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The school of Information in Bunkyo University was opened in 1980 in Japan. This school 

consists of the Department of Communication and the Department of Management 

Information. 

The purpose of this report is focused on constructing the scientific concept of Informatics. 

We can predict that the problems with population and natural resources will be increasingly 

greater difficulties for the future in Japan. These problems will necessarily bring a lot of 

derivative problems into our social lives, for examples, working life, private life, co-workers 

relationships and family relationships. 

This  report argues that informations mean the data to discover the social relationships among 

social events and to create the social system which will be able to solve the problems in 

direction to constructing humanistic society. 

Informatics, therefore, is defined as the science of the relationships among the social events and 

as the science which must contribute to solving the problems in human lives. 

We have to discuss continuously about the method and the science which Informatics can 

consist.

§121世 紀 社 会 へ の 展 望

(1)人 口構 造 の 変 動

わ が国 に お け る出生 率 は,現 在,下 降線 の

一 途 をた どっ て い る .その よ うす は,表 に見 ら

れ る とお りで ある.最 近 は一 時 ほ どの急 激 な

減 少 に な って い な い と は い え,こ こ当 分,上 昇

を期 待 す る こ とは 望 め そうに な い情 勢 で ある.(i)

米 国 統 計 局 が発 表 した1979年 の世 界入 口 は

約44億 人 と い うこ と で,平 均 増 加 率 は1.7%,

そ れ ま で の5年 間 に比 べ て0・2%の 低 下 が認,

め られ た とい う.

こ う した傾 向 は,人 口増 加 に対 す る世 界 的

関 心 の 高 ま りと も受 け と られ る.そ れ ゆ え,世
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界 人 口 と い う点 か らは望 ま しい こ と と もい え

る が,ひ る が え っ て わ が 国 の場 合 に 限 っ て 考

え る と き,わ が国 の将 来 の人 口構 造 は,一 つ

の確 実 な変 化 に見 舞 わ れ るこ とが必 至で あ る.

出 生 率 の 動 向
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昭和55年 厚生省資料による

図1昭 和50年(1975年)の 人iI構 造

図2昭 和100年(2025年)の 人口構造(推 計)

も ち ろ ん,わ が国 の こ う した 出生 率 の低 下

が,こ の ま ・将 来 も下 降 線 をた ど る とは 限 ら

な い.し か し,す で に 多 くの世 論 調 査 が示 す ご

と く,人 々は,一 組 の 夫 婦 に2人 の子 ども と い

うパ タ ー ン を一 般 的 な もの と しつつ あ る し,

女 性 の 高 学 歴 化 や そ れ に と もな う転 場 進 出,

その 他 わ が国 の社 会 情 勢 か ら して,こ こ しば

ら くは,こ れ を上 昇 させ る こ とは 困難 と考 え

な け れ ば な らな い.

他 方,わ が国 の人 口 問題 に お け る も う一 つ

の 焦 点 は,寿 命 の伸 び に と もな う高齢 者 人 口

の 急 速 な増 加 で あ る.平 均 寿 命 は年 ご と に更

新 され て お り,昭 和54年 に は男 子73・4才,女

子78.8才 に達 して い る.こ の こ とは,も ち ろ ん

わ が国 の 生 活 水 準 の 向上 を示 す もの で あ り望

ま しい こ とで は あ るが,21世 紀 社 会 に 向 け て,

わ が国 の人 口 問題 を考 え る上 で,無 視 で き な

い要 因 とも な って い る.

これ ら二 つ の要 因 は,互 い に関係 し あ って

い くつ か の課 題 を投 げ かけ る.ま ず 第 一 は,

わ が 国 の 人 口構 造 の 変化 で あ る.図1,2は,

そ れ ぞれ昭 和50年 にお け る人 口構 造 の 実 態 と

50年 後 の昭 和100年 時 点 に推 定 さ れ る わ が国

の人 口構 造 で あ る.こ こで注 目 され ることは,

男 女 混 み に した場 合,昭 和50年 にお い て24・28

%を 占め る15才 未 満 の い わゆ る子 ど も人 口は,

昭 和100年 には19・36%に 減 少 し,他 方,60才

以 上 の 高齢 者 人 口 は11.73%か ら23.26'%(65才

以 上 と した場 合 には7.92%か ら18.11%)と 約

2倍 に増加 す る とい う点 で あ る.こ の こ と は,

逆 にい えば,い わ ゆ る就 労 可 能 人 口 が63.93

%か ら57.38%へ と減 少 す る と い うこ とで あ り,

その こ と を通 して国 民 の ラ イ フ ・ス タ イ ル に,

か な りの 変 化 が生 ず る と予 測 さ れ るの で ある.

