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問題状況の構造モデル分析 と
デザイン問題の階層性

増山 和夫

1.は じ め に

デザ イ ン活 動 の対 象 とな る もの は,は じめ は受 動 的 な経 験 を通 して想 起 され

る もの と して しか な く,明 確 に説 明 し難 い形 で しか ないOま た,「 ど こか しっ

く りこ ない 」 とい う状 況 は,日 常 の 生 活行 為 の な か に あ る ばか りで な く,我 々

の 知 識構 造 の な.かに もあ る 。 な ん と な くわ か った よ うな気 にな って い る こ とで

も,本 当 は 全 くわ か っ て い な くて,同 道 巡 りの 環 か ら な か な か 出 ら れ ず,

「しっ く りこな い こ と」 が 続 くこ と は多 い
。

新 し く何 か を始 め よ う とす る場合,そ れ まで の 経 験 の 上 に新 た な もの を積 上

げ よ う とす る だ け で は,既 存 の枠 組 みか ら離 れ得 ず,独 創 的 な もの 事 に ほつ な

が り難 い 。 そ の よ う な場 合,も う一 度 原 点 に戻 っ て 考 え直 して み よ う とす る 態

度 が な くて は な らな い し,「 … … と は何 か 」 とい う意 識 が 自然 に 湧 きあ が っ て

くる こ とがあ るの も事 実 で あ る 。

そ もそ も方 法 論 は,そ れ が 具体 的実 践 に関 わ る もの で あ る場 合 に は,そ れ ぞ

れ の専 門領 域 の 特 殊性 に対 応 す るか た ちで個 別的 で あ る。 しか しな が ら,そ れ

が よ り始 原 的 か つ 学 際 的,あ る い は,よ り複 合 的 な考 察 に 関 わ る もの で あ る場

合 に は,一 般 的,抽 象 的 な もの とな り,広 く多 領 域 に通 じる もの とな らな けれ

ば な ら な い。

「デザ イ ン」 を物 そ の もの に 関 わ る技 術 的 な問 題 と して で は な く
,そ れ を取

りま く人 間 に どの よ うな効 果,影 響 を もた らす か とい う社 会 的 な問題 と して捉

え よ う とす る と き,デ ザ イ ン活 動 は,そ の企 画 ・開発 的 色 彩 を これ まで よ り更
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に 濃 くす る こ とに な る。 そ して,そ の方 法 論 の 中核 は モ ノ を 「い か に」 デ ザ イ

ンす べ きか よ り も 「何 を」 効果 と して引 き出す か を明 らか にす る こ と に なけ れ

ば な らな い 。 デザ イ ン活 動 の 始 ま りと して の 問題 提起 は,問 題 の あ る状 況 を分

析 し,「 何 を」 と 「い か に」 の 階 層 的 構 造 を把 握 して,デ ザ イ ン 目標 とそ れ を

具現 化 す る た め の媒 体 と して の 「モ ノ」 の概 念 的 原 型'(プ ロ トタ イ プ)を 発 想

す る こ とに よっ て行 わ れ る。 そ こ にお い て は,「 い か に」 よ り も論 理 的 に高 い

レベ ル に あ る 「何 を」 が 問 題 と直接 的 に 関 わ る こ と に なる 。 そ れ故,デ ザ イ ン

活動 は未 来 の 可能 性 を も含 め て 「な ん とな く しっ く りこな い」 現 実 世 界 の 状 況

を も う一 度 わ か り直す こ とか ら始 め な け れ ば な らない 。

1)

現 実 の 問 題状 況 を前 に して,そ れ を佐 伯 の い う根 源 的 表 象 系 を も って わ

か り直す た め の具 体 的方 法 と して,グ ラフ理 論 とその 行 列 演算 に も とつ くIS

M法,DEMATEL法 を適 用 し,問 題 提 起 を導 くた め の構 造 モデ ル分 析 法 の

可 能 性 に つ い て考 え よ う とす るの が 本小 論 の 目的で あ る。

2.わ か り 直 し と し て の 現 状 認 識

わ れ わ れ が 「考 え る」 と言 う こ と は,一 組 の 「分 け る こ と」 と 「組 み立 て る

こ と」 が あ って初 め て成 り立 つ 。 す な わ ち 「分 析 」 と 「総 合」 は,考 え る こ と

の 基 本 で あ る。 因 に,わ れ われ は言 葉 に よ って考 えて い る。 言葉 は,わ れ わ れ

を取 りま く連 続 的 な世 界 を不 連 続 に分節 し,そ れ を新 た に組 み立 て る こ とを可

能 にす る 。 生 の現 実 と と もに,既 知 の 世界 や 未知 の世 界 を も含 む現 実 世 界 を切

り分 け,そ れ ぞ れ切 り分 け られ た もの に記号(図 形)を 割 り付 け,そ れ らを組

み 立 て,モ デ ル を作 る こ とに よ って,現 実 世 界 を理 解 し,認 識 しよ う とす る σ

従 来 の 問 題 解 決 過 程 の一 般 概 念 で は,は じめ は何 の脈 絡 もな く列 挙 され混 沌

と して い る 要 求,制 約 条件,限 界 な ど を相 互 に関連 づ けて 構 造化 し,そ れ を 目

標 と して 設 定 す る こ とに よっ て問 題 が 定 義 され る 。 こ の よ う な場 合,そ の 「問

題 」 とは 現状 と 目標 との 間 の差 を 「い か に」埋 め る か とい うこ とで あ る 。 そ し

て い わ ゆ る デ ザ イナ ー の活 動 は それ を具 体 的 に実 施 す る た めの 方 法,手 順 を 考
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え る こ と に向 け られ て きた。 しか しなが らい まや デザ イ ン活 動 は 「問題 」 を解

