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文学 の統計 的研 究 法 につ い て

安 本 美 典(京 大 ・文)

十九世紀以 来の,め ざま しい 自然科学の発展の影響 をうけて、 文学 や言語 学の

領 域 に お い ても,多 分 に 自然 科 学 的 な研 究 法が,し だ いに さが んに な って き 尤 、

伝 統 的 な 文 学 ・吉語 学 の 研究 者 か ら、 あ る とさ は排 斥 され,ま π あ ると きは 受 け

入 れ ら れ なが らも,こ のよ うな.研究 法 が,さ い き んは,ま すます 盛 んに なっ て き

た よ うに 思 われ る.

自然 科 学 的 と思わ れ る 文 学や 言語 学 の研 究 は,一 方 で は 心理学 と 手を っ 蕉 ぎ,

一 方で は
,言 語 そのも の の 統計 的 性二頂 を明 らか に して い っ7こ.まrc、 そ の 内容 も,

音 韻 統計 、語 彙統計,文 章統 計,読 者調 査 と,多 方 面 にわ か れ てい る.し か し,

研 究 看 の数 は,そ れほ ど多 くは な く、 この よ うな 研究 を♪ 専 門に して い る 人 は,

日本 全体 でも,二 十人 ヒは い な いだ る う.

まず筒 単に、 外 国お よ び 日本 に お いて、 最近 な され プこ、 この よ う蔵研 究を な が

め てみ よ う.

1.波 多 野完 治 氏の 研 究.日 本 に お いて は,波 多 野完 治氏 の 「文 章 心理 学」 を頂

点 と する 一連 の研 究 が あ る・ β 然 科学 者 が 、 一 つの対 象を,科 学 的な 万 法で 分 析

いて行 くの と、 ほ とん ど同 じよ うな 態度 で,文 学 作 品 と い う一 つ の 対象 を秀 析 し、

主 に統 計 的 な
.方法 で整理 を する ・た とえ ば」 谷摘 潤一 郎 氏 の文 章が 長 い とが 、 志

賀 直哉 氏 の 文章 が筒 潔 だ とか い う こ とを,従 釆 は、 た んに 直観 だ け くltlわ れ て来

た の て あ るが,波 多 野 完 治氏 は、 実際 に 文 章の い ろいろ な特 徴 を数量 化 し、 谷 瞬

氏 の文 章 が 長い とす れ ば、 他 の 作家 に くらべ て フ何 倍 ぐら い長い が,志 賀直 哉 氏

の 文章 が 筒 潔だ と すれ ば、 ど こに その 原 因 があ る のか を、 実 際 の デ ー タを も つ て

示 され た.



波多 野 完 治 氏 と同 じ よ うな と ころ に,基 盤 をも っ ブこ研 究に,小 林 英男 氏 の 研 究

が あ る。

2.フ レッ シユ の研 究.ア メ リカの フ レ ッシ ュ(RudlfF!esch)は,文 章 の 「読 み

や す さ 」 に つ い て研究 し7こ.ど の よ うな文 童が 読 み や す いか を,沢 山 の被 験 者 を

つか い,実 験 心 理学 的 に研 究 して い る.そ の結 果は,文 章 が長 い と、読 み に く く

な る.ま た,シ ラブル の 侵い 単語 が多 い と,読 み に く くなる ことを述 べ て い る ・

日本 文 に お い て も,朝 日新 同社 の,堀 川 直義 氏が,日 本 文 の 「読 み やす さ」 に

つい て の,く わ しい研 究 をされ ている.日 本 文 に お い ては,小 説 の文章 は,文 が

短い ほ ど読 み や す いが ノ 新同 の 文 章 では,あ ま り短 い と フ読 み に くくな る こ と蔵

どを,明 ら か に し(お られ る.

