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1　 は じめ に

　フ ェ ルナ ン
・ブ ロ

ーデル は 1902年に 生 まれ 、1985 年に没 したフラ ン ス の 歴史学者で あ る。本稿

では ブ ロ
ーデル の 大著 『物質文明 ・経 済 ・資本主 義』 の なかで 、彼が 時間をどの よ うに捉 え て い

るか 、を考察する 。まずブ ロ
ーデルの 時間に つ い て の 「三 階層」 を説明する 。 次に 、こ れ と関連

する 「隷属 原理 slaving 　principlelと 「固着化 consolidation 」 と い う数理 的概念を解説す る．更

に 、異な るタ イム スケー
ル の 「波亅 の 相互 作用と い う、ブ ロ

ーデル の ア イデ ィ ア を議論し 、最後

に マ ーシ ャ ル の 時間論とマ ル クス の 上部 ・下部構造論と の 違い を論じ る．尚、本稿は金子 ・安冨

（2005）に依拠し て い る 。

2　ブ ロ ーデ ル の 三 階層

　正確 に言うな らば、ブ ロ
ーデルに時間論は な い 。とい うの も 、ブ ローデルは 「時間」 を問題に

する の で は な く、「持続」 を問題に し て い る か らで ある 。すべ て の 出来事は 時間の なか で 生起 し 、

やが て消滅 する 。しか し要素間の 相互 作用の なか で 、要素 の 作 り出す関係が マ ク ロ 的に ほぼ 同じ

状態 へ の 滞留を持続する 事態が あ りうる。ブ ロ
ーデルは こ れ を 「持続」 と呼ん で い る 。

　こ の ような 「持続」 同士が 相互 作用 して 、さ らに上位の 「持続亅 を作り出すこ と も可能で ある。

た とえば 、個 々 の 生物と い う 「持続 」が 相互作用 し て 、生態系 と い う 「持re　1 を作 り出す。こ の 場

合一般に 、低い レ ベ ル の 「持続」 の 変化速度は 、上位の 「持続 」 の 変化速度よ りも速 くな る。こ

うして 「持続」 の 階層化が 生じ 、そ れぞれ の 階層を流れ る 時間は 多様化す る。

　同様 の 階層構造をブ ロ
ー
デル は歴 史の なか に 見 る。もちろん 、様 々 の レ ベ ル の 持続を細か く分

類する こ と も可能であろ うが 、ブ ロ ーデルは こ れ を大き くまとめて 三 層の 「持続」を提唱する．す

なわ ち 、

長 期持続　　 la　longue ぬ r68 、

重合局面　　 conJ
’
Oncture ．

事件　　　ぎη6鴻 机 6彫 、

で あ る。こ れ らを 、長期持続 、中期持続、短期持続と呼称 する こ とも可能で あ ろ う。

　 「長期持続」 とは非常に ゆ っ くりと変化する物事を指す。た とえば気候 、 森林 、 河川、地理 的な

境界、人々 の 生活様式、食習 慣、種々 の 技術な どが こ こ に分類され る。ブ ロ
ーデル は こ の 言葉 を

しばし ば 「構造」 と結び つ けて 論じ る。こ の 構造は 不変の 構造ではな く、人間にはほ とん ど 動い

て い ない か の よ うに見え る速度では あれ 、静かに変化 し つ づける。

　 「重合局面」 と は 数十 年と い うよ うな オ
ーダー

で変化す る事物の 集ま りを指す。人 口変化、世

紀 トレン ド、コ ン ドラチ ェ フ 景気循環 、・… な どが こ の 領域に含まれ る．ブ ロ
ーデル の 書物が主 と

して扱 うの は こ の 範囲の 物事で あ る e
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　 「事件」 とは 、歴史の なかに暮 らす人々が、発生した と認識するも の ごと で ある 。宣戦布告、条