第 二 の 課 題 は,子 ど もの 人 口 が絶 対 的 に も

相 対 的 に も減 少 す る と い うこ と か ら起 きる子

ど も が荷 負 う社 会 的 期 待 と役 割 の変化 であ る.

子 ど も は希 少 価 値 的 存 在 と な り,大 切 に育 て

な け れ ば な らな い と同 時 に未 来 社 会 を支 え る

重 要 な要 員 と して濃 密 な訓 練 が荷 せ られ るこ
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ととなる.こ のことから子どもの教育の問題

はさらに国民の大 きな関心事にならざるを得

ない.

第三の課題は高齢者の社会的位置づけとそ

の役割の問題である.現 在,人 口の約9%を

占める65才以上の高齢者人口は21世紀初頭 に

はすでに14%～15%を 占めるであろうと推計

されている.そ れゆえ,高 齢者の就業の問題

が必然的に重要な課題となる.企 業組織内に

おける高齢者の位置づけばかりでなく,社 会

的にも彼 らが参加 しうる場 を確保 し提供 して

いくことは,社 会全体にとっても多くの利益

をもたらす可能性がある.そ れと同時に,そ

れは彼 らの生きがいを支えることともなる.

他方,こ うした高齢者の位置づけの問題は,

家庭の中でも起 きてくる.も ちろん,高 齢者

が,そのまま二世代,三世代の家族構成の中に

とどまるかどうかの疑問もあるが,い ずれに

しても,そ の人間関係はこれまでにない複雑

な親子関係 を生みだす可能性 がある.二 人の

子 どもを持つ一組の夫婦 と,夫 婦双方の二組

の両親という家族のつながりは,極 端な例と

はいえ充分予想 されるケースであり,こ うし

た家族関係の中で発生す るジェネレーション

ギャップをともなった人間間の諸葛藤 をわれ

われは新たな問題として懸念せ ざるをえない.

(2)情 報化社会への動向

21世紀社会を展望するとき,わ れわれがも

う一つ念頭におかなければならない条件 は,

生産活動の動向である.そ してその中でも,

諸資源,特 にエネルギー資源の問題はわが国

の将来 を左右する大きな要因となる.も ちろ

ん,こ の問題は,今 や国際的 にも深刻な課題

であり,先 進諸国は競って新たなエネルギー

源の開発に着手している.す でにアメリカで

は2025年 を目度 とした核融合によるエネルギ

ー開発 を目ざして,国 家的レベルでの研究を

開始 しているともいわれている.そ れゆえ,

エネルギー資源の問題のみを条件 とし21世紀

を展望することは必ず しも妥当ではないかも

しれ ない.し か し,他 方,今 や世 界 は 開発 途

上 国 も含 め て,人 々の 生 活 レベ ル を向上 させ

る方 向 にす ・ん で い る.こ の こ と は,す くな

く と も これ まで の概 念 で 見 る か ぎ り,今 後 も

エ ネ ル ギ ー 資源 の 需要 が増 加 す るで あ ろ うこ

と を想 像 させ る.エ ネルギー資 源 の配 分 は す で

に緊 急 の 課 題 で あ り,そ の 有効 か つ 効 率 的 な

消 費 がい っ そ う強 く望 ま れ る こ と と な る.

さ ら に また,た と え21世 紀 前 半 にお・い て核

融 合 に よ るエ ネ ルギ ー 生 産 が実 現 した と して

も,エ ネ ル ギ ー の 消 費 を無 制 限 に認 め る こ と

は不 可 能 で あ る.そ れ は 生 産 コ ス トの 問題 も

さ る こ と な が ら,地 球 と い う限 られ た空 間 の

中 で は 熱 汚 染 の 新 た な源 と も な るか らで あ る(2)

遠 い未 来 の こ と につ い て論 ず るこ とは さて

お い て われ わ れの 関 心 は,さ しあ た って21世 紀

初 頭 まで に わ れ わ れ が直 面 す る問題 に あ る.

そ れ は,す で に現 実 と な っ たエ ネ ル ギ ー資 源

の 問題 を前提 条 件 と して,わ れ わ れ の 生 活 に

そ れ が ど う影 響 す る か と い う見 通 し と そ れ に

ど う対 応 す べ き か とい う課 題 で あ る.

