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専門職（Profession）の条件
（Johnson 2009: 168-170）

1. 秘教的知識体系の修得

2. 個人・集団としての自律性

3. 公式の組織

4. 倫理綱領→専門知と職能に伴う権力を社会に善用し、
悪用しないとの約束とコミットメントを含む誓約
（pact）が第一義。

5. 独特の文化



倫理綱領の社会的機能
（札野・金光 2015より)
•社会に対して・・・

1. 一般社会と専門職との「約束」とコミットメントに関する明
確な意思表示→比喩としての「社会契約」（pact=誓約）

•専門職集団の同僚や参入者に対して・・・

1. 専門職のメンバーが目指すべき理想の表明（社会に対しても）

2. 倫理的な行動に関する実践的なガイドラインの提示

3. 将来のメンバーを教育するためのツール

4. 上記の諸点および専門職のあり方を議論する機会を提供する
場



技術者にとっての
倫理綱領と専門的自律性の意味
•伝統的専門職である医師・法律家は、独立して生業を営むこと
から、個別の専門職の専門的・職業的判断の自律性は高い。

•一方、技術者は企業・政府の従業者として活動するため、個人
の専門的・職業的判断は使用者に従属する傾向がある。

•そのため一般に技術者の専門的・職業的自律性は弱いとされる。

•使用者の命令が非倫理的・違法なものであった場合、技術者が
それに抵抗し、倫理的な専門的・職業的意思決定を行えるよう
にする「支え」が必要。

•技術者の倫理的自律性を支援することも倫理綱領の重要機能
（Unger 2017: chap.4; 土屋 2011: 99-100) 。



倫理的「言い訳」を提供する倫理綱領

•“...Even Where no formal processes are involved, a 
provision of an ethics code can sometimes be pointed to 
by an engineer to help justify a decision to colleagues 
or managers when there are coutervailling pressures  to 
meet a deadline, cut costs, cover up a blunder, make a 
sale, and so on. There is thus a sense in which a 
formally stated rule can provide an “excuse” for 
ethical behavior.” (Unger 2017: chap.4)



倫理的問題に倫理綱領条文の
アルゴリズム的適用はできるか？
•倫理的問題に倫理綱領の条文を機械的に適用して、倫理的判断
を導くことはできない。場合によっては、「具体的な行動に対
して相互の条項が矛盾する場合」（情報処理学会 1996)もある。

•各場面において、各人が責任をもって倫理条項の選択や優先度
の判断を行う必要がある。この意味で、「倫理的原則は自律的
に遵守される」（川口 2021)ものである。

•具体的な倫理的問題を理解して、倫理綱領を解釈し適用するた
め、事例集（教育用コンテンツ）が重要→2022年度小委員会
（教育WGリーダー：辰己丈夫放送大教授）で検討予定。



倫理綱領と研究倫理の階層性

• 倫理綱領の中に個別の研究倫理に
関する指針やルールを盛り込むの
は、専門職倫理システムの階層性
を無視することになる。

• 上位規範としての倫理綱領と、相
対的な下位規範としての研究倫理
は区別する必要がある。

• しかし、AIやデータサイエンスの
倫理等新しい研究分野の倫理問題
が喫緊の課題なのは変わりない。

• これら研究倫理指針や研究倫理ガ
イドの整備は重要課題の一つ（村
上・久木田・森下発表）。
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ビジネス倫理・企業倫理と
技術者倫理・技術倫理
• 企業が社会的影響力の大きな電
子情報通信技術にかかわる時代

例）スマートシティ（大量データ
の収集・活用→監視・プライバ
シー問題）

例）AI応用の「ナッジ」による渋
滞・混雑解消（AIや企業による操
作）

例）健康データの収集と個人生活
への介入（AIや企業による操作、
健康は義務か？）

• 技術者倫理だけでなく、技術を
活用する企業が倫理的であるこ
とが求められる。

• ビジネス倫理・企業倫理の観点
から技術問題を考察する必要性
が出現（橘発表を参照）。

• 企業による個人の行動や感情へ
の介入・操作は、長く広告の倫
理で問題にされてきた。

• ビジネス倫理・企業倫理の研究
が技術者倫理／技術倫理に応用
されつつある。



ガバナンスのための倫理と
制度や秩序の変革へ導く倫理

ガバナンスのための倫理

•悪いことをさせない、秩序や
安全を守らせるための倫理。

•個人や小集団に対して、その
幸福や自由の追求に対して、
法や慣習、道徳的信念が抑圧
的に働く可能性がある。

制度や秩序の変革へ導く倫理

•現状の規範（法・慣習）や秩
序を批判し変革へ導く倫理。

•集団に対する個人の幸福や自
由、権利の主張も、このよう
な倫理たりえる（例）19世紀
の女性解放運動や20世紀の公
民権運動を支えた倫理）。

•一人や少数者のための倫理。この論点に関しては、2021年12月25日開催の京
都大学水谷雅彦教授退職記念シンポジウムでの
神崎宣次南山大学教授のご講演が示唆的だった。
記して謝意を表する。
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