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は じめに 1　 災書救援に関する近年 の 三 重県で の動き

　昨今、従来か ら ある 地元密着型の 祭 りに 加 え、行政 や

民間主催の 各種イ ベ ン トが数多 く開催され る よ うに な っ

て い る。こ の ような祭 りやイ ベ ン トの 会場は．基本的 には

「非 日常的亅 な 空間 で あ る と と もに、「小 さな 社会亅 と し

ての 性格 も備え て い る。したが っ て 、そ こ で は、例え ば ご

み問題の よ うな実社会と同様 の 問題が発生して お り、何 ら

か の トラ ブル があれば当然しか るべ き対応が求め られ る

こ と に なる。
　祭 りや イ ベ ン トの 企画 運営 に は 様々 な 入 々 の 協力が 必

要で あ る。その こ とから．組織横断的な人間関係が自然と

構築さ れて い く。祭 りやイベ ン トは、団結の 場、団結 を確

認する 場．そ して新た な 出会い の 場な の で あ る 。 旧知の 者

の 能 力 を掘 り起こ し、必要 とさ れ る 知識・技能 を持つ 者 と

の 間で 新し い 人間関係を築い て い く。そ して これ らの 企画

運営を通じて．関係 者間 の 「顔の 見 え る関係」 が作 り上 げ

られ て い くの で ある 。

　 こ の よ う に 考 えて 見 る と、祭 りや イ ベ ン トの 企 画 運 営

は、災害救援 と類似 して いる 点が 多い こ と に気づ く。 そ し

て，祭 りや イベ ン トを 介して 作 られ る 人 間関係は，災害救

援 に必要な人 間関係と基本的なとこ ろで 重複す るも の と

言 う こ と も出 来る だ ろ う。す な わち、祭 りや イ ベ ン トとい

う 「小さ な社会」 の 企画運営は．災害救援の OJT とな り

得る し，祭 りやイ ベ ン トこそ 、市民 力 を高め、もっ て 地域
の 防災力 を高め る 「社会的な 知恵」 「社会的な仕掛け 」 と

首 う こ とす ら出来 る の では な い だろ うか 。
　小論 に お い て は．こ の よ うな観点か ら．近年三 重県で

行わ れ て い る 幾つ か の 試 み を紹介 しつ つ ．市 民防災へ の 薪
し い ア プ ロ ーチ の 可 能性 を提 示す る こ と と した い 。

　近年、三 重県 にお い て は、災害救援 に関連し て 注 目すべ

き 幾つ か の 試み が な され て い る ． 本論に 入 る前 に、こ の 点
に つ い て 簡単に 振 り返っ てお きた い。

　 （1） 円卓 会 議 か ら DlG 、そ して NAD み え へ

　三 重 県で は．97 年 1 月の ナホ トカ号重油流出災害 へ の

対応 と．同年 2 月の 「円卓会議・災害 とボラ ン テ ィ ア 亅 を

き っ かけに、それまで は地域単位 で活動 して い た災害救援

ボ ラン テ ィ アが 全県 規 模で 組織化され ．98 年 1 月 に 「災
害救援ネ ッ トワークみえ亅 （以下 NAD み え と略す） が結

成され た 。

　こ の NAD み え の 結成 過程 に大 き な 役割 を果たしたの

が ．簡 易 型 の 災 害 図 上 訓練 で あ る DIG （Disaster
lmagination　Game）で あっ た。　D 　I　G は、一言で いえ ぱ，「大
き な地 図 を み ん なで 囲ん で 災 害対策本部運営 の シ ミ ュ レ
ーシ ョ ンをや っ て み よ うJ とい う もの で あ る．三 重県各地
の 災害救援ボ ラ ン テ ィ ア の熱意、三重 県の 防災担当者の 演

出家と して の感覚、そ して三 重 県に縁の 出来た自衛隊の ノ

ウ ハ ウ を知 る防 災研 究者 の知 識、この 三 者が DIG を形作
っ たの で あ る。t）IG に は 「災害を知る 」 「まち を知 る J
「人 を知 る J と い っ た 効果 が 期待 で き る が、そ れ か ら先の

