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たどのようた部分を含み，必要に応じて例文を提供することができる．

（2）文章推敲データベース作成

 各種文章のアウトライン項目ごとに，そこで使われる語句とそれに対する言い換え表現とか

らなる辞書の集合である文章推敲データベースを作成する．異なる文章であっても，共通に使

われるアウトライン項目もあろうと考えられる．

（3）推敲システムの作成

 アウトライン・システムに従って文章を書いたならば，その文章の部分がどのアウトライン

項目に属するかを調べて，置き換え表現を文章推敲データベースから検索し，文章の推敲や伸

縮に役立てる．このシステムを作成する．

 例として，手紙文（最長305，最短196），スピーチ（最長349，最短222），説明文（最長3524，

最短2422）を実行した結果を示した．

         品詞の使用率からみた和文体・漢文体の特徴

                   統計数理研究所 村上 征勝・岸野 洋久＊

 鎌倉時代の学術・宗教関係の文章の多くは漢文体で著され，また和文が用いられた文章でも，

ほとんどの場合漢文が併用されている．鎌倉時代の宗教家日蓮（1222年～1282年）の遺文の計

量分析を進める上で解決しておかたければたらない問題の一つに，漢文体・和文体というよう

な異なった文体で書かれた同一人物の文章の間の特徴の異同の問題がある．

 そこで，日蓮遺文を中心とした鎌倉期の文献50編を用いて，漢文体（分析には漢文を読み下

した漢文訓読体を使用）と和文体（一応漢文混合率10％以下の文章を和文体とした）では，普

通名詞，固有名詞，形式名詞，代名詞，数詞，動詞，形容動詞，助詞，接頭語，接尾語，形容

詞，感動詞，助動詞，連体詞，副詞，接続詞の使用率に本質的に差があるかどうかを分析し，和

文体の文献では動詞，形容詞，助動詞といった活用のある語が多く用いられ，漢文訓読体では

普通名詞，代名詞，副詞，接続詞といった活用の無い語が多く用いられているという結果を得

たことを報告した．

       コンピュータ使用によるキェルケゴールの文体の解析

                     大阪教育大学教育学部桝形公也

 キェルケゴールとコンピュータとの結び付きに関しては，一般には奇異た感じを与えるかも

しれたい．しかし，彼自身の思想のスタイルからして，コンピュータを利用して彼の文体研究

を可能にするようた要素がある．その理由をいくつか列挙すれば，次のようたものにたろう．

 キェルケゴールの著作には，本名での著作，仮名での著作，遺稿という三種類のものがある

ということ．それに応じて，彼の作品は，宗教的なものと美的なものというように，大きく二

つに分けられるということ．彼はまた人間の生存領域として三つの実存領域を提起し，それら

の各領域における術語や文体に固有の特質を与え，その伝達の形式に関しても固有のものがな

ければならないとしていること．更に，キリスト者としての語りかけのスタイルの区別として
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