くだ けで な く,そ れ を 「発 見 」 す る こ と に向 け られ るべ き時 に至 って い る。 つ

ま り 「何 を」 な す べ きか を判 断 す る方 法,方 法 論 を身 につ け,「 いか に」 具 体

化 す べ きか を考 え る こ とが なけ れ ば な らな い。

通 常 「何 を」 とい う時 の 「何 」 は広 義 の 〈もの〉 で あ り,「 い か に」 はそ の

〈もの〉 に従 属 す る 「行 為 」 や 「属 性 」 と して 現 れ る。 そ して また 〈もの 〉 は

そ れ だ け で現 実 の生 活 空 間 に現 れ る こ とは な く,必 ず何 らか の 「行 為 」 や 「属

性 」 を伴 って お り,ま た そ れ で こそ意 味 を もって くる。 従 って,わ れ われ が 日

常 の生 活 空 間 にお け る問 題状 況 か ら問題 とす べ き 「何 」 か を発 見 しよ う とす る

時 に は,直 接 的 に 〈もの〉 と して の 「何 」 を捜 す の で は な く,〈 もの〉 とそ れ

に従 属 す る 「行 為 」 や 「属 性 」 とが 一体 とな っ て い る 〈こ と〉,つ ま り事 実 を

現 状 と して認 識 す るこ とか ら始 め な けれ ば な らな い。 多 くの事 実 が 集 ま って 問

題 の あ る状 況 を呈 して い る と考 え るべ きで あ る 。 い くつ か の 事 実 が 集 ま って全

体 を成 して い る状 況 を 「シ ス テ ム」 と して 捉 え,そ の構 造 を明 らか に して は じ

め て 個 々 の 事 実 を全 体 と の 関 連 に お い て 把 握 す る こ とが で きる 。 そ の こ と に

よ って 個 々 の事 実 の な か に 潜在 して い る 〈もの〉,あ る い は,個 々 の 事 実 を越

え て 潜 在 して い る 「何 」 と して の 〈もの〉 を発 見 す る可 能性 が生 まれ る。

繰 り返 す まで もな く,デ ザ イ ン活動 の 目指 す とこ ろは単 に 〈もの〉 を顕 在 化

させ る こ とだ け で な く,〈 もの 〉 とそ れ に伴 う 「行 為 」 や 「属 性 」 を包 含 した

人 間 活動 と して のパ フ ォーマ ンス を実現 す る こ と にあ る。 そ して そ れ は既 存 の

枠 組 み を維 持 ・管 理 あ るい は再 生 し よ う とす る よ りも,あ るべ き姿 へ 向 けて 変

革 す る 方 向 に働 く。 な に ご とに つ い て も,そ の あ るべ き姿 を追求 しよ う とす る

態 度 の根 底 に は必 ず 「そ れ は本 来 ど うあ るべ きかJと い う問題 意 識 が な け れ ば

な らな い 。

佐 伯 に よれ ば,も の ご と を原 点 に戻 っ て考 え直 そ う とす る と き,人 は2つ の

シ・ボル(略 図,記 号)を 並存 させて考 えて、・るぎ履 のAう 根源的表象の世

界 は,わ か る こ との原 点 に か え る た め に,「 そ もそ も も とは何 だ った か」 と考

一47一



え直 させ た り,わ か り直 させ た りす るモ デ ル,略 図,記 号 に よる根 源 的 表象 系

3)
と して成 り立 っ てい る(図1参 照)。 そ こで の 文 字 ・数 字,あ る い は,そ れ ら

に よ る表 現 形 と して の記 号(こ とば,数 式)は,略 図 を変 形 した り,操 作 す る

こ と に よ って 生 じる事 柄 を,万 人 を念 頭 にお い て記 録 し,伝 達 す る こ と を主 な

目的 と した シ ンボ ル で あ る。 略 図 は,モ ノ を抽 象 化 した シ ンボ ル で あ る 。描 か

れ て い る世 界 に 自か ら入 り込 み,操 作 ・変形 の 厂心 づ も り」 を込 め て イ メ ー ジ

化 した もの で あ る。 ブ ロ ック図 や 流 れ 図,あ る い は,樹 木 図 の よ うに,要 素 の

数,位 置,並 び方 な どが 密 接 に関係 しあ って い る。 そ れ は結 果 と して の単 な る

図 表 や標 識 で は な く,探 求 の 出 発 点 とな る もので あ る。個 人 的 な主 観 や 「… …

の つ も り」 と言 うよ う な もの の 反 映 で あ り,大 切 だ な と思 っ た事 柄 の 「覚 え書

き」 で あ る 。略 図 は,モ デ ル が現 実 を切 り取 って 別 の 世界 で見 立 て た もので あ

る の に対 して,ど の よ う に変 形 して行 くべ きか,ど ん な操 作 を茄 え るべ きか,

どん な視 点 や立 場 か ら考 えて い け ば よい か な ど を探 索 しな が ら描 か れ る個 人 的

4)
な 吟 味 の 出発 点 で あ る とい う 彼 の指 摘 は重 要 で あ る。

わ れ わ れ が,そ の 活 動 範 囲 を広 げ た り,対 象 領 域 を拡 大 した り,あ る い は,

新 しい課 題 に対 峙 す る時,そ の新 しい事 態 を可 能 的 世界 の 中 に どの よ う に位 置

づ け る か は大 変 重 要 で あ る 。 そ の 時,そ の可 能 的 世界 を た だ そ れ まで の 経 験 的

世 界 の延 長 上 に位 置 づ け る だ け で は,再 生 的 あ るい は 管理 的計 画 と は な り得 て

も,創 造 的 な もの と はな り難 い。 わ れ わ れ は,経 験 的 に知 って い る過 去 と生 の

現 実 に加 え て,現 実 に起 こ り得 る で あ ろ う未 知 の 可 能 的世 界 を も考 慮 に入 れ な

くて は な ら ない 。 そ れ ら凡 て を含 む もの を現 実 と認識 して,そ の よ う な状 況 を

新 に捉 え直 す こ とが な け れ ば な らな い。 この よ うな意 味で 現 実 を新 た に捉 え直

す と言 うこ とは,も の ご と を原 点 に戻 って 考 え 直 そ う とす る こ とで あ り,そ の

本 質 に迫 ろ うとす る こ とで あ る。

3.根 源 的 表 象 系 とISM法,DEMATEL法

佐 伯 に よれ ば 「わ か る こ との原 点 」 と して の根 源 的表 象 系 は,認 識 の 全体 構
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造 で あ り,モ デ ル ・略 図 ・記号 が互 い に 関わ りあ って一 体 とな って は じめ て,