3.ジ ・ンフ.の研 究 一+一ア メ リカの ジ ッフ。(Zipf)の 研 究 は,量 的吉 語学 とも いわ れ る

べ さ 内容 を もっ フ二もので あ る.従 来の 言 語 学 は,言 語構 造 の 質的 分 析 を同 題 と し

て来2が,董 的 盲 語学 は,吝 語 の量 的 な 法則牲 を明 らが に して い った一

ジ ツ ア は二,昔 から現在 ま での、 各 国 の 小説 や文 章 の 単語 を発 類 し、使 用 回数 の

多 い もの か ら,順 位を つ け る とク その顕 度 と煩 値 との 積 は,一 定で あ る こ とを 示

した.

っ ま り、

 fr = cons-tan-t

とい う式が な リアこつ こ とを示 しアこ.(f=fre7uence,rは 頻 度 数 の順 笹ranfe).

こ九 は,数 千年 前 の ノ ホ メ 口スの オデ ィッ セ ーで も,現 代 のT.S.エ リオ ッ トの

文章 で もなDフ こつてい る と説 い て いる.

この 研究 ば,つ ぎに のべ るギ ローな ど に影 響 を与 元,斬 新 な 一 連の言 語 統 計 を

生 み だ させ た 。

4.ギ ローの 研究.フ ラ ンス のギ[ユー(Giraud)は 、 ジ ッア な どの 研究を 更 に発 展

させ,あ る 書物 の 中 に含 まれ て い る語 彙 の総 量を 計 算 す る 方法 を,み ちび き出 し

(い る.も

ギロ 一は さ らに,フ ラ ンスの 象徴 詩 人数 人の作 畠 を え らび,ど のよ うな 単語 が

よ く用 い ら九 てい るか 、 語重 の豊 富 さや,主 要 語彙 の反復 度 は ど うか,な どを 綿

密 に しらべ,そ れ ぞれ の 詩人の 特 徴 を,う きぼ りに して い る.

日本 にお い ては,国 宜 国語 研究 所 の,水 谷 静夫 氏 が,ギ ローの 方法の,数 学 的

基礎 しこ,根 本 的 な 反省 を加 充,日 本 語 の書物 に含 ま れ てい る語 彙 の総量 を笹 定 す

る 方 式 を,み ぢ び きだ して い る.



つ ぎ に、 私 自身 の研 究 を,筒 単 にま と め(み よ う.

私 の研 究は,波 多野 完 治 氏 的 な 方法 を,統 計 理 論的 な 面 か ら、 さ らに 数歩,お

しす すめ てみ よ うと した もの で ある.

波 多野 完治 氏の 方 法 は、 榎 重 な考察 と,綿 密 な 実証 とに よ って,う らづ け ら九

て い る の であ るが、 結 局 は 、 大 量 の観 察 と 、 その 結果 の 記 述 と に終 っ て い る.

い わ ゆ る推測 統 計学 的な 考 元 方は,そ の数 学 的 なと りあ つか い の 困難 さの 故か,

文 学 の方 面 では,ま っだ く未 開 拓 の まま で,と り残 され て い る現状 な の で あ る.

私 は,ま ず最 初 に,波 多野 完 治氏 が と りあ げ てお られ る,文 章 を現 定 する さ ま

ざ まな要 素の,統計 的 な牲 廣 を,考 え るこ とか ら始 めて み た.た と えば,「 文の

長 さ 」 「比喩 の使 用度 」 「名 詞 や動詞 の便 用 度 」 などが、 統計 的 に整 理 す る と,

ど のよ うな型 め分 布 に従 うか を 考 え てみ た.

文 の 長 さ

波 多 野 完 治氏 も調 べてお られ るの で あ るが 、 文章 の 長 さ を、 「字数 」 で は か り,

その度 数 分 布 を しらべ てみ ると,ち よ っと、 戸分布 など に似 ブこよ うな形 を して い

る 。 この 分布 型が,理 論 的 に は、 どの よ う な式 で表 わ さ九 る と考 え だ ら よい の 鶴

い ろい ろ 考 えてみ た が,現 在 の ところタ 見 当が っか な い.

そ こで,考 元方 を変 兀,つ ぎ の よ うな方 法 で,文 章 の 長 さを はか る こ とに した.

