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This　key　notc 　speech 　is　to　explain 　a　new 　design　method 　ealled
“Mttn−Environment　System　Dcsign”，

and 　te　propose 　a　design　vision 　for　the　post−industrial　society 　in　the　21st　centUry ，皿le 皿 an ・environment
system 　design　sheuld 　expand 　the　design　process　of 　arti£acts　in　order 　to　include　not 　only 　the　making

process　but　also　the　living　or　breeding　precess，　and 　play　an 　important　role　in　enhancing 　the　quality　of

life　not 　only 　by　making 　individual　artifacts　but　also 　by　improving　the　environmental 　and 　social 　syste 皿

including　dhe　 set　of 　ar しifacts　and 　natural 　objects ．　This　design　vision 　is　also 　proposed　as 　 a 　perspective
from　the　Science　Council 　of 　Japan ．
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1 ，経済の 世 紀 か ら環 境の世 紀 へ

　20世紀 は 、科学技術 の 飛 躍 的発 展 に 伴い 、自動 車、飛 行 機、
電 化製品、コ ン ピ ュ

ータ な どの 驚 くほ どの 科学 的発見や技術

的発 明 が 相次 ぎ、人 類 の 生 活 が 大 き く変 化 し た 時代 で あ る 。

デザイ ン の 観点 か ら特 筆す べ き こ と は、工 業 先 進 国 で は、自

然物中心 の 生 活が 人工 物中心 の 生 活 に 移行 した こ とで ある。
　そ こ で は、多 くの 人 び とが物 質 的 に 恵 ま れ て い る と感 じ る

社会が 構築され て きた が、そ の 反 面、大量に 供給され た 人 工

物が 人び との 欲求を刺激 し、それ に駆動された資本主義経済

の メ カ ニ ズ ム に よ っ て 過 剰 な 人 工 物 生 産 が行 われ 、目常生 活

の あ らゆ る場 面 に人 工 物 が入 り込 む こ とに な っ た 。 そ して、
コ ン ク リ

ー
トの 建 物の 中で 体調 を 崩 し なが らか け 続 けて い

る クーラー、大 気 汚染 を 引き起 こ し、子 どもた ち の 安全 な遊

び場 を奪 う自動 車 、 空 中で ス パ ゲ ッ テ ィの よ うに 絡ま り合 う

電線、大量 の 廃棄物 な ど の 人 工 物 に よ る歪 み が 集 積 し、美 し

い 都市景観や か け が え の な い 地球環境の 破壊 とい っ た 人類

の 未 来 に深 刻 な 影 響 を及 ぼ す 問題 群 が 顕 在 化 して きた の で

ある。
　 21世紀を迎 えて 、わ が 国で は 政治 ・経済 ・社会 の シ ス テ ム

が 至 る とこ ろで 綻び を 見せ る よ うに な り、構 造 改 革 や都 市再

生の 試 み が推進され て い る が、事態 は 改善され て い る とは 思

え な い 。今 日 の 問題 は、単 な る 制 度 改 革 で は解決 で きず、実

は 経済的な豊か さを 追求す る 「工 業社会」 が行 き詰 ま っ て い

る こ との 現 れ と して 理 解す べ き で あ る。すなわ ち、大量 生

産 ・大 量 消費 の 時代 が 終わ り、工 場 も安 価 な労働力 と豊 か な

自然を 求めて 海外 に フ ラ イ トす る こ とか ら、地 方 都市 も巨 大

都市 さえ も荒廃 し始め た の で あ る。
　 こ の よ うに 見て く る と、「経済の 世紀 」 を 主 導 して きた 工

業 社 会 は、大 量採 取 ・大 量廃棄に よ る 自然 環境の 破 壊や 、大

量生 産 ・大量消費に よ る地域文化の 喪失をもた らす こ とか ら、
入間生 活 の 持続可 能性 を維 持 す る こ とが で きな い こ とが わ

か る。こ れ に対 して 、21 世 紀 は、工 業 社 会 で 失 われ た 自然 環

境や文化環境 の 回 復を図る と こ ろ か ら始 め るべ きで あ り、そ

の 意 味 で 「環 境 の 世紀 」 と呼 べ る で あ ろ う。環境 の 世紀を 主

導す る社会は、豊か な生命 と暮 ら し を育む こ とを め ざ して 、
自然 との 共生 や人 間相 互 の 絆 を 大切 に す る社会 で あ り、情

報 ・知識 が重 要 な役割を 果 たす 「知 識 社 会」 で あ る。
　 こ こ で 注 目す べ きは、工 業社会 で は生産機 能 が重 視 され 、
生 活機 能 が そ れ に 追 随 し て き た が、知識 社会 で は 事情が

