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1． は じめに 言語の 発生起源

　 まずは じめ に言語の 定義 を明確 に してお きた い と思 う。 本稿で は言語の 定義 として 「言語 は

意識の 現 実型」 とした い 。 意識の 現実型 とは
， 言語発生 の も と に は意識の 形成が あ り， その 形

成 され た意識 が 意識外に ，すな わ ち言語 とな っ て 現実化 され る とす る の で ある 。 逆に 言 えば ，

日常生活 に お い て 言語 とな っ て 発現 され る源泉 に は
， 必ず人間の 意識 の 形成が ある と い うこ と

な の で ある 。 意識が あ っ て は じめ て 言語が発生する の で あ り，
こ の 観点か ら見 れば言語 を言 語

の はた ら きの み として 抽出する こ とは，言語発生基盤 を見な い 議論 とな る の で あ る 。

ω

　すなわ ち書語 とな っ て わ れ われ が 言葉を使用 し
， 自分の 考えを示す大前提 と し て は意識 が 存

在する とい うこ とな の で あ る 。 そ して 次に 問題 となる の は
，

こ の 意識 の 発生起源 で ある 。意識
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の 発生起源 につ い て は ，意識 は外界存在の 像，また は模写で ある と定義づ けた い
。 すな わ ち人

間の 意識が発生す る もとには
， 外界世界存在が必ず存在す る と い うこ となの で ある 。 つ まり人

間は ，外界 世界か ら刺激 を受けて
， その 刺激を言わ ば脳が 消化吸収する形 と して 意識 が発生 す

る の で ある 。 す なわ ち意識が発生する た め に は
， 外界事物存在が 第

一
条件な の で ある

。 外界事

物存在か ら人 間が 視覚 ・聴覚 ・嗅覚 ・触覚等 々 の 感覚器官の はた ら きを経 て
， 脳髄 に 外界情報

が電気信号化 され て 伝 えられ
， 次 にその脳髄 は伝え られた電気信号 を消化吸収 して

， 意識 を産

み 出す の で あ る 。
こ の よ うに し て 産み 出され た意識 は次に脳髄の 言語形成領野 に ，ふ た た び電

気信号化 されて 伝達 される こ とに よ り言語化 され，言語が発せ られる の で ある 。

　そ の 際，喉や 口蓋等を動か す筋 肉にた い して
， 運動指令が発せ られ る と同時に，肺か ら空気

を送 る指令 も同時 に 運動 中枢神経か ら発せ られる の で ある 。 これ らの 脳神経の はた らきは綜合

的なもの なので ある 。 すなわち外界刺激 に よ り意識が産み 出 され ，産み 出され た意識 は同時に

具体的言語活動 の もととなる言葉 を組み立て て い くの で あ る 。 と同時 に喉や 口蓋 を動 かす筋肉

に だ い して 運動指令が発せ られ る の で ある 。 しか も脳神経細胞は瞬時 に こ れ らの作業を遂行 し

て い る の で ある 。

2． 言語 の 発達過程

　意識 の 現 実型 と して の 言語 は次 に どの ような形で 発達 し て い っ た の で あろ うか ？

　第一に考 え られ る の は初期人類に あ っ て は
， 意識 に の ぼ っ た言語 を他 の 人 に伝 える と い う要

求が極 め て 切実 な もの とな っ て い っ た こ とで ある 。 生活が採集 ・狩猟経済か ら農耕経済 に移行

する に従い ，共 同体集団構成員の 人数 も増加 し，集団間の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン をとる必要性が

必然的に高 ま っ て い っ た 。 従来は集団構成員 の 人数 も少な く， 共同体の 儀式的な こ とも少 なか

っ た 。 しか しなが ら社会の 生産力が向上 し ， 労働 が分業化す る に つ れて 言語活動 の 場が拡大 し

て い かざる を得 ない 社会状態 とな っ て い っ た の で ある 。 日 々 の 労働の 成果 は当然に も意識 をよ

り磨 い て い き，複雑な思考もで きる よ うにな り，それ に従 っ て 言語が必然的 に 発達 して い っ た

の で ある 。

　た だ し初期 人類 の こ ろ は
， 咽頭が未発達で あ り， 音節 もまた極 め て単純 な もの で あ っ た 。 し

か しなが ら相互 の コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン へ の欲求は初期人類の 咽頭 をしだい に発達させ る と同時

に ，舌や 口蓋は音節 を発音 しやすい よ うに整 えられ て い っ た の で ある 。 すなわ ち 「猿の 未発達

な咽頭 は
， 音調 を変化 させ る こ とに よ っ て 絶 えず音調の 変化 を向上 させて い くために ， ゆ っ く

りと，だが確実に改造 され て い き，口 の 諸器官 は区切 られ た音節 を
一

音ずつ 次 々 と発音する こ

とを次第に 習得 し て い っ た」
［2〕

の で ある 。

　こ の 咽頭や 口 や舌 の 発達 は，また視覚 ・聴覚の 発達 を も促 して い っ た 。 外界か ら視覚，聴覚

等を通 して入 っ て くる情報は ，これ ら の 感覚器官の はた ら きに よ っ て脳髄 に伝 えられ る 。 脳髄

はそれを言わば消化吸収 して ，意識を作 り出すの で ある。そ の意識の なか み は他の 人 との コ ミ

ュ ニ ケーシ ョ ン を と りた い とか の 現実的要求 とな っ て あ らわ れ る 。 こ の 要求の 現実化の 手段 と

し て 言語が発達 して い っ たの で ある 。 初期言語は文法もな く，単純な高い ，低 い とい う音調 の

変化だ けで あ っ た と想像 され る の で ある 。 それが次 第に音 調の 高い
， 低 い

， 強い
， 弱 い が発達

して い くこ とに よ っ て音節が 登場 し，
一

つ の 区切 り毎に発音が 定め られ る よ うに な っ て い っ た 。
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音節 の 登場はや が て
一