そM.は,全 菜本 な どで,書 物 の各頁 に含 まれ て い る,句 点 「9」 の数 を数 え,そ

の 句点'の度 数発 布 に つい て考 え る の ぐあ る 。各頁 に 存 在 す る字 数 は,ほ ぼ 一 定 し

て い る.し π献 っ て、 一頁 に 存 圧 する総 字数 を、 句 点 の 数 で割 れ ば,一 つの 句 点

あ た りの 字数,っ ま り一文 章 の 平均 の 字数 が 算 出 され る.そ こで,各 頁 に存 在 す

る 文章 を、 標本 と考 え れ ば 、 「標 本 の平均 値 の分 布 は,正 規 分布 に近 づ く」 とい

うまつ たこくの数学 上の 理 由か ら,各 頁に蒋 在 す る句 点 の数 の分 布 は 、正 規 分 布 に

近 づ く傾 向があ る ので は な か ろ うか 。 。

そ こで ノ実 際に 、志 賀 直 哉 氏の 「暗 夜 行 路 」 と、 有 島武 郎 の、 「或 る 女 」 とを

と りあげ,そ の各 頁に蒋 任 す る句 点 の度 数分 布 を、調 べ てみた 。適合 度 の 検 定 で

は,一 応ノ 正規 分布 とみ な して,さ しつか えな いと い う結 果が 得 られ た.

実 際に は 、一 貢 あアこりの 字数 を,一 頁 あ た りの 句 魚の 数 で割 って、 文 章の Ψ均

この ほ が,フ ラ ンスのGrarumonfの 音韻 の統 計 的な 研究 な どが あ る.



享数 委 算出 す る こと も可能 で あ る が,同 一の全 繁 本 な ど によ って,一 頁 あ た0の

句魚 の 数が,多 い か 少 いかさ えを 調 べ九 ば,文 章 の 長 さが,長 いか短 い がが,わ

か るわ けで あ る ・また,二 人の 作 家 の,文 章 の長 さの 比較 も,句 点 の数 に よ っ て

比較 すれ ば,π 検 定 や 亡検 定 を,用 い る ことが 出 釆 るわ け であ る.

比 喩 の 便 用 度

比 喰 に つ い ては,私 は,直 嚇 と声 瞼 とに つい て 考 え て み た。直 喩 とい うの は 「

… の よ うな 」を用 い た 比輸 であ り
、 声 喩 とい うの は,「 はらは ら」 「ほ ろほる」

な どの擬 態 語 をさ して い る.・

各 頁 に存 在 す る直瞼 や 声瞼 の 数 を数 元メ その震 数 発布 を 考 え てみ る と,そ の 使

用度 が 小 さ いた め,'だ い た い濃 ア ン ソ分布 に近 い牙 布 を してい るよ うぜあ る.適

合農 の検 定 を行 ってみ ても,直 喩 の場 合 も、声 喩 の場 合 も77応 ボ ア ソ ン分 布 と

み疎 して、 さ しつか え ない と い う結 果が え られ フこ.

色 彩 語 の 使 用 度

「赤 」 「青 」f黒 」 「白」 蕉ど,色 彩 に図 しての 吉葉 を,比 瞼 の使用 廣 など と.