「わ か っ た」 と実 感 す る にい た る
。 ま た 「わ か る」 とい うこ とが 生 じる ため

の思 考 活 動 の条 件 と して の 「シ ンボ ルの 根 源 的 表象 性 」 は,現 実,モ デ ル,略

図,記 号 の4つ が 流動 的 か つ有 機 的 に結 びつ き,絶 えず そ の書 き換 え,描 き直

し,再 構 成,選 び直 しが 行 わ れ る こ とで あ り,そ れが あ っ て は じめ て,「 な る

ほ ど,た しか にわ か る」 とい う実 感 が 生 まれ る。

ま た 「もの ご との機 能 や 目的 に関心 を持 つ こ と は,私 達 を 自然 に 『わ か る』

か ら 『で き る』 に向 か わ せ る」。 そ こ に は 「何 か を 『つ くって み る』 こ とに よ

り,い もつ る 式 に 関連 す る事 実 を引 きず りだ して くる と い う理 解 の 方 略 もあ

る」。 佐 伯 は,こ の よ う な 「わ か る」 と 「で きる」 の ジ グザ グ運 動 を動 機 づ け

る もの は,人 間の 本牲 が 求 め る一 貫 性,最 適性,開 放 性 で あ り,老 れ そ れ を特

徴 づ け る もの と して,論 理 性,機 能 性 社 会 性 の3つ をあ げ て い るご)そ して

「そ のそ れ ぞ れ が
,も っ と深 く,も っ と広 く 『わ か りた い』 と私 た ち を駆 り立

io)
て る」 とい う。

構 造 モ デ ル分 析 法 は,こ の よ う な根 源 的表 象 系 を形成 す る ため の具 体 的 な 方

法 の 一 つ で あ る 。一 般 に,モ デ ル 分析 法 の本 質 は,対 象 の本 質 的 な要 因 をい か

に 上 手 に見 つ けだ し,不 必 要 な もの を捨 象 して い くか に あ るuO)モ デ ル1ま,対

象 の理 解 を深 め る ため に,あ る特 定 の 関係 を保 持 し,他 の 関係 を捨 象 して組 み

立 て られ た模 型 で あ る 。構 造 モ デ ル と他 の モ デ ル との 違 い は ,ど の 程 度 「構

造 」 そ の もの に重 点 を置 くか と言 う,程 度 の 問題 で あ る。 数学 モ デ ル も含 め て ,

あ ら ゆ るモ デ ル は構 造 を含 んで い る。 数 学 モ デ ル の場 合 ,観 察 者 が対 象 の外 に

い て,現 象 とモ デ ル との1対1の 対応 を 「客 観 的 に」 捉 え た もの とす る こ とに

よ って 意 味 を持 つ 。他 方,構 造 モ デ ル は,対 象 とな る現象 が 同 じで あ って も,

観 察 者 が 違 え ば 出 来 上 が るモ デ ル は異 な った もの にな る。 また,「 構 造 モ デ ル

分 析 法 は,問 題 の本 質 を特 定 の要 素 の性 質 とそ の 相 互 関係 にあ る と捉 え る もの

で,代 数 的 よ りも幾何 学 的 な 問題 解 析 法 で あ る」。 「構 造 モ デ ルの 主 た る役 割

は,問 題 の体 系 づ け と探 求 に あ る と言 え る」。 構 造 モ デ ル分析 法 は ,要 素 とそ

..



の相 互 関係 が 不 明確 な ま まで,そ の 構 造 も非 常 に柔 軟 か つ 変 更 が容 易 で あ る こ

とが 特 徴 で あ る。 そ して,そ れ を使 うに も高 度 な専 門知 識 を必 要 とせ ず,幅 広

い層 の 参 加 が 可 能 で あ る。 「構 造 モ デ ル 分 析 法 の 特 徴 は,複 雑 で 不 明確 な 問 題

に対 して,そ の要 素,構 造,範 囲,内 容 な どが漠 然 と した段 階 か ら出 発 して,

次 第 に 問題 を明 らか に して い く過程 そ の もの にあ る」。

構 造 モ デ ル は,対 象 をそ こ に含 まれ る要 素 とそ れ らの 間 の 関係 を,節 点 と そ

の 節 点 と関係 の あ る節 点 の 間 を結 ぶ枝(線 分)と で 示 す グ ラフ と して の 図形 表

現 に よ って 示 され る。 こ れ は,根 源 的表 象系 に お け る略 図 に相 当す る。 構 造 モ

デ ル は,あ る対 象 をシ ス テ ム と して 捉 え,そ れ を その 構 造 要 素 に よ って切 り分

け,個 々 に切 り分 け られ た構 造 要 素 が どの よ うに 関係 し合 って 全体 を構 成 して

い る か を表 現 す る グ ラフ で あ る 。 い わ ば,シ ス テ ム の基 本 的 な特性 だ け を示 す

もの で あ っ て,そ れ を どの よ うに解 釈 し,ど の よ うに利 用 す るか とい う こ と は,

利 用 者 に任 され てい る。

こ こで い う 「シ ス テ ム」 は,い わ ゆ る シ ス テ ム工 学 や シ ス テ ム分 析 が 対 象 と

す る よ うな ハ ー ドな シ ステ ムで はな く,社 会 シ ス テ ム とい う概 念 に代 表 され る

よ う な ソフ トな シ ス テ ムで あ る。 シス テ ム類 型 論 の立 場 か ら言 えば,学 問 や知

識 な どの 人 工 的抽 象 シ ス テ ム,お よ び,政 治 や作 業 あ るい はス ポ ー ッな ど,人

間活 動 の 集 ま り と して の 人 間活 動 シ ス テ ム で あ る 。 自然 シス テ ムや 人 工 的物

理 シ ス テ ムが,物 理 モ デ ル や シ ミュ レー シ ョン ・モ デ ル,あ るい は統 計 的 モ デ

ル と して 量 的 に完 式 化 され た数 式 モ デ ル と して 表 現 で きる の に対 して,ソ フ

ト ・シ ス テ ム は,明 確 に構 造 化 され て い ない 対 象 につ い て仮 説 を立 て,定 性 的

な構 造 モ デ ル と して 認 識 され る よ うな もので あ る。 そ れ は,工 学 的,効 率 的 な

解 を直接 的 に求 め よ う とす るの で はな く,討 論,議 論,論 議 の テ ー マ とな る も

の で あ る。 つ ま り,構 造 モ デ ル と して示 され る もの は,達 成 す べ き 目標 や ゴ ー

ル で はな く,そ の解 釈 と検 討 を経 て,対 象 の理 解 を深 め た り,対 象 に つ い て の

共 通 認 識 を得 て,コ ミ ュニ ケ ー シ ョン を円滑 にす る こ と,あ るい は,問 題状 況

の構 造 を決 定 し,そ の状 況 を改 善 す る ため の施 策 を模 索 す る ため に対 象 を定 義
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す る もの で あ る 。 も と も と不 明 確 な要 素 やそ の 関係 か らな る対 象 を問 題 にす る

もの で あ る か ら,納 得 の行 く定 義 を得 る まで には,要 素 の抽 出 とそ れ らの 関係

づ け,図 式 化(構 造 グ ラ フの作 成),そ の 解釈 と検 討 を繰 り返 し行 わ な け れ ば

な ら ない 。

こ こ に取 り上 げ る構 造 モ デ ル分 析 法 で は,〈 要 素 の抽 出 と相 互 の 関係 づ け〉

〈図 式 化 〉 〈そ の 解 釈 と検 討 お よび文 章 化〉 の過 程 を,〈 要 素 とそれ らの 間 の 関

係 の行 列 表現 〉 〈構 造 グ ラ フの作 成 〉 〈構 造 グ ラ フの検 討 と改訂 お よ び フ ィー ド

バ ック〉 を,納 得 で きる結 果 が 得 られ る まで 繰 り返 す 。 この こ とは,根 源 的 表

象 系 にお け る 〈モ デ ル〉 〈略 図〉 〈記 号〉 に そ れぞ れが対 応 して い る と考 え る こ

とが で きる。 そ して,根 源 的表 象 系 にお け る これ ら3つ の シ ンボ ル の流 動 的 ・

有 機 的 関 係 づ け,即 ち,書 き換 え,描 き直 し,再 構 成,選 び直 しの繰 り返 しに

対 応 して い る と見 る こ とが で きる。 つ ま り,構 造 モ デ ル分 析 法 は,根 源 的 表 象

系 を用 いて 「わ か り直 し」 を実 践 す るた め の具 体 的方 法 の1つ で あ る と言 え る。

要 素 とそれ らの 間 の 関係 が 行列 表 現 され た ものか ら,構 造 グ ラ フ を得 る過 程 は,

数 学 的手 順 に よ る機械 的作 業 と して プ ロ グラ ム化 す る こ とが 可 能 で あ る。 しか

も,構 造 グ ラ フの 検討 の結 果 をフ ィー ドバ ック して,行 列 表 現 の修 正,構 造 グ

ラ フ の作 り変 え な ど を繰 り返 して学 習 す る こ とを前 提 に してい る こ とか ら も,

そ の過 程 に コ ン ピ ュ ー タ を援用 す る こ とが必 要 で あ る。

ISM法 とDEMATEL法 は,そ れ ぞ れ 米 国 とス イ ス のバ テル研 究 所 が 複

雑 な社 会 的 問 題 を解 決 しよ う とす る プ ロ ジ ェ ク トの な か で 開発 した 方 法 で あ

16)
る 。 多 くの 不 明 確 で不 完 全 な要 素 や 関係 か ら成 り立 って い る複 合 的 な社 会 問

題 を定 性 的 な ソ フ ト ・シス テ ム と して捉 え,複 雑 な 問題 状 況 を その構 成 要 素 の

相 互 関係 の一 対 比 較 に よ って 明確 に し,全 体 像 を 浮 か び上 が らせ よ う とす る も

の で あ る。 「ISM法 は,グ ラ フ理 論 の 基 本 的 概 念 を,コ ン ピ ュー タを媒 介 と

して系 統 的 に適 用 す る こ とに よ り,い ろ い ろ な要 素 間 の相 互 関係 の パ タ ー ン を

17)
IntepretiveStructualModelと よ ば れ る 多 階 層 の 有 向 グ ラ フ と して 図示 す るJ。

そ の対 象 と され た シ ス テ ムが 人 を要 素 とす る もの で あ れ ば,こ こに得 られ る階
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層 的 な構 造 グ ラ フ は,人 と人 の関 係 す なわ ち組 織 図 を示 す もので あ る し,作 業

