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特集

「一方通行」ではなく 「双方 向」のコミュニケーション

が重要であるという認識が多方面で広がりつつある。 し

かし、本 来コミュニケーションにとっては知識伝達 の量

や情 報の流れの方 向だけが問題 なのではない。 コミュ

ニケーションは、その参加者 や情 報の他に、 それが成

り立つ場 やコンテクスト、 人びとの関係性、情報 メディ

アなど、さまざまな媒介 者 ・媒介物 なしには成立しない。

コミュニケ ーシ ョンの 技 ・知

人と人のあいだで対 話を成立 させる、ある出来事をし

かける、出来事 を記録 して別 の場所に伝 える、 参加 ・

調査して発 表する、発表や議論 の媒体を作る、表情か

ら文字までさまざまなコミュニケーション支援メディアを考

案する、 新しいコミュニケーションスタイルを身 につける、

こうした媒介の技 は一つの知でありアートである。 先進

的なコミュニケーションのテクノロジーの手前で、あるい

はその後でも、欠くことのできないこうしたコミュニケーショ

ンの技 ・知(ア ート)について、COEプ ログラムとコミュ

ニケーションデザイン ・センターの共 同で特 集する。
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臨
床
と
対
話

媒

介

の

知

恵

私

は
裁
判
外

紛
争
解

決

(
A
D
R
)
と

い
う
枠
組

み
の
な
か
で
、

ミ

(
メ
)
デ
ィ

エ
ー
シ
ョ
ン

(
旨P
O
匹
一箇
【一〇
コ
)
〔※
-
)
と
い
う
対

話
に
よ
る
紛
争
解

決
の
試

み
を
行

っ

て
き
ま
し
た
。

N
P
O
活

動
な
ど
を
通

し
て
、
私
自
身

は
法
律

家
と
し
て
対
話

の

基
本

に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し
た
が
、
四
、五
年
前
、
大
阪
大

学
の
臨
床
哲
学

研
究

室
が
対

話

の
哲

学
的
な
基

礎
に
非

常
に
重

点
を
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知

り
ま
し

た
。
そ
こ
か
ら
あ
る
種

必
然
的
な
繋
が
り
が
生

ま
れ
、
そ
の
後

「
臨
床

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
モ
デ

ル
開
発
と
実

践

」
(
※
2
)
、
そ
し
て
C
O
E
プ

ロ
グ
ラ
ム

「
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学

」
が
走

り
出
し
、
私
は
双
方
に
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ

う
し
た
な
か
で
、
双
方
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
支
え
ら
れ
て

「対
話

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

(※
3
)
を
企

画

・
開
催
し
ま
し
た
。

対

話
と

い
う
も

の
が
社

会
の
さ
ま
ざ
ま
な
人

・
た
ち
と

か
か
わ

り
が
あ

る
な
ら
ば
、
や
は
り
法
律

家

に
も
入

っ
て
い
た
だ
き
た

い
、

た
だ
、
法

律
家

と
い
っ
て
も
弁
護

士

の
よ
う
に
裁

判

・
法

律

に
関
す
る
専

門
的

な

対
話

を
す
る
人

た
ち
だ

け
で
は
な

く
、
準

法
律
家

と
い
わ
れ
る
、
ど
ち
ら

か
と
い

う
と
市

民
に
近

い
よ
う
な
人
を
巻

き
込
ん
だ
対
話
を
で
き

る
よ
う

に
し
た
い
と
考

え
ま
し
た
。
ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
渥
美
先
生
や
中
岡
先
生

