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In modern society, material affluence is becoming increasingly ex位·eme. Conversely, various 

problems and potential anxieties related to housing, environment and education are increasingly 

becoming a threat to peace and safety. As a consequence of searching for material richness and 

economical e田ciency, environmental destruction has grown on a global scale, and confusion 

has become more widespread in modern society. The main cause of 也is problematic situation 

is perhaps the cuπent state of science and technology where every aspect and technique is 

complex and vast in scale. The system has become a “black box” and has started to propel 

its el王

百ierefore, rather than discussing the characteristics and disparities of each issue segmented 

by modernization, such as food, environment, education, art, design, human relations and 

community, these matters should be first considered comprehensively in order to recons佐uct

their relationships.  We 紅E dependent on a social and economic system 白at has become 

ex甘emely complex and vast in scale . It should be returned to a human-scale condition. 

Furthermore， 泊 con仕ast to materialism, I would like to focus on the true meaning of a妊luence

in relation to one's mentality. 

Rather than blindly criticizing the current civilization of science and technology, it might be 

possible to find a human引ale lifestyle that is pl町alistic and transparent in conjunction with the 

progress of cぽrent information technology, such as the internet, even within our standardized, 

vast and complex society and system. 
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は じめ に

現代社会 は物質的な豊か さ が極 ま る 一方、 安心、 安全 を脅か さ れ る 様 々 な 問 題 と 、 潜在的な不安が

培大 し て い る。 ま た 人類が物質的な豊か さ と 経済的な効果 を 追求 し た結果、 地球規模で環境破壊が進

み、 現代社会 は複雑化 し 混 迷 を 深 め て い る か にみ え る 。 し か し こ れ ら の 諸問 題 の要 因 は、 近代 の科学

技術 の 発展 に と も な う 経済効率優先の価値観 と 、 それ に と も な っ て あ ら ゆ る 社会 の シ ス テム が 巨大化

し 複雑化 し 細 分化 さ れて い る こ と に あ る の で は な い だ ろ う か。

そ こ で近代化 に よ っ て細分化 さ れ分断 さ れて し ま っ た衣食住、 環境、 教育、 芸術、 デザイ ン、 コ ミ ュ

ニ テ ィ ー な ど の 個 々 の事柄 に つ い て 、 も う 一度根源的かつ包括的 に と ら な お し て関係 を 再構築 し 、 本

当 の 豊か さ に つ い て 考 え た い。 ま た た だ単に現代の科学技術文 明 を 批判す る だけ で は な く 、 最先端の

情報テ ク ノ ロ ジー を 利用 し た、 よ り 自 由 で主体的な生 き 方 に つ い て も 考 え た い。

複雑化する技術

科学技術が発達す る 以前 の伝統的な社会 に お い て は、 身 の 回 り の道具や住居な ど は 身近な 自 然素材

で造 ら れ、 構造 も 簡単だ、っ た の で 自 分た ち で造 っ た り 治 し た り す る こ と がで き た。 し か し現代では機

械や技術は複雑化 し 、 例 え ば車やバイ ク な ど の 身の 周 り の機械で も 素人 で は治す こ と がで き ず、 誰か

に修理 を 頼 ま な ければな ら な い。 我 々 は 自 分で造る こ と も 治す こ と も で き な い物た ち に 固 ま れ、 それ

ら の物 に 大 き く 依存 し て 生活 し て い る。 そ の よ う な社会 の中で はすべて が ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 化 さ れ、

自 分で コ ン ト ロ ールす る こ と がで き ず、 専門家や他者に任せてお く し か な い。

こ れは技術的 な 問 題 だ け で は な く 、 政治や経済、 教育な ど の あ ら ゆ る こ と に言 え る こ と な の で は な

い だ ろ う だ。 そ し て あ ま り に 複雑 に な っ て し ま っ た社会や構造 に 対 し て個 人 は 無 力 感 を 募 ら せ、 や が

て 自 分で は何 も し な い で誰か に任せてお け ばよ い と い う 無責任 と 依存心がお こ る。 そ し て い つ し か盲

目的 に体制 に 追従す る 精神構造がで き あ が っ て し ま う 。 人 の 人 生で さ え ま る で規格化 さ れた既製品 の

パ ー ツ を 選択す る よ う に 、 よ い 学校 に 入 っ て、 よ い会社に行 っ て、 結婚 し て家 を 建 て て と い っ た画一

的な発想 に な っ て し ま い かね な い。 大 金 を 払 っ て建て る 自 分の 家で さ え 既存 の 規格化 さ れ た 家 に 住 む

し か な い。

ヴ ィ ク タ ー ・ パ パ ネ ッ ク はそ の よ う な状況 を こ の よ う に言 っ て い る。

「技術的発達 と 、 労働の 分業化、 特殊化 は建築業者の専門家への分化 を意味す る。 二十世紀末 の 現

在、 主流派 の建築 の実務 に 六つ の個別分野が存在す る。 建築家は （た い て い は、 投機か、 銀行家／投

資家の隠れ蓑 に す ぎ な い ） オーナーか ら 委託 を 受 け る。 建築家の デザイ ン は建築業者 に よ っ て実行 さ

れ る 。 彼は特別 な仕事 の た め の何人かの下請 け を雇 う 。 最終使用者は、 すなわ ち 、 住宅 に 住み、 工場

で 働 き 、 監獄 に 入れ ら れ、 オ フ ィ ス で働 き 、 学校で授業 を受け る 人は、 五 つ の他の要素 で あ る 才能、

思惑、 欲望、 専門知識、 技能な ど の複雑な実体 に 直接かかわ る こ と はな い。 最終使用者の 唯 一 の 貢献

は、 土地の権利、 市場 の 力 、 現存する 構造体、 彼 ま た は彼女 に つ い て な さ れた決定 に 消極的 に 適応 し

て い る よ う に 見 え る。 （中略） 建築の教育 と 訓練は、 （経済利益がよ り 多 い の で） 巨大規模の建造物や

大 き な建築群 の方向 に 偏 っ て い る。 そ の た め、 建築家は、 も のす ごい 量 の 知 的な荷物 を 仕事 に 持 ち 込
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むが、 そ の 大部分は 人間的ス ケ ール の集団的、 社会 的 あ り 様 を 無視す る も の ばか り で あ る 。 」 （ ヴ ィ ク

タ ー ・ パ パ ネ ッ ク 「地球 の 為 の デザイ ンJ 鹿島 出版会）

こ う し て 世の 中 に は無駄 に 大 き な高級車、 無駄 に部屋数の多い家な ど、 無駄な も の で あ ふれで ゆ く 。

売 る 側は利 ざや の 大 き なそれ ら の 商品 を 売 ろ う 躍起 に な り 、 買 う 方 も それ ら の 商 品 を 手 に 入 れ よ う と

四苦八苦す る 。 か く し て 「最終使用 者J で あ る 我 々 に で き る こ と は、 た だお 金 を 稼 い でそれ ら の 物 を

買 う だ け で、 自 分 自 身 の 生活 や 人 生 の 主導権 を ほ と ん ど持 っ て い な い か に 見 え る 。 そ し て社会 の シ ス

テム や業界の論理 と 収益構造 自 体が一人歩き し 、 ヒ ュ ーマ ン ス ケールを無視 し た肥大化 し た構造が我々

を飲み込 ん で ゆ く 。

統制がき かない技術

こ の よ う に 巨大化 し 、 専門化、 細分化 さ れた社会では専門的な こ と は専 門家 に ま かせ て お く し か な

い。 し た が っ て も し 専 門 家が倫理観や 責任感 を 持 ち 、 円 滑 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 相互チ ェ ッ ク が働

