た だ

ちに 浮か び上 が っ て くる わけ で は ない 、まず気 づ か な くて は な

らな い の は，公 文 の 概念 整 理 が近 年の 思想 動向を色濃 く反映 し

て い る とい うこ とで あ る。そ れ は，文化相対主 義 あ る い は 多

様 な 文化 価 値 の 尊 重 と い う，20 世 紀 後期 の 思 想 に 他 な ら な い 。

グ ロ ーバ ル 時代 と は言 っ て も，必ず し も地球上 の 文明が の っ ぺ

りと一様 に な る わ けで は な く，ロ ーカル 文化 が 各々 ，歴 史的 背

景 をふ ま えて 多様 な情報 文 明 をつ く り，そ れ ら の 総体 と し て 現

代情報文明が形成 され て い く，とい う図式を思い 描くこ とが で

きる。

　換言す る と，そ れ 以 前，と りわ け 19 世 紀 か ら 20 世 紀 中

期 に か け て は，文化 と文明の と らえ 方は 公文の 概念整理 とは

ま っ た く異 な る ニ ュ ァ ン ス を帯び て い た 。 明治時代 に 流 行 し

た 「文明開 化 」 とい うコ トバ か ら も連想 さ れ る よ うに ，「文明

化（civilize ）」に は 「野 蛮入 を教化する 」とい う意味が ある 。 「文

明人（civilized 　people＞」とは 教化啓蒙 され た 人 々 の こ とで あり，

わ れ わ れ ア ジ ァ ・ア フ リ カ 人 た ち は，な る べ く早 く欧 米人 の よ

うな文明人 の 仲 間入 りをす る こ とを求め られ た 。
つ ま り，文明

（civilization ）とい う概念は ，少な くと も 19・
一

・20 世紀 の 用法

に 関 す る か ぎ り，近 代 化 と 固 く結 び つ い て お り，そ の 背景 に は

西 欧の 啓蒙思想 に代表 され る進歩主義が ある の だ 。

　 こ の とき，い わ ゆ る 「進歩 した 国」 に お い て ．文化 と文明の

境 界 は きわ め て 瞹 昧 な も の に な っ て し ま う。 実 際 公 文 も指摘

してい る よ うに，た と えば歴史哲学者」二山春平 は ，「ある
一
定

水準以．．h の 社会の 文化」 を 「文明」 とみ な し，文化が 文明 とな

る 契機は 都市革命に あ っ た と し て い る。さ ら に ，近代 ヨ ーロ ッ

パ 文明を第二 次文明，それ 以外 の 文明 を第
一

次文明 と し，両 者

を分 かつ の は 産業革命で ある との べ た （上 山 1990 ： 75 ）。こ の

分類 に よ れ ば，た と え ば オース トラ リアの ア ボ リ ジ ニ の 文化

は 文 明で は な く，また 日本 の 江戸 文 化 は 第
一

次 文 明 と い うこ と

に なる。上 山 に限 らず，こ うい っ た考え方 は 少な くと も20 世

紀 中葉 ま で 日本 人 の あ い だ で 強 く支 持 され，広 く社 会 に 浸透 し

て い た 。 第二 次文明 は 近代 科学 技術 や議 会制 民 主 主義 な どに象

徴 され る 「よ り優れ た 文明」 で あ り，したが っ て そ れ以前の 段

階 に あ る 人 々 は ，す み や か な 教 化 啓蒙の プ ロ セ ス を へ て 第 二 次

文明の 域 に到達 しな くて は な らない ，とい うこ とに な る，，

　 こ うい っ た 欧米文化崇拝は，わ が 国で 今で も消えた わけ で は

ない 。崇拝 や 追随 の 対 象 が 西 欧 か ら ア メ リカ に 移 っ た と して も，

キ ャ ッ チ ア ッ プ優先 の 習慣は われ わ れ に 染み つ い て い る 。 数年