展開を生んだの は、主 に 「人を知 る」ッ
ール、すなわ ち人

間関係を作 り維持 して い くツ
ール と して の DIG の 側面

で あ っ た。

　行政 主 導の 災害救援系ボ ラン テ ィ ア 組 織の 場合、福祉活

動な どを 通 じて 行政と顔 見知 りで あ っ た ボ ラ ン テ ィ ア 組

織に 声 をか けて 組織 は 立 ち上 げるが、どち らか と言え ば形

式が 先行 して役 割 の 認 識や 組織内外の 人間関係作 りなど

は後 回 し．とい う こ と が多い よ う に 思わ れ る。こ れ に 対 し
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て 三 重県で の 事例は、DlG とい うツ
ー

ル があっ た こ とも

あっ て 、協働作業を介 して 参加 者同士 の 関係が密な もの と

な り、よく言 われ る 「顔の 見え る 関係」 が自ず と出来上 が

っ て い た。NAD みえが結成された時点で、コ ア メ ンバ ー

や 行政側 の 担当者はすで にお互 い に 気心を知 りあ っ た仲

とな っ て い た の で ある 。

　 さて 、NAD み え の 結成 に 大きな 役割を果 た した DIG
に も．二 つ の 大きな 課題が あっ た 。 第 1に 、 DIG は図上

訓練の
一種 で あ っ て 身体よ り も頭 を働かせ る も の で あ り、

身体 で 覚える 防災訓練と して は リア リテ ィ
ーに欠 ける 面

が あ る こ と。第 2 に、防災だけ で は参加者 の 関心を維持 し

か つ その 裾野 を広げる こ とは容易で はな い こと の 2点で ．
あ る。これ らの 点 に対 して

一
つ の 解決策を もた ら した の が、

「ハ ロ
ーボラ ンテ ィ ア ・ネッ トワ

ー
ク みえ亅 （以 下ハ ポネ ッ

トと略す ）とい うイ ベ ン ト支援ボラ ンテ ィ ア 組織で あっ た 。

　 （2 ）　 rみえ歴史街道 フ ェ ス タ 亅 経由ハ ボネッ トへ

　98 年 10 月 か ら 11 月 にか けて の 約 1 ヶ 月間、三 重 県

各地で 「み え歴史街道 フ ェ ス タ亅 が行われた。 こ れは，県

内 に残 る歴 史街道を モ チ
ー

フ と した地域振 興イ ベ ン トで

あ り，全 般 に わ た っ て大勢の ボ ラ ンテ ィア が 本格的 に参加

したイベ ン トで もあ っ た。主催者か らの 依頼に 基づ く活動
の み な らず．文字 とお りの イベ ン トパ

ー
トナ

ー
として．会

場 内の ボ ラ ン テ ィ ア ニ
ーズ の 発掘まで行 っ たとい う意味

で は．三 重 県内で はお そ らく初めて の、全国 で も あ ま り例

の ない イペ ン トで あっ た。
　参加 した ボラ ンテ ィ ア は最終的 に は 517 人を数え、3
0を超 え るイベ ン トが 彼 らの 支援 に よ り運営された。事務