一
変

す る こ とで あ る。自然 と共 生す る美 しい 景観 を もっ 快適 な 環

境 が 形 成 され る と、そ こ に優 秀 な人 材 が集 ま り、彼 らを求 め

て 情報 ・サー
ビ ス 産業が 押 し寄せ て くる。つ ま り、知 識社会

で は生 活機 能 が都市再 生 の 鍵を 握 る こ と にな る。生 活機 能 を

重 視 した都 市再 生 戦 略 は、地 方 都市 の 都 市再 生 を も可能 に す

る。伝 統 や 文 化 に根 ざした 多様 な都 市再 生 は 、国 際的魅力 の

形成 に もな る か らで あ る
i。

　 こ うして 、環 境 を深 く意 識 す る こ とが、単 に環 境 問題 の 解

決 を 図 るだけ で な く、人 間の 生活 の 場を再 生 し、新た な知識

社会に ふ さわ し い 空間を構想 し て い く重要な契機 となる こ

とが 明 らか に な る
ii
。

2 ，人間 一環 境系の デザ イ ン

人工 物の 総量 が 増大 し、自然環境 と匹敵す る ま で の 人 工環

境が 出現す る と、あ らか じめ意図 して い な か っ た影 響が 至 る

とこ ろ に現 れ 始 め て い る。問題 は、われ わ れ が そ の 影 響 を制

御する方法を手 に し て い ない こ と、すな わ ち、個 々 の 要素は

人 間 の 意 図 に よ っ て っ く られ た も の で あ りな が ら、総 体 と し

て の 人 工 環 境 に対 し て 制御能力をもたない こ とで ある
iil。

　生活 の 質を低下 させ る 問題 の 多 くは、化学物質 に 汚染 され

た シ ッ ク ハ ウス 、自動 車 の 騒 音 に 悩 ま され る住 宅、自然 と遮

断され た建物、多様な生物の 生息 を妨げる コ ン ク リ
ー

トジ ャ

ン グル な どに 見 られ る よ うに 、人 工 物 相 互 の 関係 や 人 工 物 と

人 間
・
環境との 関係 がデザイ ン され て い ない とこ ろ か ら生 じ

て い るの で あ る。した が っ て 、今 日 の デ ザ イ ン の 重 要 な課 題

は 、個々 の 人 工 物 に と どま らず、人 工 物 を め ぐる 諸 関係 をデ

ザイ ン す る こ とで あ り、こ の よ うに拡 張 され たデザイ ン 概念

を 筆者らは 「人 間
一

環 境系 の デ ザ イ ン 」 と呼ぶ
iv
。

　人間
一
環境系の デ ザ イ ン で は、新 た な人 工物 を創 出す るだ

けで な く、「人間 と環境 との 関係 に 変 化 を もた らす 」 こ とに

関心を払 う。こ の よ うにデザイ ン 対象を単体 と し て の 人 工 物

か ら、人 工 物 を要素 と し て 含む 人間
一
環塊系 に シ フ トす る こ

とに よ り、デ ザ イ ン の 営 み は 大 き く拡 張 され る。新 し い も の

を創造す る だ けで な く、既 存の もの を維 持 ・保存 ・再生す る

こ とも、何 もっ く ら な い こ と も、さ らに 既 に あ る もの を撤 去

す る こ と さえ もデザイ ン の 選 択肢 に含 ま れ る。人 間
一

環 境系

の デザイ ン で は、い か にっ く るか とい うだ けで は なく、何 を

つ くる か を 問うこ とが 求 め られ る。
　 人 間一環境 系 の デザ イ ン を探 求 す る に あ た っ て、人 間 と環

境 と の 関係 が 多層 に わ た っ て い る こ とに 留 意 す る 必 要 が あ

る。人 間 は まず 何 よ りも、  自然 環 境 （Natural　Environment）

日本機械学会 〔No．06−5〕Designシ ン ポジウム 2006講演論文集 〔
’06．7．4，5，東京〕
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　　　　　　　　　　図 1　 人 間
一
環境系の 多層性

Craik ，　 K，　H．　and 　Zube，　 E，　H．　（eds ．），Perceiving 　Environmental 　Quality，　 Plenum　Press，
1976，pp ，106−108 の 図 に加筆。

の 中に 生 存 し て お り、次い で 集団 で 生 きる ほ か は な い こ とか

ら、  社会 一文 化環境 （Socio・cultUral　Environmcnt）（対 人 的

環 境）の 中で 暮 ら して い る。そ し て 、多種多様な物理 的機能

を 実現 し、社会
一文 化環境 を 表現す る た め に 、  構築環境

（Built　Environmcnt） （人 工 環 境 ） を 形成 して い る。さ らに最

近 で は、  情報環 境 （lnformation　Environment）が も う
一

つ の

環境 と し て 注 目 され る よ うに な っ て い る。こ の よ うに 、人 間

は 同 時 に 幾つ もの 異 な る レ ベ ル の 環 境 に重 層 的 に 包 まれ て

生 き て い る の で あ る （図 1 ）
v。

　 こ れ らの 環 境は 、学問的 に は 異 な る 領域で 扱われ る。すな

わ ち、  は物理 学
・
化学

・
農学

・生 物学
・生 態 学

・地 球 科学、
  は社 会 学

・心理 学
・
経済学 ・

経営学 ・教育学 ・法 学 ・人類

学 ・言語 学、  は建築学 ・土木工 学 ・都市工 学 ・機械工 学、
  は 情報工 学 ・認知科学 ・情報社会論 な どの 諸領域が 関与 す

る。環境 に 関す る 議 論 が し ば しば食 い 違 うの も、こ うした 環

境の 多義性 に よ る もの で あ る。注 目す べ き は、魅力 的な生活

環 境で は 、自然環境 か ら 人 工 環境 に 至 る 異な る 環境が 相互 に

調和 し て い る 点 で あ る。人 間 はす べ て の 環境 か ら影 響 を受 け

るわ けで あ る か ら、人 間一環 境 系 の デザイ ン で は、多岐 にわ

た るサ イ エ ン ス を横 断す る ア プ ロ
ー

チ が 不 可 欠 となる
vi

。

3 ．人 工 物 設計 ・生 産の た め の デザ イ ン ビジ ョ ン 提言

　第 18 期 日本学術会議の 人工 物設計
・生 産研究連絡委員会

設計工 学専門委員会で は、個々 の 人 工 物 の 設計に と どま らず、
人 工 物 相 互 の 関係 や 人 工 物 と人 間 ・環 境 との 関係 に調 和 を も

た らし、生活の 質を高めて い くこ と をめ ざすポ ス ト工 業化社

会 にふ さわ しい 新 しい デ ザイ ン の あ り方 を、「21 世 紀 にお け

る人 工 物設 計 ・生産の ため の デザイ ン ビ ジ ョ ン 提言」 として

提示 し た。筆者 は、当委員会 の 幹事を務 め、人間
一
環境系の

デ ザ イ ン の 考 え 方 をふ ま え て 、デザイ ン ビ ジ ョ ン 提 言 を と り

ま とめ た。提 言 は次 の 7項 目か らな る
vii。

【提言 1】ポ ス トエ 業化社会で は、デ ザ イ ン 概念の 質的転換

を 図るべ きで あ る。そ こ で は、い か につ く るか とい うこ と と

共 に、何 をっ くる か が問 われ る。
【提 言 2 】優れ た 人 工 物 は 、っ くる こ と （設 計

・生 産 ） と使

うこ と （生活）が 密接に 関連 づ け られ た持 続 的 な プ ロ セ ス か

ら生 み 出 され る。21 世紀 の デザイ ン プ ロ セ ス は、つ く る こ と

か ら育て る こ とへと大きく拡張 して い く必 要が あ る。
【提言 3 】21世紀の デザ イ ン は、個々 の 人 工 物 に と どま らず、

人 工 物や自然物の 集合を含 む環境 ・社会 シ ス テ ム を生 成 し、
生活 の 質を 向上 させ て い く役 割 を果た す べ きで あ る。 そ こ で

は、デ ザ イ ン の 対象 はハ
ードな 事物 か ら ソフ トなサービス を

含 む 環境 ・社 会 シ ス テ ム へ と大 き く拡 大 し て い く。
【提言 4 】今 日 の デザイ ン 問題 は 、非常に 複雑 で 、曖昧 か つ

