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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 要 旨

　本稿は創立 10周年を迎えた 本学会 に おけ る将来活動に つ い て ，目ざす べ き活動 の 方向性 ，学会誌
の新路線，支部活動 の あり方 ，将来の あ るべ き姿な どを提案 し た もの で あ る。

Zenji　 KATAGATA ＊

1．人類貢献の 場 と して の 情報空間の 構築 へ

　 本学会 は会員各位の ご 支援に よ っ て 、順調に 発

展 し て い る 。 2001年 10月28 日に は
， 東京 ・水道橋

の 尚美学園バ リオ ホ ー
ル に お い て ，

“
VIVA 　1

JICS ［創 立 10年記念 フ ェ ス ダ を開催するこ とが

で きた 。 改め て い うまで もな く
“
JICS

”
は ，本学

会の 英文名Japan　lnformation−Culturology　Societyの

イニ シ ャ ル に よる略名で ある。

　 こ の と き に 発行 した記念 ブ ッ ク レ ッ トに お い て

示 した会長 と して の メ ッ セ ージ 「人類の 情報文化

学に 向け た学会活動 をめ ざして」「1］が契機 とな っ

て ，中日新聞編集局文化部よ り寄稿の 依頼が あり，

人類貢献の 場 と して の 「空間」構築 へ とい う内容

を 『情報文化学 へ の 誘 い 』と い う タ イ トル に し て

まとめ た と こ ろ ，2001年 11月 26 日の 掲載とな っ た 。

同新聞と提携関係に ある とい う こ と で
， 東京新聞 ，

北海道新 聞，西 日本新聞に も掲載 され たが ，予 想

以上 の 反響があ り ， 本学会の 周知 と啓蒙 に役立 っ

た こ とを喜ん だ次第で ある 。

　本学会の 目ざす方向が ，情報学の 立場に立 っ て

人類の 文化に 寄与 しよ うと して い ると こ ろ に あ る

と述 べ て お い た が ，本稿の 目的で ある将来活動 の

方向 を示 し て い る の で 、以下 に 後半 の 一
部 を転載

し参考に供 した い と思 う。

＊ 　 　 情報 文化学 会 会長

　 情報文化学と い う新 し い 学問の 名前は ，わが

国に おい て提唱 された もの だが ，文化学 （カ ル

チ ャ ラ ロ ジー）と い う個別の 文化 を大 き く束ね

た学問は ，既 に ア メ リカ にお い て 提唱 され て い

た。

　 こ の 文化学とは従来，分野別に 研究 されて い

た社会学 ， 言語学 ，民俗学 ，人類学…などを一

つ に束 ね ，人類の 文化と い う立場 で研究に取 り

組 もうとす る新 しい 学問で ある。

　 21世紀に 向け て
， 情報文化学会が 目 ざして い

るの は ，前述 の 三つ の 複合領域 （情報学，社会

学，芸術学 ）の 学際的な研究か ら さ らに
一

歩進

み ，情報 学 と 文化学を融合 させ る こ と で あ る 。

つ まり．情報学の 立場 に 立 っ て ，人類の 文化 に

寄与す る学問の 体系化に取 り組 もうと，志を立

てて い るの で ある。

　 テ ロ の 恐怖に おびえな が ら生 きて い る現 代は ，

果た して文化の 時代 と言 えるの で あろ うか 。ニ

ュ
ー ヨ ーク の 同時多発テ ロ か ら炭疽菌の バ イオ

テ ロ へ とテ ロ が横行す るい ま，さら に 今後は コ

ン ピ ュ
ータ ウ イル ス の拡散や 集中ハ ッ カ

ーの 同

時進行な どの サ イバ ーテ ロ が 予想 され る 。

　 　　　　　　 　　 ◇

　 こ の サ イバ ーテ ロ へ の 対策に つ い て は ，情報

文化学 が寄与す る と こ ろが少 な くな い と考え て

い る。情報文化学の 構造 は ，理 念系 ，人間系 ，

施設系の 二 つ の 軸で形成 され る 。
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　人類の 幸せ を求める理念系 ， 人間尊重の パ ラ