あ るい は活 動 を要 素 とす る もので あ れ ば,工 程 図 あ るい は人 間活 動 シ ス テ ム を

示 す こ と に な る。 つ ま り,構 成 要 素 とそ れ らの 間 の適 当 な推 移 的 関係(因 果 関

係)を 設 定 す る こ とに よっ て,い ろい ろな 意 味 を持 った構 造 グ ラ フ を得 る こ と

が で き る。

ISM法 が,原 則 的 に対 象 と な る シス テ ム の構 成 要 素 間 の推 移 的関 係 の有 無

だ け をデ ー タ と して構 造 グ ラ フ を作 るの に対 して,DEMATEL法 で は,要

素 間 の 直接 影 響 の 有 無 とそ の程 度 を行 列表 現 した もの をデ ー タ と して,多 階 層

構 造 グ ラ フ と と もに,要 素 間 の影 響 度 お よび 関連 度 を示 す構 造 グ ラ フ を得,か

つ 図 示 す る こ とが で きる 。 そ して,こ の影 響 度 一 関連 度 グ ラフか らは,他 に対

して 影 響 度 が 強 く,「 前 提 条件(主 要 問 題)」 に な る要 素,他 か ら影 響 され る程

度 が 大 き く,「 目標(主 要 達成 目標)」 とな る要 素,さ ら に,そ れ らの 中 間 に位

18)

置 づ け られ,「 手 段 」 と目 され る要 素 を読 み 取 る こ とが で きる。

い ず れ の 方 法 も,そ れ らが 複 合 的 な社 会 問題 を対 象 とす る場 合 に は,要 素 の

抽 出 や 一対 比 較 に よ る関係 づ け を,数 人 か ら数 十 人 の集 団 に よる討 論 あ る い は

ア ンケ ー ト調 査 に よ って行 うこ とが 原 則 で あ る 。 しか しなが ら,必 ず し も平 均

値 的 なデ ー タだ け が 意 味 の あ る もので はな く,個 人 的 な意 見 や考 え方 の違 い を

明 確 にす る こ と こそ 重要 な こ と もあ る。 また,構 造 グ ラ フの解 釈 は,本 来 多義

的 な もの で あ るか ら,そ の客 観 性 だ け を期待 すべ き もの で もな い 。

ISM法 とDEMATEL法 は,本 来 別 々 に 開発 され た もの で あ る し,最 終

的 に得 られ る構 造 グ ラ フの表 現 お よ びそ の解 釈 の仕 方 も異 な る もの の,実 施 手

順 そ の もの はそ れ ほ ど厳 密 に 区別 して 考 え る必 要 は ない と思 わ れ る。DEMA

TEL法 を実 施 す るた め に用 意 す べ きデ ー タは,要 素 項 目間 の 直接 影 響 の 有無

とそ の 程 度 を行 列 表 現 した もので あ るか ら,そ こか ら要 素 項 目間 の 直接 影 響 の

有 無 だ け を取 り出せ ばISM法 の行 列 演 算 をす るこ とが で き る。 わ れ わ れ が 問

題 状 況 の構 造 化 に援 用 すべ く開発 したパ ー ソナ ル ・コ ンピ ュ ー タ用 の プ ロ グ ラ

ムISM-DMは,こ れ ら2つ の構 造 グ ラ フ作 成 の ため の 行 列演 算 を一 連 の処
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理 過 程 と して ま とめ,1つ の デ ニ タか ら得 られ る2つ の構 造 グ ラ フが ,対 象 と

す る問 題状 況 の異 な っ た側 面 を表 して い る もの と して 捉 え,そ の検 討,解 釈 を

し易 く しよ う と して い る。 さ らに,ISM-DMに は,わ れ わ れが 以 前 に開 発

した プ ログ ラムDCOTHに お け るLEAFとLOBEを 抽 出 す る機 能 も追 加

19)
され て い る。

4.問 題 状況 とは

デザイン活動の動機は,日 常生活のなかにあり,そ の目指す 目標 も未来の望

ましい可能的世界へ向けて生活の在 り方を方向づけることにある。現実の世界

を,過 去において起こった世界や起こり得た世界(既 知の世界),生 の現実,

および現実的に起こり得る世界(可 能的世界)と いう3つ の世界を含むもの と

して捉えるならば,デ ザイン活動は常に現実世界にあって,そ こにある問題状

況をより善い状況へ方向づけるために行われると言える。それ故,現 実の生活

状況をいかに認識するかということは,デ ザイン活動 を実践する上で大変重要

である。

そもそも 「状況」とは,そ の辞書的定義を参照すると 「一般的には,あ る時

間においてある個体になんらかの効果を与える(個 体の行動を発動させる)刺

激の個体または環境条件 を意味する。広義には環境的条件のほかに個体の内的

諸条件を槍 む力獣 義には蹴 暢 と同義に使用 され,事 態 ともいわれる、1°)

ま た 「『問 題』 とい う もの は,何 か の行 動 を起 こそ う とす る 日常 の生 活経 験 の

中 で,困 惑 や 困 難 の 感 じを生 じさせ る原 因 とな っ て い る事 態 で あ る、21)o一そ の よ

うな 若干 の事 態 が 成 り立 っ てい る こ とを事 実 と して捉 え ,そ れ ら事 実 の 総体 を

状 態 と して認 識 す る。 従 って 「問題 状 況 」 とは,そ の よ うな事 態 が 成 り立 って

い る環 境 条 件,あ るい は,わ れ わ れ の内 にあ る 内 的諸 条 件 で あ る とい う こ とに

な る。 わ れわ れ が 現状 につ い て何 らかの 陳 述 を しよ う とす る時 に は,そ こに生

じて い る事 実 を明 らか にす るこ とに よ って行 う。 そ の事 実 とは 「… … で あ る こ

と」,「… … とい う こ と」 とい う文 章 態 で表 さ れ る。 す な わ ち 「コ ト」 と して表
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現 され る220)ま た ・事 実 の 総 体 と して の ・状 態、 は,日 本 語 で は ・もの、 と し

て 表 現 す る こ とは で きな い の で,普 通 は 『コ ト』 と して表 現 され る」 とい う

こ と,あ るい は 「現 実(reality)の 知 覚 は モ ノの 知 覚 で な く,コ ト(event)