不 安定 な も の で あ る 。 問題 解決 に 向 けて 、多 種 多 様 な 主 体の

コ ラ ボ レ
ー

シ ョ ン に よ る デザイ ン を積極的 に 推進 し て い く

必 要 が ある。
【提 言 5 】21 世 紀 の デ ザイ ン ビ ジ ョ ン を実 践 す る た め に は、

明 示 化 され て い な い 要 求を 含む 複雑 な条件を扱 うこ とが で

き る高度なデザイ ン 支援シ ス テ ム を積極的に 開発 し、活用 し

て い く必 要が あ る。
【提 言 6 】最終 的 にデ ザ イ ン の 質 を評 価 す るの は ユ

ー
ザ
ー

で

あ り、今後 の デザイ ン は、設 計者 ・生 産者だ けで な く、ユ
ー

ザ
ー

も含め て 考 え る 必 要が あ る。そ の た め に は、デ ザ イ ン 教

育や デ ザ イ ン 倫理 の 普及、適 切 な デ ザ イ ン 情報 の 発 信 な ど を

積 極 的 に推 進 す る必 要 が あ る。
【提 言 7 】デザイ ン 行為の 本質 を探求す る設計 工 学 は 、21

世 紀 の 科学が 求 め る 総合 化の 方 法 を解 明 す る学 術 研 究 の フ

ロ ン テ ィ ア で あ り、そ の 研 究体制 の 整備 を 積極的 に推進すべ

きで ある。

4 ．人 工 物の進 化 を促 す デザ イ ン プロ セ スーつ くる こ とか ら

　　育て る こ と ヘ

　デ ザ イ ン に お い て 、何 を つ くるの か を問 うた め に は、デザ

イ ン プ ロ セ ス を、与 条件 か ら解を導 き 出す ミク ロ なプ ロ セ ス

だ け で な く、与 条件 を問 い 直す と こ ろ か ら始 め て 、つ く られ

た もの が使用 され、そ の 結果 がデ ザ イ ン に フ ィ
ードバ ッ ク さ

れ て い くマ ク ロ な プ ロ セ ス と して 理 解す る必 要 が あ る。
　デザイ ン 方法の 進化 の 段 階 をふ り返 っ て み る と、最初 は使

う人 がつ くる人で もあ り、そ こ か ら作 る人 が 「ク ラ フ トマ ン 」

と して 分 化 し、さ らに近 代以 降の テ ク ノ ロ ジー
の 発展 に 伴 っ

て、つ くる こ とか ら考える こ とが分離 し、考 え る役割 を担 う

「設 計 者 」 とい う職 能 が確 立 して きた こ とが わ か る
viii 。

　 こ こ で注 目す べ きは、設 計者 が特定で き ない 無名 の デザイ

ン に 優 れ た もの が 多い と い う事実で あ る。「図面 に よ る デ ザ

イ ン 」 が成 立す る 以 前 に 作 られ た馬 車 や バ イ オ リン 、町 家や

集 落 の 機 能 的 で 美 しい 造形 を 目の 当た りにす る とき、現 代の

デ ザ イ ン 行 為に 大 き な 問題 が 潜 ん で い る の で は な い か と思

え て くる。こ れ らの デ ザ イ ン は、長 い 時 間 を か け て、実際 に

多 くの 人 び とに使 用 され、環 境に 適応す る よ うに 少 しずつ 進

化を とげた結果 なの で あ る。
　 そ れ に 対 して 、設 計 （生 産 ） 者 と 使用 者 の 立 場 が 分離 し、

一 11 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society of Mechanical Engineers

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Meohanioal 　Engineers

次々 に新 し い もの を生 産 し消費 して い く現代 の 仕組 み で は 、
デザイ ン 行為 の

“
成果

”
（result ） と して の 人工 物 が、実際 の

生 活 世 界 に い か な る
“
帰 結

”
（consequence ） （生 活 様 式 や 都 市

景観 の 変化 な ど）を生ぜ しめて い る か とい う こ とを、デザイ

ン に フ ィ
ードバ ッ ク す る 回 路が 基 本的 に 欠 落 し て い る の で

あ る ix。時 の 経過 と共 に魅力 的 に な るデザイ ン は 、デザイ ン

行 為 の 帰結 をふ ま えた 維 持 ・保 存 ・再 生 ・創 造 とい う 「っ く

る こ と （デザイ ン ・生 産 ）」 と 「使 うこ と （生 活 ）」 とが 融合

し た持続的なプ ロ セ ス か ら生 み 出 され る もの で ある。
　 デ ザ イ ン の 全 体 構 造 は、「生 活一生 産一設 計 の 場 の 連 鎖 」

と し て モ デル 化 され る。「生 活 」 の 場 で は、デザイ ン され た

対 象 （製品 ・建築な ど）は 生活行為 を通 じて 生活 目標 を実現

す る 手 段 とな り、「生 産 」 の 場で は 、デ ザ イ ン 〔図 面 ・模型

な ど）が 生 産 行 為 を通 じて デザ イ ン され た もの をつ く り出 す

手 段 とな り、
「設 計 」 の 場 で は 、 デザイ ン 方法 が デザイ ン 行

為を通 じ て デザイ ン を生成す る手 段 となる。歴史的に は 「生

活」
→ 「生 活

一生 産」
→ 「生 活

一生産 一
設計」 と分化 が進み、

つ く る側 と使 う側 の 立 場 が分 離 して きた の で あ る。

図 2 　デザイ ン の 構造

　 図 の 包摂関係 は、生産者 は生活 の プ ロ セ ス を、設 計者は 生

活 ・生 産 の プ ロ セ ス を理解 して お く必 要が あ る こ と を示 し て

い る。工 業社 会で は こ うした包摂関係 が成 立 して い ない こ と

も多い。最近 の 興 味深 い 動き は、こ れ ら の 分化 し た プ ロ セ ス

を相 互 に 関連 づ け て い く とこ ろに認 め られ る。た とえば、生

活 と 生 産 を結 び つ け る と ＜ Do　it　yourself ＞、生 活 とデザイ

ン を結合す る と く ユ
ー

ザ
ー
参加の デザ イ ン 〉 、デザイ ン と生

産 を重ね 合わ せ る と、C．ア レ グザ ン ダー
の 提唱す る く ア

ー

キ テ ク ト・ビ ル ダー〉 とい う職 能 が 浮 か び 上 が っ て くる。さ

らに 、ユ
ー

ザ
ー

は イ ン ター
ネ ッ トで 自分が デザイ ン し た製品

（T シ ャ ツ 、時計な ど）を発注す る こ と もで きる。
　 こ の よ うな プ ロ セ ス を 通 して 、人 工 物 の デザイ ン は 時の 経