に
も
出
て
い
た
だ

き
、
法
律
と

は
別

の
と

こ
ろ
で
対
話
を

さ
れ
て
い
る
人
た
ち

と
法
律

と
い
う
領

域

内

で
の
対

話
を
し
て
き
た
人
た
ち
と
の
あ
い
だ

で
ど
の
よ
う
に
対
話
が
で
き
る
の
か

聴

き

手

構

成

本

間

直

樹

と
い
う
こ
と
も
目
論

み
の

一
つ
で
し
た
。

ま
た
、

こ
の
シ
ン
ポ
が
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は

な
く
て
、
文
学
研

究
科

と
い
う
法

律
系

以
外
の
と

こ
ろ
で
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と

も
意
味

の
あ

る
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

さ
ら
に
三
回
目
に
は
ア
メ
リ
カ
の
ペ
パ
ー
ダ

イ
ン
研
究
所

か
ら

ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ト

レ
ー
ナ
ー
を
招
き
、
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
ト
レ
ー

ニ
ン
グ

の
実
際
を
参
加
者

に
体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
三
回

の

対

話
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
社

会
に
与

え
た
影
響

と
い
う
の
は
、
す
ぐ
に
は
見
え
な
い
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
非
常
に
大

き
い
と
思

い
ま
す
。

科
学
と
社
会
の
対
話

も
う

一
つ
、
私

は
C
O
E
開
講
科

目

「
科
学
と
社
会

」
の

冖
つ
、
「
科
学
技
術

と

倫
理

」
(
※
4
)
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
を
務

め
て
い
ま
す
。

「
科
学
技
術

と
倫

理

」
と

い
う
テ
ー
マ
は
今

で
こ
そ
流
行
り
の
言
葉

に
な
り
ま
し
た
が
、
三
年
前
は
そ
う
で
も

な
く
、
む
し
ろ
日
本
で
も
初
め
て
の
試
み
で
し
た
。

「
科
学
技

術
と
社
会

の
対

話

」

と
い
う
テ
ー

マ
に
つ
い
て
は
、
実

は
ま
だ

一
人
の
人

間
が
す
べ
て
答

え
を
出
す
こ
と

が
で
き
ま

せ
ん
。

そ
こ
で
私
は
各

分

野
に
お
い
て
社

会
と

の
関
係
を
常

に
意

識
し

て
研
究
さ
れ
て
い
る
先
生

方
を
お
招
き
し
、
そ
れ
ぞ
れ
現

状
で
の
最

も
レ
ペ
ル
の
高

い
も

の
を
し

っ
か
り
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
各
先

生
に
お
願

い
し
ま
し
た
。

そ

の

結

果
ほ
と
ん
ど
オ
ー

ル
ジ
ャ
パ
ン
に
近

い
非
常

に
レ
ベ
ル
の
高

い
内
容
に
な
り
、

一
回

}
回

が
そ
れ
ぞ
れ
講

演
会

に
し
て
も
い
い
内
容

が
年

間
二
〇
数

回
並

ぶ
こ
と

に
な

り
ま

し
た

(
6
頁
資
料
参
照
)
。

と
く
に

一
年

目
は
、
理

想
型

と
し
て
の
調
和
を
最

稲

葉

人

氏

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー



初

か
ら

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
違

っ
た
意
見
が
出

て
き
て
不

協
和
音

に
な
る
よ
う
に
と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
授

業
の
狙

い
は
、
科

学
技
術
と
社

会
と
が
対

話
を
通
し
て
相
互

に
刺

激
を

与
え
合

い
な
が
ら

動
い
て
い
く
様

を
考

え
る
こ
と

で
す
。

つ
ま

り
、
科

学
技

術
を

で
き
あ
が
っ
た
も

の
と