い て い れば問題 は な い が、 ひ と た びそれ ら が機能 し な く な る と 不正や ミ ス に よ っ て 大事故や大惨事が

引 き 起 こ さ れ る 。 近年立て続 け に起 き た コ ン ビ ュ ー タ の操作 ミ ス に よ る 株式 の 誤発注問題や、 原子力

発電所の事故、 家電製品 の修理 ミ ス や電車の操作 ミ ス に よ る 事故、 牛肉偽装問題、 株式不正取 引 、 ク

レ ジ ッ ト の不正使用 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る プ ラ イ パ シー の流出、 マ ン シ ョ ン の 構造偽装 問 題 な ど の

一連の事件や事故は、 現代 の テ ク ノ ロ ジーや社会 の シ ス テ ム が あ ま り に 巨 大化、 複雑化 し た こ と に よ

る チ ェ ッ ク 不能や ミ ス 、 不正 に よ っ て 引 き 起 こ さ れた こ と ばか り で は な い だ ろ う か。

コ リ ン ・ ノ ー マ ン は 「技術文明論」 の 中 で こ う 述べて い る 。

「技術は統制が き か な い も の で あ る 、 と い う 考 え に は い く つ か の根拠が あ る 。 それは、 例 え ば、 非

常 に 複雑な産業社会 に あ っ て は、 ほ と ん ど の 人が、 巨大な経済組織で比較的小 さ な役割 し か演 じ ら れ

な い 、 と い う こ と に も 一因 が あ る 。 技術 の領域だけでな く 、 他 の 領域 に つ い て も 、 政府や 巨大企業の

中 央集権的な意思決定は、 生活 に影響 を 及 ぼす政策づ く り に お け る 大衆 の 役割 を は く 奪 し て き た。 こ

れ と は別 に、 日 常生活 に 直接影響 を 与 え る 発電所か ら 自 動車 に至 る ほ と ん ど の技術は、 極度 に 複雑な

も の で あ る と い う ま ぬがれ え な い事実が あ る 。 結局、 多 く の 人 々 に と っ て、 技術 は 自 分達 の理解を超

え る 存在 で あ り 、 同 時 に 、 人 々 は技術が ほ と ん ど統御で き な い存在であ り な が ら 、 そ の 技術 に よ っ て

生活が形づ く ら れ方 向 づ け ら れ て い る こ と に気づ く の で あ る 。 （ 中 略） 過去数十年 の 技術革命は、 か

く し て、 多 く の 人 々 に と っ て 「 フ ァ ウ ス ト の取 り 引 き」 の よ う に感 じ ら れ た。 つ ま り 、 経済的、 物質

的な繁栄は、 更新不可能な資源へ の 高 ま る 依存、 環境悪化、 さ ら に 日 常生活 の さ ま ざ ま な 局 面 で の 規

範 の 喪失 と い っ た、 高価な 買 い 物 と ひ き か え に 得 ら れ る こ と に な る ん （ コ リ ン ・ ノ ー マ ン 「技術文明

論」 学陽書房）

我 々 は便利 さ と 引 き 換 え に 、 我 々 の 魂 を 売 り 渡 し て し ま っ た の か も し れな い。

「専門家」 と い う 幻想

そ し て こ の 巨大で複雑な社会 は、 様 々 な専門家な く し て は足 り 立 た な い。 現代では専門分化、 専 門
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家、 エ キ ス パ ー ト と い う 言葉は、 多分に好意的 に と ら え ら れ て い る か も し れ な い が、 し か し バ ッ ク ミ

ン ス タ ー ・ フ ラ ー は 「宇宙船地球号操縦マ ニ ュ アル」 の 中 で こ の よ う に述べて い る 。

「海賊は 王 に 言 っ た。 『最後 に 、 や っ て き たすべての若者 に こ う 言 う の だ。 そ れぞれ、 自 分 の 仕事

だ け に 専念す る よ う に。 さ も な い と 、 頭 を 叩 き 割 る ぞ。 あ ら ゆ る 者の仕事を 心 に と め る の は、 た だひ

と り 、 わ た し だ け で よ い 』 。 こ れが学校 の は じ ま り だ。 （ 中 略） 専門分化の は じ ま り だ。 （ 中 略） 聡明

な 人 聞 を 専 門 家 （ス ペ シ ャ リ ス ト ） に 育 て る こ と で、 王は非常 に 強 力 な頭脳の 力 を 手 に し た し 、 そ れ

ゆ え、 彼 と 彼 の 王 国 は陸地 に 強大 な ち か ら を 得 る こ と に な り 、 だか ら パ ト ロ ン で あ る 海賊 も 、 ほ か の

『大海賊』 と 続 け る 世界規模で の 競争で、 気づか れず、 有利な立場 に た て る こ と に な っ た。 し か し 専

門分化 と は事実上、 奴隷状態 の 少 々 お し ゃ れな変形 にすぎない。 そ こ で は 『エキ ス パ ー ト 』 は社会的、

文化的 に みて 好 ま し い、 し た が っ てかな り 安全な、 生涯続 く 地位 に あ る の だ と 幻想 を も た さ れて、 奴

隷状態 を 受 け 入 れ る こ と に な る 。 王国全体 に 関 わ る 視野 に つ い て の 教育 を 受 け る の は、 た だ、 王 の 息

子 に 限 ら れて い た」 。 （パ ッ ク ミ ンス タ ー ・ フ ラ ー 「宇宙船地球号操縦マニ ュ ア ル」 ち く ま 学芸文庫）

「支配者」 は、 それが王で あ れ政府であ れ会社の経営者で あ れ、 自 分の みが全体的な視野 と 総合的

思考 を も ち 、 核 と な る 技術 を 保持 し 、 そ の他 の被支配者に は 「専 門 家J と な る こ と を 奨励す る 。 「専

門 家」 は ス ペ シ ャ リ ス ト な ど と 持ち 上 げ ら れ る が、 結局は局部的な視野 し か持 た な い 「奴隷J と し て

支配 さ れ利用 さ れて い る と い う こ と な の だ。

巨大化する システム

技術 の発達は シ ス テ ム が巨大化す る こ と を可能に し 、 巨大化は さ ら な る 効率化 を 促進す る 。 そ し て

現代の社会や 生産、 物流 と い っ た あ ら ゆ る シス テ ム は あ ま り に 巨大化 し て し ま い、 専 門家 と い え ど も

そ の 巨大 な シ ス テ ム の パ ー ツ に す ぎず誰 も 全体 を把握で き な い の で、 例 え 問題が発生 し で も 専 門 家 に

さ え そ の原因がわか ら なか っ た り す る 。 そ し て構造が巨大 に な る に し た が っ て個 人 の 責任感や仕事 に

対す る モ チ ベー シ ョ ン は 希薄 に な り 、 一度問題が起 こ る と 責任の押 し 付 け 合 い が 始 ま る 。 マ ン シ ョ ン

の 耐震強度偽装 問 題 な ど は ま さ に そ の 典型的な例だろ う 。 そ し てやがて誰かがス ケ ー プ ゴー ト に さ れ

て と り あ え ず解決 し た こ と に す る が、 本質的な解決は先送 り さ れ る 。 そ し て法律な ど の 制度 は後追 い

で改正 さ れ る 。

ま た 一旦問題が発 生す る と す ぐ責任 を 追求 さ れ る ので、 で き る だけ 問題が発生 し な い よ う に 規制や

監視が強化 さ れ、 ま た 問題 を起 こ さ な い よ う に 自 己規制が働 き 、 社会全体が保守化 し て ゆ く 。 ま た思

考停止 し て盲 目 的 に 多数意見 に 追従す る 。 我 々 はそ んな無責任で他力 本願で付和雷 同 化 し た 巨大 な ブ

ラ ッ ク ホー ル の よ う な社会 に 生 き て い る の か も し れな い。

し か し 我 々 自 身 も 様 々 な便利 さ と 引 き 換え に多 く の こ と を他者や社会 に 任せ、 依存 し て い る 。 そ し

て我々 が依存すればす る ほ ど シス テム 自 体が増殖 し て我 々 を の み こ んで ゆ く 。 だか ら こ う い う 社会 を

造 っ て し ま っ た の は我 々 自 身な の だ と も 言 え る の だ。
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過度な社会、 経済システムへの依存