局ス タ ッ フ だ けで は ボ ラ ン テ ィ ア の 活 動希 望 の 調整 はで

きなか っ た こ とか ら、ボラ ン テ ィ ア
・コ ーデ ィ ネー

シ ョ ン

も事務局担 当の ボ ラン テ ィ アが 行っ た 。 彼らは、ハ ロ
ー

ワ

ークを摸して 「ハ ロ ーポラ ン テ ィ ア」 と呼 ばれ．地区別 に

8名置 かれ た。概ね 1 人の ハ ロ
ーボ ラ ンテ ィ ア が約 60 人

の 割 り振 りを担当した計算に なる。
　こ の イベ ン トで、特に災害救援ボラ ンテ ィ アの ノ ウハ ウ

が 応用 され た の は、最終イベ ン ト 「グラ ン ドフ ィ ナ
ー

レ亅

で あっ た．グ ラ ン ドフ ィ ナー
レ は三 つ の イ ベ ン トが 同一会

場で 並行開催 される 複合イ ベ ン トで あ っ た。そ の た め、主

催者側 はボ ラ ン テ ィ ア に 担 っ て も ら う活動 内容や求 人数

を直前まで まとめ る ことが 出来なか っ た 。 事前に判明 した

活 動 内容 だ け を見 て も活動 範囲は多岐に わ た り 時間 もバ

ラ バ ラで ある 。 さ らに 突発的なニ ーズ の 発 生 も予 想 され．
ボ ラ ン テ ィ ア の ニ ーズ と シーズの 調整は、そ れ 自体相当な

作業 とな る と患 わ れ た。そ の ため．NAD み えの メ ンバ
ー

が中心と な っ て 会場に ポ ラン テ ィ ア セ ンターを 關設 し、彼
らの ノ ウハ ウ を活 用 して セ ン ター

の 運営 を行っ た の で あ

る。被災地に開設され る ボ ラン テ ィ ア 受付 と まっ た く同 じ

コ
ー

ディ ネ
ー

シ ョ ンの や り方で あ る。
　グラ ン ドフ ィ ナーレの来場者は 2 日間で 約 8 万 人 を数

え、236 人 の ボラ ン テ ィ ア が 活 動 に参加 したが ．大 小 の

トラ ブ ル 対応も含めて．概ねスム
ー

ズに活 動 を終え る こ と

がで き た．参加 したボ ラ ン テ ィ ア も楽 しみ な が ら活動 を行

うこ とがで きたよ うで ある ．
　そ して，こ の イ ベ ン ト支援の 楽 しさ を体験 した者か ら 自

然発 生 的に 「こ の 出会い を
一

過性の もの に した くな い亅 と

い う声が 出て きた。そ こで 98 年 12 月 に 誕 生 した の がハ

ボ ネ ッ トで あ る。ハ ポ ネ ッ トは、自治 体主 催な ど公共性の

高い イ ベ ン トに対 して 、主 催者の 依頼に よ り運営の 支援を

行 うボ ランテ ィ ア組織で ある。現在．メ ン バ
ー

は約 400
人，イ ベ ン ト当 日の ボ ラ ンテ ィ ア 本部立ち上げとボラ ンテ

ィ ア ・コ ーデ ィ ネー
シ ョ ン の 他、イ ベ ン ト主催者 との 協議

や ニ ュ
ー

ス レ タ
ー

に よ る ボラ ン テ ィ ア募 集 な どの 事 前 準

備、毎月 1回 の 定例 会、ア ンケート等を 介 して の 新 しい ボ

ラ ンテ ィアの 掘り起 こ しな どを行っ て い る 。 ボラ ンテ ィ ア

初心者へ の 窓口 、実戦的なボラ ン テ ィ ア ・コ
ー

デ ィ ネーシ

ョ ン、そ して様々 な専門性を持ちつ つ
一市民と して率先し

て何らか の 社会的 活動 に参加 しよ う とす る メ ン バ ーの 集

まる交流の 場として の機能を果たして い る。

　 （3 ）　 ハ ボネ ッ ト的災謇救援 ： 「ボラ ンテ ィア パ ッ ク

み え亅 へ

　本年 ｛2000 年）9 月 11 日〜12 日、東海地方 を豪

雨災害が襲っ た。こ の災害に対 して ハ ポネ ッ トは、災害救

援だか ら とい う特段の 気負 い もなく，普段の活 動、す な わ

ちイ ベ ン ト支援活動 の 延長 と して救援活動を企画・実行し

た。