同 じ よ うに して,し らべ てみ に・.色 彩 語 の使 用 度 も,か な り小 さ いもの で あ る帆

検 定 を 行 っ てみ ると,ノ だア ン ン分 布 とは いえな い。

色 彩 語は、 人物 描 写 や,精 景描 写に よ く用 い られ 、心 理 描 勾や 、会話 文 のと こ

ろ でぱ,ほ とん ど用 い られ な い ・ま1こf黒 い眼 」 「黒O髪 』 「赤 い唇 」 な ど,作

者 の 眼 が,一 度 已彩 にす え られ る と,た て つづ け に 色彩 語 が あ らわ れる.つ ま 琶

色彩 語 は,か たま つてあ らわ れ る場 合 が 多 いの であ る.そ の た め,そ の 展 数 分 布

の分散 は,平 均値 を は るか に 上 ま わ り、 と うて い ボ ア ン ン分布 とは♪ い 元 な くな

つて くるの で あ る.=の よ ろに 広 い意味 での,作 者 の 連 想 作用 とい った もの を 考

え る と、 自殺現 象 や,特 定 地 域 の伝 柔 病 患者 発 生数 な ど と,伺 題 が い く らか似 て

い る よ うに 思 わ れる.そ こで,色 彩 語 の 分布 に、 ポ リ ヤ ・エゲ ンベ ルガ ー 分 砺 を

あ ては めて み π.そ の結 果 は,ボ ア ソ ン分 布 よ りも,は る か に うま く適 合 する こ

と が、 いえ る ¢ であ る 。

品詞 の使 用度

文 章か ら,「 百字 つつ 」 の標 本 を た くさん抽 出 し,そ の 百字 中 に含 ま 九 てい る～

名 詞 や動 詞 の数 を数 え,そ の 分布 を しらべ てみ る と,正 規 発 布 に近 い.こ れ は,



百 字 中 に含 まれ る品詞 の 数 は,ほ ぼ 一 定 し,名 詞 な どの個 数 も 、大 体 一 定 して い

る た め と思 われ る.

なお,工R、ThomSonな ど は、、1915年 に,す で に,語 の 分 布が,「 ボ ア ソ ン分

布 」に したこが うこ と を,明 らか に して い る.こ の、Thoms。n.な ど の研 究 を,イ ギ

リKの 統 計学 春,6.U.Yuleが 、 壷 から琉 をと りだ す確 率 の 同題 と し て明 示 して か

ら,そ の応 用が な され る よ うに な つた 。

IV

さ て,こ のよ うな、 文 体統 計 の 立場か ら,作 者未 詳の 古 典の作 者や,執 筆 時期

を推 定 す る一助 とす る こ と はで さな い も の で あ ろ うか.

母本 の 文献 学 で は,こ の よ うな 作家 の 文 体の 特 徴 を考 元 る とい う ことは,こ れ

まで,ま だほ とん ど行わ れ て いな い.し が し,外 国の 文献 学 では ,こ の よ うな 文

体 統 計 の 方 法 ε,作 老 の推 定 や,執 筆時 期 の椎 定 に,使 用 され てい る 。 たと え ば,

先 に の べ た ギロ ー は,ラ ン ボオ の一作 品 の、 執 筆時 期 の推 定 を,記 述 統 計的 蕉 立

場 か ら(…ぱ ある が夕 行 つ てい る 、

私 も 、 ぼん の一 つの 試 み にす ぎな いの で ある が,む か しからフ しば しば論 争 の

種 に な っ た,源 氏 物 語 の宇 治 十帖 の儲 しこつい て考 えてみ アこ,方 法 と してば,漁

氏物 語 の 文 章の さまざ ま な特 徴 を数 量化 し,統 計的 に 整理 し,検 定 を 行 つて その

差 を示 す ・ さらにク その 差 を い ろ いろな 面 が ら 考え て み る こと に よ り
,宇 治 十帖

の 作 者が,果 し(他 の 四 十 四帖 と同 じ箋 者,っ まり紫 式部 によっ て書 か れ7こもの

で あ るか ど うか を 考え てみ た.

さて,武 田宗俊 氏 は,源 氏物 語 の成 立 過程 に つ いて、 次 のよ うな説 を た て てお

ら れる ・ 漱 物 語は,現 在 並 ん でい・る順 序 で 簾 され π もの で肱 く
、 仮に 際

上系 」 と名 づ けられ る巻 ぐ が先 〔書 かれ,「 た まか っ ら系 」 と名 づ け ら れ る巻 々

が 後 で壽 かれ た・ つ まりタ 後 で 薯か れた 「たま か つ ら 系」 が,先 に 書 か九 た 「紫

上系 」の 圃 に,や や無理 な が た ち で,挿 入 さ れ ている と いうわ け であ る .

武 田氏 は 、い ろい ろ な 理 由か ら推定 し て,こ の よ うな説 をた てて む られ る の で

あ る が,私 は,コ ン ト 口一ル 的 な 意 味で7こ の 「紫上 系 」 と 「たまか っ ら系 」 と

の 文 体 の比 較 も行 つ てみ た.