前 に Web2 ．0 礼 賛 論 が流 行 した が，明 らか に こ れ もそ の
一

種 と

言 え る だ ろ う。と は い え，あ らた な 自覚 も生 まれ て き た。21

世 紀 の 今 口，都 市革命や 産 業革 命を 経 由 し て い な い 「文化 」が

遅 れ た もの で あり克服すべ き もの だ とい う価値観が ，もは や 絶

対 的 で な い こ とは確 か で あ る。ア メ リ カ や オース トラ リ ァ の 先

住 民 の 文化 の か け が え の ない 価 値 は，す で に広 く認 め られて い

る 。 日本の 伝統文化も見直 され つ つ あ る。若考の あ い だ で和服

が流 行 した り，津軽 じ ょ ん か ら節 の 演奏会が 人気 を集め た りす

る の は そ の 好 例 だ ろ う。

　思 想 史 的 に は こ れ は，20 世 紀 初 め，フ ェ ル デ ィ ナ ン ・ド ・

ソ シ ュ
ール の 構造 主義言語学 に 端を発 した変 化だ と と らえる こ

とが で きる。周知 の 通 り，ソ シ ュ
ー

ル は 各々 の 言語 （1angue）

がそ れ ぞ れ独 自の や り方で 世 界を分 節 化 して い る （差 異 の 体系

と して 把捉 し て い る ）こ と を明 らか に し た．日本語 も英語も申

国語 もス ワ ヒ リ 語 も，い や わず か 数千 人 の 少数民族 の 母語 で

あ っ て も，そ れ ぞ れ の 視 点 か ら世界 を と ら えて お り，そ の あ い

だ に 優劣をつ ける こ とは で きない 。ある 言語が 他の 喬語 よ り正

確 で，よ り進 歩 した言 語だ，な どとい う議論 は成立 しない の で

あ る。

　 こ うして や が て ，われ われ 人間の 思考が 根底的に 言語に よっ

て 規定 され て い る とい う構造 主義思想が 広く支 持 され，さ らに

は 20 世紀後半 に い た っ て，ク ロ
ー

ド ・レ ヴ ィ ＝ス ト ロ
ー

ス の

構造主 義人類学か ら，多様な言語 を もつ 多様な文化価値の 尊重

が 学問 的に確立 され て い っ た こ とは周知 の 通 りで ある 。 か つ て

は，英語 ・フ ラ ン ス 語 ・ドイ ッ 語 な どの 西 欧 語が 地 球上 で もっ

と も進歩 した 言語で あり，世界の ありさまを最も正 確に とら え

る こ とが で き，欧米の 文化 をア ジ ア や ア フ リ カ に 広め て い くこ

とが 正 しい 行為で あ る と信 じ ら れ て い た わ け だが ，もは や そ う

い うナ イ
ー

ヴな啓蒙思想 は 通用 しな くな っ た の で ある 。 こ れ を

「言語学的転回 qinguistic　turn ）」 と呼ん で お こ う。

　 言 語 学 的転 回以 降の 文化論は ，必 然的 に相対主 義的 な位置 づ

け をもつ こ とになる 。 そ うい う前提の もとで 「情報文化」の あ

り方を論 じて い か な くて は な ら な い 。た だ こ の とき，言語学的

転 回 の もた ら した 功 罪 に 注意 す る 必 要が あ る。長 所 は 言 うまで

もない だろ う。 こ れ まで 「遅れ た野 蛮な もの 」 と され てい た ア

ジ ア ・
ア フ リ カ の 伝統文化や，マ イ ノ リテ ィ の 文化に 光が 当て

られ ，その 価値が 見直 され た。有色人 はつ V に，欧米の お 手本

を見習 うべ きだ とい う強 迫観念か ら 自由にな っ た の で ある 。

　
一

方．言 語学 的転回 の もた ら した 短所も看過 す る こ とは で き

な い 。最 大 の 問題 は，普 遍 的 な理 念が失 わ れ価値 基 軸 が崩 れ た