約の 調印、有 力者の 死、政権の 成立 ・瓦解、選挙など、年表に 具体的な項 目に記載 され る の はこ

の 層に属する事物で ある。こ うい っ た意図的に記録に 残され る 出来事以外に も、人 々 が 毎 日の 暮

らしのなかで 繰 り返す様々 の 「雑事 」 が こ の 層の なか に含まれ る。こ の 書物で は 、この時間層は

重視されない 。

　ブロ
ーデル も、こ の 三 層構造が厳然と存在する とは考えて いな い 。同じ 階層の 持続の なかで も、

た とえば世紀 トレ ン ドと コ ンドラチ ェ フ 景気循環 は 、周期が 倍ほど違 っ て い る の で 、 これを別 の

階層に分類し て しま うこ と も可能で ある。それ をあえ て 三層に まとめ る こ と で 、事態が よ り明瞭

になる と判断し たもの と推測する。

　また 、それ 以上 に、「三 層」 で ある こ とに積極的な 意味を見出す こ と も可能で ある。ブ ロ
ーデル

が本書で 主とし て注 目する の は重合局面の レベ ル で あ るが 、そ の ため にその 「上 」 と 「下 」 を導

入 し た と 考え る こ と が で き る。つ ま り、様 々 の 階層の 持 つ 全体の なか で 生存する 「持続 」に つ い

て 考える 場合、その 「持続」 だけで はな く、そ の 上位 と下位の 階層に つ い て注意を払 うと い う方

法は有用 に 思 え る。更 に
一般化すれ ば、あ るタイム ス ケール に 注 目する と、それ よ り早い タイム

スケー
ル と 、それ よ り速いタ イム ス ケ

ー
ル が 問題 とな り、注目して い るタイム ス ケール をそれ ら

二 層の 間の イ ン タ
ー

フ ェ イス とし て 認識す る 、 と い う方法を考え る ことがで き る。ブ ロ
ー
デルが

二 層で は な く三 層 の 持続を考え た の は 、こ の よ うな背景が あ る の か も し れ な い 。

3　 遅い 変数か ら速い 変数へ ：隷属 原 理

　ブ ローデルはこ れら の 三 層の持続が 、それ ぞれ 無関係に独 自の 周期で 動い て い る とは考えな い 。

基本的には よ り遅 い時間 スケ
ー

ル の 事物が 、よ り早い 時間ス ケー
ル の 事物に影響を与え る と考 え

る。た とえば 16 世紀前後 （1451 年〜1650 年）に世界全体で人 口 の 急上 昇が見 られ る、と い う事

態を説明するため にブ ロ
ーデルが提案する の は 、気候の 変化で ある （訳書 1−1，42 頁 ）。また 、何 を

主たる穀物 として 栽培 し食 べ るか 、どの よ うな輸送手段や 技術が 利用可能か、と い う遅く変化す

る事 情が 、その 社会の歴史にどの よ うな影響を与えた か 、と い っ た 問題 を論じ る の が第一巻の 重

要なテ
ー

マ で ある。こ の 方向の 波及 は きわ め て
一

般的な も の で あり、ブ ロ
ーデル は多 くの 事 例 で

用い て お り、枚挙の い と まがな い。

　遅い事物か ら早い事物へ の 影 響 の 伝播と い う論理は、物理学で い う 「隷属原理 Slaving　Principle」
に相 当する考え方で ある （Haken　1979）。隷属原理 とは 、相互作用する複数の 変数が ある場合 、変

数の 速度に 断熱近似を許 すほ どに明瞭な差異が あ る な ら、よ り遅 い変数が よ り早い変数を規定す

る、と い う事態 を指す。

　時間 スケー
ル が混在し た系 を物理 で 扱 う際に は 、しば しば速 く変化する変数を消去する。遅い

変化の ス ケ
ー

ル で現象を 眺め る と、速い ス ケール の 変化は すで に そ の 条件では 終 っ て い る。逆に

速い変数の ス ケ
ー

ル で 遅い変数を見 ると 、「止 ま っ て 」 い る ように 見え る。そ こ で速 い変数を遅 い

変数 の 条件下 で解 い て し ま い 、そ の 変数を実効 的に消去し 、遅い変数の変化の 問題に お きか え る

の で ある。こ うすれ ば、遅い 変化を速 い変化 と分離し て 考 え、速 い 変化は 遅 い 変数の 与えた 環境

の もと で 変動する と考え る こ とが で きる 。

　こ の 方向の 流れ は 生きた シ ス テム の なかで も一般的に見出すこ とがで き る。た とえば DNA と タ

ン パ クの 関係 を考えて み よう。遺伝子は DNA 上に コ
ー

ド され 、次世代に安定して伝わ っ て い く。
一

方タン パ ク は 細胞 の 多 く の 機能を担 い 、それ が分裂する まで の 間に 、 短時間で合成され 、活動

し、分解 して い く。一方で DNA はゆ っ くりと合成 され て 、そ の 分子 も安定して い る。細胞分裂ま
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で には複製され 、そ の際に少 しは変異を 受けるが、変化は非常に遅い 。こ の 場合、制御は基本的

