
 The era of globalization is characterized by the simultaneous evolution of two conflicting 
tendencies. While people tend to demand better certainty and predictability by big data and algo-
rithm, uncertainties continue to grow and unpredictable contingencies (unexpected/accidental 
events) occur frequently as suggested by the idea of “risk society” (W. Beck). I believe that people 
living in Kumamoto experienced this problem through the 2016 Kumamoto Earthquake.
　　In addition to natural disasters including tsunamis, earthquakes and rainstorms the system 
failure of global economy may cause contingency in the local level equivalent to disasters. If such a 
situation strikes society, what kind of utility will our intellectual stock and experience have? How 
will the “survival” of individuals and society be ensured? Society should tackle this issue with all 
our strength, with a multidisciplinary approach that goes beyond the border of humanities and 
sciences.
　　During the seminar, I will try to approach such issues referring to a TV program in which I 
made a regular observation of Argentine, an emerging country in Latin America which went 
through national bankruptcy in 2001, in collaboration with the group of NHK reporters.

主催：熊本大学博士課程教育リーディングプログラム
「グローカルな健康生命科学パイオニア養成プログラムHIGO」

問い合わせ

国立大学法人熊本大学 生命科学系事務課HIGOプログラム担当

※ Language: Japanese 
(English simultaneous interpretation available) 

13：30〜15：00
熊本大学黒髪南地区 工学部百周年記念館

12.202019.　 　    （Fri.）

 100th Anniversary Hall, Kurokami South Campus, Kumamoto University 

熊本県立劇場館長/東京大学名誉教授
姜  尚中 Kang Sangjung 

Director, Kumamoto Prefectural Theater
Emeritus Professor, The University of Tokyo

想定外のリスクに立ち向かう知力
Intelligence necessary to confront unexpected risks 

　グローバル化の時代の特徴は、二つの相反する傾向の同時進行にあります。一方では、ビッグデータとアルゴリズム

による確実性と予測可能性の増大を求める傾向が進むとともに、他方でますます不確実性が高まり、「リスク社会」

(W・ベック)に見られるように予測不可能なcontingency(不測の事態/想定外の事態)が頻発していることです。

この問題を、熊本に在住している住民であれば、あの熊本地震で身をもって体感したのではないでしょうか。

　津波や地震、暴風雨などの自然災害とともに、グローバル経済のシステム破綻も、地域的には災害と並ぶ

contingencyをもたらすことになります。そのような事態が、社会を襲った時、私たちの知的な蓄積や体験は、どんな

有用性を持ちうるのでしょうか。 個人の、社会の「生存」はどのように維持されるのでしょうか。 この問題は、文理の

学問的な体系の違いを超えて、社会が総力で対処しなければならない課題です。

　講義では、私が２００１年、NHKの取材班と一緒に「国家破綻」に追い詰められた南米の新興国アルゼンチン社会を

定点観測した番組を取り上げつつ、そうした課題に迫ってみたいと思います。