　 9 月 14 日、愛知県庁舎内に ．公設 民営 の 「愛 知 ・名
古屋水害ボラ ンテ ィ ア 本部t が設立 され たが、これ に 呼応

して 同日．隣県で ある三重県で も 、 救援活動を行 う県 内の

ボラ ンテ ィ ア に的確な 情 報 を提 供 す る 目的 で 、「三 重 ボ ラ

ンテ ィ ア情報セ ン ター
」が 設立 され た。ハ ボ ネッ トは．三

重県、三 重県社会福祉協議会、日本赤十字社三重県 支 部．
NAD みえ とともに セン ター設立 に 携わ り、実際の救援活

動の 組織化 に着手 した。
　 ハ ボネ ッ トは．この 災 害が起 こ る まで は地域 に 密着し

た 「楽 しい お 祭 りイベ ン ト亅 の 運営支援 を行っ て きた。イ

ベ ン ト支援 と災害救援活動の 活動内容は当然異なる が、一

方に は 被災地 に 災害救援の ニ
ー

ズが あ り．他 方 にはハ ボ ネ

ッ トと い う率先 して 何 か 社会的な 貢献を しよ うとい う人

的ネ ッ トワ
ークが あ っ た．そ こ で 、「で き る 範囲で 無理 を

しな い で ペ ス トを尽 くす 」と い うハ ボネ ッ トの 基本ス タ ン

ス を 崩す こ とな く救援活動 に 取 り組 む こ と と し．9 月 23 、
24 日の 両 日、新川 町・西枇杷島町 の被災 者 に対 して 救援

活動を行うぺ く．支援の 枠組み を作 っ た の で ある。
　 ハ ボネ ッ トの 通 常 の 活動 と 同様 に、代表の 山本他数名

が 現地 を下見 し、カ ウ ン ター
パ
ートとなる 新川町 ・西枇杷

島町ボラ ン テ ィ アセ ン タ
ー

と事前調整をした後 i 当 日は被

災地域 の 最寄駅 に現 場集合・現地解散の 形で 救援活動を組

織 化 し た。当 日参 加 も歓遡す る こ と、目印とな る もの を着

用す る こ と （今 回の 場合、ハ ポネ ッ トの シ ンボル カ ラ
ー

で

ある オ レ ン ジ色の バ ン ダナ｝、 遊軍メ ンバ ーが定期的 に巡

回する とい うこと、そ して ボラ ンテ ィ アセ ン ターにお い て

は い わゆ る 「ポス トイ ッ ト方式亅で ボラ ン テ ィ ア の ニ
ーX

，

と シ
ーズ の調整を行 う こ と、こ れ ら は．ハ ボネ ッ トメ ンバ

ーに とっ て はすで に お馴 染みの も の で あ る。事実、あ るボ

ラ ンテ ィ アは 「災 害救援とい っ て も、普段の ハ ポネ ッ トの

活動 と何ら変わ ると こ ろが な い 」 と感想を述べ て い る。

　2　 「ハ ロ
ーボランテ ィ ア ・ネッ トワ ークみえ」

が提示 した もの

　 （1 ）　 防災訓練としての イベ ン ト支援

　す で に 別 の 機会で 述 べ た が、イ ベ ン ト支 援 は 防災 訓 練
と して の 性格 を持つ 。と い うの も、自 分 が楽 し く面 白い か

ら参加 して い るイ ベ ン ト支援ボ ラ ンテ ィ ア 活動 で あ っ て

も、それ を 通じて 災害救援と も共通する イベ ン ト支援 の 重

要な ノ ウハ ウ を知 らず知 らずの う ち に 身につ けて い っ て

い る か らで あ る．そ れ を具 現化 して い る一
つ の 例が ハ ボネ

ッ トで あ り、実 際の 救 援活動 にお い て 功 を奏 した例が東海

豪雨災害 にお ける ハ ボネッ トに よ る救援活動 と言 う こ と

が可 能で あ ろ う。

　本部の 機能発揮の 重要性や本部 で物事を処理 す る効 率

的な 方法、オ リエ ンテーシ ョ ンに 始 ま りデ ブ リー
フ ィ ン グ

で終わ る と い う作業の 流れ，自 ら冏 題点 を探 し出して 対処
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す る ことの 重要性、地図や 経過表を介 して の 情報共有化 の