定の 規則 とい っ た もの を産み 出 して い っ た 。
つ まり外界事物 に対応 し て ，

た とえば 「自分 はその 海に 行 きた い」 と い う意識 を現実に 言語 と して あ らわせ る よ うに な っ て

い っ た の で あ る 。

3． 意識 と言語

　言語は い ま まで 見 て きた ように
， 人間の 生 活内容 の 深化 と ともに意識の 明晰化に伴 い ，言語

もまた そ れ に 正 比例 して 発達 して きた の で ある 。 そ して 人間生活 の 深化は 第
一

に 人間 の 脳髄 の

発達を基盤 と して い る 。 生活の 複雑化は必然的に外界刺激の 複雑化 とな り，そ の こ とは 人間感

覚器官に よ っ て 脳髄 に 伝達 され ， 脳髄 は脳神経細胞 の はた らきを強化 させ る こ と に よ っ て ，よ

り明晰な 意識 を産み 出 して い っ たの で ある 。 明晰な 意識 は必 然的 に明晰な言語 を産み 出 して い

っ た の で ある 。 こ の ように 言語か ら逆行 する と言語 〜意識〜脳神経細胞の 発達 〜外界事物存在

へ と辿 り着 くの で あ る 。 こ の こ とは何 を意味す る の か ？　 そ れは つ ま り言語発達の 基盤 に は
，

意識 の発達が あ り，その 意識の発 達 の 基 盤に は 脳神経細胞 の 発 達が あ り，そ の 脳神経細胞 の 発

達 ，
つ まり 「複雑 な神経 メ カ ニ ズム の 積み 重 ね の 結果」

〔3）
の もと に は

， 外界存在で あ る 自然界

と人間社会 との 発達が存在 して い る こ とがわ かる の で ある 。

　 こ の ような 言語 と人 間社会 との 関係は人 類が こ の 地球上 に出現 して 以来 の こ とな の で あ る。

初期人類が苛酷な 自然界の なか で 生 き て い く上 で の ，手足の 運 動指令や意識の 発達過程 で あ る

脳 神経細胞 の発 達や ， 初期言語の 発達 は遺伝情報 と して DNA に 書 き込 まれ ， 人類の 発 達 の 蓄

積は 遺伝情報 として 後世 に 受け継が れ て い っ たの で ある
。

こ の ような人類 の 進化 の 線上 に言語

の 発達 と人間意識の 発達 とが ある の で ある 。
こ の ように 考 えて くる と，言語の 起 源の 考 察 は 当

然 に も人問意識 の 探究 とな り， 人 間意識の 探究 は当然に も脳神経細胞解明へ と辿 っ て い か ね ば

ならない の で ある 。

　 こ こ で は まず第
一

に意識発生 の もととな る 外界事物存在 の 反映 の こ とに つ い て述べ て み た い

と思 う。 それ は まず第
一

に 反映論が 機械的な外界模写説で はな い と い うこ とで ある 。 す な わ ち

外界情報 を脳が反映する 過程は
， 同 じ反映 と言 っ て も写真機が外界 を フ ィ ル ム に撮 し取る こ と

とは 違 うの で あ る 。 で は ど こ が違 うの か ？　 同 じ反映で 入 間 の 脳 の 反 映 の 決定的な違 い は
， 写

真機の ような機械的 な模写で は な く，た とえば視覚神経が電気信号化する段階 や ，脳が そ の 電

気信号 を受け取る段階，脳が その 電気信号 を分析 ・評価す る段 階 とい うよ うに 幾重 に も反映過

程が積み 重ね られ て い る 階層的な もの で はな い の だ ろ うか。つ ま り基本的に は外界情報 を脳 が

反映す るが ，その 脳 の 反映作用の なか み は，階層的 ・重 層的な もの で はな い の だろ うか と考 え

られる の で ある 。 こ の 重層的 ・階層的反映過程 の なか か ら，必然的 に 脳の 判断作用 ， なら び に

言語作用が発生 して い っ て い る の で は な い だろ うか 。 単純 な外界模写で は な い か ら こ そ ， 人 間

は他の 動物 とは違 っ て 意識 を強化 ・高度化 し， 言語 を磨 き ・鍛練 し， 文化 t文明を築 い て 来 る

こ と が で きた の で ある
。 な ぜ な らそれ は 脳が そ の 「発生過 程 で 遺伝子 に よ っ て

， あ らか じ め 決

め られ た神経 回路を作 っ て い る が
，

し か し神経細胞 に は可塑性が あ り， 学習 に よ っ て 神経 回路

が 変化 して い く」
“ ’

か らな の で あ る。

　第二 に
， 反映は脳 の物質代謝の 過程で ある こ と 。

つ ま り外界刺激情報 を反映する脳 は，神経

細胞組織内に お い て物質代謝を起 こ し，外界情報 を行動指令
・
判断指令 と して ，他面 で は言語
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機能 と して 転化 させ る の で ある 。
つ ま り最初は単純な外界刺激情報が 電気信号化 され て 視覚神

経 を通 じて脳 に入 っ て来るが ，次に脳は 受け取 っ たその 電気信号を言わ ば 消化吸収す る 形で
，

物質的に 神経細胞 自身の組 み 合 わせ
，

お よび神経細 胞物質特 に 蛋白質の 変化過程 に よ り意識や

言語を発生 させ る の で ある 。
こ れ は高度で 複雑な物質代謝過程 で ある 。

　脳は決 して 固定的 ， 硬直 的な もの で はな く， 可動 的で あ り流動 的で あ り，可塑 的な の で ある 。

こ れは物質の 世界そ の もの な の で ある 。 物質はこ の よ うに可動的で あ り，変化 的で あ り，流動

的で あ るがゆ えに
， 物質が形づ くる脳 の は た ら きその もの も外界刺激に た い して

， 柔軟か つ 創

造性 に富 む もの な の で ある 。 た とえば人間の 左脳 が重 大な障害をもつ とき左脳 を除去 した場合

に は
， 特 に幼児期に お い て は右脳 が形態的に 左脳部分 に も成長 ・発達 し， 左脳 部分 を補充 ・補

完 し ， また左脳の機能をも右脳が とり行うこ とが見 られ る の で ある 。
こ れ こ そ物質の 成長 ・

変

化 ・消滅の 本性過程 を示す もの で あ る 。 物質の 方が生成変転 を遂げる の に，わ れ われ の 意識 の

方が まだ まだ固定的で
， 既成概念 に と らわ れ て い る とこ ろ が ある の で ある 。 逆 に言 え ば

，
わ れ

われ ば さら に物質か ら学ぶ べ きで あ り，変転 して や ま ぬ 物質の 性 質を解 明 して い くべ きな の で

ある 。 こ の こ とは 当然 に も言語論 に も当て は ま る の で ある 。 言語実証主義の 文法分析の 基礎 に ，

そ の 言語使用の 現実的基盤 を絶 えず念頭 に置 き ， 外的なた とえば人間関係 の なかか ら言語が使

われ て い くこ とを明 らか に して い く必要が あ る の で ある 。

4． 脳 神経細胞の は た らき と言語

　次に ，脳 内で の化学物質の は た ら きを見てみ よう 。 第
一

に は ，外界情報を伝達す る電気信号

の もととな る化学物質の は た ら きで ある 。 外界情報 をた とえば眼が視認 し，そ れ を視 覚神経 を

通 して 脳 の 視覚 を司 る部分 （視覚 野）に伝 えられる の で ある 。 こ の は た ら きは外界情報 を受け

て視覚神経が言わば興奮する ときに ， 化学物質が生産 され る こ とに よ り， 外界情報が視覚野 に

伝 え られ る の で ある
。 すな わ ち 「脳 が は た ら くと き

， 脳 の さま ざまな部位 で
， さま ざまな化学

物 質が 分泌 され
， 電気信号 を伝えた り， 神経細胞 の代謝活動 を変 えた り，

血 管に 影響を与えた り

する 。 脳 の なか に は活動電位がか け まわ っ て い るが，同時に 化学物質の 複 雑な流れ が あ る押

の であ る 。 第二 に，情報伝達 に かか わる物質的生 産 とは別 に，神経細胞の 化 学物質変化一
そ

れは主 に 蛋 白質の 変化 で ある が一 が 挙げ られ る 。 これは外界刺激情報 に よ り
一

定 の 意識 や言

語を産 み出す とき， 従来の 神経細胞 どうしの 組み 合わせ を変化 させ る ときに
， 変化 の ため の 化

学物質生産 が行われ る もの と考 えられ る 。 次に神経細胞 自身が外界刺激 を受ける こ と に よ り，

その 外界刺激の 受容と対応の は た らきに よ り自身の 物 質代謝 を行 い
， 新た な受容 と対応の た め

に 新変化 し て い くこ とが考え られ る の で ある 。 こ の 神経細胞 自身 の 物質変化 と
， 神経細胞 ど う

しの ネ ッ トワ
ー

クの 変化が大 きければ大 きい ほ ど，斬新 な意識 と豊か な 言語が産み 出 され る も

の と考え られる の で ある 。

　 また脳 の 可塑性 とは ，神経細胞 どうしの つ なが りが変化 した り，神経細胞 自身が 新し い 物質

を産み 出す こ とに より，外界刺激情報 をよ り受け入 れ新 たな意識 を産み出 して い くこ とを意味

する の で ある 。 神経細胞 自身 は他 の 細胞 と違 っ て
，

い っ た ん細胞分裂が 完了する と，もはや
一

生 涯増 える こ とは ない 。 しか しそ の 神経細胞の はた ら きが 日 々 新た にな っ て い くこ と の 原因は
，

神経回路 に絶 えず新た な活動電位 が流れ て い る こ とで ある 。
つ ま り絶 えず外界情報 を受け取 り，
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それを消化吸収 し て 神経細胞 ど うしの 組み合 わせ を活発化 した り，新 たな脳内物 質を生 産す る