ま ず 第 一 は,国 民 の 生 産 レベ ル を ど う維 持

・発 展 させ るか とい う点 で あ る .こ の 問題 に

関 して は,経 済 成 長 に も限 界 が あ る こ と,ま

た そ もそ も人 類 に と って ほ ん と うの 成 長 と は

何 か と い う疑 問 が生 まれ て きて い る こ と も考

慮 しな い わ け に は い か ない が,し か し,地 球

上 で の 貧 富 の差 は依 然著 しい もの が あ る し,

地 球 的 規 模 で考 え る か ぎ り,生 活 レベ ルの 向

上 に関 す る人 々 の要 求 を現 在 の レベ ル で と ど

め る こ とは 不 可 能 で あ る。 そ して この事情 は,

わ が 国 にお いて も同 じで あ る.そ れ ゆ え,人

々の 欲 望 をコ ン トロー ル しっ つ も,一 定 の 生

産 性 を今 後 も維 持 し発 展 させ て い くこ と は 不

可 欠 な条 件 で あ る と考 え なけ れ ば な ら な い ・

そ して この こ とは,日 本 が その 能 力 を持 っ て

国 際 的 に貢 献 し う る可 能性 と も関 係 して いる.

こ う した状 況 か ら生 まれ る第 二 の 問 題 は,

省 資 源 を条 件 と した も とで の 生 産性 の維 持 で

あ り,し た が っ て そ れ は 高 い 効 率 を志 向 した
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高 密 度 産 業 へ の要 請 へ と発 展 す る.

す で に 「情 報 化 社 会 」 と い う言 葉 が わ が国

で は 一般 化 して い る.こ れ は 「脱 工 業 化 社 会 」

を具 体 的 に示 した もの で あ り,わ が国 特 有 の

用 語 で あ る.大 量 の エ ネル ギ ー 資 源 を消 費 し

た第 二 次 産 業 は行 きづ ま り,現 在 そ の打 開 策

が産 業 界 の最 大 関 心 事 で あ る こ とは衆 知 の 事

実 で あ る.生 産 過 程 の見 な お し と合 理 化 は,

その た め の 一 つ の 方 策 で あ る が,そ う した過

程 で 偉 力 を発 揮 して い るの が い うま で もな く

コ ン ピ ュー ター を中 心 と した 情 報 機 器 で ある.

情 報 化 社 会 と は 情 報 産 業 の 時 代 の こ と だ

とす る認 識 が 多 い の は,こ う した 事 実 か らも

い た しか た ない こ とで あ ろ う.実 際,今 日の

生 産Z程 の 合理 化 の 主 力 は ま さにコンピュー タ

ー そ の もの とい っ て よ い
.そ して さ ら に その

能 力 は人 手 に た よ るよ りほ か に方 法 が な い と

さ れ て きた 多分 に人 間的 フ ァク ター の 多 い 作

業 に まで 及 ん で い る.た と え ば,こ れ まで の

噂コ ン ピ
ュー タ ー で は,窓 口 で の分 散 的 即 時 処

理 は,不 可 能 で は な い に して も コ ス トが非 常

に高 くY経 験 や 判 断 に含 ま れ る人 間 的 要 素 を

どの よ う に プ ロ グ ラ ムす る か と い うソ フ トウ

ェア ー技 術 の 問題 とか らん で 障 害 と な っ て い

た.ま た な に よ りも,コ ン ピュ ー ター化 に よ

って 変 化 を要 求 さ れ る人 間 の側 の心 理 的 抵 抗

は,彼 らの 多 くがホ ワ イ トカ ラ ー層 で あ るが

ゆ え に大 き な障 害 だ った と も い え る.

しか しな が ら,こ う した障 害 も現 在 で は確

実 に取 り除 か れつ つ あ る.そ れ は,生 産 工 程

の 合理 化 を な しと げた 企 業 が 当然 つ ぎに取 り

組 む べ き領 域 で あ り,他 方 人 々の コ ン ピュ ー

ターへ の理 解 も よ うや く深 ま って きた か らで

あ る.

一 方
,コ ン ビ五 一 タ㌘ の 能 力 は,単 に既 存

の作 業 の処 理 ば か りで な く,そ の情 報処 理 能

力 を シ ス テ ム の一 部 に組 み込 む ことによ って,

その シ ス テ ム をよ り効 果 的 に機 能 させ る こ と

に も活 用 さ れ る.多 くの情 報 を多 角的 に収 集

して,そ れ を フ ィー ド ・バ ック情 報 と して シ

ス テ ム に反 映 させ る こ と は,シ ス テ ムの 効 率

を向上 させ,さ ら に効 果 的 な シ ス テ ムへ の 発

展 に もつ な が る.企 業 組織 の 経 営 で は,そ う

した,情 報 を集 め,そ れ を も と に して よ り効

果 的 な組 織 の運 営 をは か る こ とが 不 可 欠 と な

っ て きて い る.そ れ は,省 資源 とい う国 家 的

状 況 か らも要 請 さ れ る こ とで あ り,広 く社 会

全体 の 中 で 受 け入 れ られ な け れ ば な らな い人

類 共 通 の 願 いで も あ る.情 報 化 社 会 の意 味 は

ま さ に こ う した流 れ の 本 質 の 中 に見 られ る.