に DNA 側か らタン パ クへ と い う方向お こ なわれ 、基本的に は 前者が後者を規定する 。こ の よ うに

DNA は変化 しに く く、また他の 性質を制御するの で 、遺伝情報を担 うと され て い る．扱 う現象の

レ ベ ル は異な るが 、こ うした変化速度の 違い は ヒ ト個体で も存在する。た とえば個体が持 っ て い

る 「性向」 と具体的な 「行為」 の 間の 関係で ある （お好みな ら 「嗜好」 と 「選択 」 と言 っ て もよ

い ）。ある個体 の 食べ 物の 好みはゆ っ く りと変化するが 、ある場面で具体的に何を食 べ るか、は 周

りの 状況やそれ以前に食べ た もの と関連しなが ら早 く変化する．こ の 場合 、規定関係は 「性向 →

行為」 と い う方向が 基本で あ る。

　上述の よ うに 、こ の 速 い変数の 消去 と い う考え 方は しば しばブ ロ
ーデル も用 い て い る 。 3 層構

造の うち事件 の レベ ル は重合局面に よ り規定され 、重合局面は長期持続に 、と い う考え方で ある 。

ただ し こ の 考 え方は 、速い変数 と遅い変数の変化の ス ケ
ー

ルが分離 して い る場合に の み 適用 可能

で ある。

4　速い 変数か ら遅 い 変数へ ： consolidation

　注 目すべ きは 、ブ ローデルが 逆方向の 流れ 、すな わ ち 、よ り速 い ス ケ
ー

ル の事 物か らよ り遅 い

ス ケール の 事物へ の 波及を議論に含めて い る点で あ る。た とえば 次の よ うな 論述が ある 。

　　 観察対象 として の 時間を微細な分刻に 狭め る ときには 、出来事に 、あ る い は雑事に行

　　 き 当た る。出来事は 、唯一無二 とお もわれ たが り、またその つ も りで い る。雑事は繰

　　　り返 さ れ 、そ して 繰 り返される うちに
一

般性 とな っ た り、よ り正 し くは 構造 とな っ た

　　　りす る 。（訳書 1−1
，
12−3 頁）

こ こ で主張して いる こ とは、最 も早い タ イム ス ケ
ー

ル の 現象で ある 「出来事 1 が、繰 り返 し出現

し 、そ れが 「構造」 と い う長期持続の レ ベ ル の もの へ と書き込まれ うる 、と い う こ とで あ る。

　こ の ような議論の 具体的な例とし て は 、た とえばイギ リス の 産業革命の 要因論が ある （訳書 III−2、

第 6章 ）。こ の 現象に つ い て は 、技術 と い う長期持続 の 層に属 する範疇の 変化が 決定的な役割を果

たした、とか つ て 考え られて い た 。た とえば 「マ ル クスは技術の 卓越性を信じて い た （訳書 III−2 、

243 頁）」。こ れは技術 と い う遅 い変数が 、そ の 実地へ の 応用に よる生産活動と い う速い変数を制御

す る と い う考 え方で ある。こ れ に対して 、最近の 研究者は 技術が重要な役割を果た した こ とを認

めな くな っ て い る 。すな わ ち 、技術が何 らか の 役割を果たすた めには、それ を必 要 とする社会的

コ ンテ キス トが 不 可欠な の で ある 。技術は存在するだ けで は 何の変化 も引き起 こ さな い ．消費者

の永続的な需要と 、それ に 産業が応え るた め の 価格条件が持続して はじ めて 、技術は革新を惹起

す る e そ して 、革新の 積み 重ね と そ れ に 呼応する社会変化に よ り産業革命 と い う過程が 動き 出す