こ と に よ り，外界情報 を新た な意識や 新規 の 言語 と して 物 質転 化 して い く過程 な の で あ る 。

「学習 能力を い つ まで も失わ ない ため に は ，新 しい シ ナ プス を作 っ た り，今 ある シ ナ プス に 信

号が伝わ りやすい よ うに する必要が ある 。 その ため には
， 絶えず神経 回路 に活動電位 すな わ ち

神経情報が流 れて い る こ とが望 ましい 」
［の

の で ある 。

　 「脳の 神経 回路網 は
一

度 で きあが っ て しまえば
， もう形 も機能 も変わ らな い とい うの で は な

く，育て られ た環境条件や 学習に よ っ て 変わ り得 る柔らか さ，脳 の 可 塑性ゴ
7〕
で あ る

。
つ まり

脳 に 限 らず人 間の 身体機能は決 して 固定的な もの で は な く， 外 界条件一 すなわ ち食物や 運動 ，

外界温度，外界刺激等 に よ り変化 して い くもの なの で ある 。
た とえば血液 で ある。濃い ドロ ド

ロ した血 液をサ ラサ ラの 血 液とする場合の 方法の
一

つ と し て ，水分 を補給する こ とが 挙げられ

る し，また食生活 を改善す る こ とも挙げ られ る 。 こ の よ うに人間の 身体機能は外界条件の 変化

に よ り改善され，また新たな機能 を産み 出 して生体 として 自然界や 人 間社会に 適応的に 生 きて

い ける ように な っ て い る の で ある 。 こ の よ うな過程 こ そ物質的 な変化過程 と呼べ る もの なの で

ある 。
こ の よ うに人 間 の 臓器 な らび に諸器官は外界条件 の 変化に適切 に対応 して い け る よ うに

な っ て い る可塑性を本有 して い る の で ある 。 特に臓器の は た らきを支配 した り，脳の はた ら き

そ の もの を支配す る の は神経細胞 で あ る 。 す なわ ちこ の 神経細胞 は幾度 も見た ように
， 外 界刺

激 にた い して神経回路を変化 させ た り，有機化学物質 を産出す る こ とに よ り，神経細 胞の は た

らきを よ り適応的 に して い くの で ある 。

　 た とえ ば血 液の コ レ ス テ ロ ール 値が 上 昇す る場合 の こ とを考 え て み よ う。
コ レ ス テ ロ

ー
ル 値

が上昇す る 主原 因は
， 食 生活に ある と い うの が定説 で あ る 。

一
部遺伝的に コ レ ス テ ロ ール 値 が

高 くな りや す い 器質 の 場 合もあ るが，多 くは 摂取食物 の な かみ に よる の で あ る 。
こ の よ うに コ

レ ス テ ロ
ー

ル 値が 摂取食物に よ っ て 上 下 する こ とは
，

い つ に 外界条件に よ っ て 人 間 の 血液構成

内容が 変化 し
， 強 い て は コ レ ス テ ロ

ー
ル 値の 高 さが 臓器 に悪影響 を与 える の で ある 。 こ の よ う

に 入間の 身体 機能 を考える と物 質的な条件 で ある食物や外界刺激等 に よ り，入 間は身体機 能が

変化 して い くの であ る 。 そ の 変化の 内容は，た とえば コ レ ス テ ロ
ー

ル 値の 上 昇に よる血管 や臓

器へ の 悪影響 と同時 に
，

また人間身体諸機能 は外的条件変化 に 適応的 に合致で きる よ うに 身体

機能 を改善 させ て い くとい う二 面性 を持 っ て い る の で あ る 。 そ の 典型が脳神経細胞の 可塑性 で

ある。一度で きあが っ た脳神経細胞は 固定的な もの で はな く，絶 えざる外界変化 に よる外 界刺

激に た い して ，脳神経細胞 自身が変化 した り，また神経細胞 ネ ッ トワ
ー

ク を再構築 した りして，

外界適応性 を確保 して い っ て い る の で ある 。 神経細胞 は入力信号が ない と こ ろ で は
，

は た らか

な い の で ある 。 そ して入 力信号が ある と こ ろで は興奮性 と抑制性 とい うプラ ス とマ イ ナ ス 作用

とが神経細胞 に与 え られ る の で ある 。 外界情報が刺激が強 く， 行動 を迅速 に しな けれ ば な らな

い ときに は
， 入力信号は興奮性 を伝え ， 神経細胞が 興奮 し ， 運動部位に大 きく伝え られ る の で

ある 。 逆 に外 界情報が弱 く， 安静 を求 め る と きに は抑制性が入力信 号化 され
， 神経細 胞 もまた

抑制物質を産出 し て 筋肉活動が抑制 され る
。

こ の よ うに 人 間は 外界条件 の 変化に うま く適 合で

きる よ うに
， 神経細胞の は たら きを コ ン トロ

ー
ル し て い る の で あ る 。

　神経細胞 に おける可塑性 に つ い て ，もう少 し考えて み よう 。 神経細 胞の 可塑性 と い うの は，

神経細胞 ど うしを結合 させ る役割 を担 うシ ナ プ ス の はた ら きに 大 きく依存する 。 すな わ ち シナ

プス の 興奮性 と抑 制性 の は た らきに よ り 「可 塑的変化 が誘導 され る」
LS／

と考え られ る 。 つ ま り
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シナ プ ス 自身が ，外界刺激の 強弱に応 じて興奮性と抑制性物質を産出する こ とに よ り，神経細

胞 ど う しの 繋が りを調節 して い る もの と考え られ る の で ある 。 つ まり外界刺激 に敏感 に まず シ

ナ プ ス が 反応 し，プラ ス とマ イ ナス の 調整物 質を放 出す る こ とに よ り，
また次段階 と して神経

細胞 ど うしが ネ ッ トワ
ー

ク作用 を調節す る こ とに よ り， 外界刺激に たい して 柔軟に対応 で きる

の で あ る 。 また 「単調で持続的な情報 で は神経活動が低下する轡 の で ある 。

　 人間 とい う生 命体の 統制的役割を担 っ て い る の が神経細胞で ある 。 こ の 神経細胞の はた らき

と して は第
一

に ，外界刺激情報の 伝達，第二 に意識の 形成 とその 言語 へ の 発現で ある 。 そ して

第
一

の 伝達作用 に つ い て は伝達物質 の 産出が行 わ れ，第二 の 言語形成作用の もととなる意識形

成作用 に つ い て は，意識形成物質の 産出が 行われ る の で ある 。
つ まり外界刺激情報が まずあ っ

て
， 次 に 刺激 を受けて神経細胞が活性化す る 。 次 に 神経細胞物 質代 謝 ・神経細胞物 質転化が行

われ て意識が形成 される の であ る 。 そ して感覚や意識や ，意識の 現実型で ある言語が 外界の 像

で ある と い うこ との 意味は ，こ の 物 質過程 で 明 らか な よ うに物 質代謝 ・物質転化の 過程 と して

意 識形成過程 をとらえる べ きなの で ある 。 こ の こ とは上 述 の よ うに感覚や 意識 が発生する過 程

を辿 れ ば わ か る よ うに ，極め て物質的な過 程で あ る
。 従 っ て 人間の 感覚，意識 や意識 の 現実型

で ある 言語 もまた外界 の 像 ， 外界の 模写で ある とい うこ と の なか み は
， 人間の 神経細胞 の はた

らきに よる外界の像 ，外界 の 模写 と い う物 質的 な模写過程 なの で ある 。 こ の 像 ・模写は当然 に

も階層 的 ・重層的なもの で あ り，そ こ にお い て意識や言語が 発生 して い くの で あ る 。 神経細 胞

の は た ら きが階層的 ・重 層的で あ る こ との 意味 は次の こ と で ある 。
つ ま り外界刺激 を受け取 る

感 覚器 官か らの イ ン パ ル ス が
， 脳幹の 網様体 に 送 り出 される 。 こ れに よ っ て 大脳皮質の 神経細

胞の 活動が賦活 され る の で ある が ， 刺激 を受け取 っ た大脳皮質は今度 は神経細胞自身の 組 み 合

わせ 変化 と，新た な有機化学物 質の 産出に よ り，創造的意識 と言語活動を形成する とい うこ と

な の で ある 。

　 次 に 神経 回路形成の 大 きな枠組み は
， 遺伝的に 決め られて い る 。 た とえば視覚の 神経回路が

光 にた い して 反応す る とか ，動態 に反応す る とかの 大 きな枠組み が決め られて い る 。 しか し入

間は，これ を事後に修正 して い く余地 を持 っ て い る 。
つ ま り視覚 を強化 した り，特 に 動態視力

を鋭 くする等 の こ とは，の ちの 訓練 に よ っ て 達成 される こ となの で ある 。
つ ま り視覚神経 回路

に例 を と る ならば
， 神経 回路 は成長 ・

変化する 。 そ して そ の 成長 ・変化 の もと は外界刺激 に た

い し て 脳内 に お い て新た な物 質 （特 に 蛋 自質）が形成 され る こ とに よ り，よ り刺激受容体系 を

深 く，確実 な もの に して い くと考 え られ る の で ある 。

　 外界刺激 に た い して脳神経細胞 が階層的 なは た らきを行い ，意識 を産 み出す過程 は脳科学に

お い て証明 され つ つ ある 。 す なわ ち，前頭連合野 にお ける 「ワ
ー

キ ン グ ・メ モ リ」 と い う高次

認知機能で ある 。 ワ ーキ ン グ ・メ モ リは 「行動 や決断 に必要な情報 を
一

時的 に保管 しつ つ 操作

し，行動や 決断など を導 く認知機能で あ り……こ の ワ
ー

キ ン グ ・メ モ リが ［前頭連合野］の 46

野 の 各機能 を モ ジ ュ
ール （コ ラ ム ）内で は

，
ワ ーキ ン グ ・メ モ リ の

一
連の 過程 （情報の 受容 ， 保

持 ・操作，出力）が層状 に処理 され，
一連 の 統合過程 が進行す る 押 の で ある 。つ ま り脳神経細

胞は 写真機 の よ うに単純 な外界模 写 を行 うの で は な い 。 外界刺激 を言 わ ば消化吸収 して 階層

的 ・重層的 に外界情報を処理 して ，新たな判断を産み 出 し，新たな行動 に結び付け て言語を産

み 出 して い くこ とが わか る の で あ る 。 しか もこ の 脳神経細胞柱状構造 （コ ラ ム ）が形成 され る

メ カ ニ ズ ム と して は，二 つ の 対立仮説 が提案 され て きた 。 「
一

つ は ニ ュ
ー

ロ ン 間の 神経結合を
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規定す る標的認 識機構 に 基 づ い て先天的に 作 り出 され た とする もの で あ り，もう
一