我 々 は現在の こ の経済 と 社会 の シ ス テ ム に依存せず に は 生 き て ゆ け な い。 し か し 、 す こ し 依存 し す

ぎて い な い だ ろ う か。 例 え ば 日 本で は 医者は患者 に 薬 を 出せば出す ほ ど儲か る 仕組み に な っ て い る と

い う 。 だか ら 医者は患者 に ど ん ど ん 薬 を 出す。 我々 も 、 深刻な病気で あ れば い ざ知 ら ず、 ち ょ っ と 風

邪 を ひ い た だけです ぐ医者 に か か っ て し ま う 。 日 本では健康保険 は義務化 さ れて い る の で、 国 民は過

度 に そ の 制度 に依存す る よ う に な り 、 一方健康保険制度の方 も 近年 の 高齢化 に伴 う 医療費 の 増 大 に 慌

て て い る 。

そ の よ う な 構 図 は 医療 だ け で は な く て、 衣食住や教育 と い っ た あ ら ゆ る こ と に 言 え る の で は な い だ

ろ う か。 健康保険や年金や教育な ど、 我々 は多 く の こ と を 制度や企業 に任せき り に し て し ま っ て い る 。

そ し てそ の 制度 自 体 も 大 き な負 担 を 抱 え て い る 。

ガ ン ジ ー は 医者 に つ い て こ ん な こ と を 言 っ て い る 。

「医者は薬な ど で一時的 に は病気 の 苦痛 を取 り 除 い て く れ る が、 そ の 結果がか え っ て病気 の 真 の 原

因 ー 不摂生や油 断 ー を 戒 め る こ と を 人 は忘れ る 。 良 い 薬、 良 い 医者 に よ っ て、 肉体的苦痛 を 、 簡単 に

一時的 に 治 し て 貰 っ て健康 に な っ た と d思 っ て い る こ と の繰 り 返 し で、 人 は何 を 失 う の か。 それは不摂

生 の 助長 と 自 分 の 肉体 に 対す る 精神の支配 力 で あ る 。 人の心は弱 く な り 、 自 制心 を な く し 、 真 の意味

で体 を 大切 に す る こ と を 忘れて し ま う の で あ る 」 。

こ の ガ ン ジー の言葉 は こ う 言 い換 え る こ と も で き る だ ろ う 。 つ ま り 便利 な も の や社会 の シ ス テ ム に

依存 し ず ぎた結果 「 自 分 に か かわ る あ ら ゆ る こ と に対す る 精神 の支配 力 を な く し 、 人 の 心 は弱 く な り 、

自 制心 を な く し 、 真 の 意味で 自 分 を大切 に す る こ と を忘れて し ま う 」 と 。

例 え ば車 を 買 っ て便利 に な っ た は よ い が、 い つ も 車 に 乗 っ て い る と 運動不足 に な っ て足腰が弱 く な

る り 、 そ し て そ の う ち 車 がな け れ ば ど こ に も 行 けな く な る 。 そ し て そ の う ち 成 人病な ど を 患 い病 院通

い の 身 と な っ て し ま う 。 高価な 買 い 物 を し て多少便利 に は な っ た が、 そ の 結果病気の体 を 手 に 入 れ る

こ と に な る 。

人 は科学技術 に よ っ て便利 さ を 追求 し た結果、 過度 に そ の技術 に依存す る よ う に な り 、 や がて 自 分

自 身 を コ ン ト ロ ールす る 力 を 失 っ て し ま う 。 科学技術文明は一度依存す る と 容 易 に は抜 け 出 る こ と が

で き な い 、 マイ ナ ス の ス パ イ ラ ル構造 を 持 っ て い る の で は な い だろ う か。

希薄になる働 く こ と の 楽 し み

昔 は 身 の 周 り の物が壊れ る と 自 分や近所 の修理屋です ぐ修理で き た が、 い ま で は そ の よ う な こ と は

ま っ た く で き な い く ら い全て の物が複雑 に な っ て い る 。 ま た修理 に 出 し で も 填れた部分を部品 ご と 交

換す る か、 あ る い は そ っ く り 買 い換え る こ と に な る 。 だか ら こ つ こ つ と 治 し な が ら 永 く 使 う と い う こ

と がで き な い の で物 に 愛着が持てず、 物 を 大切 に 使 う と い う こ と を し な く な る 。 ま た物 を 造 っ た り 修

理 し た り し て働 く こ と に喜びを 感 じ る こ と も 少な く な る 。 すべて の労働はお 金 を 稼 ぐ た め で あ り 、 自

分は単 に 巨 大 な シ ス テ ム の 一部 と し て働 い て い る だけで、 働 く こ と に 対す る 意欲や喜び、 自 尊心や 責

任感が得 に く い社会 に な っ て い る 。
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ミ ヒ ャ エル ・ エ ン デの 「モモ」 の 中 で、 灰色の 男 た ち に支配 さ れて し ま っ た 町で左官屋ニ コ ラ は こ

ん な こ と を言 っ て い る 。

「モモ、 ご ら ん の と お り 、 おれは ま た ち ょ っ と 飲みすぎた よ。 い ま じ や こ れ も し ょ っ ち ゅ う な ん だ。

そ う し な い と 、 あ そ こ でや っ て い る こ と に、 が ま ん し き れな く な る の さ 。 ま っ と う な左官屋 の 良 心 に

反す る よ う な仕事 を し て い る ん だ。 モルタ ル にやた ら と 砂 を 入れす ぎ る の さ 。 わ か る か い ？ こ れ だ と

四、 五年は も つ けれ ど、 そ の う ち 咳 を し た だけで、 落ち る よ う に な っ ち ゃ う ん だ。 イ ン チ キ工事 さ 、

卑劣 き わ ま る イ ン チ キ工事さ ！ と こ ろ がそれだっ て ま だ ま し な ほ う だ。 い ち ばん ひ ど い の は、 お れ た

ち が あ そ こ で た て て い る 家だ。 あ ん な も の は家 じ ゃ な い。 あ り ゃ 一死人用 の穴 ぐ ら だ ！ 思 っ た だ け で

も 胸がむかむかす る よ ！ だがな、 そんな こ とおれになんの 関係があ る ？ おれは金 を も ら う 、 それで け っ

こ う さ 。 そ う さ 、 時代が変わ っ た ん だ。 むか し は い ま と ち が っ て、 お れ は ひ と に 見せ ら れ る ほ ど の も

の を 建てて、 お れ の 仕 事 を ほ こ り に 思 っ た も ん だ。 だが い ま じ ゃ ． ． ． 。 そ の う ち に い つ か た ん ま り 金

がた ま っ た ら 、 おれは じ ぶん の仕事 に お さ ら ば し て、 な に か別の こ と をや る よ 」 。 （ ミ ヒ ャ エル ・ エ ン

デ 「モモ」 ）

巨大な シ ス テ ム の 中 で、 個 人 はや る 気 と 倫理観、 責任感 を 喪失 し て ゆ く 。 マ ン シ ョ ン の耐震強度偽

装 問 題 の 当 事者のみな ら ず、 誰 も が身 に つ ま さ れ る 話ではな い だ ろ う か ？

民族学者の宮本常ー は 「忘れ ら れた 日 本人」 のなかで、 日 本の普なが ら の 田 植 え の仕方の変化 に つ

い て こ の よ う に 語 っ て い る 。

「そ し て 話 も 十分 に で き な い よ う な 田植の方法は喜ばれな か っ た。 縄植な ら ば縄 を 引 き か え る た び

に 腰 を の ばす の で っ か れ も 少な い、 そ の 上、 手 を休め る 時間 も あ っ て、 お し ゃ べ り も で き る の で あ る 。