ま た,私 は別 に、 宇治 十 帖 を 除 い た他 の 四十 四帖 に つ い てク そ二の 最 初 の 十 帖 涛



こ汎 を仮 にr桐 壷 十帖 」 と名 づ け よ う)と 、 最 後の 十帖(=れ を 仮に「栴 枝 十 帖 」

と名 づ け よ う)と を元 ら び,文 体 統 計 に よる 比較 を 行 っ てみ7こ.こ れ は、 宇治 十

帖 を除 いた 四十 四帖 でも,か な り長篇 なの で、 その 最 初 と最 後 と ζ ぱ,か な りの

執 筆時 期 の 差が 考 え られ る.そ こ で,こ の最 初の 十 帖 と最後 の 十 帖 とを 比較 し て

み るこ とに よ り,執 筆 時 期 の 差が,ど 九 ぐ ら い文体 の 差を 生み だ すか を み てみ よ

らと思 った わ け であ る.

以 上す べ ての調 査の 結 果を まとめ る と,タ のよ う な表 が え られ1こ.

こ の表 の,頁 数,和 歌 の使 用度,直 喩,声 諭 の使 用 廣,心 理 描 零 の数,文 の 長

短,色 彩 語 の 使用 農 など の項 目ぱ ク文 章 の い ろい ろな特 徴 を数量 化 し℃ も ので 、

別 に くわ し く調 査 を行 つ た もの 石 あ る.表 の うちク 斜 線 を 引 いアこもの は,検 定 を

行 っ て 、有 意 の 差 の みら れ なか った も の であ る.ま た,表 中の 数 字は 、/ooか ら

危 険 率 菱 引 い た値 であ る.た とえば 、 宇 治十帖 と他 の 四十 四帖 とでは 、 その 各 巻

の 頁数 の 平均 的 な値 に お いて ♪ 一 パー セ ン ト以 下 の危 険 率 で差 が みられ アこので,

/00一 ノ=ggで)99と 記 してあ る 。 した が って、 表 中の 数 字 は、 夫 き け れば 夫 き

いほ ど,差 の 激 しい こと を禾 して い る.な お'、この 検 定 に ぱ、分 布の 型 の不 明 な

もの が 多か っフこので,す べて ノ ンパ ラメ トリック検 定 を 行 つてい る.ノ ンパ ラ メ

トリ ック検 定 で は、 も し分 布 が 正規 であ るよ うな場 合 は,従 来 の検 定 に くら べ ℃

一般 に 効 率 が 低 い と考 え ら九 るので
、/oパ ー-tzンF以 下 の危 険 率で差 の み ら れ



アこもの は,一 応 表 中 に記 してあ＼い た.

この よ うに して し らべて み る と,宇 治 十 帖 と他 の 四 十四 帖 とで は,が な り文 体

が 異 な つ ている よ う である.検 定 の結 果で ぱ ジ調 べ た.十二項 目の うち,十 項 目に

つ い て差 が み られ て い る.

同』作 家 でも,1こ とえ ば 森 欧 外 な ど では、 初 期 と晩 年 とで は,夫 変交 体 が 異 な

る.「 舞 姫 」と 「寒 山 拾得 」 とを 並べ てみ る と ク その 持 つて いる雰 囲 気 が とて も

違 う.と こ ろが、 志 賀 直哉 氏 で は,そ の 初 期 の作 畠 も後期 の作 品 も,そ れ ほ ど 大

さな 文体 の相 異を 持 ってい な いよ うで ある.「 暗 夜行 路 」 な ど、 その 煎 篇 と後 篇

とて三は,執 筆 時期 に十 年 の へ だ7こりが あ るに も か かわ ら ず♪ 文体 はほ と んど 変 っ

(い な い,読 ん だ感 じが違 わ な い、ば か りで な くク 統計 的 に も差が みと め られ な い

の であ る 。

この よ うに、 作 家 に よ つ て,そ の 文体 の 変 化 に は邊 い、が の る.い ち じ る し く文

体 の変動 しや すい作 家 も あれ ば 、 生涯 を通 じて、 ほ と んど変 化 しな い 人 七あ る.