つ は外的な

感覚刺激な どに由来す る ニ ュ
ー

ロ ン の 神経活動 を介 して 後天 的に作 り出 される とす る もの で あ

る 。 長年に わ た る生 理学 的な実験結果 は後者の 説 を支持 し」
〔11）

， 外界刺激 に よ り人間生体 が神

経網にお い て も受容変化 して い っ て い る こ とが わか る の であ る 。 で は こ の神経細胞の はた ら き

が階層的で ある こ と の 理由は何 か ？　 それは次の ように考える こ とがで きる の で ある 。

　  外界情報 を細か くモ ジ ュ
ール 毎に分 け て ，詳細 に分析 す る た め で ある

。 すな わ ち写

　　真機の よ うな単純な模写 とは違 っ て
，

モ ジ ュ
ール 毎に 細か く外界情報刺激 を分析する た め

　　で ある 。

　  外界情報 をモ ジ ュ
ール 毎 に細か く分析 し

， 次 に その 外界情報 を綜合的 に 組み立 て て
， 綜

　　合判断が で きる ようにする ためで ある。

　個々 の 神経細胞が取 り扱える情報量 に は限 りが あるが ，しか し外界情報 を脳 が綜合判断 して

い る とい うこ とは ， 情報処理 に関連す る分野 の 神経細胞全体の ネ ッ トワ
ー

ク の は た らきで
， 神

経細胞周 囲ある い は 領野全体 の 活動状況が入力 され ，そ れ を反映 した 出力が な され る と考 えら

れ る の で ある 。
つ ま り個 々 の 神経細胞 の はた ら きは小 さい が

，
し か し神経細胞 自身ネ ッ トワ ー

クを志向する と同時 に，連絡伝達物 質 を生産 し ， 外界情報 をよ り的確に ，よ り綜合的 に把握 し，

出力に反映 させ よ うと して い る こ とが わか るので ある 。
こ の ように脳 の 活動は，階層的で ある

と同時 に ダイナ ミ ッ クな もの で あ り，それ は い つ に 変動 して や まぬ 自然界 の なか で 今 まで 生存

して きた人間の 歴史の 総決算の 積み重 ねで あ り， また変動 してや まぬ 外界情報 を言わ ば消化吸

収して きた脳 の 発達過程 に起因す る もの な の で ある 。 さら に言語構成 を含む脳 神経細胞の 綜合

判断に つ い て 言え ば，綜合判断を行 うもとは個 々 の 信号入力で あるが
，
そ れ が組 み合 わ され て ，

ある
一

つ の 判断 を脳 が行 うた め に は 「常 に 全 体の 情報 と局所 の 情報 が うま くか み 合 っ て 押 い

る こ とが必要 で ある 。 そ の た め に は，脳 の 判 断領野 に 過去 の 判断材料 デ
ー

タが蓄積 されて お り，

入 力信号が そ の デ
ー

タ と照合作業 を行 っ て い る こ とが予 想 され る の で ある 。 そ して ある局 所 に

かか わ る情報が全 体 レベ ル に引 き上 げ られ る際に は，神経細胞 ど うしの ネ ッ トワ
ー

ク機構が 大

きくは た ら くもの と考え られ る 。 こ の ネ ッ トワ ー
ク機構作用は

， 幾度 も幾度 も外界情報 を処理

して きたた び に，外界状況 に た い して 柔 軟 に
，

か つ 原則的 に，は た ら くこ とが で きる よ うに な

っ た と考え られ る の で ある 。 た とえば網膜で ある 。 網膜 も層構造をな し て い て ，階層的 に視覚

情報処理 を行 っ て い るこ とも明 らか に な っ て 来て い る 。 これ は視覚受容体が 写真機 の よ うな単

純な模写を行 うの で はな く，外界視覚情報 を多角的 に処理 で きる機能 をすで に備えて い る こ と

を示 して い る の で あ る 。 そ の こ と の 第
一

の 原 因は ，外界か ら の 視覚情報が多彩な こ とが挙げら

れ る 。 光ス ペ ク トル
ー

つ を とっ て み て も ， 光の 三原色の み ならず その 他 の 光ス ペ ク トル を読み

取る視細胞が 当然 に も発達する の で ある 。 第二 に，光の 明 暗に も視細胞が 対応す る ため で あ る 。

光の 明暗 も段階があ り，
こ の 光 の 微妙 な明暗 に も視細胞が対応 し て い る た め な の で ある 。

　言語機能にお い て も同様で ある
。 過去 の 言語文法 と語彙は ，脳 の 言語領野 に蓄積 ， 保管 され ，

言わ ば精巧 な辞書の 形で 保存され て い る 。 、そ し て外界刺激 を受け取 っ た脳 の 言語領野 は
，

そ の

外界事態 に適切に 対応す る べ き言語文法構造 と言語 組立図 をまず照合 し， 該当がな い 場合 で も

外界事態 に近 い 状態にあ る と こ ろ の 言わ ば辞書を検索 し，適切 な言語表現 を行うの で あ る 。
こ

の よ うに して人 間の 言語領野は ，外界世界の 新た な情報 を得る度 に言わ ば辞書 を更新 し ， 語彙

を豊富 に し て い き，新た な事態 に た い して 入間が適切 に行動で きる言語活動 を と り行 うこ とが
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で きる の で ある 。
こ の よ うに人間 の 脳の 言語領野 は新た な外界刺激 を受ける 度に整備 され，よ