し か し そ の 田植が こ こ 二、 三年次第 に能率化せ ら れは じ め た。 女 た ち が 田植組の グルー プを つ く っ て、

田 を 請負で植え る よ う に な っ た の で あ る 。 一反千 円 で ひき う け る 。 こ う すれば田 の持 ち 主 は御馳走 を

つ く ら な く て い い し 、 ま た早 乙 女 を や と い集め る 苦労 も な い。 田植組 に 田 植 の 大体 の 日 を 申 し 込 ん で

お け ば植 え に き て く れ る 。 こ れ に よ っ て 田 植の御馳走 を つ く る 事や 人 を た の む苦労か ら それぞれ の 家

の主婦は解放せ ら れた の だが、 田 を 持つ者は一 日 で も 二 日 で も 植 え に 出ねばな ら な い義務が あ る 。 そ

れ に よ っ て 田 植組は一定 の 労 力 を 獲得 し て い る の で あ る 。 こ の 制度は女た ち の発 明 で あ っ た。 と 同 時

に 能率 を あ げれば収入 も ふ え る ので、 田植のお し ゃ べ り も 次第 に 少な く な り つ つ あ る 。 話 し て も そ れ

が一つ の流れ を つ く ら な い で 断片的な話 に な る 。 同 時 に ま た ラ ジオやテ レ ビ の 普及が徹底 し て来て、

主婦た ち はみ ん は標準語 に なれて来、 こ れ を つ か う 術 も 知 っ て き た。 こ う し て、 う ち う つ む い て 田 植

を す る こ と は今 も 昔 も かわ り な い が、 それで も ず いぶん変 っ て き ま し た の 、 田 植 を し て も 皆モ ン ペ を

は く よ う に な っ た し 、 編笠が経木 の 帽子 に な っ た し 、 田植は女の仕事 と き ま っ て い た の に 男 も 手伝 う

よ う に な り ま し た い の 。 し か し 田 植がた の し みで待たれた よ う な 事 は な く な り ま し た。 」 （宮本常一

「忘れ ら れた 日 本人J 岩波文庫）

女 た ち が 田 植 え の 際 に モ ン ペ を は く よ う に な っ た と あ る の は、 それ以前は女た ち は 田 の 神様が喜ぶ

と 言 っ て 田 植 の 際 に も 着物 の下 に は な に も っ け なか っ た と い う し 、 田 植 え を 男 も 手伝 う よ う に な る 以

前は、 女だけで し か で き な い よ う な話な ど を し て 盛 り 上がっ て い た と い い 、 お お ら か に仕事 を し て い
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た の だ。

本来働 く こ と と は経済的な利益 を 得 る こ と では な く 、 自 分 自 身や家族、 共 同体 の 生活 を維持す る た

め行為で あ り 、 そ こ に は楽 し みや充実感、 共同体に対する 連帯感な ど の さ ま ざ ま な感情が介在 し て い

た はずだ。 し か し ひ と た びそ こ に効率性や経済原理が導入 さ れる と 、 確か に 便利 に な っ て収入 も あ が っ

た が、 の ど か な 労働風景は一変 し 、 働 く こ と は い と も たやす く 時間 を 切 り 売 り す る だ け の 無味乾燥な

も の に な っ て し ま う 。

現代は社会全体が経済効果 の 名 の も と に も っ と よ い 車 を 買 い な さ い 、 も っ と よ い 服 を 買 い な さ い 、

も っ と よ い 家 を 買 い な さ い と 物 を 売 り つ け、 社会全体が ま る で相互搾取状態 に な っ て い る 。 現代社会

は物や マ ス メ デ ィ ア 、 教育、 政治、 経済が長年 に わ た っ て造 り 出 し た 付加価値 と い う 幻想 で あ ふれで

お り 、 人 々 は も はやそれが幻想で あ る と い う こ と す ら わか ら な く な っ て い る 。 人 間 に さ え 学歴、 職歴、

年収 と い う 幻想 を た く さ ん つ けて い る そ の 一方で、 何を し た ら よ い の か わ か ら な い と か、 自 分 の 価値

が認め ら れな い ， な に も や る 気が し な い と い う 人が増 え て い る と い う 。 共 同 幻想 に満 ち た 社会 の 中 で

人 間 の精神は疲弊 し て ゆ く 。

今、 仕事 を し て い て も 働 く 意欲 を な く し 、 自 分が し て い る 仕事の意味が感 じ ら れな い と い う 人 た ち

が増 え て い る と い う 。 あ る 調査 に よ る と 彼 ら の仕事のモチベー シ ョ ン の第 1 位は 「や り が いJ で あ り 、

お金や名 誉が ト ッ プで はな い の だ と い う 。 お金 も 必要だがそれだけ で は な い。 現代 の 様 に物質的 に 豊

か な 時代 に お い て は、 お金や物質的な価値以上 に精神的な充足が働 く 事 に も 求 め ら れて お り 、 お金や

名 誉、 社会的地位 と い う も の は付随的な も の に す ぎな い。 仕事 に や り が い を 求 め る と い う こ と は、 何

か を 得 る 手段 と し て働 く の で はな く 、 働 く と い う 行為や プ ロ セ ス そ の も の を 目 的化 し 、 意味 と 充実感

を 求 め て い る と い う こ と だ。 物質的 に 充足 し て い る 現代の社会では、 も はや 物 で は な く 行為や プ ロ セ

ス が価値 を持つ の で あ り 、 自 分 の時間 を切 り 売 り し てお 金 の 為 に 自 分 の 人 生 を 捧 げ る こ と に 意 味 を 見

い だせな い。

現在ニー ト と い わ れ る 定職 に つ か な い 若者が社会 問 題 に な っ て い る と 言わ れ る が、 労働 を 単 に 時間

を 切 り 売 り す る だ け の機械的 な も の に し て し ま っ て い る 社会 自 体が、 「ニ ー ト 」 と い う 現象 を 生み 出

し て い る の か も し れ な い。

グロ ーパ リ ズム と い う 新たな経済植民地化と 伝統文化の喪失

複雑化、 巨 大 化 の 最 た る も の が、 現 在 の 世 界 を 覆 う グ ロ ー バ リ ズ ム 経済 な の で は な い だ ろ う か。

1990年代初頭の共産主義諸国 の崩壊以降唯一の超大国 と な っ た ア メ リ カ が主導す る 経済至上主義的な

グ ロ ーバ リ ズム に よ っ て、 世界は経済原理がすべて を支配す る 織烈な競争社会 に な り つ つ あ る 。

1 9世紀 の イ ギ リ ス の デザイ ナ一、 ウ ィ リ ア ム ・ モ リ ス の フ ァ ン タ ジ ー 小説 「ユー ト ピ ア だよ り 」 の

中 で、 22世紀の理想社会 の住人は 1 9世紀 の社会 に つ い て こ の よ う に 言 っ て い る 。

「われわれが聞 い た り 読ん だ り し た と こ ろ か ら 察す る に 、 ど う 見て も 、 文 明 の 最後 の 時代 に 人 は物

品 の 生産 と い う 問題 の悪循環 に お ち い っ て し ま っ た よ う ですね。 かれ ら はみ ご と な ま で に 楽 々 と 生産

で き る よ う に な り ま し た。 そ の便利 さ を最大限に生かすため に、 し だ い し だい に、 こ の 上 な く 込み入つ
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た 売買 の シ ス テ ム を つ く り だ し ま し た （ と い う か、 そ う い う も の を発達さ せ ま し た） 。 （世界市場） と