過 と共 に進 化 し て い く。コ ン バ ージ ョ ン に よ る建築空 間 の 再

生、ラ イ フ サ イ ク ル や メ ン テ ナ ン ス を考 慮 した デ ザイ ン 、グ

レ ードア ッ プ を前提 と した 製品 シ リ
ー

ズ の デザイ ン 、幾世代

に もわ た っ て 育ま れ、漸進 的に 成長す る都市景観デ ザ イ ン な

ど は 、時 間を か け て 持 続 的 に 展 開 して い くべ き もの で あ る。
そ こ で は、新 しい もの をつ くるだ け で な く、既 存の もの を育

て て い く こ とが重 要 な意味 を持 っ こ とに な る
X

。

5 ．環境
・
社会シ ス テ ム の デザ イ ンー要素 の デザ イ ン か ら関

　　係の デザ イ ン へ

　人 間一環 境系 の デザイ ン で は、人 工 物 健 築）を単体 と し

て 眺め る こ とを し ない。人 工 物は い っ も周辺 の 自然環境、社

会
一文 化環境 （社 会集 団、歴 史 的 文脈 ）、構 築 環 境 （街 並 み ）、

情報環境 と関連づ け られ て お り、決 して孤立 して は存在 し 得

ない 。人 間 の 生 命 と暮 ら しは、地 域社会の 広 が りの 中で 、歴

史的な連続性 を もっ て 展 開 され る か らで あ る。
　人工 物 が氾濫す る現代社会の 課 題 は 、 要素 と して の 人 工 物

をデ ザ イ ン す るだ け で な く、そ の 人 工 物 を と りま く さま ざま

な 関係 をデザイ ン す る こ とに よ り、豊か な生 命 と暮 ら し を育

む 環 境 ・社会 シ ス テ ム を創造す る こ とで あ る。具体的 に は、

多様 な人 間の 身 体 特性 ・行 動 能 力 に 配 慮す る ユ ニ バ ー
サル デ

ザイ ン 、循 環 型 社 会 の 構 築 を め ざす エ コ ロ ジカ ル デザイ ン 、
環 境 を 構 成す る 諸要 素の ア ン サ ン ブル か らな る 美 し い 眺 め

を形成す る都市景観デ ザ イ ン、質の 高い エ リア を形 成 し管理

し て い くエ リア マ ネ ジ メ ン ト、生 活 文 化 の 豊か さを支 え る 社

会 資本 デザ イ ン 、情 報 ネ ッ トワ
ー

ク を 活 用 して 、新た な人 間

関係や ビ ジネ ス を創出す る e
一デ ザ イ ン な ど、多様 なデザイ

ン が推進 され て い る xi。
　都市 景 観 の よ うに 歴 史性 と総 合性 を備えた もの は 意図的

に作れ る もの で は な く、庭に 咲 く植物や花の よ うに 育て るべ

きもの で あ る。した が っ て 、都市 景 観 デザイ ン の 基本 は、新

しい もの を創 造 す る とい う よ り、先行す る世代か ら受け取 っ

た もの を大 切 に し、痛ん だ と こ ろ は 修復 し、各時 代の 成 果 を

付け加 えて 次の 世代に 渡す こ とで あ る。都市 景 観 デザイ ン は 、

既 に 存在 す る もの を よ く解読 し、そ の 結果 を ふ ま え て 、維

持 ・保 存 ・修 復 ・再 生 ・創造 とい っ た 多様 なデ ザ イ ン の 営み

を展開 して い くこ と に な る。
　 そ こ で 大 切 な こ とは、こ う して 生 成 され る環 境 ・社 会 シ ス

テ ム が魅 力 的で あ るか ど うか とい う点で ある。筆者が 調査 研

究を重 ね て きた 日本 の 伝統的街並み で は 、  有限の 要素 の 組

合せ に よ り多種多様 な景 観 が生 成 され て い る こ と、  街並 み

に は、互 い に類似 しな が ら 、 各 々 が個性 を発 揮で きる よ うな

「類似 と差異 の ネ ッ トワーク 」 が さま ざま な レ ベ ル に 組 み 込

ま れて い る こ と、  それ が社会
・
経済

・
政治

・文 化
・歴 史 ・

技術
・自然 な どの 多様 な文 脈 を映 し 出 し て い る こ とが 分か っ

て い る （図 3 ）。す な わ ち、街 並 み の 構成 要素 は 、相互 に 関

連づ けられ て マ ク ロ な レベ ル に 美的秩序 を創発的 に生 成 し、
そ れ に よ っ て 濃 密 な 意 味 の 生 成 に 関与 して い くの で あ る

’ii。

 
恢

響凋

覊鉢
灘

齢“

図 3　街並み の 景観 （青森県黒石 市〉

　 また、人 ぴ とが多 くの 時 間 を公 共 空 間 で 過 ごす こ と を考 え

れ ば、生活 関連 の 杜会資本 の デザイ ン が 重要で あ る こ とは 明

らかで あ る （魅 力 的 な街 路 や 緑 地 が どれ ほ ど生活 を豊 か に し
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て くれ るか を想 像 して み よ う）。資源 ・エ ネル ギー
や環 境 は