り検索 しや す く，
よ り適切 な言語表現 を とれ る よ うに 文法的に も洗練 され

， 意味論か ら言 っ て

も適切 な表現がで きる ように 日 々 内容 を充実 させて い っ て い る の で ある。

　 「脳 ・神経 系の 有する高次機能 は
， 脳 ・神経系 を構成する細胞群の 多様性 と，多様 な細胞 間

の ネ ッ トワ
ー

ク形成 を含 む相互 作用 に依存ゴ
ゆ
す る の で あ る 。

つ ま り外界刺激情報を受けて意

識 と書語 とを産出す る脳細胞は
， 多様 な外界情報 に対応 して

， その 情報 を受けるた め の 視覚 ・

聴覚 ・嗅覚 ・触覚等の あ らゆ る感覚器官の はた らきを備えて い る 。 さ らに また多様な情報を分

析 ・評価す る に は
， 多様 な情報処理機能を脳細胞が有 して い る こ とが前提条件 なの で ある 。 こ

の ため ，脳細胞 自身お よび脳細胞の ネ ッ トワ
ー

クが 階層的とな り，高次機能を有し ， そ の 諸機

能 の 発達 の なかか ら意識が 産出され て い っ て い る の で ある 。 神経細胞の 発生起 源を辿 る と 「神

経細胞 の 親細胞で ある 増殖前駆細胞は 等価で あ っ て
， そ こ か ら出て 来た神経細胞 ， あ る い は 神

経 芽細 胞が 周 りの 環境に応 じて そ の 形質 を決定 して い く押 こ とが 明 らか に な っ て きて い る 。

次 に 「前駆細胞 自身が その 分布する部位に 応 じて
， ある い は時期 的に 異 な っ た 形質を もっ て お

り，そ こ か ら生 まれ る ニ ュ
ー

ロ ン は ，い わ ゆ る 内在的 に決定 され た特異的形質 を発現する ……

こ の 二 つ の メ カ ニ ズ ム は発生 過程 で 巧 み に 使 い 分 け られ て い る よ う」
iSS

な の で あ る 。 す な わ ち

神経細胞 は
， その 発生起源か ら外界環境の 変化 に対応 して

， 周 りの 環境 に応 じ て その 形質 を形

成 して い き ， 外界環境変化 に 生体 と して 対応 で きる よ うに準備 を して い っ て い る こ とが わ か る

の で ある 。

　 い ま ま で 見て きた よ うに外界刺激の 受容 と，意識の 形成の も と とな る神経細胞の は た らき に

つ い て は
， 神経細胞が 言わ ば本能の ままに 動 き ， 成長す る の で は な く， 外界刺激 を的確 に感受

し，的確に そ の 刺激 にた い して 対応行動 をとる こ とが明 らか に され て い る の で ある 。 そ して こ

の 行動原則 は
， すで に神経細胞 を司 る DNA の 段階で遺伝情報 と して書 き込 まれて い る の で あ

るが ， しか しなが ら ど うして も環境 に順応 して い か ざる を得な い 状況の もと で 遺伝情報 自身が

変化 し て い くこ とに よ り， 後天 的 に変化 して い くもの な の で ある 。 神経細胞が 「感知 し た外界

情報は直接 的に ［神経細胞 の ］成長 円錐の 形態や運動 の 変化 に転換 され る場合 が多い 。 成長円

錐は神経突起の 伸展経路 を選択 ・決定する場で あ り，外界情報に 応 じて 成長 円錐の 形 態や 運動

の 変化 を引 き起 こ させ る よ うな細胞内情報伝達機構が成長円錐内に 局在 して い る」
lta

の で ある 。

5． 言 語反映論の原点に立 ち還 っ て

　もう
一
度こ こ で 言語反映論原 点 に立 ち還 っ て み よ う。

　第
一

に 言 える こ とは 言語反映論が単純 な外界模写論で は な い とい うこ とで ある 。 それ は外界

を反映す る脳細胞の 発 生起源 をい ままで見 て きた よ うに，脳細胞 自身が フ ィ ル ム に写 し取 る 写

真機 とは違 っ て 可塑的な もの で あ り，
また脳細胞 ど うしの 繋が りの ネ ッ トワ

ー
クが ，階層 的で

あるため なので ある 。 脳細胞自身が幾層に も分かれて い て ，外界の あ らゆる刺激に た い して柔

軟 に対応で きる ように，もともと設計 されて い る の で ある 。
つ まり写真機の 感光フ ィ ル ム の よ

うに単純に外界 を写 し取る装置で はな く， 外界刺激 をその まま受け入 れ る単純な装置で は な く

て
， その 後 の 判断や行動 に結 び付 い て い く

一
連 の 過程 をあ らか じめ予測 して い るた め に

， 写真

機 の ように単純 な フ ィ ル ム 装 置 とは 違 っ て く る の で ある
。

こ の こ とは 何 を意味す る の か 。 そ れ
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は 第
一

に ，外界か ら の 各種情報の 刺激に た い して，まず人間生 体 と して生 きて い くため に，言

わ ば ア ン テナ で ある 感覚器官を張 り巡 らせ て い る の で ある 。 生体 と して 危険 な目に会 わ な く，

また食糧 を求 め て い く行動 を とれ る よ うに
，

た とえば危険で ある とい う外界情報 を素早 くキ ャ

ッ チ し ， 分析 ・評価 して
， 危険を回避 した り， また 食糧が ある と こ ろ を察知する能力を身に つ

けて きた の で ある 。 第二 に 人間は
，

生体 と して 意識的に 外界に は た ら きか けて い くなか で
， 自

己 の 身体や精神 を鍛 えて きた の で ある 。 従 っ て こ の 過程 で 脳細胞 は，意識 を強 く産み 出 し，言

語 を産み 出 し
，

よ り的確 な行動が とれ る よ うに な っ て い っ た の で ある 。 次 に 意識 が
， 脳神経 細

胞の 綜合 的なはた らきにお い て 産出 され る こ とで あ る 。 そ れ は脳細胞の 組 み合わ せ に よる し，

また脳細胞 自身が
， 有機化学物質 と して の 言わ ば 「意識物質」 を産出する こ とが考 え られ る の

で ある 。 すな わち意識 ， 言語は外界事物 の 写 し ， 反 映なの で ある 。

　こ の こ との 脳科学 に お ける意味 は，外界事物が脳 細胞 に反映 され て
， 脳細胞が外界事物 を反

映 し て 意識や言語が 発生す る と い うこ とな の で ある 。 そ し て こ の 意識や言語発生過程 は
， 外界

刺激信号 が わ れわ れ の 脳 細胞内 で 物質代謝 され る こ とに よ り反 映 され ，「意識物質」が 産 出 さ

れ る と考 え られ る の で あ る 。
つ ま り意識や 言語 は，特定の 仕方で 組織 され た脳神経細胞 自身 と

その ネ ッ トワ
ー

クに よ り産 出される もの なの で ある 。 そ して 人間意識や言語が創造 的で あ り得

る の は ，こ の 物質代謝過程にお い て い ままで とは違 っ た信号組み合わせ が外界刺激 に よ り発生

す る こ と に起 因する 。 すな わ ち外界 を変えた い とす る人間の 具体 的な行動 ， 詩や音楽 を産 み 出

した い とす る 具体的な人間の 行動 とな っ て 表出す る の で ある 。

　外界刺激が 意識お よ び言語 に物質代謝し，転化 され る 過程を見る と，そ の 基本設計は 複写
一

一 もし くは適当な用 語 とす れ ば翻 訳 　　な の で はな い か と考 えられ る の で あ る 。 外界刺激 が感

覚器官 に よ っ て受け取 られ電気信号化 され る第
一

の 過程は複写 ・翻訳 な の で あ る 。 次 に 脳細胞

に その 感覚器官か らの 電気信号が伝 え られ，脳細胞 はそ こ で も複写 ・翻訳 を行 う 。 こ れは複雑

な外界刺激で あれ ばある ほ ど， 幾重に も， 何回 に も分けて複写 ・翻訳が行われ ，最初の 情報電

気信号が こ の 複写 ・翻訳 の 過程で ，意識や言語に 近 い もの へ と作 り変 えられ て い く。 転化 して

い くも の と考 えられ る の で ある 。

　か りに 「意識物質」が脳 内で 産出 される とする と次 の こ とが考え られ る の で ある 。

　  意識が物質の はた ら きに よる こ と 。

　  その 「意識物 質」の 産出 は
， 外界刺激 に よ っ て 行わ れ る こ と 。

　  「意 識物 質」の 産 出 は，反 映作用 の 結果で あ る の み な らず ，人 間意 識の 創造 性領域

　　に，当然 に も踏み込 む性質の もの で ある こ と 。 従 っ て意識や 言語の 創造性 もまた外界刺激

　　 に深 く依存 して い る とい うこ となの で あ る 。

6． 身体 と意識 と言語 との 関係

　い ま ま で 見て来た ように意識 は，物質の 最高産物で あ る脳髄の 物 質的産物で あ り，それ ゆえ

に意識 は実在的な もの なの であ る 。 従 っ て 意識の 現実型で ある言語 の 脳内にお ける は たら きも

また実在 的な も の な の で ある 。 こ の こ とか ら当然に も，意識 は物 質の 動 きを反映 し，模写す る

こ とが そ の 物 質的性質に よ りで きる の で ある 。 す なわ ち意識 は
， 客観的実在が 反映 され た像

（Bild）な の で ある 。 意識は その 物質的 なは た ら き の ゆえに
， その 物 質的な生 い 立 ちの ゆえに

，
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そ の 出自の ゆえに客観的実在を反映し，模写で きる の で ある 。 言語 もまた然 りなの で ある 。 意

識が発生 し，その 意識が外化 した形で ある言語 もまた客観的外界 を反映する の で ある 。 なぜ な

ら客観的外界 を言語 が反映するか ら こそ，人 間は言語を使用する こ とに よ り，人間生活をス ム

ーズ に行 な い 得て い る の で ある 。 もし言語が現実生活 を反映 しな く， ま っ た くの 観念 の 創造物

で ある と した ら，それ は現実か ら遊離 した仮想 の言語 とな っ て しまうか らな の であ る 。

　す なわ ち意識の 起源 を考えて もこ の こ とは明 白で ある 。 すなわ ち人類 が類人猿か ら進化 して

い く過程の なか で 頭脳活動 を形成 し
， 同時に 言語や意識を形成 して い っ た こ とは明 らか な の で

ある 。 つ ま り意識が最初か らポ ッ ン と独立 して 存在 して い た の で は な く， 人間の か らだ の 発達 ，

なか んず く頭脳の は た らき の 発達 と と もに進化 して い っ た もの な の で ある 。 従 っ て意識は脳髄

の 発達 と軌 を い つ に し
， 人類 の 世代継承 に よ る 脳髄 の 発達 に よ り言語 もまた

， 外的世界 に はた

らきか け て い くこ と に よ り発達 して い っ た の で ある 。

　人間の 意識は身体の 成育 と と も に発達 して きた も の で あ る 。
つ ま り人 間の 脳 を含む 身体 の 発

達は栄養 を摂取 し ， 外 界を走 っ た り歩 い た り， 日々 の 労働 を行 うこ と に よ りまず筋 肉や骨格 を

鍛 えて い っ た 。 そ れ に伴 い
， なか んず く労働 とい う行為に よ り手を使い

， 足 を使い
， 頭脳 を使

うこ と に よ り意識が形成 され
， 労働 に た い す る合 目的的意識が 形成 され て い っ た 。 と同時並 行

に 意識 の 現実型で あ る 言語が発生 し
， 他 の 人 との 協働労働の な か に お い て

，
そ の 言語 は ます ま

す コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン 手段 と し て の 重要性 を増 して い くよ うに な っ た の で ある 。 「労働 の 発達