呼 ばれ る も の です。 そ の （世界市場） は い っ たん動き 出す と 、 物品の必要あ る な し に か か わ ら ず、 ま

す ま す大 量 に 生産 し つ づ け る よ う に 強制 し ま し た。 その結果、 ほ ん と う に必要な 品 々 を つ く る 苦労か

ら 解放 さ れ る こ と は （ 当 然なが ら ） で き ませんで し たが、 にせの必需品、 あ る い は人為的な必需 品 を

際限な く 生み出す こ と に な り ま し た。 そ う し た も の は、 い ま言っ た （世界市場〉 の鉄則の も と で、 人 々

に と っ て は、 生活 を 支 え る 本 当 の必需品 と お な じ く ら い重要な も の に な っ て し ま っ た の です。 お か げ

で 人 々 は、 ひたす ら そ の 悲惨な制度 を維持す る だけ の た め に、 と て つ も な く 多 く の 仕事 を 背負 い こ む

は め に な っ た の です。 J

「な る ほ ど． ． ． で、 そ れか ら ？ 」 と わ た し は言っ た。

「で、 それか ら 、 こ の よ う な無用 な代物 を 生産す る と い う ひ ど い 重荷 を負わ さ れ、 よ ろ よ ろ と 歩 い

て い かね ばな ら な く な っ た の で、 人 々 は労働 と そ の 成果 を あ る 一つ の 観点か ら し か 見 る こ と がで き な

く な っ て し ま っ た． ． ． す なわ ち 、 い か な る 品物で あ っ て も 、 な る べ く 手聞 を か けず に で き る だけ 多 く

の 品物 を つ く り だそ う と 常 に つ と め る こ と です。 『生産費の 削減』 な ど と 呼 ばれた も の ですが、 そ の

た め にすべてが犠牲 に さ れ ま し た。 働 く 者が仕事 を す る と き に 得 ら れ る 幸福 は も と よ り 、 まず欠かせ

な い心のやす ら ぎ、 最低限の健康、 衣食住、 余暇、 娯楽、 教育 ま で も が、 要す る に く ら し そ の も の が、

物 品 の 『生産費の 削減』 と い う おそ る べ き 必要性 と はか り に か け た ら 、 一粒の 砂 ほ ど に も 値 し な い と

さ れた の です。 それ ど こ ろ か、 こ ん な話 も 聞 い て い ま す。 こ の 世界の 多 く の 人 に は と て も 信 じ がた い

こ と ですが、 動か し がた い 証拠が あ る の で、 信 じ ざ る を え ま せん。 すなわ ち 、 富裕な 有 力 者た ち 、 い

ま 申 し た悲惨な 人 々 の主人で さ え、 かれ ら の 富が こ の極め付き の愚か さ を 助長す る た め に、 人 の 本性

か ら すればぞ っ と し て 逃 げ出 し て し ま う はずのす さ ま じ い ながめや騒音や臭気 の た だなかでや むな く

生活 し た の だそ う です。 要す る に、 （世界市場） が強 い る 『生産費の 削減』 と い う 食欲な怪物 の 口 の

な か に 、 社会全体が投 げ こ ま れ た の で し た。

中 略

（世界市場〉 は 食 え ば食 う ほ ど そ の食欲 さ を つ の ら せて い っ た の です。 い わ ゆ る 『文明』 （すな わ ち

組織化 さ れた窮乏） の 圏 内 に い る 国 々 は こ の市場が乱造す る ま が い 物 を腹 に つ め こ み、 圏外 の 国 々 を

『開発』 す る た め に武力 と 欺繭が容赦な く 使われた ので し た。

中 略

要す る に、 犬 を 打て る 棒が見つかれば、 な んで も よ か っ た の です。 それか ら だれか、 む こ う みずで、

節操がな く 、 無知 な 官 険家 を 見つ け だ し （そ の 競争の時代 に は楽 に み っ か り ま し た） 、 そ の 男 に 賄賂

を や り 、 そ の不運な国 の伝統的な社会 を根 こ そ ぎに し 、 ま たそ こ に見 ら れ る すべ て の 余暇や楽 し み を

こ と ご と く 破壊 し 、 『市場 を 生みだす』 よ う に し む け た の です。 そ の 土地 の 住 民 に ほ し く も な い 商 品

を 押 し つ け、 『交換』 と い う 名 の 強奪のー形式 に よ っ てそ の 天然資源 を わ が も の に し 、 そ う す る こ と

で 『新 し い需要 を 造 出』 し た の で し た。 そ の需要を満たすため に （す なわ ち 、 地域住民が新 し い 主 人

に よ っ て 生 き る こ と を ゆ る し て も ら う た め に） 、 その不運で無力 な 人 々 は、 『文明』 の く だ ら ぬ品 々 を

買 う 金 を かせ ぐた め に 、 希望の な い 苦役 に わ が 身 を 売 る は め と な っ た の です。 あ あ 。 」
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「ユー ト ピ ア だよ り 」 が書かれた 1 9世紀末のイ ギ リ ス は、 植民地か ら の安価な原材料 と 労働 力 を ベ ー

ス に い ち 早 く 産業革命 を 迎 え た が、 一方、 劣悪な労働条件 と 大気汚染や森林破壊な ど の深刻な環境問

題 を 抱え て い た。 そ れ は 1 00年後の現在の 世界が直面 し て い る 問題 と な ん ら 変わ ら な い。

イ ギ リ ス を は じ め と す る 欧米列強の植民地で あ っ た ア ジ ア 、 ア フ リ カ の 諸国は、 そ の 後植民地支配

を脱 し 独立 を勝 ち 取 っ た が、 引 き 続 き 安価な原材料や軽工業製 品 の 生産者 と し て、 ま た安価な労働力

の 供給者 と し て、 そ し て大 き な 「市場」 と し て 開拓 さ れ、 グ ロ ーバ リ ズム経済 に 取 り 込 ま れて い っ た。

そ し て伝統的な 自 足的か つ持続的な暮 ら し を 送っ て い た 彼 ら の 生活 に 商品経済の 荒波が押 し 寄せ、 便

利 な 「必需品」 に 埋 も れて経済至上主義的な価値観 と マ ス プ ロ ダ ク ト 的な 単一文化 に 席 巻 さ れ、 多様

だ っ た 固 有 の伝統文化は失われて い っ た。 ま た 生 き る 知恵 と 民族の歴史は顧み ら れず、 民族の尊厳は

失われ、 共 同体は崩壊 し 、 犯罪が多発す る 社会 と な っ て ゆ く 。 ま た地域 の 自 然環境 へ の 配慮 は失われ、

豊かだっ た 自 然は安価な資源 と し て切 り 売 り さ れ破壊 さ れて い っ た。 政治的、 軍事的支配は終わ っ て

も 、 経済的植民地支配 は依然 と し て続 い て い る の だ。

と こ ろ で現在我 々 が大 き な価値 を置 い て い る お 金 と は一体何だろ う 。 お 金 と は 自 分の代わ り に知識、

技術、 エネルギー を投資 し て く れた他者の労働の対価 と し て支払われ、 ま た物やエネルギー の経済的

な価値 を 計 る 抽象的な概念だ。 た と え ば家 を 作 る 場合， 自 分で作ればお 金 は か か ら な い が、 建築家や

大 工 に 依頼す る こ と に よ っ て、 自 分 の 肉体的、 知的な労働 の エ ネ ルギー を 肩代わ り し て も ら い、 そ の

対価 と し てお 金 を 支払 う 。 そ し て 家 と い う 物 を 結果 と し て 得 る 。 つ ま り お 金で何か を 買 う と い う 行為