ダイムに よるヒ ュ
ーマ ンウ エ ア （人間系），それ

らの 道具立 て に必要 なハ ー ドウ エ ア （施設系）

の 三 つ の 軸に よ っ て つ くられ る情報文化空間 こ

そ，情報文化の
“
場

”
で なくて はな るま い 。

　21世紀は ， 世界の 地域や国家が それぞれの 文

化や文明を主張 しなが ら共存す る多極構造の時

代で ある。こ の ような新 し い 時代に どう対応す

べ きか 。 数 々の対応策は あろ うが ， 長 い 目で み

れば ，情報学の 立場に立 っ て人類の 文化に寄与

しよ うとする情報文化学は ，さま ざまな面で貢

献する と こ ろが大きい の で はない か と ，ひ そか

に 思 っ て い る。

　近代の 文明は部分 と分析 を重視 した解明に よ っ

て開花 した 。 その 成果 は高 く評価 し な ければな ら

ない 。しか し，その 行 き過 ぎを反省せずに ，全体

の 把握 を軽視 した こ とが ，現代 の 諸問題 を生 じさ

せ た と い う こ とが で きる 。 こ の 事実を凝視 し，本

学会 は 問題解決の た め に知の 再編成 に取 り組み ，

人類貢献の 場と して の 情報空間構築の基盤とな る

学問の
一
翼を担 うべ きで ある と考える 。

2．学会誌 の充実に向 けて

　情報文化学会誌第 8巻第 1号の 巻頭言 ［2］におい

て提案 した 内容に対 して ，会 員各位 か ら感想 と意

見 をい ただい た 。
こ れ をもとに

， 編集委員長と打

ち合わせ を行い
， 学会誌の 編 集に つ い て

， 次の よ

うな提案をさせて い ただく。

　第 1は ， 従来の 掲載は査読結果に よ り ， 研究論

文 ， 研究報告 ，研究資料と分けて い た。こ の 分 け

方は ，投稿規定の編集方針に示 されて い る 「学術

的発展に資する考察が あるこ と」と い う条件 を満

た し て い る か 否か に よっ て い る 。 この場合の 「学

術的」とは何か とい う問い 合わせ が産業界の 会員

か らあ っ た の で
，

こ こ で次の ように見解を明 らか

に してお く。

　学術は
一

般 に学問と芸術を意味す る言葉 と して

理 解 されて い る 。 こ こ か ら ，産業界 に おけ る問題

をテ
ー

マ とし て の 研究 は ，学術的発展 に 資す る と

い う点で 不利 で な い の か と い う疑問が生 じた よ う

で あるが ，その研 究の テ ーマ の 意義お よび正 当性

に よ っ て ，十分に学術的発展に資す るもの と して

受けとめ るこ とを明 らか に してお く。産業界 にお

ける事例研究な ども，その 意義の 正当性や論文内

容の 優位性が，他 との 比較検討 な どに よ っ て 示す

こ とが で きれば ，研究論文 として 認め られ る こと

に なる。

　第 2は ，学会誌の発行が現在は年度内 1巻 として

い る （2000年度は 第 7巻 1号 お よび 2号として 2巻

発行 ）が
， 今後は で きる だけ ，年度内 2巻の 発行

が で きる よ うな方向 を目ざし た い 。 大学や研究機

関か らばか りで な く ， 産業界の方々 か らの 投稿と

と もに ，多数の 論文が寄せ られ るこ とを期待 して

い る 。

　最近 ， 会員以外か ら学会誌の 頒布を希望する ケ

ー
ス や書店 に お い て 購入 で きな い か な どとい う問

い 合わせ が あ るよ うにな っ て きた 。 外部か らの希

望が多くな っ た と きには
， 発行 を出版社 に委託 し

て は ど うか ，などの 提案 も寄せ られて い る が ，今

後の課題 として慎重 に検討 して み る必 要があると

思 う。

　第3 は ，現在の 学会誌は論文の み とな っ て い る

が ，会員各位に親 しみ の あ る内容 にす る た め に ，

研究室だより，書評 ， 情報文化に関連する トレ ン

ドや トピ ッ ク ス な どを，巻末に まとめて掲載する

ことと した い e

　論文に か た よらない 学会誌に し よう ，
とい う趣

旨は
， 既に第2巻の 巻末に 簡単に示 して い た の で

あるが ，こ こ で改めて学会誌が会員各位 に親し ま

れる内容に して い く方針 を示 し，誌面刷新 に 向け

た会員各位の ご協力をお願い す る次第で ある 。

3．複数支部 に よる
“

連合
”

研究会の 開催

　2002年度か ら始まっ た新 し い 学会活動 に
， 複数

支部 に よる
“

連合
”
研究会の 開催が ある。将来 は

イ ン タ ーネ ッ トを活用 して ，複数の 支部 が統
一

テ

ーマ に対 して討論 を行 うような
“
連合

”
研究会の

開催が望 まれ るが ，2002年度 にお い て は ，二 つ の

支部 が統
一

テ ーマ の もとにそれぞれ研究会を行い ，

そ の 結果 を
“
連合

”