と い う こ とで あ る。底 な しの 相 対 主 義の も とで は，下 手 をす る

と 「文 化 だ」 と言 えばすべ て 価値をもつ とい うこ とに な っ て し

ま う。実 際，タバ コ は 文 化 な の だ か ら 尊 重 すべ き だ と 言 っ て ，

平 気で他 人 の 顔 に煙 を吹 きか け て くる連 中 もい る。タバ コ くら

い な らまだ し も，ア フ リカ の 部族で お こ なわ れて い る幼女の 性

器 切 除 も，文 化 と い う名 の も と に 許 され る の だ ろ うか。

　 こ れ は極端 な例か もしれ ない 。だが 誰 もが気づ い て い るこ と

は，普遍的な理 念や価値基軸が 失われ た 後に グロ ーバ ル 経 済が

ひ ろ ま っ た た め に，とめ ど ない 文化 的 退 廃が広 ま っ て い る こ と

だ 。 市場 で の 経済価値が 唯
一

の 普遍的価値 と して 位置づ け られ

る と き，それ は文化 の 自殺行 為で あ り，あ と に はニ ヒ リ ズ ム し

か残 らな い の で ある。

3、フ ォ ン ・ノイマ ン とウィ
ー

ナ
ー

の パ ラ ダイ ム

　以 上 の べ た よ うに ，言 語 学 的転 囘 とい う概 念 は ，哲 学 に か

ぎ らず 社 会 学 的 ・人類 学 的 ・文 化 論 的 な広 い 文 脈 で 用 い られ

る 。 だ が こ の コ トバ は ，哲学の 分 野 で ．よ り隈定的 な意味 含 い

で 用 い ら れ る こ と もあ る、、（な お 限定 的用 法 の 場 合．しば しば，
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「lingllistic　turn 」 は 「言語 論 的 転 回」 と訳 され る こ とが 多い ．：　　　　　　　　　　 h　　1　　h

本 稿で は 両者 を区別す る た め，広 義 を 「言語 学 的転 回⊥ 狭 義　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　、　　、
を 「言語 論的転 回」 と訳 し分ける こ とにする ）。

　 　 、　　、　　 、

　 言 語 論 的転 回 と は，端 的 に は 「言 語 か ら 出 発 して 哲 学 の 問　 x　　x　　N

題 を 考 えて い こ う」 と い うこ とだ。こ れ は 分析哲学の 考 え方 で

あ る 。 実際 「linguistic　turn 」 とい う概念は ，1960 年代 に 分

析 哲学 者 リチ ャ
ー

ド
・

ロ
ー

テ ィ の 編 集 し た ア ン ソ ロ ジ
ー

に よ っ

て 有名に な っ た。ロ
ー

テ ィ は そ こ で ，「哲学的 問題 は，言 語 を

改良す る こ とに よ っ て ．も し くは われ われ が 現在使っ て い る 言

言吾をよ り良 く理解 す る こ と に よ っ て 解 決 され る 1 と 論 じて い る

（Rorty　1967 ）。

　 19世 紀 以 前 の 哲学 で は，思惟 や 意 識 を 出発 点 と して 議論す

る こ とが 多か っ た 。だ が，思惟 だ の 意 識 だ の と い っ た 不 分 明な

対 象 で は な く，明 瞭 な 言 語 表現 か ら 出発 し徹 底 し て 論 理 的 に 思

考 す るこ と で 真 の 正確 な哲学 が う まれ る，とい うの が 分析哲学

の 大
．
前提 なの で あ る。ゴ ッ トロ

ー
プ・フ レ

ー
ゲやバ

ー
トラ ン ド

・

ラ ッ セ ル ，そ して ル ートヴ ィ ヒ ・ヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン と い っ