と 、そ れ にあわ せて 様々 の 技術が 開発され 、次 々 に技術革新を 引き起 こ し て ゆ くよ うに な る。本

来な らば技術 と い う遅い変数が 、産業革命 と い う速 い変数を制御すべ きで あ る が 、逆に 、産業革

命が技術を制御するに到 る の で ある。革命 と い う速 い変数は 、い くつ もの 遅い変数の 馬 を乗 り継

ぐよ うにして 前に進み続け、逆方向の 制御 を実現する 。「連続的成長とは留まる こ とを知 らな い リ

レ
ー
競争な の で あ る （訳書 III−2、276 頁 ）1

　 また 、「イギ リスがその 革命に成功した のは、それが世界の 中心に 位置し、世界の 中心その もの

だ っ た か らで ある 。（訳書 III−2、212 頁）1 とブ ロ
ーデルは い う。こ の 主張 もまた 、イギ リスが世

界シ ステ ム の 中心 に いた 、と い う比較的短期の 事象が 、 産業革命と い う世界の 歴史全体に深 く影

響を与えた よ り遅い 事 象 を惹起する と い う方向の 議論で あ る 。

一 627 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Bussei Kenkyu

NII-Electronic Library Service

Bussei 　 Kenkyu

研究会報告

　 さ らにブ ロ
ー
デル は 、近代 ヨ ーロ ッ パ の発足と比 較し つ つ 、ヘ レ ニ ズム文化の 中心地たる 、プ

トレ マ イオ ス 朝 （紀元前 305 年〜紀元前 30 年）の ア レ クサン ドリア の 状況を手短に論じる （訳書

III−2 、 213− 14頁）。そ こでは 100 年か ら 200 年にわた りユ
ー

ク リッ ド、プ トレ マ イオス 、 エ ラ ト

ス テネス 、デ ィカイアル コ ス らに代表され るよ うな文化革命 、 商業革命 、科学革命が 光をはなち、

ギ リシ ャ 型 の都市国家にか わ っ て エ ジプ トや シ リアな どの 領域国家が成立し て い た 。 こ の よ うな

環境下で アレ クサン ドリアで は発明 の情熱が華 々 し く発揮 された。紀元前 200 年頃 〜 150年頃に活

躍 した ヘ ロ ン が 、エ オ リパ イル と い う蒸気機関を発明したの は そ の
一

例で ある 。

　 こ の 状況に つ い てブ ローデル は 「発明 とい うも の は 集団をな し、房をな し、シ リ
ー

ズ をな して

進 む もの であ り、それ らは あたか も支え あ っ て い るかの よ うで あ り、 ある い はむし ろ所与の 社会

がそれ らの発 明全体を前方 へ 押しだ して い っ たか の よ うで あ る 。」 と指摘する。 こ の よ うに 技術 と

い う遅い変数 を、社会状況 と い う速い変数が集中的に書き換え る時期がある とブ ロ
ーデルは 考え

て い る ．に もかかわ らず、ア レ クサ ン ド リアでは 産業革命は起 きなか っ た 。そ れ を実現する よ う

な社会的機構を欠いていた か らで あ る 。

　ブロ
ーデルは イギ リス 産業革命を論じた あとに、成長と い うより一般的な事態の 検討に移 る （訳

書 III−2、272−311頁）。まず長期持続に属する要素 とし て 土 地 ・労働 ・資本 ・市場 ・国家 ・社会体
制などが あ り、こ れ ら の構造的関係の変貌によ り、成長を実現するための潜勢力が 形成 され る。こ