と して の 研究報告に まとめ る

とい う方法 をとるこ とに した。
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　 しか し
， 従来の 学会活動で ある  全国大会， 

マ ル チ メ デ ィ ァ研 究部会．  伝統研究部 会，  産

業部会 ，  関東支部 に お ける研 究報 告に 加えて ，

新発足 し た東北支部が 関東 支部 と連絡 し合 っ て ，
“

連合
”

研究会 と い う新 し い 方向を打 ち出 した こ と

は ，前述の よ うな将来展望に つ なが るもの と して

位置づ けられる。

　 ちなみ に ，2002年度 に開催され た関東 ・東北支

部連合研究会 に つ い て はホ
ーム ペ ージ に よ っ て知

ら され たが ，統
…

テ ーマ が 「情報文化学の 方向性」

で ，東北支部が 7 月5 目 （金）に岩手県立大学ソ フ

トウ エ ア 学部で ，ま た関東支部 が 7 月 24 日 （水）

に東京大学山上会館で 開催 され た 。

　今後，次第に支部活動が さか ん に なる とと もに ，
“
連合

”
研究会の ような各支部が提携 し合 っ て の 学

会活動が行われて い くこ とを期待す るもの で ある 。

　 これ まで 学 会は他 の 学術団体 との 交流 を行 っ て

きたが ，今後は学会本部 との 連絡 を密に しなが ら，

それぞれの 支部が その地域に お け る学術団体や地

域 団体と提携 し て 活動 を展開する こ と に つ い て も

期待 を寄せ た い 。他の 学会が本学会との 連携 を望

ん で い る こ とに つ い て は 後に述 べ るが ，支部同志

の ネ ッ ト ワ
ーク ，また支部と他の 学会支部な ど と

の ネ ッ トワ
ー

クに よ っ て ，本学会が新 しい 活動 を

進め て い くこ とを検討 して い た だ きた い と思 う。

4．むすび

　情報文化学 会は新 し い 世紀に お け る情報文化の

重要性を予知 し．知 の 再編成 と し て の 情報文化学

の 体系化を目ざし て設立 された 。 創立以来 10年の

成果の 一部は 「情報文化学 ハ ン ドブ ッ ク」
［3］

と し

て記念出版する こ とが で きた が ，数年後に は さ ら

に 充実 し た内容の 第 2版 を刊行 した い と考 えて い

る。

　今後の 学会活動 に 対 して ，日本社会情報学会の

秋山穣会長は ，「人類発展史上 の 文化史的意味 ・
内

容 を理論的か つ 実践的に解明す る学会 として ，大

き な 社会的使命 と期待 をもっ て注 凵」
「1］

して い る

と述 べ られ た。

　また ，東京大学社会情報研究所長の 廣井脩教授

は ，本学会へ の メ ッ セ ージ の 中で ，当学会 を情報

関連学会の 先輩格で あ ると して 次の よ うな期待を

寄せ て 下さ っ て い る
「1］

。

　 学会設立趣意書の 中で片方会長 は 「情報文化

と い う複合領域の 学際的学問体系」 と い う言葉

をお使 い に な っ て い ますが ，この複合性 ，学際

性 こ そが情報研究 の キーワ ー
ドで はな い で し ょ

うか
。 そ う い う眼 で い ま ま で の 情報文化学会大

会の テ ーマ をみ ます と，実 に 多面的で複合的 。

成長 しつ つ あ る学問領域の エ ネル ギーが 伝わ っ

て くる ようで す。

　こ の 10年の あ い だ ，情報の 人文科学的研究 を

標榜す る学会がい くつ か誕生 しま した。今後は ，

こ れ らの 学会の ネ ッ トワ ーク が必要で あり，先

輩格で ある情報文化学会 が そ の 中核とな っ て 活

躍 して い た だ けるこ とをぜ ひ とも期待 した い と

思 い ます 。

　こ の ような学界 か らの期待 に応 える とと もに ，

産業界の ご支援 に対 して も応 えな ければな る まい 。

本学会は創立時に は財団法人 セ コ ム 科学技術振興

財団 より支援 を賜わ り，またそ の 後の 運営に は株

式会社 NTr デ
ー

タ をは じめ各社 の こ協賛をい ただ

い て ，今 日に い た っ て い るの で ある 。

　既 に述 べ た よ うに ，10年 に わた る路線の 上に ，

さらに新 し い 活動 を加 え ，今後 ますますの 充実 と

発展 を目ざし，各方面 か らの 期待 に応 えて い きた

い と切望 して い る。こ こ に 改めて 会員各位の
一

層

の ご協力をお願い する次第で ある。
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