た人 々 は，徹 底 して 論理 的 な言 語 表現 を追求 し，形式的 な記
．
号

操 作 に よ っ て 哲 学 的 な難 問 を解 決 し よ う と苦 闘 した。そ の 志 は ，

哲 学 に と ど ま らず 記号 論 理 学 や数 学基礎 論 の 豊 か な研 究 成果 を

もた ら したが，また
一
方，数 学 の 分 野 で はやが て ク ル ト・ゲー

デ ル の 有名 なパ ラ ドッ ク ス に よ っ て 挫折 を余儀 な くされ た 。こ

の 経 緯 の 詳 細 は 本 稿 で 繰 り返 す まで もな い だ ろ う。

　 い ず れ にせ よ，こ こ で 留意 しな くて は な らない の は．前述 の

構．造 主 義 や こ れ をひ きつ い だ ボ ス ト構 造 主義 と と もに．分析 哲

学 の 論 理 主 義が 20 世紀 後 半 か ら今 凵にい た る思 想 潮 流 の 重 要

な部 分 を形 成 して きた．とい うこ とで あ る。あ えて 図式 的 に整

理す る と，前 者 は文 化 的相 対 主 義，後 者 は数理 的 普 遍主 義 に 対

応 す る。つ ま り言 語 学 的転 回 と 言語 論的転 回 と は．同 じ く言語　　　　　　　、　、　、　　　　　　　　　　　、　、　、
を原点 に しなが ら，あ る意味 で 正 反 対

．
の 思 考態 度 を もた ら した

の だ。

　 で は，こ の こ と と 「情 報 」 と は ど う関連 す る の だ ろ うか ？

　　 コ ン ピ ュ
ータは 20 世 紀 半 ば に誕 生 した が，こ れが 分析 哲

学 の 論 理 主 義 と深 い か か わ りを持 っ て い る こ と は言 う まで もな

い 。コ ン ピ ュ
ータ の 数 学 的原 型 で あ る チ ュ

ー
リ ン グ ・

マ シ ン を

考案 したア ラ ン ・チ ュ
ーリ ン グに せ よ，プ ロ グラ ム 内蔵方式の

コ ン ピ ュ
ー

タ の 設計 書 を ま とめ た ジ ョ ン ・
フ ォ ン ・

ノ イ マ ン に

せ よ，数学基 礎論の 著名な研究者だ っ た、， こ うい うIT の 巨大

なパ イオニ ア た ちに とっ て ，コ ン ピ ュ
ー

タ とは人 間の 計算負荷

を へ らす た め の 単 な る 実 用 的機 械 で は ない e 形式 的 な記 号操作

を迅 速 に お こ な う コ ン ピ ュ
ー

タ とは，人 間に とっ て の 理想で あ

る 「正 確 な思考 」 を実 現 す る機 械 に 他 な らなか っ たの で あ る。

　 と りわ け，こ うい う方 面 で も っ と も卓 越 した才 能 を発揮 した

の は フ f，ン ・ノ イマ ン だ っ た、、量 子 力学 の 数学 的体 系 化 に よ っ

て 頭角をあ ら わ した この 人物 は，プ ロ グ ラ ム 内蔵方式の 発案者

だ けで は な く，ゲーム 理 論 や オ
ー

トマ ト ン の 創 始 者 で もあ り，

さ ら に ア メ リカ 科学 技 術 者 の 最 高 位 で あ る 原子 力エ ネル ギー委

員 に まで の ぼ りつ め，原 水爆 の 父 と も言わ れ てい る。初期 の コ

ン ピ ュ
ー

タ の 最 大の 応 用 の
一

つ は，水爆 開発 用 の 核融合計算

だ っ た の だ。超 絶 的 な数 理 的技 巧 を もつ こ の 人 物 は，い わ ば フ
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レ
ー