は必然 的に 社会の 諸成員 を互 い に
一

層 緊密に結び付 ける こ とに寄与した 。 す な わち労働 の 発達

に よ っ て 相互の 援助 ， 共同で 行 う協働の 機会 は よ り頻繁 に な り， 社会成員各個 に と っ て の こ の

よ うな協働の 効用 の 意識は い よ い よ は っ き りとし て きたか らで ある 。 要す る に ， 生成 しつ つ あ

っ た 人間は互 い に何か を話 し合 わ な けれ ば な らな い とこ ろ ま で きた の で ある 。 欲求は そ の ため

の 器 官 を作 り出 した 。

……言語が 労働 の なか か ら，また労働 と と も に 生 まれ た 野 の で ある
。

つ ま り人間 が手足 を使 い
， 外界に 労働 を加えて い くこ と に よ り筋 肉や 骨格が 発達 して い く

一
方

で
， 脳 とい う司令塔か ら外界 に た い す る労働 を合 目的的に 行 うた め の 意識や 言語が 形成 され て

い っ た の で ある 。
こ の 過 程 をみ て もわか る よ うに意識や言語の はた らきは ，そ の 発生か らして

外界刺激 を受けて 作動す る脳 の は た ら き に よる産物 で ある とい う極め て 物質的な もの で ある こ

とが わ か る で あろ う 。 従 っ て 人間 意識 は
， 外界刺激 を受けて 脳 にお い て形成 され る と こ ろ の 極

め て 物 質的 な も の で あ り，ま た そ の こ と に よ り実在的な もの な の で あ る
。

　 意識 は最初か ら与え られ て い た の で は な い の で ある 。 人 類が猿か ら進 化し て い っ た過 程 の な

か で
， 猿 が原型の 身体 と精神 的なもの の はた ら きが形成 され て い っ た の で ある 。 もと もと与 え

られ て い た もの で はな く，身体の 形成 に よ り生命活動が 開始され，生命体として の 生物が こ の

地上 に 出現 して い く過程の なか で
， 人類 の 意識 と言語 とが 形成 され て い っ た の で ある 。 その よ

うに意識 は物質，なか んず く蛋白体の はた らきの 結果，脳髄の 蛋白体の はた らきと し て 産出 さ

れて い る の で ある 。 こ の ゆ え に意識 は外界 を反映で きる と同時に
， 意識 と して 意識 的に 外界に

は た らきか けて い くとい う本性 を有 して い るの であ る。　　　　 ・

　 「脳 とそれに隷属 して い る諸感覚の 発達 ， ます ます明晰 さを増 して い っ た意識 と抽象お よび

推理 の 能力 の 発達は ，労働 と言語 とに ご ん ど は 反作用 し て ，こ の 両者に絶えず新 しい 刺激 を与

えて それ らの よ り
一

層の 発達 を促 した押 の で あ る 。 人類 の 進化 の 過程 上 で 身体が 農耕や 牧畜

や道具製作を行うこ とに よ っ て 変化 して い くと同時に，意識や 言語 もまた合 目的的 に道具製作
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過程や対人関係 の な か で 次第に 発達 して い っ た の で あ る 。 生 活の 変化が 身体 と意識 と言語 とを

形成 し ， 鍛練 して い っ たの で ある。 意識は 一
層合 目的的 とな り， 身体 は一層手足等が発達 し合

理的に動 くよ うに な り，
よ り自然界 に は た ら きか けて い くこ とが で きる ように な っ て い っ た の

で ある
。 人間 の 身体 と意識 と の 関係 を考える 際 に

， デ カ ル ト以 来 の 二 元 論の よ うに 身体 と精神

との はた ら きを どちらが主 な の か わ か らな い ように主張する こ とは
， 身体の 基礎性 と精神の は

たらきの 二 義性 とを逆否定す る もの であ る 。 身体と意識 と の 関係 を述 べ る 際 に は ，前述 した よ

うに 身体 と意識 との 人類学的発生起 源か ら遡 り， 類入猿か ら人類 へ と進化 して い っ た過程で 身

体が今日 の 人類 の 形態 を整 えて い っ た と同時に ，頭脳 もまた進化 して い っ た こ とを把握 しなけ

れ ばならない 。 そ して 頭脳 の 発達 は同時 に 意識 の 発達 を促 し
， 合 目的的な意識が思考 を産み 出

す とと もに，他 方で 言語を産み 出 して い っ たの であ る。

　類人猿か ら人間へ と進化す る過程で
， 身体の 発達が 同時 に脳 の 発達 を促 した

。 すな わ ち手足

を使い ，農耕を行い
，

よ り精巧な道具 を作る こ と に よ り。 道具 を作 る と きに は材料選 び
，

どう

い っ た道具を作るか とい う設計図をあ らか じめ構想する こ と，また実際 に道具 を加工 して い く

際に どん どん工 夫を加 え て い くと い う作業 を通 じて手足が 発達す る と同時に，仕事 を統制す る

脳髄が発達 し て い っ た。こ の 過程 の なかで 道具 を作 る とい う合 目的的 な意識が徐 々 に 明晰 に な

っ て い っ た 。
つ ま り意識の 明晰化であ る 。 目的に向か っ て集中して い く意識， もの を作 り出そ

うとする意識 ， 他の 人 と コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を と ろ うとす る意識が 人 との 交わ りの な か で 芽生

えて い くの で ある 。 脳 の持続的発達 とともに脳 が産 出する 意識が持続的 に発達 して い っ た 。 と

同時に外界刺激を受け取る 感覚器官 も持続的に発達 し，聴覚 ・視覚等 の 感覚器官機能が 改 良さ

れ て い っ た 。 脳 の発達 は意識を明晰化 し，言語 を豊 富 に し，ます ます 人間は 外界や他 の 人 間社

会に はた らきか けて い くこ とが で きる ように な っ た 。 意識 と 「手 と発声器官 と脳 との 協働
一

そ れは各個人 におい て だけで は な く，社会に お い て も行わ れた一
に よ っ て 人間は ます ます複

雑 な作業 を遂行し， ます ます高度な 目標 （Ziel）を設定 して こ れ を達成する とい う能力 をか ちえ

て い っ た響 の で ある 。 意識 は外界刺激 に 反応す る脳髄 活動 の 産物 で あるが ゆ えに ，最初か ら

外界刺激 を受けて その 外界刺激 に 反応 し た形で あ らわれ る 。
つ ま り意識 は外界刺激に 極 め て 敏

感 に反応 し，外界刺激 にた い して 比例 した
一定 の 意識が発生す る の で ある 。 しか も人間の 神経

系や脳髄の はた らきが発達する に つ れ ，意識や 言語 もまた 明確で計画 的 な もの と生成 して い く

の で ある 。

　人 間の 意識の発達の大 きな起源は何で あろ うか ？　 良 く考えて み よ う。 意識内部で の 葛藤 で

あろ うか ？．い やそ うで は な い
。 それ は ど うして も人間社会の 利 害関係や ，自然界か ら受ける

圧倒的な 自然界 の 素晴 らしさか ら人間は発奮 を受 け ， 刺激 を受けて 精神が成長す る の で は な い

だ ろ うか ？　 つ ま り特 に人 間意識 は人 間社会 の こ の 現実の 生 活の なか に惹起す る さ まざまな人

間関係か ら発奮 を受 け ， 刺激を受 け ， 意識を よ り豊 か に実 らせ て い くの で あ る 。
こ の よ うに 考

える と意識自体 の 内面 的な発達 もさる こ となが ら，意識 の 発達 の 起源 は外的な客観的実在性 に

あ る の で ある 。 人間 は人間関係か ら多 くの こ とを学び，精神を豊か に して い くこ とは 日常的に

体験 して い る こ とで ある 。 人 間が 人間の意識 自体 の は た らきで意識 を豊か に して い くこ と は
，

わ れ われ が知 っ て い る こ とだが
， その こ と も意識の は た ら きに外的に は た ら きか ける外的事物

存在，外的社会存在が あるか らなの で ある 。 こ の 客観的実在す なわ ち外的 自然や 人間社 会存在

がなけれ ば
， 意識は刺激 を受ける源泉が な くな り， 意識が成長 して い く源泉も もたな い の で あ
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り，人間言語が発達 して い く基盤 もまた な くなる の で ある
。