れ に対し、成長が じ っ さ い に 生ずる 仕方は重 合局面 に 由来 し、よ り短期的な 事 情や 国際的契機が

関与する 。連続的成長が 実現 され る には 、長期持続に含まれ る諸条件が整 っ て お り、そ の 上 で成

長に好都合な重合局面が次か ら次 へ と現れ る 必 要がある。「あ る 原 動力を別 の 原動力 と取 り替え 、

ある市場を別 の 市場と取 り替え 、ある エ ネル ギー源 を別 の エ ネル ギ
ー

源 と取 り替え 、あ る圧 力手

段を別の 圧 力手段と取 り替え し て （訳書 III−2、276 頁〉」 成長が 実現 されて ゆ く。産 業革命が 実現

する までは 、農業生産、輸送、エ ネルギ
ー、市場の 需要 と い っ た 要因が 天井とな り、成長が 途切れ

て し ま っ た 。近代的成長 とは こ の 天井が 絶えず高 くな る事態 の こ とで あ る 。天井が 高 くな る の は 、

長期持続に含まれる諸要素が、重合局面の 運動によ っ て変容して い るか らで ある。

　最近 の 複雑系生命シ ステ ム の 研究成果に よ り、こ の よ うな 方向の 情報の 流れが 、生命現 象な どに

と っ て 本質的に重要で ある と示 唆され て い る。細胞 の 例をあげて み よ う。細胞が 苦 し い 環境 にお

かれ ると、活性が弱 ま り、速 い変化の 時間ス ケールが遅 くな る とみな せ る場合が ある。こ の 結果、

もと の 状態が不安定化し、遂には別な 状態に 至 っ て安定化し、また増殖で き る よ う に な る。（四 方、

私信 ： 大腸 菌を環境を変え て培養し、そ こ で タン パ ク の 量の 分布を測 っ て 得られ た結果）。

　こ の 遷移過程の し くみ はまだ実験 で は完全 には わか っ て い な い が 、力学系の 理論側か らは以下

の よ うな過程が予想され る。環 境の 変化に よ っ て 速 く変わ る側の変化が 遅くな っ て 、今ま で 分離

し て い た 速い ／遅 い変数間に相互干 渉が起 こ り始め る 。もと もとは隷属原理が 作用 して 状態が 安定

して い て よどん で いたもの が 、この変数間の 相互干渉に よ っ て状態が不安定にな りうる。そ の 結

果 もと の よど ん だ状態 を維持する こ とがで きな くな り、大 きな 変動が 生じ る。こ の変化を経て

そ の 後に新し い 状態に至 っ て 、安定化する 。そ の 状態で は また速 い変化 と遅 い変化が 分離して隷

属原理が 作用 し 、そ こ で よ どむ と予想 される。

　この立場で ブ 囗
一
デル の 時間の 3層を眺めて み る。まず、あ る安定し た 社会状態で は 3 層の 時

間スケ
ー

ル は十分離れ て い る 。そこ では、環 境の よ うな 長期持続が重合局面を 、重合局面が 事件

の 変化を与え る パ ラ メ
ー

タとして働き、遅い 変化が速い変化を規定する。上述 の 如 く、これは隷属

原理 の
一

種で あ り、ブ ロ ーデル が こ の 本 を通 じ て 主 に用 い て い る論理 で あ る v しか し 、そ の
一

方

で 大きな変化が 生 じ る場合に は 、 3 層の 間で 干渉が起 こ る よ うな 表現が され て い る 。つ ま り、大

きな 変化が 起 こ る場合には、 3層の 間で両方向き の相互 干渉が起き て い る よ うに 思 わ れ る 。
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　こ の 点に関 し て 、ブ ロ
ーデル が 2 層で な く、3 層を用 い て い る の は 興味深 い．例えば、環境の 変