し

て
社
会
が
受
容

す
る
こ
と
だ

け
で
は
な
く
、
科

学
技
術

が
作

ら
れ
て
い
く
過
程

に
お
い
て
、

社
会
と

の
対

話
が
不
可
欠
だ

と
い
う
が
視
点

を
も

っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
薬
を
作

る
時

に
も
治

験
者
と
い
う
市

民
を
巻

き
込

み
、

そ
こ
で
の
市

民
と

の
対
話

が
欠
か
せ
な
い
し
、
ま
た
薬
が
で
き
た
後

に
社

会

の
人
た

ち
と
そ

の
ベ
ネ

フ
ィ
ッ
ト
と
リ
ス
ク
を
ど

の
よ
う
に
共
有

し
て
い
く
か
、
と
い
う
対

話
も
必

要
で
す
。

そ
れ
に
、
科

学
技
術

は
今

の
よ
う
な
臨
床
的

・
医
学
的
な
も
の

も
あ
り
ま
す
し
、
工
学

的
な
も
の
も
理

学
的
な
も

の
も
さ
ま
ざ

ま
に
あ
る
わ
け
で

す
け
ど
、
あ
ま
り

一
つ
に
固
執

せ
ず
、

い
ろ
ん
な
分
野
を
対
象

に
し
た
と

い
う
の
も

特
徴

で
す
。

そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
二
、
三
年

目
は
対

話

の
具
体

的
な
進

め
方
、
と

く
に
京

都
大
学

の
加
藤

和
人
先
生
や
N
P
O
法
人

サ
イ

エ
ン
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
方

々
が
さ
れ
て
い
る
、

具
体
的
な
科

学
技
術

と
社
会

の
対

話

の
進

め
方

も
プ

ロ

グ
ラ
ム
の
な
か
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

媒
介
の
知

私
自
身
は
こ
の
科

目
の
な
か
で
裁
判
と
い
う
観
点

か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

く

こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
ほ
か
の
と

こ
ろ
で
は
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
も

行

っ
て
い
ま
す
。

ミ
デ
ィ
エ
ー

シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
私

は
当
事
者

の
持

っ
て
い
る
力
を

信
用
し
て
、
当
事

者

の
対

話
を
回
復
す
る
た
め
に
第

三
者

の
私
た
ち
が
間
に
入

る

こ
と

に
よ

っ
て
対

話
を
円
滑
に
し
よ
う
と
試

み
ま
す
。
実

は
科
学

技
術
と
倫

理
に

つ
い
て
は
、
対
立

す
る
構

造
が
複

雑
で
、
単
純

に
科
学

技
術
者

な
い
し
科
学
者

と

市

民
と
が
対

立
す
る
構
造
ば

か
り
で
は
な
く
、

そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち

の

利
害
が
複
雑
に
絡

み
合

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
た
と
え
科
学

技
術
で
あ

っ
て
も
、
基

本

は
紛
争

当
事
者

二
者
と

調
停
人
と

い
う

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
で
あ
り
、
こ
の
ト
ラ

イ
ア
ン
グ
ル
が
か
な
り
た
く

さ
ん
、
い
ろ
ん
な
形
で
形
成

さ
れ
う

る
の
だ
と
思

い
ま

す
。

つ
ま
り
基
本
的

に
は
、
対
話

の
当
事
者

の
力
を
信

じ
て
、
第
三
者

で
あ
る
中

インタビュー中の稲葉 一人氏。

CSCDに て。(2005年7月22日}

 

立

的
な
者

が
対
話

を
促
進
す
る
と
い
う
点

に
お
い
て
は
、
科
学
技

術
と
社
会

の
対

話

に
つ
い
て
も
、
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
違
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。