そ れ は単 にコ ン ピ ュー ター を中 心 と した情 報

産 業 とい うよ りは,コ ン ピ ュー ター を道 具 と

した社 会 の 効 率 化 で あ る と同 時 に,そ れ を通

して人 々 が 自 己 の能 力 をよ り有効 に発 揮 して

自 己実 現 をは か る とい う,人 間 の本 質 に さ ら

に迫 り うる社 会,す な わ ち,可 能 性 の世 界へ

の 出発 と見 る こ と もで き る .

す で に見 て きた ご と く,わ が国 に お い て も

人 口 は21世 紀 初 頭 に か けて 増 加 の 一 途 をた ど

る.人 口構 造 にお け る問 題 は,そ う した 中 で

の バ ラ ンス の 問 題 で あ る.そ して,こ の こ と

か ら起 き る過 密化 の 問 題 は世 界 に共 通 して 云

え るこ とで もあ る.こ うした 中 で 人 々 が 共 に

平 和 な生 活 を維 持 し,か つ一 人 ひ と りが 自己

の 幸 福 を追 究 して い くに は,そ れ な りの創 意

工 夫 が必 要 に な る.こ ・に,情 報 社 会 が深 く

人 間 の 生 き方 と か か わ る接 点 が認 め られ るの

で あ る.

へ

§2情 報化社会における人間の問題

(1)情 報化社会 と労働

ところで,情 報化社会が人類の英知に新た

な可能性 を開くとはいっても,そ こにいたる

過程には,ま だ多くの困難が横たわっている.

それは,急 激な人口構造の変化 と産業社会の

動向の中で人々が直面す る課題であり,さ し

あたってそれらをどう受けとめていくかとい

う問題である.

すでには じまっている産業界の合理化の波

は,早 くも人々の労働形態に多 くの変化をも
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もたらしつつある.こ れから21世紀社会にか

けて発生するそうした労働形態の変化は,必 然

的に人びとの生活や意識の上にも変化をひき

おこすであろう。つ ぎのいくつかの指摘は,

それらのうちの主要なものといえる.

まず第一は,終 身雇用制と年功序列型賃金

制度 との間にある予盾が人びとにどう影響す

るかという問題である.予 想される人口構造

の変化からするなら,就 労可能人口の比率を

維持するためには,定 年は当然延長 されるこ

とになろう.こ のことは,寿 命の伸びにとも

なう高齢者の就労意欲の増大 とも対応 して望

ましいことではあるが,他 方,わ が国がこれ

までとってきた年功序列型賃金形態 とはあい

いれない面をもっている.

いわゆる終身雇用制度は,わ が国の産業社

会を維持する上で多くの利点をもっていたと

され,国 民生活の安定 と発展にも大きく寄与

してきたことは否定できない.し かしながら,

こうしたわが国特有の制度が,そ れ自体やが

て大きな矛盾となることもまた,確 かな事実

である.予 想される低成長経済の下 において

は,生 産性 を現状維持することが第一の目標

とされ,発 展 があるとすれば,そ れは高能率

化のみに依存せざるをえない.そ うした中で

は,従 来のような企業の大幅な拡張は不可能

であり,したがって年功序列による昇進や,新

たなポス トの開拓も望めないこととなる.そ

れゆえ,こ のような状況は,人 びとに対 して,

個人対個人の競争 を強いることになる.競 争

の結果はいうまでもなく勝者 と敗者の二局化

であり,終 身雇用という同一組織内でのこう

した事態は,人 々をいやお うない葛藤に陥 ら

せる.こ のことは,企 業組織 にとってもその

モラール維持の上で非常に大 きな障害である

とともに,人 びとにとってもより深刻な問題

である.特 に少数の勝者に対 して多数のおち

こぼれが予想される事態は人びとにそれなり

の新たな対応 を余儀なくさせ るであろう.(3)

第二の問題は,産 業構造の再編成による賑

務 内 容 の流 動 化 と 多様 化 で あ る.第 二 次 産 業

部 門 は,資 源 問 題 と開発 途 上 国 の生 産 性 の伸

び が と もに影 響 して 行 きず ま りを見 せ,一 部

の 特 殊 技 術 産 業 をの ぞ い て そ の 多 く が労 働 人

口 を第 三 次 産 業 部 門 へ と移 動 させ る と予 想 さ

れ る.サ ー.ビス業 を中 心 と した 第 三 次 産 業 部

門 は,こ れ に よ っ て そ の転 種 を多様 化 させ る

こ と が可 能 とな るが,人 び とは,そ う した 中

で 自 己の 個 性 に あ っ た転 業 の 選 択 と い う新 た

な課 題 を意 識 せ ざ る を え な く な る.