有限 で あ り、そ の 制 約 の も とで 人 び とが豊 か な 生命 活 動を 営

ん で い くた め には、個人 的な利 益 を追求 す るだ け は な く、他

者 へ の 配慮 が 不 可 欠 とな る。利 己 的な行 為の 集積 は社 会 的損

失を 生み、結局 は 自分 に 戻 っ て くる社会的 ジ レ ン マ が 至 る所

に 発 生す る か らで あ る。こ の 意味にお い て 、環境
・
社会シ ス

テ ム の デ ザ イ ン は 、「公 共性」 をふ ま え たパ ブ リ ッ ク デザイ

ン と して 展 開する必 要 が あ る こ と も指摘 し て お きた い 。J．
ハ
ーバ ー

マ ス が 提 起 した公 共 性 の 問題 は 、社会資本の デ ザ イ

ン とい う文脈 で 考える とき、い っ そ う重 要 性 を増す もの と考

え られ る
’iii。

6 ，対 話 に よ るデザイ ン

　デ ザ イ ン 方 法の 研 究は 、1960 年 代 の 高 度 経 済成 長期 に 、価

値観 の 多様 化が 進 み、機能の 複雑化、規模 の 拡大化 、デザイ

ン 対 象 の 広 域化が 要請 され 、一方で は 生 産 の 合理 化 が 求め ら

れ る よ うに なっ た こ とを背 景 と して、経 験 と勘 に た よ っ て い

た デ ザ イ ン 行為を客観的に 体 系 化 す る こ とを め ざ して 始 め

られ た もの で あ る。そ こ で は 、デ ザ イ ナ
ー

は 合理 的 に 思 考す

る とい う暗黙の 仮定の も とに、シ ス テ マ テ ィ ッ グな プ ロ セ ス

モ デ ル や デザ イ ン 手 法が 提 案 され た の で あ る
xiv

。
1970 年代に

入 る と、デ ザ イ ン 問題 は 多次元 的で 複雑 な 様 相 をみ せ 始 め、
デザイ ン 方法 研 究 も大 き な転 換 点 を迎 えた。すな わ ち、  技

術的 合理 性 に 根 ざ し て 問題 解決 を 図 る 「シ ス テ マ テ ィ ッ ク な

デザイ ン 」 に よ っ て は 、現実の 複雑で 不 確実な問 題 に対応 で

きな い こ とが明 らか に され 、  状況か らの 応答や他者か らの

応答に 耳を傾けなが ら柔 軟 にデザイ ン を進 め る 「対 話 に よる

デ ザ イ ン 」 が展開 され る よ うに なっ た の で あ る
XV 。

　 「シ ス テマ テ ィ ッ ク なデ ザイ ン 」 か ら 「対話 に よ るデザイ

ン 」 へ の パ ラ ダイ ム シ フ トを、専 門家 の 実 践的 行為に 注 目 し

て 探求 し た の は D，A．シ ョ
ー

ン で あ る
xvi 。

　 「技 術 的合理 性 」 の 視点 か らみ る と、専 門家の 実 践 は 問題

の 「解決 」 （solving ） の 過 程 で あ る。選択 や決定 とい う問題

は、す で に確立 され た 目的に とっ て最 適 な手 段 を利用 可 能 な

もの の 中か ら選択する こ とに よ っ て 解決され る。しか し、こ

の 問 題 解決 をい く ら強調 して も、問題の 「設 定」 （setting ）

は 無視され て い る。手 段 の 選 択、達成す る 目 的、意思 決 定 と

い う問題 を設定す る過程 が無視 され て い るの で あ る。現 実 世

界 の 実 践 に お い て は 、問題 は 実 践者 に と っ て 所 与 の もの と し

て 出 され て い るわ け で は な い 。当惑 し、手 を焼 く、不 確か な

状況 の 中 か ら問題 を構成 し な けれ ば な らな い 。
　専門 家は、こ の 種 の 不 確か な 状況 が 実践 に と っ て 中心 的だ

とみ なすよ うになっ て き た 。 問題 設 定 は技 術的 な問題解決に

と っ て 必 要条件で あ る が 、そ れ 自体は技 術 的 な問 題 で は な い 。
私 た ち は 問題 を設 定す る とき、状況の 中か ら取 り上 げる もの