実
際

の
ミ
デ
ィ
エ
ー

シ
ョ
ン
に
な

る
と
、
紛
争
を
ど
ん
な
形
で
解
決

す
る
の
か
と

い
う
時
点

に
な
っ
て
、
私

た
ち

の
ほ
う
か
ら

「
こ
う
し
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ

ゃ
な
い

か
」
と
し
ば
し
ば

押
し
付
け
た
り
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
私
た
ち

は
無
力

だ
よ
、

私
た
ち

は
意
見

を
言
わ
な
い
よ
、
あ
な
た
方
が
対
話
し
て
解

決
す

る
ん
で
す
よ
っ
て
言

う
、
あ
る
種

の

「
無

の
力

」
を
発

揮
す
る
と
、

当
事
者

の
ほ

う
が
自

分

た
ち

が
し

っ
か
り
知

恵
を
出

さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と

思

う
。

実
際
、

当
事
者
た
ち
に
と

っ
て
は
自

分
た
ち
が
明
日
か
ら
背
負

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
日
常

生
活

の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

一
方
私

た
ち
紛
争

の
第
三
者

は
そ
う
い
う
わ
け
で
は

な
い
。

当
事
者

た
ち
は
知
恵

を
出

さ
な
け
れ
ば

明
日
か
ら
困

る
わ
け
で
す
。

そ
う

す
る
と
、
彼
ら

は
僕

た
ち

が
こ
の
事
案

に
関
し
て
こ
う
解

決
し
た
ほ
う
が
い
い
と

思

っ
て
い
る
よ
り
い
い
意
見
や
、

紛
争
の
当
事
者

の
人
た
ち
と
付

き
合

う
に
は
こ
ん

な
方
法

が
あ
る
と
い
う
、
非
常

に
創
造
的

な
意

見
を
出
し
て
く
る
こ
と
に
何
度
も

出

く
わ
す
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
ま
さ
に
、
彼
ら
が
生
き

て
い
る
現
場
か
ら
の
知
恵

で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン

・
セ
ン
タ
ー

(C
S
C
D
)
へ
の
期
待

ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
見
る
と
、
ど
う
や
っ
て
対

話
の
場
に
集

ま
っ
て
い
た
だ
く

か
が
非
常

に
大
き
な
課

題
で
す
。

例
え
ば

裁
判
で
は
、
紛
争

の
当

事
者

の

一
方
が



相

手
方

に
対
し
て
裁

判
所
を
通
じ
て
呼
び

出
し
を
す

る
、
来
な
け
れ
ば
あ
な
た
は

不
利
益
を
受

け
ま
す
よ
、
と

言
わ
れ
て
無

理
や
り
裁

判
と
い
う
対
話
の
場

に
出
ざ

る
を
得

な
い
。

し
か
し
科

学
技
術

に
な
る
と
、
出

る
も
自

由
、
出
な
い
も
自

由
、

と

言

う
人

た
ち
も

社
会

に
は
た
く
さ
ん
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
を
相

手

に
し
た
対

話
を
考
え
る
と
、
常
に
対

話
の
当

事
者
が
全
員
揃

う
こ
と
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
対
話
と

は
つ
ね
に
無
力

で
は
な
い
か
と
思
う
。

し
か

し
他
方
で
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
対

話
で
キ
レ
イ
な
答
え
を
出
す
こ
と
よ
り
も
、
対
話

の
場

を
継
続

し
て
持

つ
こ
と
、
そ
れ
が
大

阪
大
学

っ
て
い
う
よ
う
な
あ
る
種
の
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
を
背

景

に
し
て
、
社

会

と
直
接

の
利
害

の
無

い
と

こ
ろ
で
場

所
を
形
成

す
る
こ
と

の
意

味
を
C
S
C
D
で
考
え
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

例
え
ば
政

府
が
作
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
い
う
の
は
、
や
は
り
バ
イ
ア
ス
が
あ

っ
た
り
、

社

会

か
ら
信

用
を
お
い
て
も

ら
え
な
い
部

分
が
あ

っ
た
り
す
る
と
思

い
ま
す
。

企

業

が
持

つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
も
然

り
で
す
。

大
学

は
社
会

の
様

々
な
も

の

か
ら
等

価
値

・
等
距

離
で
離
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
う
い
う
場
が
常

に
開

い
て
い
る

こ
と
が
、
社
会

に
対
す
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
役
割
を
果
た
す
か
も
し
れ
な
い
。
だ