化に 中間ス ケ
ー

ル の変化が対応で きな くな り変動し始めた とする。する とその 結果 、中間の 時間

スケ
ー

ル の 現象が速い ス ケ
ー

ル の 変化 と干渉し、事件と重合局面の スケ
ー

ルが 干渉し始め る。そ

れ まで は事件レ ベ ル の 変化は 他の 時間ス ケ
ー

ル の 現象に すばや く適応 して い た の に 、大きな変 動

期には事件レベ ル の 変化が 状況に お い つ い て い か な い 、と い う印象で ある 。

　一方 、 藤本と金 子 （Rljimoto　and 　Kaneko 　2003）は 、速い変化が イン ター
フ ェ イス を通して遅

い 変化に影響を与え うる ことを 力 学系の 研究で示し て い る 。こ の モ デル では 、非常に速い 変化が

途 中の 時間 ス ケ
ー

ル で の 変化を 順々 に 経由 して 、何桁 もちが う遅 い ス ケ
ー

ル の 変化 に 影響 を与 え

る。こ の 場合、そ の 中間の 時間ス ケ
ー

ル で の 現象が、不安定化し て 別な状態に移る （分岐現 象） こ

とが 、こ の 遅い スケール へ の 伝播が お こるた めに必要で ある 。 逆に 、不安定性が な い 場合は 遅い

現 象が速い 現象をパ ラ メータ と して コ ン トロ
ー

ル する と い う通常の 向き の 流れ の みが起 こ る．途

中の ス ケ
ー

ル で の 状態の 不安定化があ っ て始めて速い現象が遅い 現象へ と伝わ る 。

　生命現象に おいて 、あるレ ベ ルで の 違い が 、 異な る ス ケ
ー

ル や異な る 文脈を持 っ た別な レ ベ ル

で の 違い に変換され 、その 2 つ の レベ ルが 互 いに影響しあ うことで 互い に強化され 、固定 され る

ケース が しばしばある。金子 （2003）は これを固着化 （consolidation ）と呼ん だ 。1

　例えば、発生の 研究では、相互 作用に よ っ て 細胞が 異な る状態をと っ た後、その 各細胞が ある空

間的に配置 をと り、その パ ター
ンが また 各細胞の 状態分化を強め る、と い う過程が知 られて い る 。

こ こ で は分化とパ タ
ー

ン 形 成 の 間 の 正 の 相互 フ ィ
ー

ドバ ッ クが働き、分化もパ ターン 形成 も安定

化する ［Furusawa　and 　Kaneko　2003b】e つ ま り状態分化が パ タ
ー

ン と い うよ りマ ク ロなス ケー
ル

の 現象 へ と固着化し、これに よ っ て 各細胞が 位置 情報を持つ よ うに なる。た とえば階級が 分化 し

た あと で そ の 人達が住 む 領域が分かれ 、それ に よ っ て 階級が さ らに 分化する よ うな こ と を連想 し

て も良い 。

　金子 と四方は 、種分化に お い て は 、まず個体 間相互作用 に おい て 、表現型 （生物の 外に あ らわれ

る性質）が分化し、それが突然変異を経て 遺伝子 の 違 い に 転化 さ れ 、異な る 種とし て 安定化 され る

と い う理論を提唱した ［Kaneko 　and 　Yome 　2000】。初期に同 じ遺伝子 をも っ た個体の群れ を用意す

る 。する と同じ遺伝子型の 個体同士 の 相互 作用 を通 して 、異な る性質を と る グル
ープに分か れ る

場合が ある 。もち ろ ん 、表現型か ら遺伝型 へ の 流れは禁止され て い る の で 、この性質そ の ものは

遺 伝するわけでは ない 。 ただ 、相互作用に よ っ て 、は っ き りと表現型が 分かれ る と、そ れが ラ ン

ダムな突然変異を通し て 次第に 、遺伝子 へ の 違 い へ と固着化し 、子孫はそれ ぞれ 異な る タイプ の

遺伝子型を持ち、また そ の 結果 、表現型 の 違い も強化され る。すなわ ち、表現型 の 違 い が ノ イズ

を 通 じて 遺伝子 型の 違 い を惹起し 、 今度は遺伝子型 の 分化が また 表現型 の 違 い を強め る と い う正

の フ ィ
ードバ ッ クが 存在し 、 2 タイプ の 違 い が 増幅され る。

　以上の よ うに 、発生過程お よび 進化 （種分化）に お い て 、「固着化 」が 重要 で はな い か と い う議論

を 金子 （2003）はすすめて い る ．こ れ ら の 固着過程で 重要な役割を果たすの は 、

（1）時間ス ケ
ー

ル の 異な るレ ベ ル の 問で の 干 渉、

（2 ）こ の レ ベ ）レ間で違 い を増幅、固定 させ て 行 く相互の 正 の フ ィ
ードバ ッ ク過程、

（3）まず速い スケール の 分化が 生じ て 、遅いスケ
ー

ル へ 固定化 され る過程、

の 3 つ で あ る u

　
1
金 子 〔2003＞で は違 うレ ベ ル が 互 い に 固 ま っ て い く点を強調して 、「共固定化 」 と訳 した。一方、植 物学で は 着生 と

訳 され て い る よ うで あ る ．こ こ で は 、固め られ て 定着する と い う点と 日本語 として の こ なれ 方 を考 え て 「固着化 」 と 訳

す。
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解決不 能の 問題 を解 くとまで は言わな いが 、糸口 を解 きほぐすた めに 、初歩物理学が