転 業 の 多様 化 は,人 び と に選 択 の 可 能 性 を

提 供 す るこ と を意 味 す る.そ れ ゆ え,一 面 で

は好 ま しい こ と と し な が ら も,反 面,そ れ は

人 々 にエ ゴ ・ア イデ ンテ ィー(自 我 同 一 性)

の 意 識 を強 く要 求 す る こ とで も あ る.人 び と

は,不 確 か な 自己 と闘 い な が ら自 らの人 生 を

決 定 しな け れ ば な ら な い.こ の こ と は,終 身

雇 用 制 度 に象徴 され る 日本 的 集 団主 義 社 会 の

中 で育 っ た 日本 人 に と っ て特 に きび しい要 請

とい えよ う.

他 方,わ が国 の 国 土 の 狭 さ は,ア メ リカ に

お い て 見 られ る よ うな第 一 次 産 業 に よ る生 産

性 維 持 を期 待 す る こ と は不 可 能 で あ る.農 産

物 の生 産 に も限 界 が あ り,産 出 され る資 源 は

皆 無 に等 しい.そ れ ゆ え,わ が 国 の産 業 は,

一 層 高度 な生 産 技 術 と,そ れ を支 え る技 術 開

発 に依 存 せ ぎ る を得 な い,そ して,こ れ の 中

心 と な るの が,情 報 産 業 で あ る.そ れ は 具体

的 には,エ レ ク トロ ニ クス の技 術 に支 え られ

た コ ン ピ ュ ー タ ー と,さ らに そ れ を活 用 した

シス テ ム産 業 で あ ろ う.

し か しな が ら,そ う した 産 業 の 分 野 で も,

その 仕 事 の 内 容 は着 実 に 変化 し,人 び と に能

力 上 の 変 革 を迫 っ て い る こ とが 報 告 され て い

る.第 二 次 大 戦 後 コ ン ピ ュー ター が ま が りな

りに も実 用 化 の途 に つ い て か らす で に30年 の

の 余 が た っ て い る とは い え,そ の 進 歩 は 非 常

に急 速 で あ り,わ が 国 に関 して い えば,そ の

歴 史 は ほぼ15年 余 り にす ぎ ない とい って も よ

い.そ して,こ の 間,コ ン ピ ュー ター 技 術 者
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は時 代 の先 端 を行 くエ リー トと して華 か に君

臨 して い た.し か しな が ら,今 日,そ う した

状 況 は確 実 に変 容 して きて い る とい う.た と

えば,こ れ ま での コ ン ピュ ー タ ー技 術 者 は そ

の ほ とん ど が理 工系 出 身 者 で 占め られ,高 い

専 門性 とい う点 で その こ と が妥 当 と され て き

た.と こ ろ が,コ ン ピ ュー ター技 術 の進 歩 は ,

コ ン ピュ ー ター を ます ま す道 具 化 し
,そ れ に

よ っ て よ り現 実 的 問題 の解 決 をは か る こ と こ

そ を人 び と は期 待 す るよ うに な っ て きた .そ

れ ゆ え,コ ンピ ュ ー タ ー技 術 者 は,こ れ ま で

の よ うな単 な る コ ンピ ュ ー タ ー そ の も の の専

門家 で あ る よ りは,む しろ そ れ を道 具 と した

問題 解 決 の 専 門 家 と して の 役 割 が期 待 さ れ る

よ う に な った の で あ る.

この こ とは,い わば 新 しい タ イ プの 専 門転

の 出現 とい って も よい程 の意 味 あ い を持 つ .

す な わ ち,新 しい時 代 の コ ン ピ ュー ター 技術

者 に は,単 に コ ン ピュ ー ター に関 す る知 識 の

み で な く,む しろ そ れ以 上 に企 業 そ の もの が

も つ本 質 的 な 分野,た とえば ビジネス に関 す る

知 識 や 経 験,あ る い は組 織 に関 す る管 理 や運

営 の 能 力 さ え も が要 求 さ れ る よ うに な っ て き

た とい うこ とで あ る.こ れ は,も はや スペ シ

ャ リス トとい うよ りは ジ ェ ネ ラ リス トで あ り,

こ う した幅 広 い知 識 を身 につ け た 問 題 解 決 能

力 の所 有 者 こ そ が,社 会 的 に も重 要 さ を増 し

て い る と見 るこ とが で き る.

(2)情 報 化 社 会 に お け る人 び との期 待

情 報 化 社 会 に お け る人 間 の 問題 は,高 密 度

な社 会 の 中 に あ っ て,競 争 事 態 か ら起 きる葛

藤 と そ れ に対 処 し うる 自我 の確 立 お よ び 問題

解 決 の 能 力 に集 約 さ れ る.