の 知 覚 に ほ か な らな い」 とい う こ と な ど か ら,わ れ わ れ が注 目 して い る 「問

題 状 況 」 は,こ の よ うな 「コ ト」 の 総体(シ ス テ ム)と して認 識 され な け れ ば

な ら ない 。 そ れ ぞ れ の 「コ ト」 が 個 々 に独 立 した まま にあ るの で は,1つ の状

況 と して 認 識 す る こ とは で きな い。

デ ザ イ ン活 動 の 動 機 と して,現 実 の 問 題 状 況 を把 握 す るた め に我 々 が と るべ

き道 は,そ の よ う な状 況 の構 成 要 素 とな って い る 「コ ト」 をあ るが ま まに 洗 い

だ し,そ れ らの間 の 関係 を構 造 的 に明 らか にす る こ とで あ る。 問 題状 況 を構 成

して い る様 々 な 「コ ト」 をそ の相 互 関係 に基 づ いて構 造 化 す る とい う こ と は,

1つ の状 況 の 多様 な側 面 を見 る こ とで あ り,多 様 な視点 か ら個 々 に捉 え られ た

諸 側 面 を あ る種 の規 則 性(関 連性)を もっ た連 続 体 と して捉 え る こ と と言 え る。

す な わ ち,1つ の対 象 を連 続 的 に変化 す る静 的視 点 に よっ て捉 え,そ の時 々 に

見 え る 「見 え 」 を 一連 の もの と して 総 合 す る こ とに よ って,そ の対 象 を よ く認

識 しよ う とす る こ と と同 じで あ る。

5.問 題 状 況 の 構 造 化 の 事 例

われ わ れ が デザ イ ン活動 の動 機 と して 注 目す る 「問題 状 況 」 を構 成 して い る

「コ ト」 は
,生 活 空 間 にお け る 出来 事 や 行 為 で あ る。 しか し,日 常 生 活 の 中 に

あ る あ ら ゆ る 出来 事 や 行為 を抽 出 し,そ れ ら を凡 て 関係 づ け る こ とが 必 ず し も

注 目 して い る 問題 状 況 を明 確 に把 握 す る こ とにつ なが らな い こ とは容 易 に想 像

で きる。 また,既 成 の枠 組 み の な か だ け で考 え る こ と は,そ れ まで 以 上 の新 た

な展 開 に結 び つ か な い こ と も明 らか で あ ろ う。 わ れわ れ が注 目す る こ との背 後

には そ れ な りの 問題 意 識 が な けれ ば な らな い。 日常 の 経験 の な か で培 わ れ て き

た 問 題意 識 に 基 づ く視 点 か ら現 実 を見 つ め る と き,は じめ て 問題 の あ る状 況 が

浮 か び上 が って くる。次 に上 げ る25の 項 目は,わ れ われ の研 究 室 が 自転 車 交通
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の現 状 に注 目して,自 転 車 交通 とそ の周 辺 に かか わ る事 柄 を 自転 車 の使 用 状 況,

駐 輪 場 の現 状 の 調 査 と観 察,ビ デ オ 記録 の 分 析,行 政 的 な施 策 の調 査 な ど に

よ っ て,な ぜ こ うな の か とい う説 明 を求 め る た め に抽 出 した 「コ ト」 と して の

出来 事 や行 為 を整 理 した もの で あ る。 言 う まで もな く,そ の背 後 に は昨 今 の 自

転 車 交 通 に関 わ る混 乱 と,見 過 ごす こ との で きな い現 象 に対 して,ど うにか な

らな い ものか とい う意 識 が は た らい てい る。

1.近 距 離 で も歩 か ず に 自転 車 を利 用 す る人が 多 い 。

2.他 の交 通 機 関 よ りも 自転 車 の方 が 自由 に経 路 を選 択 で きる。

3.市 街 地 が 拡 大 して い るの に,他 の 交 通体 系 が充 分 整 備 され て い な い。

4.自 動 車 の 路 上 駐 車 が 自転 車通 行 の 妨 げ に な る。

5.自 転 車 と 自動 車 が 同 じ路 上 に混 在 して い る 。

6.自 転 車 は他 の 交 通 機 関 の停 留 所 付 近 に 集 中 しやす い 。

7.自 転 車 は整 然 と駐 車 しに くい 。

8.駐 輪 場 で 自転 車 同 士 が 絡 ま りやす い 。

9.駐 輪 場 の絶 対 数 が 不 足 して い る。

10.自 転 車 は見 掛 け よ りか さば る 。

11.自 転 車 は 降車 時,横 か ら しか うま く操作 で きな い。

12.駐 輪 場 で の 自転 車 の 出 し入 れ が しに くい 。

13.駐 輪 場 は雑 然 と して い る よ うに見 え る。

14.手 荷 物 が 多 い とき に はバ ス ・電車 を利 用 し に くい。

15.雨 天 時 に は 自転 車 を利 用 しに くい。

16.駐 輪 場 に長 期 間放 置 され て い る 自転 車 が 多 い 。

17.自 転 車 に 関す る交 通 ル ール が 不 明確 で あ る。

18.自 転 車 の形 状,大 きさが 多 様 で あ る。

19.歩 道 を 自転 車 と歩 行 者 が 共 用 して い る こ とが あ る。

20.自 転 車 に子 供 を相 乗 り させ た り,荷 物 を積 み 過 ぎて い る こ とが 多 い 。
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21.自 転 車 交 通 の対 策 の責 任 の所 在 が 不 明確 で あ る。