を 選 び 、注 意を 向 け る境界 を定 め 、 何 が 誤 っ て い る の か、状

況 を どの 方 向に 変え る 必 要 が ある か に 言及 で き る よ う、問題

に一
貫性 を与 えて い る。問題設定 は、注意を向ける事柄を名

づ け （naming ）、そ の 事 柄 に注 意 向 け る 文 脈 に フ レ ーム を 与

え る （framing） こ とを相互 に行 う
一

つ の 過 程 で あ る。
　不 確 実性 、不安定 性、独 自性、そ し て 価値 の 葛藤 と い う状

況 の 中で 実践者 が 対処 す る 技 法 の 中 心 をな す も の は、「行 為

の 中の 省察」 （reflection −in−action ）とい うプ ロ セ ス で あ る 。 こ

の 「行 為 の 中 の 省察」 の 大 半が 、「驚 き 」 の 経 験 と つ な が っ

て い る。直観的で無 意識 的 な行 為 は 、 予 想 した 結果以上 の も

の を生 み 出 して い な い 時に は 、特 に それ につ い て 考 え よ うと

は しな い。しか し、直観的 な行為が 驚きや喜び、希望や思い

もか け な い こ と へ と導 く とき、私 た ち は行 為 の 中で 省察す る

こ とに よ っ て そ れ に 応 え る。
　デザイ ン とは生 来複 雑 な も の で あ る。 どん な行為 に も不 測

の 事態は 起 こ る もの で 、こ の 予測 不能 性 が デ ザ イ ン の 核 心 的

な性 質な の で あ る。問題 に向 か う とき、デ ザ イ ナ
ー

は ま さに

その 道 を切 り開き続けて い る の で あ り、新 し い 動 き を とる に

した が っ て 、新 しい 見方 と理解 を 築い て い くの で あ る。問題

解決が もた らす新 しい 問題 を得 る こ とに よ っ て 、デザイ ナー

は 自分が 作業 して い る複雑 な問題 の 場 に 対 す る理解を深 め

て い く
xvii

。デ ザ イ ナー
は、使 っ て い る 素材や状況 か ら応答 を

受 け、自分 が デザイ ン した もの を理 解 し、そ の レベ ル で 判断

を 下 す。そ の 際、予 期 し な い も の を発 見 す る 「バ ッ ク トーク」

（back−talk＞に 耳 を傾ける こ とが 大切で ある。「行為 の 中の 省

察」 は驚く とい う経験 と密接に 結び つ い て お り、「状況 との

対 話 」 （conversation 　with 　sitUatien ）を通 し て 創発 的 な デ ザ イ ン

が生 成され る
xviii 。

7 ．コ ラ ボ レ
ーシ ョ ン に よ る創発 的 デ ザ イ ン

　今 日、デザイ ン 問題 は 多次 元 的 で 複雑
・不 安定 な 様相 をみ

せ て い る。自然環 境、社会一文 化 環 境、構 築 環 境、情 報 環 境

な どの 多層 か らな る複雑 な 人間
一
環境系 を デザイ ン す る に

は、横 断領 域 的 な ア プ ロ ーチ が 不 可 欠 で あ り、デ ザ イ ン プ ロ

セ ス は本質的に 多くの 異質な主体 の 「コ ラ ボ レ ー
シ ョ ン 」 に

よ っ て 展開 される こ とに な る。そ こ で は、さま ざま な主体相

互 の 対 話 を促 進 す る こ とに よ り、創 発 的 なデ ザ イ ン を展 開す

る こ とが 課題 となる。また、現 代社会 に は さま ざま な危 機 が

存 在 す る が、そ れ を克 服す る た め に は 、時 に は 敵 と で も手 を

結ばざる を得ず 、そ こ に 競 争 と協調 の ス リ リ ン グ なせ め ぎ合

い が生ま れ、そ れ が 同 時に創造 の 源 泉 とも な る と考 え られ る 。

こ うした 新 し い タ イ プ の デ ザ イ ン プ ロ セ ス の 原 理 を解 明 し

て い く必 要 が あ る 。 こ れ は部分の 総和 を超 え る 全 体を 生成す

る とい う意味で、「非線形 プ ロ セ ス 」 とい っ て よ い
。

　人間の 知性や創造性は、実践 コ ミ ュ ニ テ ィ 及 び それ を取 り

巻 く人 工 物 に 付随す る 集団的な記憶 に大きく起因 し て い る。
創 造 的 な 個 人 は、1 人 だ け孤 立 して 作 業 して い る と考 え られ

て い るが、他者 との 相 互作用 や協調 の 果 た す 役 割 は軽 視 で き

な い。創造的な 活動は 、個人 と そ の 人 が 作業す る世 界 との 関

係 や 、他 の 人 び と との 繋が りか ら生 ま れ る。「社会的イ ン タ

ラ ク シ ョ ン 」 の 基礎 とな るの は 、 文化 の 中 に育 まれ た ツ
ー

ル

や 人 工 物を 用 い て 、人 び とが 他 者 と と もに 考 え、働 き、学ぶ

とい うこ とで あ る 。

　 こ こ で 注 目す べ き論点 の 1 っ は、「分散認知 」（distributed

cognition ） で ある
xi ；。電子 メデ ィ ア が コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン

の 道 具 とな っ て い る 今 日、社会的相 互 作用 に 対す る研究は よ

り重 要 性 を増 し て い る。そ の た め、認 知 科 学 の 関 心 は、「個

人 の 知」 か ら 「社会知」、すなわち 「社会的イ ン タ ラ ク シ ョ

ン 」 や 「コ ミュニ ケー
シ ョ ン 」 を介 し た 知 の あ り方へ急速 に

拡大 しっ っ あ る。そ こ で は、知識 は個 人 の 頭 の 中 だ け に あ る

で は なく、集団、人 工 物、慣習、状況 、環 境な どの 中に 分散

して 存在 して い る の で あ り、そ れ らの 知識 との イ ン タ ラ ク シ

ョ ン を通 して、認 知 が発 展 して い く と考 え る の で あ る 。

　 コ ラ ボ レ
ー

シ ョ ン に よ る デザイ ン に は、異 分 野 の 専門家 に

よ る もの 、ユ
ーザー参加 に よ る もの 、組織 を超 え た 主 体に よ

る もの な ど、多様 なパ ターン が あ り うる が、い ず れ に して も、
知 識 を与 え 合 う こ と に よ っ て 、新 し い 産 業 の 創 出 を促 し、ユ

ーザー
の エ ン パ ワ

ー
メ ン トを図る こ とに よ っ て 、知識社会を

活 性 化 し て い く こ とに な る。ま た、ネ ッ トワ
ー

ク を活 用 し た

コ ラ ボ レ
ー

シ ョ ン は、時空を超 えた 主体 の 協 同作業を 可能 に

して くれ る 方 法で あ り、分野、文化、組織等 が異なる 主 体の

創造的 コ ラボ レ
ー

シ ョ ン に大い に貢 献す る は ず で あ る。
　 コ ラ ボ レ ー

シ ョ ン に よ る創発 的なデザイ ン で は、情報 ・知
識 を共 有 し、活 用 して い く 「ナ レ ッ ジ マ ネ ジ メ ン ト1 とそ の

プ ラ ッ トフ ォ
ー

ム となる 「場 」を導入 す る こ とが重 要 で あ る。
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例 えば、フ ィ ン ラ ン ドの 携帯電話 メ
ーカー