した が って、 源 氏 物語 にお い ては、 源 氏 物 語 の 場合 しこつい て,そ の 文体 が 変動

しや す い もので あ るか ど う かを 、調 べ てみ 蕉 け れば な ら な い.

その 為 に私 はフ 「紫 上系 」と 「た まか っ ら 系1と の 比較b♪ 「桐 壷 十 帖」 と 丁

権 枝十帖 」との 比較 を行 っ てみ たの で あ る.た と元 ば 、 「桐 壷十 帖 」 と「櫓 枝 十

帖 」 とで は,執 筆時 期 が異 る と考 え られ る ば か ワさな く、題材 もか な り差 が ある.

「桐 壷 十 帖」 は、 「夕顔 」 「若 業 」な ど の巻 を含 む 、 夢多 い少 ・青 年 時代 の 、 は

蔵 やか な 恋 の遍 圧 を描 いた 絢 燗 た る絵 巻 で ある の に対 し,「 栴 枝 十 帖」 は 、 「御

法 」 「幻 」など の巻 に象 徴 され る.暗 い ど δす る こと も出 来 な い人 周的 な 苦悩 を

湛 えた巻 々 で ある 。

この よ5な 題材 や 執筆 時 期 の か な りの 差 然 考 元 られ るに もかかDら ず ノ これ ら

はノ 十 二項 目の うち,わ ず か 三項 目にお い て しか差 は 融 られ な か っフこ.

源氏 物 語 はノ そ九 ほ ど変 化 しな い、文体 で あ るよ うに 思力 れ る 。 それ で は,宇 治

十 帖 と他 の 四十 四帖 との♪ 十項 目に わπ る 大 きな 文体 の差 は、 ど こに そ の原 因が

あ るので あ ろう.

これだ けの調 査か ら♪ 早 急 な結 論 を出 す の は,大 変 危 険 で あ る と思 ろが,あ る

いliR,宇 治 十帖 の作 看 は、 他 の 四 十 四帖 と異 な る ので はな か ろ うか.

な お、 調べ た 十 二頂 目で は,従 来の 叉 体 統 計で フ文 章 の特徴 を示 す もの と して

考 元 ら れ たもの を、 ほ とん ど綱 羅 してい る ・ これ は,現 在 の 段 階 では、 ど の よう



な項 目が,作 看 の推定 に 役 立 ち,ど の よ うな項 目 が役 立 フこな い か,全 く不明 で あ

る.そ れ で,な るべ く項 目を 多 く して 、 全体 的 しこ文 体 が 異 な っ てい るが、 異 つ て

いな い か を 考 え てみアこわ けで あ る.少 く とも,一 項 目か 二項 目だ けで 作者 の 推 定

を行 うの は 、 と て も危 険 な こ と と思 う.い ずれ に し ても 、将来 は,も っ と有 効 な、

妥当牲 の 高 い、方法 が 考 えだ さ れ る こ とと 思 う.

な おノ本 居 宜 長 はノ 源 氏 物 語の 筋 の 欠 け ている と ころ を 補 う つも りでノ 「手枕 」

一巻 を 書い マい る .こ れ は,後 人 が源 氏物 語 の 文体 を まね て,代 作 する 場 合,ど

ん蔵 文 童が 出来 上るか を示 す 意味 で,面 白い研 究材 料 にな る と 思 う.私 は,「 手

枕 」 な どの 分祈 も行 っ てみた が、 た とえ・ぱ、 「手枕」 の 文 童の 平 均の 長 さは,源

氏物 語 の 文章 の 平 均 の長 さの 、 二倍 以 上 も あ る とい う、 途 方 もな い もの で ある.

最後 に,こ の よ うな文 学 ・吉語 学 の研 究 水準 の 向 上 に した献 って,文 学 と統計

学 との,双 方 の 財産が よ り豊 か にな る 日ボ ク ー 日も 早 く来 る こ と を願 って ノ この

筆 をお'きアこい と思'う。
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