22.駐 車 自転 車 が 歩 道 を 占拠 して い る。

23.自 転 車 に は一 交 通手 段 と して の市 民 権 が与 え られて い な い 。

24.駐 輪 場 の 利 用 効 率 が悪 い。

25.放 置 自転 車 の 処 置方 法 が 効 率 的で ない 。

以 上 の 項 目を現 実 の 諸側 面 と して 捉 え,そ れ ら相 互 の関 連性 に基 づ い て そ の

モ デル を相 関 行 列 の 形 で表 す と表1の よ う に なる 。 この 行 列 にお い て,行 の 要

素 をA,列 の要 素 をBと す る と,こ こ に示 され た 関係 は 「Aが 原 因 とな ってB

が 生 じる」 とい う因 果 関係 の 内,AとBと の 間 に 直接 的 な 関係 が あ る もの だ け

に限 定 され て い る。 また,そ の相 対 的 な強 さ は1か ら5ま で の 数値 に よ って 恣

意 的 に表 され て い る。 この相 互 関係 を有 向 グ ラ フ と して 図 示 す る と図2の よ う

に な る。 これ ら諸 要 素 項 目間 の一 対 比 較 に よ る直接 影 響 の 有 無 とそ の 強 さの 行

列 表 現 は,筆 者 と先 の 調査 に参 加 した大 学 院 生5人 の 計6人 で,間 接 影 響 を含

め ない よ う注 意 しな が ら議 論 し,整 理 して得 た結 果 で あ る。

この 相 関 行 列 をデ ー タ と して,ISM構 造 グ ラ フ,DEMATEL構 造 グ ラ

フ を求 め る と図3,図4の よ うに な る。 図3のISM構 造 グ ラ フに お い て は,

先 に抽 出 さ れた 諸 項 目の推 移 的 な関 係 が 要 約 した 形で 視 覚 的 に表現 され て い る。

図 か ら も明 らか な よ うに,こ こ に取 り上 げた 問題 状 況 を構 成 す る諸 要 素 の 内,

全 体 か ら見 て 孤 立 して い る項 目(13,14,20)を 除 け ば,残 りの もの は,4つ

の グル ープ に大 別 で きる。 グ ル ー プAに 属 す る項 目は,自 転 車 そ の もの の 形 状,

構 造 に関 わ る もの で あ り,グ ル ー プBに 属 す る項 目は,一 交 通 手段 と して の 自

転 車 につ い て の 認 識 の低 さ,あ るい は,行 政 な らび に使 用 者 の 責任 感 の 低 さ に

関 す る もの で あ る。 グル ー プCは,全 体 の交 通 シ ス テ ム に関 わ る項 目で あ り,

特 に 自転 車 と他 の 交 通 サ ブ ・シ ステ ム(バ ス,電 車 等)と の 間 の接 点 に 関 わ る

事 柄 で あ る 。 グル ー プDは,自 転 車 の 利 用 者 の モ ラル と交 通 ル ール に 関 わ る事

柄 で あ り,グ ル ープBと 近 い もので あ るが,交 通 手 段 と して の 自転 車 を時 に は
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車 両 と して扱 い,あ る い は ま た歩行 者 と同等 に扱 う とい う よ うに,そ の位 置 づ

け が 不 明確 で あ る こ と に よ る もの で あ る。

以 上4つ の グ ル ー プ に属 す る諸項 目の 内,グ ル ー プA,B,Cに 属 す る もの

を背 景 と して駐 輪 場 の 絶 対 数 の 不足 が浮 か び上 が る。 そ して,自 転 車 交 通 の位

置 づ け が あ炉 まい であ る こ とが 自転車 利 用 者 の わが ま ま を許 す こ とに もな り,

商 店 の 店 先 や歩 道 が 駐 車 自転 車 に よ って 占拠 され る とい う事 態 が 起 きて い る 。

ISM構 造 グ ラ フ はKJ法A型 図 解 と よ く似 て い る し,対 象 とす る状 況 を説

明 しよ う とす る論 理 的 な流 れ を示 して い る点 で も同 じで あ る。 しか し,そ れ を

得 るた め の手 順 は全 く異 な る。 前 者 の場 合 は逐次 一対 の要 素 項 目だ け を取 り上

げ,そ の 間 の 関係 を決 めて 入 力 デ ー タ と して コ ン ピ ュー タ処 理 し,自 動 的 に全

体 の 構 造 を表 示 で きる。 そ れ に対 して,後 者 の場 合 は 始 め に全 体 を見 渡 しな が

ら要 素 項 目 をグ ル ー プ編 成 し,そ の 内容 に基 づ い て論 理 的 な空 間的 配 置 を探 す

とい うか た ち で行 われ る。 そ して そ の空 間的 配 置 の後 に グ ル ー プ編 成 され た要

素 項 目同 士 の 問 に ど う い う意 味 で 関 係が あ るか が発 見 され る。

通 常,問 題 状 況 の調 査 や 観 察 あ るい は ブ レー ンス トー ミ ング の結 果 と して抽

出 され る項 目数 は か な り多 くな る。 しか しISM法 やDEMATEL法 で は,

凡 て の 要 素項 目につ い て一 対 比 較 を行 う必 要 が あ るた め,要 素 項 目の 数 が 多 く

な り過 ぎる とそ の作 業 は大 変 面 倒 に な り,実 用性 に欠 ける こ とに もな る。 そ こ

で,わ れ わ れ は要 素 項 目の 抽 出,整 理 の段 階 でKJ法 に よ るグ ル ー プ編 成 の手

法 を用 い る こ とが 有 効 で あ る と考 え る。

図4のDEMATEL構 造 グ ラ フ は,諸 項 目間 の影 響 度一 関連 度 を示 して い

る。 な お,関 連度 につ いて は 中央 寄 りの方 が 高 く,左 右 に 離 れ る ほ ど低 くな る

よ う に図 示 され て い る。DEMATEL構 造 グ ラ フは,い わ ゆ る イ メ ー ジマ ッ

プ や 数 量 化IV類 に よ る要 素 項 目の散 布 図 な ど と は本 質 的 に 異 な る もので あ る こ

と は改 め て い う まで もな い。 特 に数 量化Nに よ る散 布 図 で は要 素 項 目の 空 間

的 位 置 づ け は示 され るが,そ れ らが 互 い に どの よ うな 関係 にあ る の かが 分 か ら

な い 。 こ こで は,項 目11(自 転 車 は 降車 時,横 か ら しか う ま く操 作 で きない)
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が最 も影 響 度 が 高 く,項 目24(駐 輪場 の利 用 効 率 が 悪 い)が 最 も被 影 響 度 が 高

い 。前 記 の よ うに,DEMATEL構 造 グ ラ フで は,最 も影 響 度 の 高 い 要 素 が

「前 提 条 件(主 要 問題)」 で あ る と見 な され,最 も被 影 響 度 の高 い要 素 は 「目

標(主 要 達 成 目標)」 で あ る とさ れ る。 それ らの 中 間 に位 置 す る諸 要 素 は,「 前

提」 条件 か ら 「目標 」 に達 す るた め の 厂手 段 」 で あ る。 ここ に取 り上 げ た事 例

の場 合 は,前 提 条件 に相 当 す る要 素 が基 本 的 な原 因で あ って,目 標 に相 当 す る

要 素 は最 終 的 な結 果 で あ る と言 え る。 そ れ らの 中 間 に位 置 す る諸 要 素 は,現 象

と して現 れ て い る様 々 な 事 態 で あ る。 図4と 表2か ら判 断 す る と,「 前 提 」 と

な る要 素 と して は項 目11の 他 に,影 響 度 は低 いが 基 本 的 な 問 題 で あ る項 目3

(市街 地 が 拡 大 され て い る の に,交 通体 系が 充 分 整 備 され て い な い)と,項 目

23(自 転 車 に は一 交通 手 段 と して の 市民 権 が 与 え られ て い な い)と を上 げ る こ

とが で きる 。 この よ うに 「前 提 」 と な る要素 が互 い に独 立 して複 数 存 在 す る と

い う こ とは,こ こに取 り上 げた 問 題 状 況 を改 善 す る に は,多 様 な ア プ ロ ー チが

可 能 で あ る と同 時 に,こ れ ら独 立 して い る項 目(要 素)同 士 を 関連 づ け て,互

い に両立 す る よ うにす る こ とが 最 も重 要 で あ る こ とを示 して い る。(1)自 転 車 そ

の もの の構 造 ・形状 ・操 作 方 法 と,(2)一 交通 手 段 と して の 自転 車 の捉 え方,認

識 の 仕 方 と を,ど の よ うに両 立 させ るか が 問題 で あ る。(1)と(2)と の 間 に は直 接

的 な 関係 は 認 め られ な いが,(2)の 改 変 を 目指 して 自転 車 そ の もの の新 た な在 り

方 の 提案 をテ ーマ とす る こ とが 可 能 で あ る し,あ るい は(2)につ い て の新 しい発

想 洲1)を 改 善 す るた め の コ ンセ プ トにつ なが る とい う こ と も考 え られ る

6.「 状 況 」 と 「行 為 」 と を つ な ぐ 「デ ザ イ ン 活 動 」

佐 伯 が 「認 知 科 学 の 方 法 」 の な か で紹 介 してい るブ ル ンズ ウ イ クの 生 態 学 的

25)
合 理 性 の 概 念 に もとつ く生 態 学 的 環 境 構 造 の モ デ ル を参 照 して,人 間 を取

り巻 く 「状 況 」 とそ こで と られ る 厂行 為 」 との間 に位 置 す る 「情 報 処 理 系 」 の

1つ と して 「デザ イ ン活動 」 を位 置 づ け て考 え る と,こ れ ら三 者 の 関 係 は図5

の よ う に表 す こ とが で きる 。 こ こで 厂状 況 」 に は,(1陽 と して の状 況,(2)生 活
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空 間 の 状 況,(3)歴 史 的 ・文 化 的状 況 が あ り,そ れ ぞ れ に つ い て,(1')達 成,