は 自 分が労働 に 参加す る プ ロ セ ス を 省略 し て結果 と し て の 物 の み を 得 る 行為で あ り 、 何か を 他者や専

門 家 に任せて い る と い う 事だ。 そ し て プ ロ セ ス に 関わ っ て いれば不可避で あ る はずの他者や社会 と の

関わ り が希薄 に な り 、 やがてお金 さ え 払 え ば 良 い と し て 自 分で は な に も し な い で結果だけ を 求 め 、 結

果主義、 拝金主義、 成果至上主義的な価値観 に い き つ く 。

巨大な シ ス テ ム に お い てはすべてはお金 を介 し てや り と り せ ざ る を 得 な い 。 お 金 を 介 し てすべて の

物や事がや り 取 り さ れ る 社会 に お い て はすべて の関係 は間接的で、 ダイ レ ク ト な 関 係 は 血書 さ れ、 例

え ば物が ど の よ う に 作 ら れ ど の よ に な経路で運ばれ る のか、 ま た 食べ物が誰 に よ っ て ど の よ う に 作 ら

れ る か な ど に つ い て把握や実感がで き ず、 人聞 は他者や 自 然環境か ら 隔離 さ れ、 そ の結果 ま わ り の 環

境や他者 に対す る 配庫が希薄 に な り 無 自 覚 に 自 然環境 を破壊 し て し ま っ た り す る 。

ま た物理的な質量 を 持 た な い抽象概念で も あ る お 金は、 い と も たや す く 所有者や物理的な距離 を 移

動 し 、 富 の 移転 と 集 中 化 を 可 能 に し 、 極端な貧富 の格差 を 生 む こ と に な る 。 そ し てやがて実体 の な い

投機的な マ ネ ー ゲ ー ム が世界中 を 席巻する こ と に な る 。

我 々 にでき る こ と 一 全てはつがっ て い る

現代の社会 に お い て は環境問題、 教育問題、 犯罪の 多発、 医療、 社会保障、 食 の 安全、 伝統文化の

喪失、 心の 問題な ど 様 々 な 問 題 を 抱 え て い る 。 しか し それ ら の 問題 は、 こ の社会が あ ま り に 巨大化 し

複雑化 す る と と も に 専門化、 断片化 し て い る こ と に起 因 し て い る の で は な い だ ろ う か。 現代 に お い て

食料、 環境、 教育、 宗教、 芸能等 の 分野はすべてが独立 し て別個の も の と し て カ テ ゴ ラ イ ズ さ れ、 そ
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れ ら を相互 に つ な い で い る も の は社会 シス テムや経済 シス テム と い っ た間接的かつ機械的な も の に な っ

て い る 。

伝統的な暮 ら し を し て い る コ ミ ュ ニテ ィ ー に 目 を む け る と 、 近代社会で は別 個 の も の と し て扱われ

て い る 様 々 な こ と が ら が、 全体 と し て分ち がた く 有機的 に 関連 し て い る こ と がわ か る 。 例 え ば多様な

世代 の 人 々 が共 同体で農耕や狩猟生活 を し な が ら 生活する こ と を 通 し て、 子供た ち は農耕や狩猟、 食

物 の 加工、 保存な ど の 知恵 を 自 然 と 獲得 し て い っ ただろ う 。 ま た秋 に な れ ば皆で収穫 し 、 豊作 を 祝 っ

て祝祭 を お こ な う 。 そ こ に は 食料、 環境、 教育、 コ ミ ュ ニ テ ィ ー、 社会、 福祉、 伝統、 宗教、 芸能 と

い っ た、 現代 に お い て別 個 の も の と し て カ テ ゴ ラ イ ズ さ れて い る それ ら の こ と が ら が、 一体 と な っ て

一つ の循環の 中 に存在 し て い る 。 そ の 中 で は何一つ独立 し て存在せず、 すべては不可分な関係 に あ っ

た はずだ。 われわれは、 失われて し ま っ たそれ ら の一体性 を も う 一度回復す る こ と は で き な い の だ ろ

う か。

暮 ら しが変われば世界は変わ る

我 々 は こ の 巨大で複雑な グ ロ ーバルな社会 に 生 き 、 それ ら に 大 き く 依存 し て 生活 し て い る 。 そ し て

我 々 が こ の社会 の シス テム に 依存すればす る ほ ど、 こ の社会 は肥大化 し 混 迷 を 深 め て し ま う 。 社会が

混迷 し て い る と すれ ば、 それは こ の社会 に依存 し て い る 我 々 自 身 に も 責任があ る の だ。 し か し 我 々 は

こ の社会 に 依存せず に 生 き て ゆ く 術 を知 ら な い。 我々 は 自 分の 食べ る 物 で さ え つ く る こ と がで き な い。

そ し て誰 も こ の 巨大化 し た社会 の 中 で細分化 さ れた殻 に 閉 じ 込 め ら れ、 全体性 を見失い、 「奴隷状態J

か ら 抜 け 出せ な い で い る 。

こ の世界は今、 地球規模 の環境破壊や地球温暖化、 戦争、 飢餓な ど グ ロ ーバルな 問題 に 直面 し て い

る 。 そ し て我 々 はそれ ら の こ と は我 々 個 人 が コ ン ト ロ ールで き る 問題ではな い と 思 っ て い る 。 し か し

そ れ ら の多 く の 問題は我々 の 日 常 の 生活 と 密接 に 関連 し て お り 、 け し て無関係ではな い の だ。 例 え ば

我 々 が 日 常運転す る 車か ら は多量の 二酸化炭素が排出 さ れ、 それが地球温暖化 を招 い て い る 。 ま た ガ

ソ リ ンや石油 を 消 費す る こ と に よ っ て、 石油 の利権 に絡む国家聞 の紛争がお こ る 。 ま た携帯電話 に 使

わ れ る 希少な鉱石 の採掘 を 巡 っ て、 ア フ リ カ で紛争がお こ る 。 そ し て普段何気な く 使 っ て い る 紙製 品

に よ っ て、 地球上 の 多 く の森林資源は失われよ う と し て い る 。

こ の グ ロ ー バルな世界ではすべて の も の が リ ン ク し て い る 。 我 々 は、 我 々 の ミ ク ロ な 日 常の行為の

集積がマ ク ロ な環境破壊や戦争 を 引 き 起 こ し て い る と い う こ と を 、 も っ と 思 い お こ すべ き か も し れな

い。 だか ら ミ ク ロ な行為や価値観、 生活、 意識 を変えな ければ、 マ ク ロ な 問 題 は解決で き な い。 逆 に

ミ ク ロ な行為、 価値観、 生活、 意識 を 変 え れば、 マ ク ロ な環境 も 変わ る か も し れな い。 だか ら ま ず は

自 分 の意識、 生活、 暮 ら し の価値観か ら 見直 し て み る こ と か ら 始 め て も よ い の で は な い だ ろ う か。 ま

ずは 自 分た ち でで き る こ と はな に か を考えてみた い。

1 . 本当 に必要な も のだけを選択する

こ の 世 の 中 は、 売 り 手 の 論理だけで作 ら れた多 く の無駄な も の で あ ふれで い る 。 我 々 はそれ ら の物
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を 使 っ て い る よ う で実はそれ ら の物 に 埋 も れ、 その状態 を 維持す る こ と に 四苦八苦 し 、 身動 き が と れ

な く な っ て し ま っ て い る の か も し れな い。 だか ら ま ずそれ ら の 無駄な も の を も う 一度 洗 い 出 し 、 本 当