で は こ うした情 況 の 中 で 人 び と が まず期 待

す る こ とは何 なの で あ ろ うか.敗 北 も敗 北 と

して で は な く,む し ろ選 択 の過 程 にお け るチ

ヤ ンス と して と ら え る こ とは不 可 能 で あ ろ う

か.ま た そ れ を通 して 自己 の個 性 を発 見 し,

よ り幸 福 な 自 己 自身 の生 活 を追 究 で き る よ う

には な らな い もの で あ ろ うか.そ して ま た,

自己の問題 をも含めて,人 びとに貢献できる

ような問題解決の能力をどのようにして身に

っけたらよいのか.こ れらは21世紀 に向かっ

て生 きる人間に共通した課題 といえる.

情報化社会はまた教育の時代 を招来すると

いわれる.そ れは情報化社会が直接的かっ急

速な技術革新を内容 としており,つ ねに新 し

い知識の獲得を必要 とす るところからいわれ

ているものと解される.そ してこのことは企

業や社会の側からも同様に人びとに期待 され

ている.企 業は独 自の企業内教育を実施 して,

企業組識の維持 と発展 を支えようとしr社 会

もまた国民の啓蒙 を目的とした教育活動を活

発に行な つている.

しかしながら,こ うした受け身的な教育と

は別に,人 びとは独自な期待 を教育に対 して

持っている.そ れは,単 なる小手先の技術や

パターン化 した一般論ではなく,そ れにより

自己の問題を与えられた条件の中で解決 し,

それを自己自身の評価にもとずいて正 しく自

己の中に位置づけられる信頼で きる確 かな技

術である.な ぜなら,21世 紀社会に向かって

生 きる人びとが必要 とすることは,ま さにそ

うした自律 と調和の精神であり,そ れなくし

ては自己を守 ることはできないからである.

さらにまた,人 びとはそうした守 りのための

武装のみでなく,積 極的な貢献の技術 をも期

待するであろう.

情報化社会における教育への期待は,こ う

した幅の広いものであり,そ れらを受け入れ

る許容性 を要求す ると同時 に,こ れらを人び

との互いの努力によって可能にする相互啓発

的なものでなければならないであろう.

§3情 報学の成立

(1)情 報化社会における情報の意味

21世紀に向かってわれわれ日本人が直面す

る問題は,や がては地球上のすべての人びと

が直面する問題である.人 口の問題,土 地の
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問題,エ ネルギーやその他の資源,自 然破壊

や公害など,ど れをとっても人びとが地球と

い う限 られた空間の中で生活する以上,人 び

とがいつかは遭遇しなければならない問題で

ある.そ の意味でわが国は,21世 紀世界を先

取 りした立場 にあるのかもしれない.と する

ならば,そ うした点からも日本は先進国 とし

て世界に貢献できる能力を開発することが要

請 されるのである.

われわれがこれからの世界で直面する問題

は,も ちろん,人 類 とか世界とかのマス社会

的問題ばかりではない.む しろ,そ うした課

題 をかかえた社会の中で人びとが個々に直面

す る問題の方がより現実的で深刻であると思

われる.人 びとの関心は,一 般には,自 分が

生 きているかどうかわからないような遠い未

来よりも,よ り直接自己の存在にかかわる問

題 に注がれる.た とえ未来への関心があった

としても,そ れはせいぜい愛するわが子の世

代 までであろう.そ して,わ れわれが解決を

迫 まられる問題もこの間に集中 している.

人間の歴史がはじまって以来,人 間は数多

くの困難をの りこえて生 きのびてきた.そ の

過程でやがて人間は多くの欲望 をも発展させ

た.近 代に至って急速 に発達 した科学は,一

面で,こ うした人間の欲望 を満足させる各種

の技術を提供 してきた.そして今,わ れわれ人

間は,そ うしたもろもろの進歩,発 達そのも

のが持つ多くの矛盾 に気づ きはじめたのであ

る.

科学の成果は,人 間の英知の結果であると

の見方は,そ れ自身まちがってはいないとし

ても,人 間の英知がほんとうに問われるのは

むしろこれからであるといえる.そ れゆえ科

学の評価もまた今後の成果いかんにかかって

いる.こ れまでの局部的で,狭 い範囲にのみ

適用されて きた認識 と技術の応用は,よ り広

い視野のもとで総合的に適用されなければなら

ない,そ してそのための新 らしい科学と学問

が必要となってきたのである.隔

情報化社会における情報 とは,総 合的に物

事 を認識する際に必要 とされる情報であり,

何 よりも,問 題の解決 を目的 とした情報であ

るといえる.わ れわれは,多 くの情報を集め

その中から問題の解決に有効な情報 を選択 し,

新たな情報を創造す ることによって対象に迫

まらなければならない.そ れらの情報は,も

のごとを総合的にかつ深 く本質に迫って理解

することに役立つはずであり,そ のことによ

っては じめて問題解決の方向も探究され得 る

のである.そ してさらにそうして生みだされ

た方法の実践は,や がてわれわれにより有効

な情報 をフィードバックしてくれるはずである.