の ノ キ ア の 新社屋

は 、巨大 な ガ ラ ス 張 りの 空 間で 、そ の 内部 は 関連 す る部 門間

の 動 きが視覚的に 伝わ る よ うに なっ て い る。1 階に は船底の

イ メ
ージ を借 りた 1000 人 収容 の カ フ ェ テ リア が あ り、こ こ

が 各 部門、チ ーム 、個 々 人 が 共 生 ・創 発 す るた めの 場 とな っ

て い る
；x
。

8 ，人 間
一
環境系の デザイ ン を支え る設計

・生産 シ ス テ 厶

　地 球 環境時 代 を迎 えて 、素材
・
部品 ・

製品 な どの 生 産 プ ロ

セ ス が 重 要 な デ ザ イ ン の 対 象 と な っ て きた こ とに も注 目 し

て お きた い 。新 しい 人 工 物 の デザイ ン にお い て も、環境 に配

慮 し ない もの は、社会 に受け入 れ られなくな りつ つ ある。分

解 で きず 、環 境 を汚 染 す る 素 材 や 、部 品 を交 換 で き ない 製 品

は売 れ な く な る とい うわ けで あ る。それ だ け環 境 問題 が深 刻

化 し、人 び と の 環境意識 が 高揚 し た とい うべ きで ある。い ま

や LCA （Life　Cycle　Assessment）に基 づ くライ フ サイ クル 設

計を行 うこ とは、デ ザ イ ン の 常 識 にな りっ っ あ る。

　 自動 車 の 場 合、コ ッ ク ピ ッ トや ドア 部 分 な どが 「モ ジ ュ
ー

ル 」 （部品の 複合化） と して 生 産 され、複数 の モ ジ ュ
ー

ル を

組 み 合 わせ て 製 品 を生 産 す る動 き が盛 ん に な り始 め て い る。
モ ジ ュ

ール メーカーが、自動 車 メ
ー

カーの 系 列 を離れ て 自立

的に活 動す る ス
ーパ ー

サプ ライ ヤ
ー

も育ち始 め て い る。
エ レ ク トロ ニ ク ス の 分 野 で も、プ リン ト基 板 を使 用 す る あ ら

ゆ る ハ イ テ ク製 品 （パ ソ コ ン 、携帯 電 話 な ど）を受託 す る 工

場 が 、複数の メ
ー

カ
ー

か ら 同 様の 製 品 を 受注 して 量 産効果を

発揮 し、利 益 を 生 み 出す 「EMS （Eleetronics　 ManufaCturing

Service）」 が 注 目を集 め て い る。
　 建築 の 分 野 で は、「ス ケル トン ・イ ン フ ィ ル 方式 」 が 話題

に なっ て い る。ス ケル トン は建 築 を都市構造 の
一
部 と して 認

識 した時 の 建 築の 骨 格 的 部分 で あ り、100 年 程 度 の 長 寿 命 と

す る。一
方イ ン フ ィ ル は、ス ケル トン の 中に 置 かれ る都市活

動の 器 で あ り、中身 と共 に絶 えず変化 し続ける。ラ イ フ サイ

ク ル の 異 な る 部 分 の 分節化 に よ り、環 境 に 配 慮 し た建 築空 間

が形 成され る 。

　 さらに 、人 間 一環 境 系 の デザイ ン は 、問 題 は 複雑 で あ る こ

とか ら、設計者、生 産者、ユ
ーザーな ど、た い て い 多 くの 主

体 の コ ラボ レ ーシ ョ ン に よ っ て 展 開 され る。 そ こ で は、シ ミ

ュ レ
ー

シ ョ ン 、コ ラボ レ
ー

シ ョ ン 、ナ レ ッ ジマ ネ ジ メ ン トな

どを支援す る高度 の デザイ ン 支援シ ス テ ム が 不可欠で あ る。
な お、人 間一環 境 系 の デ ザ イ ン で は、維 持 （メ ン テ ナ ン ス ）・