か

ら
、
ど
ん
な
対
話
の
場
を
作

る
に
し
て
も
、

一
回
で
終

り
と

い
う
対
話

の
場
よ
り
は
、

継
続

し
て
作

ら
れ
て
い
ま
す
よ

っ
て
い
う
そ
の
情
報

の
発
信

を
C
S
C
D
で
や
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
対
話

の
場
を
C
S
C
D
が
主

体
的
に
つ
く
る
だ

け

じ
ゃ
な

く
、
世

間

の
人
た
ち
が

「
こ
う
い
う
対

話
を
し
た
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
自

分
た
ち
が
対
話

の
場
を
作
る
の
は
難
し
い
か
ら
、

こ
の
セ
ン
タ
ー
で
対
話

の
場
を
構

成
し
て
く
れ
な
い
か
」
っ
て
い
う
と
き
に
、
ま

さ
に
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
ト

さ
れ
て
、
対

,

話

の
場
づ
く
り
を
や

っ
て
い
た
だ
き
た
い
な
と

思
い
ま
す
。

実
際

に
私
た
ち
の
N
P

O
で
紛
争
当

事
者

の
対
話

の
場
を
作

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

相
手
方

の
方

々
が

一

般
的

に
は
来

て
い
た
だ
け
な
い
場
合

が
多
い
ん
で
す
ね
適

そ
れ
は
当
然
私
た
ち
の
組

織
自

身
の
信

用
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く

て
、

や
っ
ぱ

り
バ
イ
ア
ス
が

か
か
っ
て
い
る
、

「
そ
れ
は
申
立

人
の
た
め
の
場

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と

い
う
、
い
つ

で
も
疑

問
を
覚

え
る
。

そ
う
い
う
中
で
は
、
大

阪
大
学

と
い
う
中
立

的
な
立
場
は
、

あ
る
意
味
で
全

て
の
人

が
自
由

に
乗
り
降

り
で
き
る
よ
う
な
対
話

の
場

と
し
て
非

常
に
ふ
さ
わ
し
い
場

な
の
で
は
な
い
か
な
と
、
大
変

期
待
を
し
て
い
ま
す
。

※

1

通
常
、
利
害
の
対
立
す
る
二
者
は
向
か
い
合
っ
て
話
を
す
る
の
が
難
し
く
、
お
互
い
を
の
の
し
り

あ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
も
な
り
や
す
い
。
そ
こ
に
ミ
デ
ィ
エ
ー
タ
あ
る
い
は
調
停
人
と
し
て
利
害
の
か
ら
ま

な
い
中
立
的
な
第
三
者
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
害
の
対
立
す
る
二
人
の
対
話
を
促
進
す
る
役
割
を
す

る
。
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
流
儀
が
あ
り
、
権
威
を
も
っ
た
第
三
者
が
専
門
的
な
意
見
を
言

っ
て
当
事
者
を
納
得
さ
せ
る
、
裁
判
に
近
い
も
の
か
ら
、
紛
争
の
当
事
者
が
も
と
も
と
も
っ
て
い
る
解
決
能

力
を
促
し
、
当
事
者
ど
う
し
の
対
話
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い
た
も
の
ま
で
あ
る
。

※
2

十
四
～
十
五
年
度
文
部
科
学
省
科
学
技
術
振
興
調
整
費

「
科
学
技
術
政
策
提
言
」
部
門
を
受

け
、
科
学
技
術
、
医
療
、
看
護
、
福
祉
な
ど
の
社
会
的
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
利
害
や
立
場
の
異
な
る
人
々

の
あ
い
だ
で
対
話
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
い
か
に
図
る
の
か
に
つ
い
て
、
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
臨
床

哲
学
研
究
室
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
関
連
す
る
全
国
の
研
究
者
が
集
ま
っ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。

※
3

開
催
実
績
は
以
下
の
と
お
り
。

第

一
回

対
話
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「対
話
を
促
進
す
る
方
策
と
、
場
の
構
築
の
た
め
の
連
携
」

二
〇
〇
三
年
二
月
二
十
三
日

(日
)
大
阪
大
学
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス

第
二
回

対
話
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
臨
床
の
現
場
で
の
具
体
的
な
取
り
組
み
か
ら
、
対
話
モ
デ
ル
を
考
え
る
」

二
〇
〇
四
年

一
月
十

一
日
(
日
)
大
阪
大
学
吹
田
キ
ャ
ン
パ
ス

第
三
回

対
話
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「被
害
者
と
加
害
者
に
と
っ
て
の
語
る
こ
と
と
聞
か
れ
る
こ
と
の
意
味