方 法等 々 、こ れ ら の ノ ウハ ウは、イ ベ ン ト支援を 通 じ て 自

然に体得で きる もの で ある が．災害救援 にお い て も まっ た

く同じこ とが必要とされる。また．イ ベ ン ト支援に は、参
加 す るボラ ンテ ィア が 容易 に 自己実現を実感で きる 点 、成

功体験 を持 つ こ と が 容易で ある 点、「楽 し そ う」 「面 白そ

う」 と い っ た軽 い 乗 りで参加 する こ とがで き る点、行政 な

どの 関係者 との 「顔の 見 える 関係」 を容 易 に作る こ とが で

きる点な ど、通常の 防災訓練 にない 幾つ かの メ リッ トもあ

る 。防災訓練 とな る と．年 に 1 、2 回が限 度 で あ ろ うが、
各種イ ベ ン トで あ れ ば大小 合わせ れ ば毎週 のよ うに 行わ

れ て いる。イベ ン トを防災訓練の 機会 と位置付ける こ とで、
防災訓練 の 量的な拡大も可能となろ う。

　 （2）　 災害救 援ボラ ンテ ィ アの 課題の 解決

　イベ ン トを防災訓練 として 位置付ける と い う 「場亅の 面

の みならず、災害救援ボ ラン テ ィ アが かか え る以下 の課題
の 中に も、イ ベ ン ト支 援に よっ て 解決可能な もの が ある。
　まず、地元 との 顔 の 見え る関係作 りで ある ． 多く の 災害

救援ボ ラ ン テ ィ ア は、特定 の 地域 に 留ま らず．県城な い し

それ以上の 規模で の活 動を想定 して い る。そ の際必 要 とな

るの が 地元 との 接点 作 りで あ り、「よそ者」 と して で は な

く 「顔な じみ亅と して そ の 地元の 活動に加わ る こ とが 出来

るか どうかで あ る。イベ ン ト支援 ボ ラ ン テ ィ アは、地 元 め

祭 りや イペ ン トに助 っ 人として加わ る ことで，普段か ら 自

治体関係者 を は じ め とする 地 元 の キーパ ー
ソ ン との 顔の

見え る関係 を作 る こ とが 可能で あ る。
　また、災害救援に不可 欠な とっ さ の 判断力・行動力を踴

く こ とに つ い て も、 イベ ン ト支援活動は格好 の 機会 を提供

する もの で ある 。イ ベ ン トに トラブル はつ き もの で あ っ て 、
規模はさておきイベ ン ト会場は不測 事態 に満ち て い る。そ
して、その 時々 の 判断の 良し悪 しが す ぐさ ま形 とな っ て 返

っ て くる 。イベ ン ト支援活動 の 中で あれ ば．小さ な事 柄で

はあっ て も数多 くの 判断を行 い、判 断す る こ とに 慣 れ て い

く と い う こ とが 可能で あ る。
　 さ らに、災害救援 に必要な広域の ネッ トワ

ー
クを どの よ

う に して 維 持 して い く か も大き な課 題 で あ る。現在 ．ハ ボ

ネ ッ トで は、参加人数が多けれ ばボラ ンテ ィ アバ ス を仕立

て る な どを しつ つ ，県 内各地域 で の イベ ン トの 相互 支 援を

行 っ て い る。北勢地域 のボ ランテ ィ アが東紀州 地域の イベ

ン トを支援 し、南勢 地 域 の ボラ ン テ ィ アが伊賀地区の イ ベ

ン トを支援する、と い う具合で ある。こ の よ うに、お互 い

の イ ベ ン トを支援 しあうこ とで ，普段か らの 繋が りを持つ

こ とが可能となっ て い る。

　 （3）　 「イ ベ ン トを楽 し く支援 して、まちに新 しい智

恵 を残す亅

　節の題 目 と して掲げた こ の言葉 ．正 し くは 「私た ちは イ
ベ ン トを 楽 し く支 援 して 、まち に 新 しい 智恵を 残 し ます」

と い う もの で ある が、こ れ がハ ボネッ トのモ ッ トーで あ る。
智 恵の 言葉は 、「顔 の 見 え る 関 係」 「ネ ッ トワ

ーク」とい う

昨今流行の 言 葉と置 き換え る こと も可能で あろう。ハ ボネ

ッ トの 考え は、祭 りや イベ ン トで 学んだ こ と を自分た ちの

町 に役立て よ うと い うも の で ある が、祭 りや イ ベ ン トは コ

ミ ュ ニ テ ィ
ー

の 「団結の 場」．「団 結を確 認す る場」、そ し

て 新 しい 「出会い の 場亅で あ る e これ らの 社会的な 活動に

参加す る こ とで、仕 切 りの セ ンス は磨 かれ、人 間関係は広

が り、不測事態対処能力は実践の 中で 身に つ い て い く。こ

れ らの 経験 を積んだ 者 と，経験 を積 ん だ者 同士 の つ な が り

を地元に 残す こ とで、地 元 の 市民 力 は 自然 と向上 して い く。
　ハ ポ ネ ッ トは、「無理 せ ず」 「楽 し く」 「出 来 る こ と を亅