　人 間の 意識 は外的 自然や 入間関係か ら刺激 を受 ける こ と に よ っ て成長 して きた 。 そ して その

成長 の なか み は
， 脳神経細胞の はた らきが意識の 形をと り， 文字通 り意識 的に外的 自然や 人 間

関係 に はた ら きか ける こ と に よ っ て 練 り上 げられたもの なの で ある 。 そ して 人間の 言語 もまた

外的 自然には た らきか ける こ とに よ り，対人 間社会には た ら きか ける こ とに よ っ て よ り向上 ・

改善 された もの へ と変化 して い っ た の で ある 。 すなわ ち言 語は外的刺激を受 けて 作動 し
， 言語

を産 み 出す こ とに よ っ て 外的自然に は た らきか け て い っ た 。 そ して そ の は たらきかけに よ る試

行錯誤が 人間の 言語 に実験 と して
， 体験 と して刻み込 ま れる こ とに よ っ て言語は

一
層強靱 な も

の へ と成長 して い っ たの で ある 。意識 もまた同様の こ とで ある 。 意識の 昂揚は外 的世界か らの

刺激 に よ っ て行わ れ，昂揚 した 意識が今度 はふ た たび外的世界 に は た ら きか ける こ とに よ っ て

強 さを増 し， 外 的世界その もの を変化 させ て い くこ とがで きて い る の で あ る 。 「自然科学 も哲

学 も人 間の 活動が そ の 思考に及ぼす影響をこれ まで は まっ た く無視して きた 。 両者は
一

方で は

自然 を
， 他方で は思想 を知 るだ けで ある 。 と こ ろ が人間の 思考 の 最 も本質的で 最 も直接的な基

礎 を なす もの は
， まさ に こ の よ うな人 間 に よ る 自然の 変化 な の で あ っ て

，
た ん な る 自然そ の も

の で はな い 。そ して 人間が 自然 を変化 させ る こ とを習得 して きた度合い に 応 じて ，人 間の 知能

は これ に比例 して成長 して きた 。

……自然主 義的歴史観 は従 っ て
一

面 的で あ り，人間 もまた 自

然 に 反作用 を及ぼ し， 自然 を変化 させ
， 自分 自身の た め に新 しい 生存条件 を作 り出 した押 の

で ある 。

　人類 の 歴 史を辿 る に ，人 間に は他の 動物 とは違 っ て ，また その 違い に よ り他 の 動物 とは際立

っ て 進化の 過 程 を辿 っ た の で あ る 。 その 進化の 大 きな要因は
， 人間が思考能力 を発達 させ て き

た こ とで ある 。 思考 能力 を使 っ て 人間は文 明を産 み出 し，歴 史を作 り上げ て 来た 。 そ して そ の

思考能力はその 生理学的起源か らみて も，人間の 頭脳の物質的産物で あ り，人間はそ の頭脳が

産み 出 した 意識の 物質的反映能力 を使 っ て思考 を深め ，また 自然界や 人間社会 と の 関係 の なか

か ら思考 を使 っ て 真理 を発見 して い き， 思考 を さらに 豊か に して い っ た の で ある 。 と同時 に 意

識の 現実型で ある言語 もまた発達 し，人間 間 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン もまた拡大 されて い くに従

い ，人 間思考は そ の 幅 と広 さ と深 さ と を コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に よ っ て増 して い っ た の で ある 。

こ の よ うに 人間は み ずか らに 備 わ っ て い る 思考能力を使 っ て
， 他の 動物 とは際立 っ て 文明を築

い て 来 た 。 そ して その 思考能力 の なかみ は 第一
に，外界事物 を写 し取 る反映能力 で あ り，第二

にそ の 反映能力とい う基礎 の 上 に創造的行為を外的事物 に加えて い くこ とが で きる とい う能力

で ある 。 つ ま り人間の 思考能力 に は
， 外界 を反映する能力 と同時に

， その 反映能力 を使 っ て 創

造 へ と意識 と言語 とを加工 して い く能力 とが備わ っ て い る の である 。 そ してそ の 創造能力の ゆ

えに ，他の 動物 とは際立 っ て 文明 ・文化 を産み 出すこ とが で きて い る の で ある 。

7． 存在 と思考 との 関係

　思 考と存在，精神 と自然 との 関係 とい う哲学上 の 最高問題 に たい して ，
一
方で は 自然にたい

す る精神 の 根源性 （Ursprtinglichkeit）を主張 した側 は観念論 の 立場 とな っ た 。 代 表的観念論者

は ヘ
ー

ゲ ル で ある 。
へ

一
ゲ ル の 「頭 の なか の 思想 は，現実の 事物や過程の 多か れ少なか れ抽象

的な模写とは考えられなか っ た の で あ っ て，逆 に事物 とそ の 発展の 方がす で に 世界よ りも前 に
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ど こ か に存在 して い た 『理念』の 現実化 された模写に す ぎない ……こ うしてすべ て の もの が逆

立 ち させ られ ，世界 の 現実 の 連関がす っ か りあべ こ べ に され た」
t2°

とエ ンゲル ス は その 著 『反

デ ュ
ー

リ ン グ論』で 述べ る。他方，自然 を根源的な もの とする側は唯物論の 立場で ある 。 そ し

て こ の 中間に は，自然や存在 は実在 するが それは人間に と っ て 不可知 とする折 衷的な不可知論

の 立場がある 。 従っ て こ の 世の 中の 運行 の こ とを自然や社会とい う客観的実在を根源的 とみ る

か ，それ とも精神や思考 と い っ た 社会的な もの を根 源的 とみ る か で 哲学は分 か れた の で ある 。

そ して こ の 対立 を超 えた として，つ ま り自然 と精神 との 対立 を超えた と して ，第三 の フ ァ ク タ

ーとして
，

どちら に もつ か な い
，

た とえ ば主客合一の 思想が罷 り出て い る の で ある 。 こ の 主客

合一
， また 自然 と精神と の 対立 を超越す る と こ ろ の 超越 的世界 の 措定 を行 うもの た ちは結局 の

とこ ろ し っ か りとした客観的実在 とい う立 場 に 立 たな い 折衷的な
， 曖眛論者 たちで ある 。 そ の

典型が論理実証主義者た ちで ある 。 かれ らは客観的実在 と思考 と の 関係を論ずる 際に
， 客観 と

主観との 関係を超 えた と して 論理 的整合 ［生を持 ち出 し，その こ と に よ っ て 客観と主観 と の 関係

を消去 し， その こ と に よ っ て 客観的実在 を否定する の で ある 。 こ の 思考方法 の 源流 は カ ン トの

先験的概念にあ る 。 カ ン トは 一
方で ，客観的実在 の 存在を認め な が ら，他方で物 自体 は不可 知

で ある と して，その 結果 と して 先験性概念で あ る先験 的悟性 ， 純粋理性 を持 ち出 して い る の で

あ る 。 こ の 中間派の 考えは
， それ が ヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン の 論理 実証 主 義 の 立場 で あ ろ う と

，

カ ン トの 純粋理性 の 立場 で あ ろ うと，は た また カ ッ シ ー
ラ の 関数概念 の 立場 で あ ろ うと，答 え

は一
つ である 。すな わ ち客観と主観，物 質と意識 との 関係 に 明確な立 場 を示 し得ず，中間的で

折衷的で 曖昧な概 念世界 を措定 し て しま っ て い る の で ある 。 こ の 第三 の 立場 は
， 唯物論 と観念

論 との 相剋 を超 えた と しなが ら ， 実 は こ っ そ りと主観的観念論の 立場 に立ち，客観的実在性 を

否定 し ， さらに は客観的実在世界 を も関数概念や論理 実証概 念で あ る と して しま うの で ある 。

　そ の 第三 者的立場 は ヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン に あ っ て は 「論理絵」 も しくは 「論理 的整合性 」

の 措定で ある 。 「論理絵」 を描 き
， 論理 的整合性 の 世界が 存在 と思 考 との 関係 を超 えた と こ ろ

に あ り， 存在 も思考 も論理的整合性 を持 ち得 なけれ ば実在 に 適 しな い とする の で ある 。 こ こ で

ヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン の 言 う論理絵が ，現実の 反映で あ り，論理 的整 合性は 自然界が 示す論理

性 の 反映だ とす る の で あれ ば，それ は唯物論で ある 。 しか し， 数式 の うちで の み の 論理的整 合

性 を持 ち出 し， その 整合性の あて は まる もの の み が真で あ り， 存在 に値する とする の は
， 実在

を離脱 し ， 実在か ら遊離 した 観念論 な の で あ る
。 同様 の こ とは

，
カ ッ シ ー

ラ の 関数概念 に もあ

て は まる 。
カ ッ シ ーラ は もの ご との 生起 の 秩序 は

， 関数概念化 で き
， 関数概念化 され得 る もの

が真の 実在 とす る 。 こ れ もまた唯物論 と観念論 と の対 立を超 えた と しなが ら， 実は数 的関数 世

界に こ の 世 の 生 き生 きとしたで きご とを収斂 させ て しまっ て い る 。
こ の 世 の で きご とが 関数化

で き得る の は，で きご とが 関数化 され得 る整合性 と法則性 とを把持 して い るか ら に 他 な らな い

か らな の で ある 。 従 っ て われれれ は もの ご とか ら の 関数的反映とそ れ を言わ なけ れ ばな らな い

こ とな の で ある 。 それ を逆 に 関数概 念化 し て
， 現実の で きご とを観念化 し， 現実 か ら遊離 して

は ならない の で ある 。

　た とえばヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン の よ うに 論理 的図式 を重 んず る論 理実証主義者 た ちに と っ て