」

二
〇
〇
四
年
十
二
月
五
日

(
日
)
大
阪
大
学
中
之
島
セ
ン
タ
ー

※
4

こ
の
科
目
は
、
大
阪
大
学
で
博
士
号
を
取
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
研
究
者
た
ち
が
聴
講
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
研
究
が
現
代
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
研
究
者
は
ど
う
い
う
社
会
的
責

任
意
識
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
二
〇
〇
二
年
よ
り
博
士
号
取
得
予
定

者
を
対
象
と
し
た
全
学
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
開
講
さ
れ
た
。
現
在
は

一
般
聴
講
者
に
も
開
放
さ
れ
て

い
る
。

そ
の
全
学
教
育
と
し
て
の
役
割
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
・セ
ン
タ
ー

(C
S
C
D
>
の
ミ
ッ

シ
ョ
ン
と
し
て
も
引
き
継
が
れ
る
予
定
で
あ
る
。
講
師
陣
と
講
義
タ
イ
ト
ル
は
、
6
頁
資
料
参
照
。

1

稲
葉

一
人

(い
な
ば
・
か
ず
と
)

[
九
八
三
年
よ
り
大
阪
地
裁
判
事
補
、
九
五
-
六
年
ア
メ
リ
カ
連
邦
司
法
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究

員
を
経
て
、
九
七
年
大
阪
地
裁
判
事
と
な
る
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
三
年
よ
り
現
在
ま
で
三
菱
化

学
生
命
科
学
研
究
所
(
現
科
学
技
術
文
明
研
究
所
〉
研
究
員
を
務
め
る
。
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今 日的課題としての科 学技術 と倫理

(稲葉一人:科 学技術文明研究所特別研 究員、元判事/中 岡成文:大 阪大学大学院文学研究科教 授)

医療 技術開発と人体実験の倫理(土 屋貴志=大 阪市立大学大学院文学研 究科 ・助教授)

科 学技術と裁判(稲 葉一人:科 学技術 文明研究所 ・特別研 究員)

ヒト遺伝子解析 に伴う倫 理的な問題(武 部 啓:近 畿大学 ・特別研 究員)

科学ジャーナリズム(林 衛=NPO法 人 「サイエンス ・コミュニケーション」理事)

サイエンス ・ショップ(春 日 匠:NPO法 人 「サイエンス ・コミュニケーション」事務局)

公共的対話のための哲学 的方法論(中 岡成文:大 阪大 学大学院文学研究科 ・教授)

生命倫理における医療 資源の配分と正義(児 玉 聡:東 京 大学大学院医学系研究科 ・助 手)

医療 研究における医薬 品と倫 理(柳 川忠二=東 邦 大学薬 学部 ・教授)

バイオテクノロジーの倫理(蔵 田伸雄:北 海 道大学大学院文学研 究科 ・助教授)

職業と倫理(田 中朋弘:熊 本大学 文学部 ・助教授)

生命倫理認識における学者と市民の微妙 な関係(松 本三和 夫=東 京大学大学 院人文社会学系研究科 ・教授)

科学者の不正行為(山 崎茂明:愛 知淑徳大学文学部 ・教授)

工学倫理(岩 崎豪人1関 西学 院大学 ・非常勤講師)

生命科学と社会とのコミュニケーション(加 藤和人:京 都 大学人文科学研究所 ・生命科 学研究科 〈併 任〉・助教授)

工学倫理の実際(羽 地 亮:神 戸大学 文学 部 ・助教授)

電子社会における情 報セキュリティーと倫理(辻 井重男:情 報セキュリティ大学 院大学 ・学長)

医療研究における倫理 的課題(中 山健 夫 二京都 大学 大学院医学研究科 ・助 教授)

リスク管理 ・予防原則 ・科学的 リテラシー(松 田裕 之=横 浜 国立大学環境情 報研究院 ・教授)

科学社会学の変遷(家 高 洋:大 阪大学COE特 任研 究員)