「出来る時 に 亅や る こ とを旨 として い る。それ ゆ え、初心

者で あっ て も敷居を感じる ことな くボ ラ ンテ ィ ア活動 に

参加 する こ とが で き る。そ して、祭 りや イベ ン トの 中で、
自分た ち の 町 に役 立 つ 何か を 自然 に身 につ ける よう にな
っ て い る。なる ほ ど、こ の よ うな ア プロ ーチ は、従 来型 の

防災副鰊 のように、直接的に防災力 を育成する もの で はな
い。ま た、防災 上 の 具体的な技能の 向上、例え ば消火器や

三 角巾の使 い方に習熟 させ る とい っ た効果もない。と はい

え、「災害時に もっ と も 意味が あ るの は、普段か らの 顔の

見え る関係」 と い う阪神 ・淡路大震災後 によく言われた言

篥 を思 い 出す とき、ハ ボネ ッ トの よ うな ア ブロ ーチ の 意味

も認められるで あ ろ う。

　 （4 ）　 イ ベ ン トを防災訓練 に、防災訓練を イベ ン トに

　こ の よ うに 考えて み る と．防災訓練に二 つ の 方向性が見
えて くる。すなわち、一つ は 日常的 に行われ て い る 各種イ

ベ ン トを防災 訓 練 と して 活用す る こ とが 出来る の で はな

いか と い うこ と 、 そ して もう一つ が防災訓練自体を一
つ の

イベ ン トとす る こ とが 出来な い か とい うこ とで ある。これ

まで 述べ て きた ことか ら、イベ ン トを防災訓練に 見立てる

こ との 有 効性は 明 らか で ある．数万〜数十万 人 の 人 間と い

う 「重 さJ を知 る経験は、仮に直接防災 につ な が らない と

して も、防 災担 当者 に と っ て は得が た い もの となるに 違 い

ない。

　同様 に、防災 訓 練の イ ベ ン ト化も十分検討 に値する も の

と思 わ れ る 。 従来か ら．都道府県主催 の総合防災訓練な ど

の 大規模な防災訓練は、実践的 な訓練 とい うよ りも、展示

訓練、すな わ ちデモ ンス トレーシ ョ ン と して の 要素が 強い

もので あ っ た。それ で あれば，こ の 傾向 を徹底し、資機材
の展 示 や 救助技術競技会などを中心とす るイ ベ ン トとす

る よ うな、逆転 の 発想 は どうだろ うか。従来か ら行わ れて

い る 初期消火訓練なども、そ のイ ベ ン トの 中の 参加型イベ

ン トと すれ ば、一般 市 民 の関心 を高 め る とい う大きな効果
も期待で き る の で はな い だろ うか。

3　 r率先市民」 に つ い て

　 〔1）　 ある種の アマ チュ ア リズム と の 決別

　良 く 知 られ て い るよ う に、阪神 ・淡路大震災は 「ボラ ン

テ ィ ア 元 年亅 と い う雷 葉 を 生ん だ。これ まで の ボラ ンテ ィ

ア観を 変 え，災 害救援 ボ ラ ン テ ィ ア が急速 に 市民権 を得た

ことを 示す も の で あ る e

　と こ ろ で 、災害救援ボラン テ ィ ア は、医療な ど特定の 技

術 を持っ た専門ボラ ンテ ィ ア を除くと、ある種の 素人臭 さ

が感じられ る。被 災者 の 役に 立 ちた い とい う心情は貴重で

あ る。そ の こ と 自体 に は何の 問題 もな い。しか し．た と え

善意か ら出た もの で あ っ て も、法律で 禁止されるよ うな 危

険行為を行 う、地元経済 を無視した各種サ
ー

ビス の 無償提
供 を行 う、健康 管理面 な どの 配慮な しに 24 時間体制をと
る等々 の 活動が、多く の 場 合社会人 と して の 常識の 欠如か

