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本研 究 の 目的 は , 没場所化 し離散 的な様相 を示 す現代社会 にお い て
, 場所 - の コ ミ ッ トメ ン トを支

援 する こ と を通 じて , 新た な形 の ｢ 場所｣ 静的な共 同性 の 再構築 をは か る べ く , そ の 方法と し て ｢ 環

境情報デザイ ン｣ と い う新 し い デザイ ン の 枠組 み を提示 し, そ の 様態 の 一 端 を明 らか にす る こ と で

あ る o

対象 は , 建築や都市 の 乗境デザイ ン 理 論と そ の 事例 , お よ び場所 に 関連す る情報 シ ス テ ム 理 論 とそ

の 事例 で あ り , 理論的な 考察と と も に , 自 ら開発 し た 情報 シ ス テ ム の 運用実験 の 結果を基礎資料 と

し て 考察 し て い る ｡
こ う し て 達成 され た本研 究 の 特徴 は , 建造環境 の デザイ ン と情報環境 の デザイ

ン を統合 し て ｢ ひ と つ の 問題｣ と し て 対応す る こ とで , よ り多く の 課題 に応 え る新 し い デ ザイ ン の

枠組み を構成 しようとす る点 に ある ｡

本論文 は 2 部 1 3 牽 か ら構成され て い る ｡

第
一

部 は理 論編 で あ る o 環境 と情報 の 両分野に ま た が るデザイ ン の 問題 を整理 し , 建造環境論 と情

報衆境論 の 両面か ら考察 を加 え て い る ｡

第 1 章で は ,
エ ド ワ ー

ド ･ レ ル フ の ｢ 没場所性｣ の 概念 を概観 し
､ 現代社会 にお ける ｢ 場所｣ の 凋

落に つ い て 論 じる ｡ 場所 の 凋 落に 抗す る に は , 場所 - の 配慮が 育まれ なけれ ばならず , 貴 所 - の コ

ミ ッ トメ ン トを回復す る必 要 が あ る
｡

第 2 章で は , 没場所性 の 拡 大と場所 の 凋 落に 関す る現代 日本 の 事例 と し て
, 郊外 ロ ー ドサ イ ドお よ

び ｢ 広 告都 市 - 渋谷｣ に つ い て 論ず る ｡ 役場所性 は
, 現代 日本 にお い て もは っ き り と確 認 され る事

態だ と い え る ｡

第 3 章で 娃 , 様 々 な論者 の 技術 と社会 の 関係 に 関す る議論を参 照 し つ つ , 近 代の 情報技術が , 世界

の 均質化 と没場所性 の拡 大に加担 して き た こ と を確落す る . と 同時 に , そ れ は 技術 の使 い 方に よ る

の で あ っ て , 異な る技術 の 使 い 方 の デザイ ン が 必 要 で ある こ と を述 べ る ｡

第 4 章 で は
, 場所 を現象さ せ る技術 と し て の メ ディ ア 技術 に 関わ る知覚論や知識論 を検討 し, 環境 と

人 間の 絶 えざる コ ミ ッ トメ ン ト の 重要性 を確落 し
, 環境情報デザイ ン モ デ ル 構築 - の 準備 を行 う｡

空 間と場所 の 違 い , ア フ ォ
ー ダン ス

, 暗黙知 , S E C I モ デ ル , ミメ - シ ス 理論 な どが 藩論 の 対象 と

なる ｡

第 5 章 で は , 環境情報デザイ ン の モ デ ル を説明す る｡ そ れ は , 主 体と環境 と の 相互 作用 を通 じて ,

環境 の 情報が段 階的に変換され なが ら増幅 され ,
コ ミ ュ ニ テ ィ にお い て ス パ イ ラ ル 状に ｢ 場所｣ が

窺象 し て い く プ ロ セ ス を方法論的に モ デ ル 化 し た も の で あ る｡

第 6 章 で 軌 デジ タ ル デ ー

タ の 表象 シ ス テ ム , 空 間デ ィ ス プ レ イ , トポ ロ ジ ー モ デ ル
,
世界 モ デル

と し て の ( 建築) な ど の 論 点か ら , 建 造費境 と情報衆境 の 様 々 な 水準 にお ける 関係性 を述 べ る ｡

第 7 章で は
,

2 1 世範に お ける設計方法論 の 観 点か ら
, 環境 - の 積極 的な コ メ ッ トメ ン トと し て の



人 間
一

環境 系にお け る衆境情報デザイ ン の 可能性 に つ い て 述 べ る o