扱 う周期的振動を脳 裏に 浮か べ な くて はな らな い ．弦のば あい で あれ振動板の ばあ い

で あれ 、振動 と い う もの は つ ね に 、外部か ら の 衝撃 と 、そ の 衝撃によ っ て振動さ せ ら

れ た物体の 反応 と の 結果 として 生ずる の で ある。あ る振 動は 当然 の こ とと し て 別の 振

動 を引き起 こす こ と が あ り う る e … そ こ で こ の よ うに 想像し よ う。複合した 重合局面

に さい しては、あれ これの 動きが別の動きに反響し 、つ い で第 二 の 動きに伝わ り、以

下同様に続いて ゆ く。（訳書 III−1、96 頁）

こ の イ メ
ー

ジは 鮮烈で あるが 、実は 、こ の よ うな 波及は、初等物理 学で記述で き るもの で はない 。

初等物理 学で 学ぶ 線形 の 振動子を連結させ て も、 それぞれの 振動のモ
ー

ドは 独 立な の で 、そ の 間

で の 干 渉は 生じな い 。こ こ で 線形と い う の は 、簡単な ば ね を 引 っ 張 っ た場合に、加えた 力とばねの

伸び 具合が 比例する よ うな事態を考 えて い ただければ結構で ある 。一
方 、非線形 と い うの は 、比

例 しな い 場合で ある か ら 、 その 意味で は大抵の事態が非線型で あ る。とは い え 、比例か らのずれ

が 大き くな ければ 、線形の 場合で 議論した あとで 、ずれ の 効果を補正 すれ ば （摂 動論）、それ で 記

述で きる 。

　大き く異な る周波数の 間で波が伝わ っ て い くと い うブ ロ
ーデル の イ メージ を実現する に はそれ

で は不十分で 、 本質的に非線形 （すなわち摂動論で は 表現で きな い事態）の効果が きかなければ

な らな い 。こ の 波が 非線形のばね で あれば 、異な る周波数の 波が 互 い に干渉 し うるの で 、こ こ で

引用 した イ メ
ー

ジが 実現する 。

　とは い うも の の 、あ る時間 ス ケール の 振動子 に 生 じた 衝撃が 、大き く異な っ た 時間ス ケ
ー

ル の

振動子に まで 伝わ るか ど うか は 自明ではな い 。先に 述べ た不安定性を媒介とした 異な る振動間の

伝播などの し くみ が必 要で あ る。また 、 こ うした異なる時間ス ケ
ー

ル の干 渉を生 じや すい も の と

し て 、（決定論的）カオ ス が 知 られ て い る 。カオ ス は 、有限の周期で元 の 状態に戻 る現 象で はな い

の で 、多 くの 異な る 時間ス ケール を内包 し うる a これは 、時間 スケ
ー

ル 問の 干 渉を 生じや すい
一

つ の 機構で ある。

　ブ ロ
ーデル はイギ リス 産業革命を論じ る に あた っ て 、 農業、人 口、技術、木綿革命 、遠隔地通

商、国内輸送 、と い っ た 分野 を次々 に 検討する 。そ し て 、数 々 の 分野が 様々 の 寄 り道 を繰 り返しな

が らゆ っ くりと成熟し 、結果的に産業革命を構成す るための分野 間 の 相互連関を形 成 し て ゆ く過

程を捉えた上 で 次 の よ うに論じる 。

それ は 初めか らな にか し らの 目的に向か っ て 進ん だ の で はな くて 、む しろ多様な流れ

の 交錯か ら発し た 力強 い 生命が 高ま りゆく うちに 目的に 出会 っ たの だ、と言 っ たほ う

がよ い 。し か し 、そ れ ら の 流れ は 〈産業革命〉 を押し進め て ゆきは したが 、同時に 本

来 の 意味で の く産業革命〉の枠か らじ つ に 大幅に はみ 出して もいたの である 。（訳書

III−2、271頁）

すなわ ち 、分野 間の 連関は何か し らの 目的に 向か っ て 形成され た の ではな い。様々 の 方向にむか っ

て 独 自に変動する個 々 の 変数が 、相互作用の なか で ある 種の 構造を生み 出し 、そ れが独 自の 実休

的力を個々 の 変数に及ぼすよ うにな っ た の で あ る 。こ うした相互作用 の なかか ら生成した構造は 、

それ に適合する よ うに個々 の 変数を制御する こ と に な る 。上述 の 如く、こ の よ うな構造の 形成 と

再生産 をプ ロ・・一デルは 「持続亅 の ダイナミクス と呼ぶ 。とはい え 「持続］ は 個 々 の 変数を制御 し

っ づ ける こ とが で きな い 。個 々 の 変数は 「持続」 の 枠か ら常に逸脱する契機を 内在 し て い る ．上

の 引用は こ の ようなダ イナ ミク ス へ の 言及 とみなすこ とが で き る 。
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　発生 の 例で は 、細胞個 々 の ス ケール が細胞集 団の パ ターン と い うも っ とゆ っ く り変化する大 き