遺伝医療における倫理(高 田史 男:北 里大学大学院 医療 系研究科 ・助教授)

市場経済と倫理(栗 山浩一=早 稲田大学政治経済学部 ・助教授)

臨床試験の倫理問題(齊 尾千絵子:科 学技術 文明研究所 ・コンサルティング部門)

先端医療技術 に関する社会的意思決定 の歴史(林 真理:工 学院大学 ・助教授)

内部告発の倫理(奥 田太 郎:南 山大学社会倫 理研究所 ・第一種研 究所員)

リスク ・コミュニケーションにおけるマスメディア(吉 川肇子:慶 應義塾 大学商 学部 ・助教授)

環境リスク ・コミュニケーションをめぐる法 ・政策 ・価値(高 津融男:奈 良県立 大学 ・講師)

InterfaceHumanitiesIfi



r

何 を 「 横 断 」 し 、 ど う 「 臨 床 」 す る べ き か
卜

.

中 岡 成 文

大阪大 学の21世 紀COEプ ログラム 「インターフェイスの人文学 」は非 常に

意欲 的、冒険的な構 想に貫かれている。 「横 断 」と 「臨床 」がその二 大キー

ワードであり、そのうち後者がコミュニケーションデザイン・センター(CSCD)設

立につながったと大まかには言えるであろう。この点を確 認しておくことが、COE

プログラムを遂行 していくうえでも、また当然CSCDの 事業 を遂行していくうえで

も有益だと思われるので、COEプ ログラムが中間評価のために出した文書 など

をもとに、以 下それを試みてみたい。

人文 系の学 問を新しい人文学の発想と知、 すなわち具体 的には 「横 断的な

知 」と「臨床的な知 」の観点から再編制することが、COEで は提案されている。

では、横断 的な知 、臨床的な知とは、それぞれ何 を意味しているのだろうか。

「横 断的な知 」には、 「異なる複数文化の接触 ・交差 ・軋轢 を国家 ・地域

横断的 に捉える」ことが期待 されており、3つ のサブセクションに分 かれる。 第

一に、シルクロードと世界史を中心とする 「交錯 する世界 」のプロジェクト、 第

二に、日本のポップカルチャーや在日外国 人による日本語のコミュニケーション

の仕 方などを扱 い、 文化 と言語の両面に関する日本の混 交状況を明らかにする

「縫 合される日本 」のプロジェクト、そして第三に、活 字印刷圏から映像 圏ヘメ

ディァが大きく変化しつつある現代において、従来の人文学が言語メディァを主

として使ってきたのに対 して、視聴覚メディアを研 究 ・表現の核にすえる 「映像

人文学 」を提 唱する 「越境 する芸術 ・文化 」のプロジェクトである。 「越 境す

る芸術 文化 」のセクションではまた、 「現実と社会を繋ぐインターフェイスとして

のデザイン」も取り上げられており、 これはCOEメ ンバーでかつCSCD教 員の

藤田治彦さんを通 してCSCDで も追求される課題 であろう。

中 岡成文(な かおか・なりふみ)

1950年 生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程退学(哲

学)。福岡女子大学專任講師などを経て、現在大阪大学大学院文

学研究科教授(臨床哲学)。主著にr臨床的理性批判亅岩波書店、

『ハーバーマスーコミュニケーション行為』講談社など。

4
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さて、もうひとつが 「臨床的な知 」であり、 「専 門家 と一般市民とを架橋 す