26)

(2')適 応,(3')参 加,と い う 「行 為 」 が 対 応 して い る。 ま た 「場 と して の 状

況 」 を直接 の コ ンテ クス ト(文 脈)と す る 「近接 課 題 」 と して の 「(デザ イ ン)

問題 」 が あ り,そ の 「問 題 」 が 「デザ イ ン活 動」 の直 接 的 な対 象 と して 課せ ら

れ る。 そ して,そ の 「問 題 」 に対 して 「デ ザ イ ン活 動 」 が 示 す 応 答 と して,そ

の場 で や り とげ るべ きパ フ ォー マ ンス を 厂達 成」 す る ため の 「近接 応 答 」 と し

て の 「道 具(デ ザ イ ン され た もの)」 を位 置 づ け る こ とが 出 来 る 。 「問題 」 と し

て取 り上 げ ら れ る 「近 接 課 題 」 は,「 場 と して の 状 況 」 の なか に あ り,個 々 の

「場 」 は 「生 活 空 間」 の な か に位 置 づ け られ
,「 生 活 空 間 」 は 「歴 史的 ・文 化

的 状 況 」 を背 景 と して成 り立 って い る。 また,「 近 接 応 答 」 と して の 「道 具 」

が 「場 」 にお い て 「達 成」 され る行 為 を可 能 に し,そ の行 為 が 「生 活空 間」 に

お け る 「生 き方」 「適 応 」 と して 意 味 を もち,そ れ まで の 「歴 史 的 ・文 化 的 状

況 」 と今 後 の 「可 能 的 世界 」 とを繋 ぐ現 実 世界 に 「参 加」 す る こ と を可 能 にす

る。

こ の よ う に,「 問 題(近 接 課 題)」 「場 と して の状 況」 「生 活 空 間 の状 況 」 「歴

史 的 ・文 化 的 状 況 」 は,そ れ ぞ れ前 者 が 後者 のサ ブ ・シス テ ム とな る関係 に あ

る。 同 じ よ う に,「 道 具(近 接 応 答)」 が 目標 を 「達 成 」 す る こ老 の,「 達 成 」

が 「適 応 」 の,そ の 「適応 」 が 「参 加 」 す る こ との前 提 と な る。 た だ し,状 況

を構 成 して い る4つ の 要素 は互 い に1対1の 決定 論 的 関係 にあ るの で は な く,

後 者 を構 成 す るい くつ か の前 者 の なか か ら最 も効 果 的 に後 者 を反 映 す る ものが

27)

手 掛 か りと して注 目 され る はず で あ る。 「デザ イ ン活動 」 は,近 接 課 題 と し

て 選 ばれ た 「問 題 」 に対 す る解 と して 実現 され る道 具 を通 して 「場 」 に働 きか

け,「 場 」 を形 成 す る こ と に よ っ て 「生 活 空 間」 を形 づ く り,究 極 的 に はそ こ

にお け る生 活 様 式 ・文 化 を提 案 す る こ と にな る。

先 に取 り上 げ た 「自転 車 交 通 に関 わ る問題 状 況 」 で は,図3のISM構 造 グ

ラ フ を見 るか ぎ り,自 転 車 その もの の構 造 ・形 状 ・機 構 な らび に駐 車 の 方 法 に

関 わ る要 素 が,直 接 的 に近 接 課 題(即 ち 「問 題 」)と して そ の ま ま表 面 に現 れ
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て い る と見 る こ とが で きる。 そ して,同 じよ う に駐 輪場,車 道,歩 道 な ど に関

す る ものが 「場 の状 況 」 と して,そ の 「場 」 の 数,配 置,形 態 お よび 他 の 交 通

機 関 との 関係 づ け な どが 厂生 活空 間 の状 況 」 と して捉 え られ る。 さ ら に,自 転

車 交 通 につ い て の認 識 の低 さ,自 転 車 の利 用 に関 す る交 通 ル ール の 不 徹 底,利

用 者 の モ ラル な どを 「歴 史 的 ・文化 的状 況 」 と して 捉 え る こ とが 出 来 る。 また,

前 記 のA,B,C,Dグ ル ー プ に属 す る諸 要 素 が 「場 の状 況 」 と して の駐 輪 場

の 現 状 を生 ぜ しめ て い る こ とが わ か る。 そ れ を解 決 す る た め に は"自 転 車 その

もの"と"自 転 車 交 通 に つ い て の 正 しい認 識 と対 策"お よ び"利 用 者 の モ ラ

ル"の 諸 側 面 か らア プ ロ ーチ しな けれ ば な らな い。 す な わ ち,こ の問 題 状 況 に

お い て は 「場 」 と して の"駐 輪 場"の 効 率 的 な活 用 を 「達成 」 す る た め に,駐

輪 場 に長 期 間 放 置 され て い る 自転 車 を無 くす と と もに,駐 輪場 内 で の 自転 車 の

操 作 性 を よ く し,無 駄 な スペ ー ス を とらず に 自転 車 の出 し入 れ が容 易 に で きる

よ うな形 状,構 造,機 構 に す る こ とが 要 求 され る。 放 置 自転 車 を無 くす た め に

は,"利 用 者 の モ ラ ル の向 上"と"放 置 自転 車 の撤 去"に 関 わ る行 政 的 な処 置,

す な わ ち"自 転 車 交 通 に関 す る対 策 の責 任 の 所在 を明確 にす る"こ と も必 要 で

あ る。 そ の こ とが"雑 然 と して い る よ う に見 え る 駐 輪 場 の 景観"を よ くし,

"駐 車 自転 車 が 歩 道 や 車 道 を占拠"し て 「生 活 空 間 」 を乱 す こ と を防 ぐ
。 そ し

て,自 転 車 専 用 道 路 な どの 整備 と と もに,バ ス,電 車,自 動 車 と 同 じ く自転 車

も生 活 に 「適 応 」 し,交 通 弱 者 の位 置 か ら脱 却 して,「 歴 史 的 ・文 化 的 状 況 」

と して の交 通 体 系 全 体 の なか に一交 通手 段 と して 「参加 」 す る こ とが 再 認 さ せ

れ る もの に な る と考 え られ る。

しか しな が ら,問 題 とす べ き近接 課題 とな り得 る もの は必 ず し も表 面 的 に現

れ て い る もの だ け とは か ぎ らない 。 例 え ば 「駐 輪 場 」 に 注 目す る と,自 転 車 の

構 造 ・形 状 ・機 構 だ け で な く,駐 車 設備 や機 具,あ るい は 案 内標 識 や利 用 者 の

モ ラ ル に訴 え るポ ス タ ー な どを 「近 接 課 題」 と して取 り上 げ る こ と もで きる 。

また,自 転 車 交通 につ い て の認 識 を たか め,交 通 ル ール を徹 底 す る た め の キ ャ

ンペ ー ン を計 画 す るこ と も考 え られ る。 そ の た め に適 切 な 媒 体 を実現 し,そ れ
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に よ って 「場 にお け るパ フ ォー マ ンス」 を達 成 す る。 そ して そ の 「場」 の状 況