は論理的整合性図式 とい う形式を事物に 適用 し よ うとする の で ある
。 ま っ た くの 逆立 ちな の で

ある 。 自然界 と人 聞生 活とい う現実か ら論理 的整合性 と い う原 理 が 導 き出 され る の で あ っ て
，

論理的原理 が 自然界 と人 間の 歴 史 に適用 され る の で は な い の で ある 。「論理 的図式 の 形 式 は ，
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思考が それ 自身の うちか ら取 り出 した り， 導 き出 した りする こ と の で きる もの で は 決 して な く，

他な らぬ 外界か ら取 り出 し，導き出す よ り他は な い の で あ る 。

……原理 は研 究の 出発点 で は な

くて
， それ の 最終の 結論で あ る

。 原理 が自然 と人間の 歴史とに適用 される の で はな くて ，
こ れ

らの もの か ら原理 が抽象 され る の で ある 。 自然 と人間界 とが原理 に の っ とる の で は な く， 原理

はそれ が 自然 と歴 史と に一
致する 限 りで の み 正 しい の で あ る」評

　 しか も唯物論の 反映理 論は，意識が外界事物 を反映す る こ とを主 張す る と同時に ，外 的事物

すべ て を反 映す る に は ，個 々 の 人間 の 頭脳能力の 限界がある こ とをも主 張す る 。 しか し事物 を

反映で きる こ とは間違 い な く，ま るご とは能力の 問題 で 反映で きな い が
，

正 確に反映する作業

の 一
つ

一
つ を通 じて 人類は 事物 の 連関 に接 近 し て い ける とい うこ とを知 る だ けなの で あ る 。

「人 間は
一

方で は世界体系の 総連関をあます とこ ろな く認識 しよ うとするが ，他方で は 人間そ

の もの の 本性 か らして も， また世界体系の 本性か らして も ，
い つ に な っ て もこ の 課題 を完全 に

解決す る こ とはで きな い とい う矛 盾に当面す る 。 しか し こ の 矛盾は，世 界 と人 間 とい う二 つ の

要因の 本性 の うち に ある矛盾 だ とい うだ けで はな い
。 それ は また

一
切 の 知的進歩の 主 要な桿杆

（HaupthebeD で あ っ て
， 日 々 に絶 え間な く人類 の 無限の 進歩的発展 を通 じ て 解決輿 して い く

こ とな の で ある 。

　 「われ わ れ 自身が その
一

部で ある感覚的に知覚で きる こ の物 質的世界が唯
一

の 現実的な もの

で ある 。 われ わ れ の 意識 と思考 は どん なに超感覚的に見え ようと も， ある物 質的 な肉体的な器

官の つ ま り脳髄の 産物 であ る 。 物質は精神の 所産で はな くて ， 精神が そ れ 自身物質の最高の 産

物にす ぎな い の で ある 。
こ れ は もちろ ん 生粋 の 唯物論で あ る」。

°n
そ して こ の こ とが 意味す る こ

とは外界刺激に よ っ て 感覚器官が 電気信号化 され て
， 脳髄 に達す る こ と に よ っ て外界刺激を反

映 して い る とい うこ となの で あ る 。 そ して そ の 外界刺激 を反映 し， 脳髄 の 物 質的なは た らきに

より意識 と言語が発生す る の で ある。すなわ ち外界刺激→感覚器官→脳髄→意識 の 発生→言語

へ の 転化 とい う物質的 プ ロ セ ス な の であ る。 従 っ て外界 の はた ら きは 意識 の 所産で は な くて，

意識が外界 の は た らきの 所産な の で あ る 。 次 に こ の 物 質的 に生産 された意識 は
， 今度は実在的

な意識の はた らきとして ，
ふ た たび出身基盤で ある外界に意識 的にはた らきかけて い くの で あ

る 。 すな わ ち 自分 の 手足 を使い ，脳髄 を使 い ，筋 肉を使 っ て 人 間ら しい 創造的活動を行 っ て い

くの で あ る 。
こ れが 唯物論で 言 うと こ ろ の 反映理 論な の で ある 。 ほ ん の 5分前に 生 まれ た赤ん

坊で さえ，立派 に外界 を知覚 して い る と神経学者 レ ス タ ッ クはそ の 著 『脳 の 人間学』で 言 う。

「乳 児に とっ ては知覚は環境の な か の 特定 の 出来事に 向け られ た探索行動で あ り，対象が新 し

い と探索 は強め られ る 。 生 まれ た と きか ら乳児は見慣れ た もの よ りは 目新 し い もの の 方 を見 よ

うとす る 。 乳児 に環境 に対す る 興味 を持 たせ ，注意 を集中 した状態 を作 り出すに は
， 何 か新 し

い もの を提示 して見せ るだけで 充分で ある 。 静止 した対象 よ りは動 い て い る対象 の 方 を乳児 は

好 むが ， それは た ぶ ん 動 きが多くの 情報 を与 えて くれる か らで あろ う。 同 じ理 由か ら， 乳児 は

通常音 を出 さない もの よ りは，うる さ く音を出 して い る物体を好む」。
悶

人 間 は外界事物刺激 を

生 まれ た 時か ら受け取 っ て い る の で ある 。 しか も記憶過程 に おい て も外界刺 激が基本で あ る 。

「われ わ れ は感覚器 を通 じて入 っ て来る外界の 刺激 に絶えず注意 を向け て い るわけで は な い が ，

感覚入力 は常 に入 っ て くる 。 意識 に の ぼ らない 刺激 は
， きわめ て 短い 期間感覚貯蔵内に留 まる

が ，
一

秒以 内 に消失 して しまう。 外界 か ら の 刺激の 中で 注意の 向け られ た もの は ，短期記憶に

取 り込 まれ，記銘 しやす い よ うに コ ー ド化が行わ れる 。 そ の 情報を繰 り返 しリハ ー
サ ル する と
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情報は 短期記憶か ら長期記憶 へ と転送 され る 。
こ れが 記憶 の 固定 の 過 程 に相当する 。 長期記憶

に 入 っ た 情報 は
， す で に その 人が持 っ て い る知識体系 と結合 され永 く記憶 に留 まる 野 の で あ

る 。

　人聞の 脳髄 は変転 して や まぬ外界事物 を感覚器官の 伝達作用 を通 じて ，反映す るの で ある 。

「異な っ た感覚器官の 受容器は ，異な っ た種類の エ ネル ギ ーに反応す る 。 網膜の 光受容器 は光

に反応 し，鼻の化 学受容器 は空気 中の 分子 に反応 し ， 皮膚の機械受容器 は機械的 な圧力に反応 す

る 。

……ある特 定の情報処理機能は ある特定 の ニ ュ
ーロ ン 群が受 け持 っ て い るが

， その 機能が

使 われ な い 場合 ， そ の ニ ュ
ーロ ン は他 に関連 した機能を担 うよ うに な る ……従 っ て 通 常は左 眼

か らの 入力を受け る ニ ュ
ー

ロ ン が そ の 入力を受けな くな る と
， 右眼か らの 入 力に 反応す る」。

tm

外界事物存在 を人間の感覚器官が中枢神経系 へ 電気信号化 して 伝 える の で ある 。 変転 して やま

ぬ外界事物を写 し取る人間の 脳髄もまた蛋白質を中心 とす る脳 神経細胞 の 組み 合わせ と，その

複合作用 と に よ り正確 に 外界事物の 動 きを写 し取る こ とが で きる の で ある 。 しか も外界事物 を

反 映する 脳髄の は た らきは
， そ の 反映能力とともに脳神経細 胞 の はた ら きに よ り，よ り進展

・

深化 した か た ち で の創 造能力を産み 出すの で ある 。
こ れが はた ら き と して 実在す る人間の 意識

と呼ば れ る もの の は た ら きと言語表出なの で ある 。 脳神経 細胞 は
， そ の 組 み 合 わ せ と学習過程

とに よ り脳細胞 の 組み 合わせ の 仕方 と機能 とを作 り出 し，創造 能力 を産出す る の で ある 。 これ

ら の こ との 源泉は あ くまで も脳 髄 にた い する外界刺激 で あ り，人 間頭脳細胞 は そ の 外界刺激 を

大脳生理 的に 消化吸収 して ，思考能力を産み 出 して い っ て い る の で あ る 。
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