る」ものと位 置づけされているが、 この 「臨床 的な知 」を展開する新 たな研

究教育拠点(受 け皿)と なることが、CSCD設 立の意義の少なくとも一部であ

る。COEで はたとえば次のことが目標として挙 げられている。 「多元化 する社

会のなかで、専 門家と一般市民、マジョリティとマイノリティ、ジェンダー ・世

代間など、異 なるコミュニケーション圏に属する集 団がインタラクティヴに理解

しあい、議論 する新 たなコミュニケーションの形 態を模 索 」する。 あるいは、

「裁判 外紛争処理の方法論 から哲学的討議 の技法論 、コンセンサス会議や

サイエンス ・ショップ(ゴ ミ処 理や食の安全など市民生活 のなかに発 生してい

る科学技術上 の問題 に、市 民の要 請に応 じて大学 がそのつどプロジェクトを

組みつつ対応 する仕 組み)の 構 想など、 現代社会 が必要 とする専門家 と非

専門家をつなぐ新しいコミュニケーションの形式がさまざまに模 索され」るとも述

べられている。 こういった活動がCSCDに 引き継がれ、実現されっっあること

は明らかであろう。

反面、次 のような疑 問が浮かばないでもない。COEと はいうまでもなくセン

ター ・オブ ・エクセレンス、つまり世界拠点 を意味 する。 当該分 野で世界 的

水準にある研究拠 点に対して競争的 資金を投 下する試 みである。 しかるに、

「インターフェイスの人文 学」の構想 からすると、何 が世界 的水準であるかと

いう判 断基準そのものに 「横断 」性と 「臨床 」性が適用 されるべきなのだろ

う。 従来のテリトリーを死守 し、 その枠内でのエクセレンスが競われるのではな

く、知識生産 とか知識の流通に関しての枠組みそれ自体が実践 的に変 更され

るべきなのだろう。 そのような枠組 み変 更や越境がはたして21世 紀COEプ

ログラムというものの土俵 上で可能かどうかという懸念がある。

しかし、 「インターフェイスの人文学 」プログラムの 「社会 的な意義 」として、

「従 来、古 典研究の象徴的な存在としてr象 牙の塔』 のなかに閉じこもりが

ちであった人文 学研 究が、 現代社 会のさまざまな問題の中に深く身を浸すこと

になるとともに、大学外の多様な知の場所との緊密で開かれた双方向的なネッ

トワークが形成されることになる」と述べられているだけに、この先鋭的 な姿勢

は妥協せずに貫きたいところだろう。 少なくとも、COEプ ログラムのひとつの受

け皿であるCSCDは それを正面 から引き受けることになろう。

さらに、CSCDに 視 点を移してみるならば、 「横 断 」と「臨 床 」という二っ

の軸 、そして 「インターフェイス」という基礎 理念を人文学の枠を越 えて拡張し、

文系の枠を越えた、あるいは文系をベースにした文理融 合を目指 すことがその

ミッションになるだろう。 そのさい、 「インターフェイスの人文学 」が先 鞭をつけ

つつあるアート・デザインなどの実践系 人材をどのように活用 するのかは、 先

決 の問題である。 たんに資料をきれいに作るのに役 立てるといった技術 的利

用 ではなく、コミュニケーション形式 の再編成に結びつけていく取 り組みはすで

に始まっているはずである。
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「

巳

房

'

池田光 穂(い けだ・みつほ)

水俣病公式認定(1956年5月)の 翌月に大阪市北区逓信病院で

生まれる。冷戦と高度経済成長の中で人工甘味料・保存料の食生

活を送り、ベトナム反戦と大阪万博の中で厭戦と科学技術信仰の思

想を浴びる。大阪、鹿児島、中央アメリカ、北海道、熊本と逼歴

を続けるうちに、万博跡地のコミュニケーションデザイン・センターに

漂着する。大阪大学大学院医学研究科単位修得退学。医療人類

学専攻。著書 『実践の医療人類学』(世界思想社)など。

小林傳 司 にぱやい ただし)

大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授。1954年 生まれ。

83年 、東大大学院理学系研究科博士課程修了。90年 南山大助

教授、99年 教授QO5年 より現職。専門は科学哲学、科学技術

諂。社会における科学技術のあり方について、人文学的観点からの

研究に取り組む。01年 、科学技術社会論学会の設立にかかわる。

著書に 「公共のための科学技術亅(緯著)玉 川大学出版会、「誰が

科学技術について考えるのか」名古屋大学出版会、「科学論の現在亅

(共著)勁草晋房など。
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