第 二 部 は実践編 で あ る ｡ 筆者 が情報技術 と場所と の 関係 に つ い て 実践 し て きた シ ス テ ム デザイ ン お

よ び フ ィ
ー ル ド ワ

ー

ク に つ い て 述 べ る ｡

第 8 章 にお い て , 第
一

部理 論編 で の 議論 を整 理 した うえ で , 第 二 部を構成す る各実践例 と環境情報

デザイ ン モ デ ル と の 関係 に つ い て 整 理す る ｡

第 9 章 ｢ ワ ー ク プ レ イ ス と し て の 都市空間｣ 研究 で は ,
モ バ イ ル P C を も っ て 都市空 間で 作業 を行

う人 々 が , そ の 場所 を ワ ー ク プ レ イ ス と し て 何 に注 目 し て 評価す るか を調 査 し て い る ｡

第 1 0 章 ｢ リ モ ー ト コ ラボ レ
ー シ ョ ン に お け る位置情報 の 共有｣ で は , 互 い の 位置情報 を共有す る

ニ コ ン テ ク ネ ト
･ ア ウ ェ ア ネ ス な情 報 シ ス テ ム

､ ､

C A M S
"

を 企 画 ･ 設計 ･ 実装 し, 運 用実験 をお こ

な っ た 結果 に つ い て 述 べ る ｡

第 1 1 章 ｢ 時空間ポ ェ マ
-

｣ は
､ 携 帯電話 か ら の位 置情報付き 写真投稿 に よる 地域情報共 有お よ び

そ の 空間的展示 の シ ス テ ム で ある ｡ 運用実験に お い て は ､ そ れ ぞれ の 場合 の 特性 に応 じた シ ス テ ム

の 改変 を行 っ て き て い る ｡
モ バ イ ル 情報端末 を利 用 し て ､

~
場所 - の コ ミ ッ トメ ン トを回復 する こ と

の 可 能性 に つ い て 検討する ｡

第 1 2 章 ｢ 携帯電 話 の ま な ざ し に つ い て｣ で は , 時空 間ポ エ マ
-

の 運 用実験 の 結果得 られ た 写真 の

画像内容 の 分析 を行 い
､ ケ

一

夕イ ･ カ メ ラ特有 の 写実 の 構造 に つ い て 検討す る ｡

第 1 3 章 ｢ ケ
一

夕 イ 写真 の 時間と構 図｣ で は , ケ
一

夕イ の カメ ラ で 撮影 さ れ る 写真 の モ チ
ー フ や構

図, 撮影 タ イ ミ ン グなど の 分析 を通 じ て , ケ
一

夕イ カ メ ラ と い う新 し い デバ イ ス の 世代別 性別 々 の

利 用状況等 に つ い て 予備 的な考察 を行 っ て い る ｡

以 上 , 情 報 を環境 の う ち に適切 に現勢化 させ る こ と に よ っ て , 人 間の コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン能力 を拡

張 し, 人 間一環境系 にお け る様 々 な情 報 の や り取 り を 可能 にす る よう なデザイ ン行為 と して
,

｢ 衆

境情報デザイ ン｣ の 枠組 み を提案 し て い る ｡

筆者 軌 建築 ･ 都 市デザイ ン の 知識 と経験 を ベ ー

ス に , 幅広 い 額域 にま た が る資料 を縦横 に 駆使 し

て 理論 モ デ ル を構築す る
一 方 , 情報技術 の 進展が もた らす人 々 の 行動 の 変化 を敏感 に と ら え , 新た

な行動 を支援す る シ ス テ ム の 設計 ･ 実装 ･ 運用実験 を行う シ ス テ ム ･ デザイ ン を実践 して き て い る ｡

本論は , 建造舞境デザイ ン 論と情報環境デザイ ン 論 を硫 - 的な視野に お さめ て 考察する こ と で , 衆

境情報デザイ ン と い う新 た なデザイ ン の 枠組 み を 提示す る こ とが で きた
｡

そ れ ゆ え, 論文 の 成果 は , デザイ ン の 問題 が複雑 か つ 唆昧 にな る 中で , 産業構造 に直結 し た デザイ

ン の 対象 に よ っ て デザイ ン行為 を縦割 り に し た ま ま で は , 適切 な 問題解決 を行 う こ と が難 し く な っ

て きて い る 日本 の デザイ ン 方法論研究 に対 し て 様 々 な示 唆を含 ん で い る｡

以上 の ように , 本研 究は 衆境学 , 建築費境設 計学 の 発展 に寄与する と こ ろが 多大 で ある ｡ よ っ て 本

論文 は博士 ( 環境学) の 学位 請求論文 と し て 合格 と薄 められ る ｡