ゲ や ラ ッ セ ル の 夢想 と社会的実用 とを むすぶ 象徴的役割 を

は た した と言 え る。だ か ら こ そ，IT の 鼻祖 は フ ォ ン ・ノ イ マ

ン と言っ て も過言 で は ない の で あ る。「情報」 とい うコ トバ か

ら 普遍 姓，客 観［生，実践 的 利便 性 とい っ た属 性 が 連 想 さ れ る の

は，あ ら ゆ る 問題 を 「数値 デ
ー

タ や 記 号 の 形 式 的操 作 」 に よ っ

て 解決す る とい うフ ォ ン ・
ノ イマ ン の パ ラ ダ イム が そ こ に横 た

わ っ て い る ため な の で あ る。

　と こ ろ で ，20 世 紀 半 ば，フ ォ ン ・
ノ イマ ン の ラ イバ ル と し

て 情報科学 を創始 した人物 が い た．サ イバ ネ テ ィ ク ス の 提 唱 者

と して 知 ら れ る ノ
ーバ ー

ト
・

ウ ィ
ー

ナ
ー

で あ る。だが 同 じユ ダ

ヤ 系の 天 才数学者で も，二 人 の 研究 の 方向性 は まっ た く異な っ

て い る （西垣 1991 ）。

　ウ ィ
ー

ナ
ー

が 1948 年 に 刊 行 し た 著 書 『サ イ バ ネテ ィ ク ス 』

に は，「動 物 と機械 に お け る 制御 と通 信 」 と い う副 題 が つ い て

い る （Wiener　1948 ）。 そ こ で は，情 報．フ ィ
ードバ ッ ク，コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン ，神 経系 とい っ た 概念 が確 率 論 を もと に展 開 され