他方,わ れわれが目指す問題解決の方向は,

地球的規模における調和でなければならない.

多くの人間が一 ヶ所に集まって生活するとき,

多様の個性 とともに多様な価値が存在 しうる

ことを認めないわけにはいかない.人 は誰も

幸福 を追求する権利 を持 っているし,そ れを

認 めないかぎり自己の幸福追求の権利 も保障

されない.人 びとが何 を考え,何を求めている

かを互いに理解 しあい,そ の上に立ってより

普遍性のある社会システムを人びとの協力に

よって創造していかなければならない.そ こ

に情報の相互交換の重要性がある.情 報は決

して特定の者のみが独占すべ きものではなく,

誰れもが持ちうると同時にまた誰に対 しても

提供 されうるものでなくてはならないのであ

る.こ こにあらためて,情 報化時代の教育の

在 り方が示唆 される.

(2)情 報学とはなにか

これまで科学は,大 きく基 礎的分野 と応用

的分野にわけられてきた.現 象を観察 して仮

説を立て,そ れを実験 によって検証 してそこ

に因果関係 を確証する.そ うした一つひとρ

の関係の鎖がさらに結びついて理論 となり,

より包括的な原理や法則にまとめられる.こ

うした基礎的分野の研究に対 して,応 用的分

野は得 られた原理や法則 を用いて,人 びとが

求める新 しいものを創 りだしていくとい うこ
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と をす る.そ の 中 に は,人 び と が そ れ に よ っ

て よ り幸福 に な れた もの も多 くあ った が,ま

た他 の面 で は,人 間 の 欲望 が それ を要 求 した

よ うな もの もあ っ た.

す で に存 在 す る現 象 を理 論 的 に説 明 す る こ

と 自体 は,わ れ わ れ の知 識 が そ れ に よ っ て整

理 され る だ けで あ る が,か っ て存 在 しな か っ

た 「物 」 が新 た に出 現 す る こ と は,人 間 に と

っ て は か り しれ ない 影 響 を及 ぼ す .そ れ は,

根 元 的 には,人 も また 肉体 とい う 「物 」 を持

っ た存 在 で あ る とい う理 由 に よ る.人 の 精神

は,五 感 を通 して入 っ て く る諸刺 激 が 高度 に

抽 象 化 さ れ た結 果 で あ り,刺 激 の源 と して の

「物 」 の変 化 や
,あ らた な 出現 は 人 間 の精 神

に と っ て強 い イ ンパ ク トとな る.そ して そ れ

は 人 間 に か ぎ らず,人 間 と同様 に 肉体 を もつ

他 の 生 物 や さ らに は無 生 物 に対 して さ え も影

響 を及 ぼ す の で あ る.

わ れ わ れ が 目 ざす調 和 の世 界 は,そ う レた

'「物
」 との 間 で も成 立 す る もの で な け れば な

らな い 。 そ れ は一 言 で い うな らば ま さ に 「関

係 の 世 界 」 その もの で あ る とい う こ とが で き

る.こ こ に わ れ わ れ は,あ らた め て 「関係 の

科 学」 の 必 要性 を見 る こ と がで き る.も ちろ

ん,諸 科 学 にお い て 「関 係 」 が問 題 に な らな

か っ た科 学 は なか った で あ ろ う.諸 科 学 は,

そ れ ぞ れ 「因 果 関係 」 に代 表 され る よ うに現

象 間 の関 係 をつ ね に 問題 と して きた.し か し,

こ こ で い う 「関 係 の科 学 」 は,そ う した 諸科

学 の 範 囲 を の りこ え て よ り大 きな規 模 で 「関

係 」 の み を取 り扱 か お うとす る も の で あ る.

す で にの べ て き た ご と く,「 関 係 」 の 実 体

は,い う まで も な く 「情 報 」 で あ る.わ れ わ

れ は,「 関係 」 を 「情 報」 に よ って と ら え よ

う とす るの で あ る.そ れ ゆ え,そ こ には情 報

の 収 集 の技 術 や集 め られ た情 報 か ら ど う関係

を導 び きだす か の技 術 が 必要 とな る.他 方,

す で に述 べ た情 報 の相 互 交 換 性 を保 障 す る に

は,集 め られ,処 理 され,発 見 さ れ た関 係(創

造 され た 情 報)を そ れ ぞ れの レベ ル に お い て,

どう人びとに伝達するかの技術 を必要とする.

これらは,す べての科学がそれぞれ 「方法」

によって成 り立つのと同様,「 関係の科学」

を支える重要な 「方法」 として位置づけられ

る.