に必要な も の だ け を 選択 し た い。 そ し て 自 分た ち の生活を も っ と シ ン プルで 身 の 丈 に あ っ た も の に し

た い。

2 . 自 分で主体的 に関わる

ま た 消 費 に よ っ てすべて の こ と を他人任せ にせず、 自 分 の専門性 に 閉 じ こ も ら ず、 ま た 専 門 家 に 依

存 し す ぎな い で、 食、 住、 衣な ど の あ ら ゆ る こ と に 関心 を持ち 、 それ ら の こ と に主体的 に 関 わ り た い。

可能で あ れ ば農耕 に よ っ て野菜や穀物 を育てた り 、 収穫 し た作物 を 調理 し た り 加工 し て 食べた り 、 ま

た 自 分で家づ く り に 参加す る な ど、 自 分た ち でで き る こ と か ら 始め 、 体験的 を 通 し て そ の プ ロ セ ス を

楽 し みた い。 ま た で き る か ぎ り 複雑 さ を排除 し 、 可能な か ぎ り ミ ニ マ ム な シス テム に よ っ て 生活 し 、

自 分 自 身が コ ン ト ロ ー ル で き る 範 囲 で物や 自 然や人 と の ダイ レ ク ト な 関係 を 創 り た い。

も の や 食、 地域社会、 教育な ど 日 常 の あ ら ゆ る こ と は本来 と て も シ ン プルな こ と で、 我 々 が関与す

る こ と が十分可能で あ っ た はずだ。 し か し 巨大化 し複雑 に な っ て し ま っ た現代の社会 に お い て は、 我々

の 日 常 の こ と で さ え 自 分 自 身で関与す る こ と が困難な こ と の よ う に思 え て し ま う 。 だか ら 本来 の シ ン

プル さ 立ち 返 り 、 日 常生活 の 中 で少 し ずつ で き る こ と を楽 し みなが ら 始 め た い。 そ れ は時 に 自 己責任

を 伴 う か も し れ な い が、 そ れ以 上 に 心身 の 充実 と 安心立命 を 与 え て く れ る だ ろ う 。 そ し て効率優先 と

経済至上主義 の 中 で見失 っ て し ま っ た さ ま ざま な こ と を も う 一度思い 出 さ せて く れ る だ ろ う 。

3 . 暮 ら し を通 して 自 然 と 関わ る

民俗学者 の 赤坂憲雄氏は あ る マ タ ギ の こ の よ う な言葉 を 紹介 し て い る 。 「原生林は役 に た た な い 。

人聞が少 し だけ傷つ け殺 し た森、 そ こ か ら い っ せ い に ワ ラ ビや ゼ ン マ イ が 出 て く る 」 と 。 森 と い う 言

葉が人 間 の 手 の入 っ て い な い原生林 を あ ら わす の に 対 し 、 林 と い う 言葉は 「はやす」 か ら き て い る と

言われ、 人類は太古よ り 原生林を 伐採、 植林 し て栗や ク ル ミ な ど の 木 の実や果実 を 栽培 し 、 あ る い は

開墾 し て 野菜や穀物 を栽培 し て き た。 ま た薪や キ ノ コ 、 竹の子、 染料、 衣類や住居の材料な ど、 生活

に 有 用 な 様 々 な も の を そ こ か ら 得て き た。 普段の 生活空 間 の 周 辺 に 里 山や畑な ど の 生活 と 密接な 自 然

環境 を 作 り 上 げ、 そ し て 生活 の 営 み を 通 し て そ の 自 然環境を維持、 管理 し て き た の だ。 太古の 昔 よ り

人類は 自 然 と 共生 し 、 持続的な生活 を 維持 し て き た。 そ こ に は 多 く の 生 き て ゆ く た め の 、 そ し て 自 然

環境 を 維持す る た め の 知 恵が受 け継がれて き た はずだ。 さ も な ければ人類は数百万年 も の 間 生 き の び

る こ と は で き な か っ た に ち が い な い。 自 然 と は単 に 「保護」 さ れ る も の で は な く 、 ま た鑑賞す る た め

だけで も な く 、 人聞が生活 を 通 し て 関わ る こ と に よ っ て 自 然 と 人聞 は おE い に維持 さ れて き た の で あ

り 、 い わ ば 自 然 と 人 間 は共生関係 に あ っ た の だ。

現在、 自 然保護が叫ばれて い る 一方、 我 々 の 生活 は 自 然か ら ま す ま す遊離 し て い る 。 農耕や採集、

遊 びな ど を 通 し て 自 然 と 関 わ り 、 自 然環境 を 人 間 の営み と 密接 に 関連す る 場 と し て持続的 に 維持 し て

ゆ く こ と が必要だろ う 。
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4 . 伝統文化を 見直す

日 本は現在、 第二次大戦後60年 を 超え、 戦前の 生活や伝統文化 を 知 る 世代 は 徐 々 に 姿 を 消 し つ つ あ

り 、 日 本 の伝統文化 と 知 恵 の 継承は危 う く な り つ つ あ る 。

戦後 日 本は高度経済成長 に よ っ て発展 し て き た そ の 一方で、 経済優 先 の 価値観 を 受 け入れ、 地域の

自 然環境や風土 に 根 ざ し た持続的な 生活様式 と伝統文化 は、 グ ロ ー パ リ ズム 経済 と そ の価値観 に よ っ

て放逐 さ れつ つ あ る 。 日 本は過去の歴史 に お いて欧米列強の植民地化 を 免 て き た が、 経済的 に 、 文化

的 に 完全 に植民地化 さ れつ つ あ る と 言 え る だ ろ う 。

だか ら 今一度 自 分た ち の地域の文化や歴史、 伝統、 価値観 を 再認識 し 、 伝統や風土 に 根 ざ し た衣食

住や生活様式 を 見直 し 、 よ り 持続的で快適な環境 と 健康な 生活 を と り も ど し た い。 そ し て グ ロ ー パ リ

ズム に よ っ て 失 っ て し ま っ た ア イ デ ン テ ィ テ ィ ー と物質面のみで は な い 本 当 の 豊 か さ を と り も ど し た

し し

5 . 情報テ ク ノ ロ ジ ー を有効 に 使 う

現在、 イ ン タ ー ネ ッ ト な ど の情報テ ク ノ ロ ジーが発達 し、 個人が居なが ら に し て 自 由 に情報の受信、

発信がで き る よ う に な っ た。 そ れ に 伴 い 個 人 の 能 力 が発揮で き る 可能性が飛躍的 に 高 ま り つ つ あ る 。

こ の よ う な時代に あ っ て は単 に懐古的 に過去の伝統や 自 然 に 回帰す る の で は な く 、 新 た な 生活様式や

価値観 を 創造す る た め に イ ン タ ー ネ ッ ト な ど の情報 テ ク ノ ロ ジー を 使 う こ と は、 と て も 有効 で あ る と

思 う 。

情報テ ク ノ ロ ジーそれ 自 体は ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス の 固 ま り で あ り 、 ま た現代 の グ ロ ー バ リ ズム を 築 い

た元 凶 の ひ と つ で も あ る 。 そ し て現在ネ ッ ト 上 に は ま る でパ ン ド ラ の 箱 を 聞 け た よ う に、 人 間 の ポ ジ

テ ィ ブな側面 も ネ ガテ ィ ブな側面 も 一挙 に 噴 出 し て い る 。 し か し 情報テ ク ノ ロ ジー 自 体は単な る ツ ー

ル に す ぎな い。 それ を ど う 使 い 、 ど の よ う に 関 わ る か は我々 自 身 の 選択 に か か っ て い る 。

現在大 い に 発達 し て い る パ ー ソ ナ ル コ ン ビ ュ ー タ やイ ン タ ー ネ ッ ト の 基礎は、 1 960～70年代 の ア メ

リ カ の ヒ ッ ピ 一 世代 の 開 発者た ち の 手 に よ っ て、 誰 も が手軽 に 主体的 に 情報 を 発信、 受信、 検索、 共

有 を お こ な う こ と がで き る パ ー ソ ナル な ツ ー ル と し て 開 発 さ れ て き た。 そ し て そ の ス ピ リ ッ ト は今 も

web や blog や google な ど に 引 き 継がれて い る と 思 う 。

イ ン タ ー ネ ッ ト な ど の 情報 テ ク ノ ロ ジー が発達す る に つ れて、 我 々 の 生活や価値観、 意識、 社会 は

徐 々 に変わ り つ つ あ る 。 ま ず従来の時間、 空間、 大 き い 、 小 さ い、 多 い 、 少 な い 、 遠 い 、 近 い と い っ

た古典的な物理的概念や、 コ ス ト な ど の 経済観念は大 き く 転換 を 迫 ら れて い る 。 ま た地理的な局所性

は ネ ガ テ ィ ブ な 要 因 で は な く な り 、 む し ろ 豊かな 自 然環境や 固有 の文化、 地域社会 と 共生 し た 豊 か な

暮 ら し を も た ら す も の と し て再評価 さ れ る で あ ろ う 。 ま た web や blog な ど の 画 面 上 で は あ ら ゆ る