な ス ケ
ー

ル へ 書き こ まれた。種分化で は 表現型 の違 いが遺伝子の ゆ っ く りした変化 へ 。生命情報

の起源におい て は分子の 性質の 違いが分子 間の ネ ッ トワ
ーク内で の 関係と い うよ り大きな ス ケ

ー

ル へ の 違 い へ と うめ こ まれ て 固着化した 。いずれ の 場合も、よ りゆ っ く りと変化する 、よ り安定

したダ イナ ミ クス へ と転換 され る こ とで 、速い 側に生じた状態の違 い が 、固ま り、強ま り安定化

された の で ある。

　当然なが ら この 問題は、異なる 時間ス ケ
ー

ル 間の 干渉と密接に関係する 。通常の 場合 、すな わ

ち隷属原理 が 支配 して い る場合に は、速 い時間ス ケ
ー

ル と遅い ス ケール の 変数の 影響関 係は 、遅

い 変数の 瞬間瞬間で の 値に対して 、速 い変数が 平衡条件に達して し まうの で 、 速い 変数は 遅い 変

数に対して 「受身」 で しか 変化しな い 。上の 例で い うな ら、置かれ た場所に よ っ て そ の 性質が 決

まっ て来る 、とか 遺伝子に従 っ て
一意的に表現型が 決まる と言 う状態で ある。

　と ころが 、先述 したよ うに 、速く時間変化する変数が 遅い変数に影響を 与え る場合が ある。こ

れ はそれ らの変数の 運動が ある種 の 不安定性を持 っ て い て 、もと もと の 安定状態 の まわ りで の 変

化とは異なる時聞スケール で 運動しは じめ るからで ある 。 例え ば、速い変数の 状態が不安定にな っ

て 、ある安定 した状態か ら別な状態 へ 転移する際に は 、そ の 転移点の 近 くで 、ゆ っ く り時間変化

するよ うになる 、速 い変数側に も遅い時間スケールが生じ て 、遅い変数と相互 に干 渉しはじめる。

つ ま り （1）で 掲げた異なるレ ベ ル で の 干渉が 生じる．そ して
一般に状態が 不安定化する の は 、小

さな違 い が 増幅す る こ と に な り、（2 ）の 正 の フ ィ
ードバ ッ クが実現する 。そ こ で 速い 側 の違 いが

遅い側の違 いに転化され る。こ の 相互 フ ィ
ー

ドバ ッ クの結果 、両者が また安定化 し 、よどん だ状

態に至 ると い う形 で （3 ）が 実現 され る。 こ の よどん だ状態で は 、また遅い 側が速 い側 を規定す

るよ うにな る。こ の よ うに し て 、よ り柔軟な 速い ダイナ ミ ク ス の レ ベ ル で 生じた 分 化が よ り強固

な安定 した機構 、例えば 記号で あ らわ され るよ うな 「情報 1 の違 い へ と変換され 、固着化する 。

　以上は 、ある 「持続」 が 不安定とな っ て 遍歴が 始ま り、別な 「持 続」 に 至 っ て 安定化する 、と

い う事態の 基本的機構で あると考 え られ る。制度が 形成され 固定化する 、儀式と して 安定化する 、

新しい 食習慣が 確立する 、偶々 形成 された定期市ネ ッ ト ワ
ー

クが都市群とな っ て 固定化する 等 々

の 形で 様々 な場所で 見 られ る。ブ ロ
ーデル 自身は 明示し て い な い が 、変動期で は （1）（2 ）（3 ）を

みたす過程が あ らわれ 、そ れが新しい 「持続 」 の 形成へ とつ なが っ て い くの では なか ろ うか 。

　 興味深い こ とに 、 ブ ロ
ー

デル の 書物 には 、次の よ うな文章が ある。

　　　こ の 分業は 、《本性に かな っ た＞＞、お の ずか らな る天職 と い っ た もの の 果実な どで はな

　　　い。程度の差はあれ昔か らあ っ た情況が 、ゆ っ く りと、歴史の なか で 描き 出され なが

　　　ら固ま っ て できた遺産な の で あ る 。（HI−1、50頁）

こ の 「固ま っ て 」 と い う箇所は原著 III−1（36頁）で は conselidatlon と い う言葉が使われ て い る （英

語版も同じ）。こ の 文は リカードの 比較優位の 議論を批判する個所で書かれ て い る ．ブ ロ
ーデル の

趣 旨は、ポル トガ ル とイギ リス の 比較優位関係は 「自然に 」形成されたの で は な く、過去の 状況

か らの 継承と固着化 （consolidation ）による 、 と い う意味で ある．こ の 用 法は 、過去の 出来事の

連鎖が 、生産構造 と い うよ り遅 い レ ベ ル に 書き こ まれ る 、と い う意味で あ り、 上述の 我 々 の 用法

と近い 。

5　異なる タ イム ス ケー ル の 「波 」が 相互作用する ダイナ ミク ス

　ブ ロ
ー
デル は 異な るタイム ス ケ

ー
ル の 「波」 が 相互作用を起 こ し、それが 新し い レ ベ ル の 「実

体」 を作り出す と い う論理 を しばし ば展開する 。た とえば次の よ うな表現があ る 。
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6　 おわ りに

　歴史学は不可避的に時間軸に沿 っ た思惟を 強要され る e そ の よ うな地平で 展開され て きた 歴史

家の 思想の なか に は 、常に と い うわ けで はな い にせ よ 、 複雑系科学の 志向と響き あ う もの が ある 。

そ の よ うな思 索を数理科学の 観点か ら再構成する こ とに よ り、複雑系科学の 新 し い 方向を 開拓す

る こ とが でき る も の と筆者は 考え る ．今 回 の 研究会は、そ のよ うな 展開を 目指す上 で重要な機会

で あ っ た と考え る。
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