て お り，ま ちが い な く情 報科 学 の 古 典 と言 っ て よ い 。副 題 に も

示 され て い る よ うに，そ こ で は 「生命体」 とい う視 点 が は っ き

りと取 り入れ られ て い る。サ イバ ネテ ィ ク ス と は 何 か と問 わ れ

れ ば，神経 回路 と電子 回路 をむす ぶ 数学理 論 と言 えば も っ と も

分 か りや す い か も しれ ない 。しか し，ウ ィ
ーナー

の ア プ ロ ーチ

は．生 命体 の 神経 系 を単 に 機械 的 ・論 理 的 に と らえ る とい う も

の で は なか っ た 、生命体 が 環境 世 界を い か に 認 知 し，い か に環

境 世 界の 変化 に対 応 しなが ら生存 をつ づ け て い くか，とい う点

が 主 な関 心事 だ っ たの で あ る。

　 も とも と情報 とは，機械 的 ・
論理 的な概念で は ない 。本来は

生 命的 な概 念 に他 な らな い の だ。生 存を可 能に する た め に 生 命

体 の 内部 で 形 づ く られ る （in・form） もの ，生 命体 に とっ て

価値 （意味）あ る もの が情報 なの で ある 。 そ し て 価値 （意味〉

を伝え る た め に機械的な情報概念が あ ら わ れ る の で あり，逆で

は ない 。仮に核戦争が 起 こ っ て 人間 が 滅 び て し まっ た 後 戦 闘

ロ ボ ッ トが 無意味 に 闘い つ づ け て い る 虚無的な SF の 場面 を想

像すれ ば．こ の こ とは明 らか だ ろ う。

　 むろ ん，牛命体 の 活 動 に は，神経系に か ぎ らず機械の 動作 に

擬せ られ る よ うな習慣性が ある 。 だか ら それ を機械的 ・論理 的

なモ デ ル で と らえる ア プロ
ー

チ は それ なりの 有用性をもっ て い

る。ウ ィ
ー

ナ
ー

の パ ラ ダ イ ム の 眼 目は ，機械 的 な モ デ ル を もと

に生命体の 生存可 能性を高め る と こ ろ に あ る。だ が逆 に，論 理

的な整合性 を第
一

に 追求 し．人 間 の 生 命的 な活動を機械 的 な枠

に は め よ うとす る な ら，そ れ は 本 末転倒 と 言 わ なけ れば な らな

い
。 そ して，フ ォ ン

・
ノ イマ ン の パ ラ ダイム に囚 わ れて い るか

ぎ り，こ の 落 と し穴を回避 す る こ とは きわ め て 難 しくな っ て し

ま うの で あ る。

4 ．お わ りに ：情報 学的転 回の た め に

　オ
ー

トポ イ エ
ー

シ ス 理 論 の 創始者の
・
汰 で あ る 生 物 哲学 者 の

フ ラ ン シ ス コ ・ヴ ァ レ ラ は，フ ォ ン
・

ノ イマ ン とウ ィ
ー

ナ
ーを

比較 し，前 者 を他律 シ ス テ ム ，後者 を 自律 シ ス テ ム の 理論 と位

．
置づ け て い る、、他律 シ ス テ ム の 特徴 は所 与 の ル ール に した が っ

N 工工
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て 入 力 を処 理 し出力 を もた らす こ とだが ，自律 シ ス テ ム の 特徴