も の が等価 に 表示 さ れ る の で、 従来の 地位や権威、 既得権、 組織 と い っ た社会的枠組み よ り 、 い か に

主体的 に 情報 を 発信 し 行動 す る か と い う 個 人 の意識がよ り 重要 に な っ て く る だろ う 。 ま た あ り と あ ら

ゆ る 情報や意見、 価値観がネ ッ ト 上 に 存在す る よ う に な る に つ れて、 い ま ま で マ ス メ デ ィ ア に よ っ て

画一化 さ れて いた 人 間 の価値観 は よ り 多様化 さ れ、 我 々 の意識 は よ り 個性化 さ れ る だ ろ う 。 そ し て世
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複雑化す る 社会 の 問 題 と 伝統、 自 然、 情報テ ク ノ ロ ジー

界 中 の 情報が検索エ ン ジ ン に よ っ て網羅 さ れ組織化 さ れ る に つ れて、 今 ま で埋 も れて い た情報が再び

日 の 目 を み る よ う に な り 、 小 さ な ビ ジネ ス や個人的な情報 も そ の 存在価値 を 認 め ら れ る よ う に な る だ

ろ う 。 そ れ に と も な っ て地域社会 の特異性や伝統文化 の多様性 に も 焦点が あ た り 、 中 央集権的で一元

的 な 社会 か ら 分散型 の 多元 的 な 社会 へ と 徐 々 に 移行 し て ゆ く の で は な い だ ろ う か 。 ま た blog や

M民I な ど の SNS に よ っ て情報 の 収集 と 発信は格段 に し やす く な り 、 バ ー チ ャ ルな次元で意識は共

有 さ れ、 新 た な コ ミ ュ ニ テ ィ ー が形成 さ れつ つ あ る 。 ま た オ ン ラ イ ン フ リ ー 百科事典 の wikipedia、

オ ー プ ン ソ ー ス や フ リ ー ソ フ ト な ど の新 し い概念 に よ っ て、 従来の経済観念は覆 さ れ、 人 間 の 知 識 と

知性、 理念は共有 さ れ、 新 た な 市民知、 集合知が生 ま れつ つ あ る 。

デ ジ タ ルな情報テ ク ノ ロ ジー と 自 然環境や伝統、 コ ミ ュ ニ テ ィ ー 、 人 間 の 意識、 知性な ど は対立す

る 概念 で は な く 、 む し ろ 相檎的で相乗効果的な関係 に あ る と い え る だ ろ う 。 新 し い 情報テ ク ノ ロ ジー

は個 人 を ベー ス と し て発想 し た も の で あ り 、 透明性を前提 と し て い る 点で、 ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 化 を 推

進 し て き たそれ以前の技術 と は一線 を画す も の で あ る 。

「Th泊K Globally, Act Locally （ グ ロ ーバル に考え、 ロ ー カ ル に 動せ よ ） 」 と 言 っ た の は 1 969年、 環

境保護団体 「Friends of 也e EarthJ 創設者、 デ ビ ッ ド ・ ブ ラ ウ ア ー で あ っ た が、 現代は個人がマ ク ロ

な視点 を 持 つ 一方で ミ ク ロ な領域で他者 と つ なが り 、 グ ロ ーバルな視野 と ロ ー カ ルな視野 を 同 時 に 持

ち う る 時代が到来 し て い る 。 現在、 我々 は文字通 り 「 グ ロ ーバル に 感 じ 、 ロ ー カ ル に 生 き る 」 時代 に

生 き て い る の だ。

グー テ ンベ ル グ の活版印制術の発明が宗教改革 と ルネサ ン ス を 、 羅針盤 と 西洋航海術の発達が大航

海時代 を 可能 に し た よ う に 、 新 し い メ デ ィ ア は新 し い文明 を 興隆 さ せ る 。 我 々 は今 ま さ に 情報テ ク ノ

ロ ジー に よ っ て も た ら さ れた新たな文明 の繁明期 を迎 え よ う と し て い る と 言 っ て も 過言で は な い 。 ル

ネ サ ン ス の 時代 の 人 々 が一点透視図法に象徴 さ れる よ う な新たなパ ー ス ペ ク テ ィ ブ を 獲得 し た よ う に、

我 々 も 現代 の 情報テ ク ノ ロ ジー に よ っ て新たな意識のパース ペ ク テ ィ プ を 獲得 し つ つ あ る の だ。 バ ッ

ク ミ ン ス タ ー ・ フ ラ ー は 「人類に 迷信や劣等感がつ く ら れ た の は、 すべて、 底知れぬ無学 と 無知 と い

う 条件下、 奴隷 の よ う に 生 き 残 ら ざ る を得な か っ た昨 日 ま で の歴史の た め で」 あ る と 言 っ た。 我 々 が

い つ ま で も 無学で無知な 「奴隷J 状態 に甘ん じ て い な ければな ら な い 時代 は終わ り つ つ あ る の だ。

おわ り に

20世紀初頭 の量子力学や深層心理学はニ ュ ー ト ン的機械論的思考 を 脱 し 、 個 と 全体は不可分で あ る

こ と を あ き ら か に し た。 そ し て 1 970年代以降 のニ ュ ー エイ ジサイ エ ン ス は フ ラ ク タ ル、 ホ ロ ニ ッ ク 、

シ ナ ジー と い っ た概念 を と お し て、 部分 と 全体はホ ロ ニ ッ ク に 繋が っ て い る こ と を 教 え て く れた。 そ

し て現在、 パー ソ ナル コ ン ビ ュ ー タ やイ ン タ ー ネ ッ ト な ど の情報テ ク ノ ロ ジー に よ っ て 人 間 の 意識や

能 力 はサイ パ ネ テ ィ ク に拡張 さ れ、 ホ ロ ニ ッ ク な世界観が現実の世界 に お い て 具現化 さ れ よ う と し て

い る 。 時間や距離、 質量 を 超 え る と い う 情報 メ デ ィ ア の特性は、 本来 自 由 で あ る 人 間 の精神 と 親和性

の あ る も の な の か も し れ な い 。 いや本来 自 由 な精神 の持ち 主で あ る 人 間 の 欲求が、 個 人 を 主体 と す る

情報テ ク ノ ロ ジー の発展 を も た ら し て き た の だ。 そ し て デ ジ タ ル テ ク ノ ロ ジー は ソ フ ト に し なや か に
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我 々 の 日 常生活 に 溶 け込み、 密か に 意識 を 変容 さ せ、 現実世界 を 変 え つ つ あ る 。

だか ら た と え 小 さ な一歩か も し れ な い が、 自 分が今 い る と こ ろ か ら 一歩 を 踏 み 出 す の だ。 ミ ク ロ な

行為がマ ク ロ に つ な が っ て い る 。 そ の 行為 を 阻害す る も の は唯一、 古典的な機械的思考 と い う 幻想 に

捕われた古い意識 に す ぎな い。 そ し て 「無 力 な個 人」 と い う 巨大で複雑な近代社会が創 り だ し た 幻想

の 中 で埋 も れて し ま っ た 自 分 自 身 の パ ワ ー を も う 一度取 り 戻 す の だ。
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