さらにまた,こ うした 「関係」を問題とす

る科学は,「 問題解決の科学」としての応用

分野 を持つ こととなる.従 来,一 つの学問分

野では解決 しえないような現実の社会問題 な

どに対 しては,い わゆる学際的(interdisci-

plina「y)と称されるアプローチがとられてき

た.人 間の生活やその社会的活動にかかわる

問題は,し ば しば一つの学問領域では解決で

きない内容を含んでいる.む しろそれぞれの

学問分野はそうした現実の人間の問題をそれ

ぞれの関心に従って抽象化 してしまうため,

本来の課題が逆 に周辺的課題 になるのは当然

といえる.そ れゆえ要素の集 まりであ りなが

らしかも人間という生活体によって統合 され

ている社会というようなシステムを問題にす

るときには,必 然的に各分野の密接な協力が

必要となる.し かも,問 題の解決にあたって

は,そ れらは,単 に各分野の知識の寄せ集め

であっては意味 をなさない.そ れらの知識 を

集めるとともに,そ れらを分折 し,一 組の情

報に体系化 し,そ の中から新 しい方向性 にも

とず く解決策を生みだすという新たなプロセ

スが要求される.

情報学とは,こ うした 「関係の科学」 を基

礎 としながら,「 問題解決の科学」へと向か

う一連のプロセスの上に成立する.情 報学は

こうしたプロセスを通して,21世 紀 にかけて

今後われわれが直面するであろう諸問題の地

球的視野に立った解決 を目ざすことを使命と

するのである.

(3)情 報学を支える諸条件

さて,こ れまで,わ れわれ現代人が,か っ

て人類 が経験 したことのない程の多種多様の

課題 をかかえている事実を見ながら,そ れら

の解決 をめざす新 しい学問分野としての情報
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学の成立 を提案 して きた.

しかしなが ら,そ の意義 と内容はともか く

として,こ のような新 しい学問を支える具体

的な科学とい うものが,さ しあたって存在す

るわけでないことも事実である.情 報学は,

すでに述べて きたように,一 つの学問分野が

分化発展 したものではなく,む しろ逆 に諸科

学の学際的分野 として,そ の統合化の過程に

おける一つの要請によって生 まれた学問であ

る.そ れゆえ,そ れを支 える科学は,当 然そ

うした学際的参加 を期待 された諸科学ででな

ければならない.

もちろん,そ れらの諸科学は,解 決 しよう

とする課題によっても異 なるであろう.し か

し,わ れわれが直面する問題は,多 く人間生

活とその活動の場 としての社会に関係するも

のである,人 間をすべての中心においた世界

観や自然観が,必ずしも妥当でないとしても,

人間の幸福 という目標 が人間の諸活動の中心

になっていることもまた事実である.そ れゆ

え,わ れわれは,共 存のための妥協 をも覚悟

しながら,自 己の実現 と拡大に向かって問題

を解決 していかざるをいない.そ して,こ う

した新 しい形の人間中心主義こそが,情 報学

の中に位置づけられて しかるべ きだと期待す

るのである.

こうした前提 が受け入れられるとするなら,

情報学の適用は,人 間の諸活動 を中心として

それに関係する問題の範囲に限 られてしかる

べ きであろう.そ れゆえ,情 報学 を支える諸

科学 もまたそうした目的に寄与するものでな

ければならない.言 葉をかえていうなれば,

情報学の特徴は諸科学の中でその成果を以っ

て人間の幸福に寄与 しようとい う者が,集 団

的な組織 によって取 り組 もうとするところに

あるともいえる.し たがって,こ こで大切な

ことは,情 報学はみずからをもその対象の一

つとするということである.情 報学を志す者

はまずみずからの科学を情報学的見地に立っ

て再構築 し,他 の諸科学と協力 してその関係

の理解に心 を注がねばならない.情 報学 に対

する評価は,Pま ず,そ うした 「人間」 を志向

する強い熱意 と,そ の効果的組織運営の成果

においてなされるからである.

要 約

現代から未 来にかけての人口問題,資 源問

題およびそれらが複合 して発生するであろう

人間社会の諸問題を予見 し,そ れらの諸問題

を解決してい くための新 しい学問としての情

報学の成立を提案 した.情 報学 とは,「情報 」

を実体 とした 「関係の科学」 を基礎 とし,そ

れによって創造されるあらたな情報によって

人間社会の諸問題に迫 る 「問題解決の科学」

をめざす学問であるとす るのが主旨である.

本論は,情 報学を人文科学の一分野に位置づ

けようとした一試論であり,諸 科学の学際的

協力体勢を組織化す るための新 しい学的体系

の構築を目ざして書かれたものである.
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