は 作 動 的 閉鎖性 に あ り，内 部 で 自己言 及 的 に 意 味 を創 発 す る こ

と にあ る。前者 が 情 報 処 理機 械 後者 が 生命体 に そ れぞ れ対応

す る こ と は明 らか だ ろ う。さ ら につ づ け て．ヴ ァ レ ラ は，両 者

の パ ラ ダイ ム が 20 世 紀 半 ば 以来，諸 科 学 （神 経 科 学，進 化 理

論．免 疫学，家族 心 理 分析，経済学，人 τ知能，経営学，言語

学 な ど） に 影響 を与 えて きた が ，ほ とん どの 領域 で 他 律的 な ア

プ ロ
ーチ が 支 配 的 な役割 を担 っ て きた と述 べ て い る （Varela

1989；222−223），，

　 フ ォ ン
・

ノ イ マ ン の パ ラ ダ イ ム が 支 配 的 で あ る か ぎ り，「情

報文明」が 栄え て も 「情報文化」の 真の 開花 は あ りえない だ ろ

う。 文化が 無意識 の レベ ル に ある とすれ ば，そ れは 生命体 の 活

動 と りわ け人 間 の 共 同体の 深 層心 理 と不可 分 で あ る ．
J 経 済価

値 と直 結 ・連動 し た 論 理 的 ・機械 的操 作 が 普 遍的 な装 い を も っ

て 君臨 す る と き，固有 性 を もつ 生 命 活動 は とめ どな く圧 殺 され

て い く。事 実 21 世 紀 の 現 状 は ま さ に こ の 方 向 に突 進 して い

る で は な い か 。

　 しか し，ウ ィ
ーナーの パ ラ ダイ ム が消 滅 した わ けで は決 して

な い 。20 阯紀 後半 に は，イ リ ノ イ
．
大学 で ハ イ ン ツ ・フ ォ ン ・フ ェ

ル ス タ
ーを rll心 に，「セ コ ン ド・オーダー・サ イバ ネ テ ィ クス 」

とい う新 分 野が 開拓 され た。生 命体 が生 存 の た め に環 境世 界 を

認 知観 察 して い る と す れ ば，そ の 観 察行 為 そ の もの を観 察 す る ，

とい う二 次 的 （セ コ ン ド・オーダー
） な視 点 が 必然 的 に あ らわ

れ る。もは や，神の よ う な絶 対 的 視 座 か ら唯一
の 「客観 世 界」

を見下 ろ し，そ の あ りさ ま を論 理 的 に 記 述す る とい う前提 は許

され ない
。 多様な生 命体が多様 な視座 か ら世界をなが め る か ら

に は，多元的 ・
相対的 な記述が 認め られ る こ とに な る の だ。そ

して ，生物哲学者マ ト ウ ラ
ー

ナ と ヴ ァ レ ラ の オ
ー

トポ イエ
ー

シ

ス 理 論，社会学者ニ ク ラ ス ・ル ー
マ ン の 機能的分化社 会埋 論，

認知心 理学者エ ル ン ス ト
・

フ ォ ン ・
グ レ イザー．ズ フ ェ ル ドの ラ

デ ィ カ ル 構成主 義理 論，文 学者 ジー
ク フ リ

ート・
シ ュ ミ ッ トの

経験的文学論 な どは皆，こ の 学問的 流 れ を引 き継い で い る。セ

コ ン ド・オーダー・サ イバ ネテ ィ ク ス で は，人 間 （生命体）を

情報処理 機械 とみ な す客観 世 界論 は 否 定 さ れ，生 命的 な 固有 の

活動 と ともに 自己言及 的 に 多様な世界が 立 ちあが る 様相が 分析

さ れ る こ と に な る。21 世紀 の 情報学 は，こ うい うパ ラ ダ イム

の も と に 建 設 さ れ な くて は な ら な い （西 垣 2004 ，2008 ）。

　新 た なパ ラ ダ イ ム が，言語学的転 同の もた ら した相対主義 と

平仄 が あっ て い る こ とは 明 らか だ ろ う。言 語共 同体 は ま さに 自

律 的 に世 界 を 認 知観察 し て い る と見 な せ る か ら だ，，しか し，そ

こ に 前述 の 「底な しの 文化 的N 対 主義 」 と い う矛盾 を克 服す る

方 向性 が しめ され て い る こ とは 特 筆 に あ たい す る、、多様 と い っ

て も，そ こ で は 入 間 （よ り広 くは 生 命体 ） が 生 存 し続 け る た め

の 価 値 基 軸 が ，あ る 種 の 普 遍 性 を も っ て 打 ち 立 て ら れ る か ら

だ、、卑近 な例 で い え ば，タ バ コ が ガ ン の 発 生 率を高 め る とす れ

ば，公共 の 場 で の 喫煙 は望 ま し くない と い う結論 が 出 て くる だ

ろ う。また，生 命 活 動 の 毀 損 とい う点 か ら．幼 女 の 性器 切 除 を

禁止 す べ きだ と い う議論が 正 当性 を もつ こ と に なる。

　生 命休 に よ る 認知活動，換言す る と生命 的 な情報概 念 を基

盤 に す る こ とか ら，こ の パ ラ ダ イ ム の 出 現 を 「情 転 学 的転 回

（informat・ic　turn ）」 と 名づ け る こ と に し よ う。振 り返 れ ば，言

語学的転回 は，欧米文化優先の 思 い こみ を克服 し，地 球上 の あ

ら ゆ る 人 間 とそ の 文 化 を尊 重 す る と い う思想 を もた ら した。こ

れ と同 じ よ う に．情報学的転 回 は，人間 中心 の 思 い こ み を克服

し，地 球上 の あ らゆ る 生命 と そ の 活動 を尊重す る とい う，エ コ

ロ ジ カ ル な思 想 を もた らす と 期待 で きる の で あ る。

　 フ ォ ン ・ノ イマ ン の パ ラ ダ イム は，情 報 を機械 的 ・論 理的 な

もの と し，20 世 紀 に さ ま ざ まな コ ン ピ ュ
ータ応 用 の 道 を開 い

た．しか しその
一

方 で ．過 度な効 率 追求 に よ っ て 生 命活 動 の 抑

圧，と くに 人 聞行 動 の 機 械 化 を促 進 して しま っ た。21 世紀 の

コ ン ピ ュ
ータ応 用 に おい て は，ウ ィ

ーナーに よ っ て 創 始 された

セ コ ン ド・オ
ー

ダ
ー・サ イバ ネテ ィ ク ス の パ ラ ダ イム が 毛要 な

役割 を果た さな くて は な らない 、、情 報 を機械 的 な もの で な く生

命 的 な もの と明確 に とら え直す こ とに よっ て ．初 め て，多様 な

結 実 を もた らす 清 報 文化 の 開花 が可 能 とな る の で はな い だろ う

か、、
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