保存 （プ リザベ ー
シ ョ ン ）・用途変更 （コ ン バ ージ ョ ン ）・再

生 （リニ ュ
ー

ア ル ）・改修 〔リノ ベ ー
シ ョ ン ）

・
創造 （ク リエ

ー
シ ョ ン ）な ど、多種 多様な行為 が姿 を現 す。こ れ らの デザ

イ ン行為 は、新 し い も の をつ くる よ りも、格段 に複雑なプ ロ

セ ス を必 要 とす る。既存 の も の を対 象 とす る場 合、何 を保 存

し、ど こ を修理 し、新た に 何 を付け加 え る か を判 断 す るに は、
ユ
ーザー

の 考 え 方、社会的規範 な どの ソ フ トな価値判断 が 必

要 とな る か らで あ る。ハ
ードな技 術 も未成熟 で 、利用 で き る

技 術 は 限 られ て い る。い ず れ に して も、環 境 問題 に配 慮 す る

と き、再 生 ・用 途変更 な ど が
一
般化 して い く こ と は 疑 い を入

れ ず、そ れ らを 支援する設計
・生 産 シ ス テ ム を整 備 して い く

こ と も重要 で あ る 。

9 ，デザイン の 教育 ・研 究 ・倫理 をめ ぐっ て

　 知識 社 会 で は、最 終 的 な デ ザ イ ン の 質 を評 価 す る の はユ
ー

ザ
ー

で ある。人 間
一

環 境系 の デザイ ン で は、生活
一

生産
一

設

計 が融合 し た デ ザ イ ン プ ロ セ ス を 展 開 して い か な けれ ば な

ら ない が、そ の プ ロ セ ス に お い て 重 要 な 役 割を 果 た す の は、
ユ
ー

ザ
ー

の 生活 経験や美的セ ン ス 、社会 の 成熟 した 文化 で あ

る。した が っ て 、ユ
ーザー参加 に よ るデザイ ン を制 度的に保

証 した り、子 ど も時代 か らデザイ ン 教育を施 し た り、デ ザ イ

ン の 評 価 に 関 す る情報 を 適切 に 供給す る デ ザ イ ン セ ン ター

の よ うな公 的機関を設置す る こ と に よ り、デザイ ン 教育 を推

進 して い く必 要 が あ る 。 ま た、今 後 の デザイ ン で は 、多 くの

局 面 で 人 び と の 価 値 観 ・世 界 観 が 問 わ れ る は ずで あ り、工 学

倫理、環境倫理、生 命倫理な どを含 む デ ザ イ ン 倫理 の 教 育 に

も力 を注 ぐべ き で あ る。

10 ．デザイ ン ・サ イ エ ンス の 探求

　以上、デ ザ イ ン ビ ジ ョ ン提 言 を も とに 、ポ ス トエ 業化 社会

に お ける 人間
一
環境系の デザイ ン で は、デザイ ン プ ロ セ ス が

つ くる こ とか ら育て る こ とへ と拡 張 し、デザイ ン 対 象 も個 々

の 人 工 物か ら環境 ・社会 シ ス テ ム へ と拡大 して い る こ とを 指

摘 し て きた。
　それ に 伴い 、複 雑 なデ ザ イ ン 問 題 を解 決 す るた め に 、異な

る領域 か ら多 くの 知識 や方法 を導 入 する 必 要が生 じ、デ ザ イ

ン は さま ざま なサ イ エ ン ス と関連 づ け られ る よ うに な っ て

い る。本特集 で 、自然環境か ら人 工 環 境、社 会
一

文 化 環 境 に

至 る多層 に及 ぶ 問 題 を扱 うた め に、生態学、ラ ン ドス ケ
ープ、

地 球 環 境論 、経済学 ・経営学、環境行動学、認知 科学 な ど、

多岐に わ た る サ イ エ ン ス とデ ザ イ ン の 関連 が 探 求 され て い

る の もそ の 現れ とい え る 。

　 ま た、デザイ ン と諸科学 の 関連を問 うだ けで は な く、複雑

で 不 確実 ・不 安定 な問題に 取 り組 む デ ザ イ ン プ ロ セ ス そ の も

の を 対象 と した サ イエ ン ス 、す な わ ち 「デ ザイ ン ・サイ エ ン

ス 」 （Design　Science） を探求す る こ とも、今 日の 重要な課題

と なっ て い る。
　1960年代 に 始 ま っ た デザイ ン 方法 研 究で は、シ ス テ ム エ ン

ジ ニ ア リ ン グ に基づ くプ ロ セ ス モ デル やデザイ ン 手法 が 数

多 く提案 され た が 、1980 年 代 に 入 る と、デ ザ イ ン 対 象 を 人 工

物
一

般に 拡張 し たデ ザ イ ン
・サ イ エ ン ス が提 案 され る よ うに

な っ た。す なわ ち、ノ
ーベ ル 経済学賞を 受 賞 し、人 工 知 能研

究で も著名なサ イモ ン （Simon ，　H ．A ．）が 提唱 した 「人工 物 の

科学」 （The　Sciences　ofthe 　Artificial）
ni
、デザイ ン プ ロ セ ス を

「要 求集合 （機能 ） か ら解集合 （属 性 ） へ の 写働 と して 数

学的 に 定式 化 した 吉川 弘 之 の 「一般設 計学」 （general　design

theory）
mtii、フ ブ カ が 工 学の 視点 か ら展 開 し た 「デ ザ イ ン ・

サ イ エ ン ス 」 の 研 究
xXiii

な どが それ で あ る。

　国際的 に は、2000年 に い くつ か の 設 計 工 学研 究の 流れ を統

合 し た 学会 The 　Design 　Societyが 設 立 され 、デ ザ イ ン
・サ イ

エ ン ス を め ぐる 研究の 発展 が期待 され て い る
mdiv。サ ス テ ィ ナ

ブ ル デ ザ イ ン 、プ ロ ダク トフ ァ ミ リー、コ ラ ボ レ ー
シ ョ ン、

ナ レ ッ ジ マ ネ ジ メ ン ト、ユ ニ バ ーサ ル デ ザ イ ン 、コ ン セ プ ト

モ デ リン グ 、DfX （Design　 for　 X ）、
PDM （Product 　Data

Management）、PDL （Product　Lifecycle　Ma 皿 agement ）、デ ザ イ

ン 教育な ど、多彩な トピ ッ ク が 話題 とな っ て い る。

　 デ ザ イ ン ・サイ エ ン ス の 役 割 は、デマ ン ド ・サ イ ド （生 活

者）か ら提 示 され た デザイ ン 問題を解決す るた め に 、サ プ ラ

イ ・サ イ ド （科学者）か ら供給され る多様な サ イ エ ン ス を総

合 して い く と こ ろ に あ る。ギボ ン ズ （Gibbons，　M ．） らは、あ

る単
一

の 領域 の 主 と して 認 知 的な コ ン テ クス トの 範囲内 で 問

題 が 設 定 され解決 され る 伝統的 な 知 識 生 産 の 様 態 を 「モ ード

1 」 、そ れに 対 し て 、よ り広 範 な、横断 領域 的 で、ア プ リケ

ー
シ ョ ン の コ ン テ ク ス トの 中で 問 題 が 設 定 され 解決 され る 新

しい 知 識 生 産 の 様 態 を 「モ
ー

ド2 」と 呼 ん で 区別 し て い る
x’tV。

デザイ ン ・サ イ エ ン ス は、モ ード2 に対 応 す る新 しい タイ プ

の 科 学 とい え る。
　

一
方、日本学術会議 で は 、「新 し い 学術の 体 系」 が 議 論 さ

れて い る が、そ こ で は 「デ ザ イ ン ・サイ エ ン ス 」 と密接 に 関

連す る 重 要 な指摘 が なされ て い る。す な わ ち、「あ る も の の
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探究」 を主な 目的 と し て 発 展 し て きた従来 の 科学 を 「認識科

学」 （scienee 　for　science ） と呼び、「あ る べ きもの の 探求」 を

目 的 とす る 知 の 営 み を広 い 意味で の 「設 計 科学」 （scienee 　for

society ） と呼 ぶ （図 4 ）e 設 計は
一

定の 目的 と価値 の 実現をめ

ざす もの で あ る か ら、人 工 物シ ス テ ム を対 象 とす る 設 計 科 学

は、目的や価値 を正 面か ら取 り込 む新しい 科 学で あ り、領域

に 細分化 され た 認識科学 とは 異 な っ て 分 野 を横断 す る統 合

を 強 く志 向 す る
1”vi 。

　■■　■■

　巳 ■　■　■

ある も の の 探究

知的 ・好奇心

価値 ・目的

あるべ きもの の

　　 探求

　　　 図 4 　 認 識科 学 と 設計科学

（日 本学術会議学術の 在 り方 常置委員会 報告書 、p，16）

　20 世紀の 科学 は 、全 体 を部分 に 分解す る分析 的 な 方 法

（ana ユysis ＞ を基盤 と して大 き な発 展 を とげて き た が 、他 方

で諸部分 の 関係が分断され、全体が 見失われて きた と こ ろが

あ る。そ れ に 対 し て 、21 世 紀 の 科学 で は 、総 合 化 の 方 法

（synthesis ）を 構 築す る こ とが、学術研 究 の 重 要 課 題 の
一

っ と して浮 かび 上 が っ て い る。
　 人 工 物の 設 計 ・生 産に 関 わ る デ ザイ ン で は 、デ ザ イ ン 問題

に 対す る解 は一
意 には 定ま らな い。デザイ ン プ ロ セ ス は、問

題 の 分析 に と どま らず、ア ブ ダ ク シ ョ ン （仮 説 推 論 ）
Xlvii

の

プ ロ セ ス を含む 総合 に深 く関わっ て お り、し か も人工 物が組

み 込 ま れ る文化 に よ っ て 、と りあ げ るべ き条件が 変化 し、諸

部分 を総合 化す る方 法 も多 様 に存 在 す る か らで あ る。特 に、
人 間 一環 境系 の デザイ ン で は、部分相互 の 関係を把握 し、豊

か な 全 体 を形成 し て い く方 法 が 強 く求 め られ て い る。

　 こ う し た 特 徴 を有 す る デザイ ン プ ロ セ ス を対 象 とす るデ

ザイ ン ・サ イ エ ン ス は、創発 的 プ ロ セ ス の 解 明 を含む 人間の

本質 に 迫 る エ キ サイ テ ィ ン グな研 究 で あ る と同 時 に 、さ らに

長期的 にみ れ ば、個 々 の 人 工 物 を超 え て、よ りよ い 未 来社会

を構 想 す る提案型 の 科学で も あ る。
　経済の 世紀 か ら環境の 世紀へと 向 か う歴 史 の 転 換 期 に あ

っ て 、驚 くべ き環境破 壊 の 事実 を与 え られ た 私 た ち に は 、ア

ブ ダ クテ ィ ブ な 想像 力 を働 か せ て 、環 境 と 調 和 す る 新 し い 人

工 物を構想 し、持続可 能な循環型 社会 を実 現す る筋道 を示 す

こ とが求 め られ てい る。デ ザ イ ン とは人 類 の 未 来 を 築 く活 動

で あ り、デザイ ン ・サ イ エ ン ス は新 し い 社会をデザイン す る

役割をも担 っ て い るの で ある
xx’iii。
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