を 「生 活 空 間」 に位 置 づ け,「 歴 史 的 ・文化 的」 状 況 に 参 加 せ しめ るた め の 計

画 を一 連 の デ ザ イ ン問題 と して 捉 え る こ と もで きる。

7.お わ り に

現 実 世 界 にお け る 問題 状 況 を様 々 な 「コ ト」 の シス テ ム 的 な 集合 と して捉 え,

そ の構 造 を明確 に し よう とす る試 み は,根 源 的表 象系 を も って そ の状 況 が どの

よ うな 「場」 「生 活 空 間」 「歴 史 的 ・文化 的」 状 況 に よ って構 成 され てい る もの

で あ る か を,わ か り直 そ う とす る こ とに ほ か な ら な い 。 そ して,そ れ ら 「状

況」 を構 成 して い る もの の 内 の いつ れ に注 目す るか に よっ て,提 起 され る問 題

は異 な っ た もの に な る。 つ ま り 「何 を」 と 厂い か に」 の 階層 的構 造 の どの レベ

ル か らデ ザ イ ン活 動 を起 こ して,究 極 的 にい か な る近 接 課 題 を手 掛 か りと して

設 定 し,そ の実 現 へ 向 けて どの よ うな 目標 を掲 げ るか が 違 って くる。 近接 課題

に対 す る近 接 応 答 と して 実現 され るべ きモ ノの コ ンセ プ トを た て る とい うこ と

は,そ の モ ノ を使 用 す る人 が 「場 に お け るパ フ ォーマ ンス 」 をい か に 「達 成 」

し,「 生 活 空 間」 に どの よ う に 「適 応 」 で き るか,そ して 厂歴 史 的 ・文 化 的」

状 況 にい か に 「参加 」 で きるか を明 らか にす る こ とに等 しい 。 デ ザ イ ン活 動 に

お け る 「何 を」 の探 索 は,問 題 とな る状 況 を背 景 と して,可 能 的 世界 へ 向 け て

実 現 され るべ きモ ノが どの よう な属 性 を持 ち,い か に位 置 づ け され るべ きか を

究 明 す る こ と を 目指 して 行 わ れ る。 厂道 具 」 と して の モ ノ はそ れ 自体 が 全 体 と

して,人 が そ の状 況(歴 史 ・文 化,生 活 空 間,場)か らの圧 力 を内在 化 させ る

か た ちで 形成 した 内的 環 境(イ メー ジ)と,変 化 す る状 況 と して の外 的 環 境 あ

るい は可 能 的 世界(ヴ ィジ ョン)と の 間 の接 面(イ ン ター フェ イ ス)と して 設

定 され る もの で あ る。

ISM法,DEMATEL法 は,上 記 の よ うな 「コ ト」 の総 体 と して の 現状

の認 識 と学 習 の た め に適 用 され るば か りで な く,1つ り専 門領 域 に関 わ りの あ

る諸 概 念 を要 素 と.し,そ れ ら を上位 概 念,下 位概 念 の 関係 に よ っ てモ デ ル化 し
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た も の を デ ー タ と し て,そ の 領 域 に お け る概 念 装 置 を 構 築 す る こ と に も応 用 で

き る 。 図6に 示 さ れ て い る 構 造 グ ラ フ は,わ れ わ れ が デ ザ イ ン教 育 へ の コ ン

ピ ュ ー タ の 援 用 の あ り方 に つ い て 考 え る に 際 し て,従 来 の 構 成 練 習 に お け る

く点 → 線 → 面 〉 の 展 開 過 程 を も う一 度 考 え 直 して み よ う と して 行 っ た も の で あ

る 。

ま た,前 以 て 与 え ら れ た 問 題 に つ い て の 種 々 の 解 決 案 を 要 素 と し,解 決 案 同

士 の 間 の 貢 献 度 を 関 係 と して 設 定 し た モ デ ル を デ ー タ と し て 構 造 化 す る と,解

決 の た め の 突 破 口 を 見 出.し,問 題 意 識 の 根 底 と な る も の を 明 ら か に す る こ と が

で き る 。 つ ま り,こ れ ら の 方 法 は,は じ め に 抽 出 さ れ る 要 素(項 目)と そ れ ら

を 一 対 比 較 す る 際 に 適 用 す る 「関 係 」 の 設 定 い か ん に よ っ て,多 様 な テ ー マ に

つ い て 応 用 す る た とが 出 来 る 。

い ず れ に し ろ,ISM法,DEMATEL法 は,「 デ ザ イ ン」 を 社 会 的 な 問

題 と し て 捉 え,人 々 の 「生 活 」 と い う ソ フ トな シ ス テ ム に 対 し て 定 性 的 な ア プ

ロ ー チ を 可 能 に す る と と も に,具 体 的 実 践 へ 向 け て の 指 針 を顕 在 化 さ せ る 方 法

と して 有 効 で あ る 。
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零零宰DIRECTMA皿IX零 拿拿
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表i直 接影響行列.

xxxxxxTotalInfluence&ReferenceValuesxxxxxx

FACTORSR・SUMC・SUMINFLUENCEREFERENCEODR/INF.INF.VODR/REF.REF.V

10.430.000.430.43111.37242.46

2-0.240.000.240.24230.9181.78

30。870.000.87・Og87:30.8791.69

40.360.300.060.6670.59121.54

50.540:00-0.540.54-50.54111.37

60.420.400.020.82-210.51221.31

70.590.00b.590.59100.48161.25

80.960.820.141.7810.43191.19

90.401.29-0.89'1。69尸:180.34101.08

100.78.0.300.481.08140.30230.91

111.370.001.371.3720.2421.0.91

120.231.31-1.081.54250.2030.87

130.000.000.000.00150.1960.82

140.300.000.300.30170.14170.78

150.290.100.190.3980.14200.73

160.460.79-0.341.2540.08250.68
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220.001.31-1.311.319-0.89180.34

230.910.000.910.9112-1.08140.30

240.142.32-2.182.4622-1.3120.24

250.440.240.200.6824-2.18130.00

表2各 項目の影響度 と関連度の値およびその序列
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記号的世界(伝 達,記 録,吟 味)

t
略図的世界(変形操作の切り口)

(ア齢
『現 実的世界 可能的世界

Q1根 源的表象の世界(佐伯 胖)

図2直 接影響グラフ
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図4DEMA丁EL構 造グラフ



図5状 況 ・デザイン活動 ・行為

(生態学的環境構造 とデザイン活動)

(図6「 構成」に関わる諸概念の構造の一例)
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