ら平然 と行わ れ．それ らの 活動が ボラ ン テ ィ ア の 美 名の下

で 受け 入れ られ て しま っ て い る。実際、「気を付け よ う、
甘 い 言葉とボ ラ ン テ ィ ア亅な どと い う言葉もある 。 裏で は

揶揄され、有難迷惑 を通 り越して 地元 に害を もた らす存 在

とな っ て も、表 面 的 に は 感謝しつ つ 受 け入 れ な けれ ば な ら

な い とい う ので あ る。「善意か ら出た もの だか ら」 「『ボラ

ンテ ィ ア さん 』の や る こと だ か ら」 と して 大目に見る よ う
な ス タ ン ス が、今後と も続けられ るべ き もの なの だ ろ う か 。

　 （2 ）　　「率先市民 サ ミ ッ ト」 が 提起 したもの

　 「全 国 率先 市 民 み え サ ミ ッ ト」 は．99 年 12 月、伊勢
湾台風 40 周 年 を期 して 三重 県鈴鹿市で 開催され た。率先

市民 サ ミ ッ トで は、基 調講演の ほか、伊勢湾台風の 経験者
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10 人 の 証言、北川 三 重県知事を交えた車座での 防災座談

会、交流会、災害情報 ・心 の ケ ア ・災害図 上訓練DIG な

どをテー
マ とする 分科会が行わ れ た。企画運営 は実行委員

会方式で行われたが．多 くの ハ ポネ ッ トの メ ンバーもそ の

搆成員 に 加わっ て い た。
　 と こ ろで こ の サ ミ ッ トの 企画運営 は 、

一
つ の 課題をハ ポ

ネッ トに 投げかけ た。ハ ポネ ッ トの コ ア メ ンパーには、ア

マ チ ュ ア主導の イベ ン トに しば しば見られる 、 主催者だけ

が盛り上が っ て他 の 参加 者が 冷や や か な 目で見 て い る と

い う運営 に陥るの を避けるぺ く．顧客の 満足 をきちん と踏

ま えた運営を行 い た い とい う思い が あっ た。すな わ ち その

課題とは、ハ ボネッ トが、ボ ランテ ィ ア活 動 につ き もの の

あ る種 の アマ チ ュ ア リズム か ら ど こ ま で 脱する こ とが 出

来るか とい うもの で あっ た 。 そ の ため、ポラ ンテ ィ アベー

ス の 企画 運 営 で あ っ て も、プロ と して の知識や ノ ウハ ウを

持つ 者に積極的に声をかけ．彼らの 能力をフルに活用する

こ と に努め た の で ある 。
　ちな み に、こ の 「率先市民J とい う言葉 は，耳 慣れない

もの で あろ うが、「自らの 持つ 専門性 を背景 に、自ら進ん

で、専門性を活 か しつ つ 社会的 に意味の あ る 活動 に参加し

よ う とす る有意の 人 々 1 と い うよ うな意味を持つ 言葉で、
平野 に よる 造語で ある 。

　 （3）　 r率先市民亅 における 尊門性

　災害救援 におけ る ボラ ンテ ィ ア は、行政など公的セ ク

タ
ー、民間 セ ク ターに続 く第 3のセ クターと して位置付け

られ、多くの場合、医師
・
看護婦

・
臨床心理士 ・応急危険

度判定士 な どの 専門知識を持 っ た い わ ゆ る 専門ボ ラ ン テ

ィ ア （SkilledVolunteers）と、災害の 度毎に出現 し主 に

単 純 労 働 に 従 事 す る
一

般 ボ ラ ン テ ィ ア （Un−ski1 】ed

VO！unteers ）と に区 分され て い る。こ の よ うな 区分 に対 し

て 率先市民 の 考え 方は、主 に専門性につ い て 別 の と らえ 方

をする こ とによ っ て 、市民防災に つ い て の 新たなア プロ
ー

チ を提示 する もの で はな い か と思わ れ る。
　上述 のよ うに率先市民 とい う言葉は、「自らの 持 つ 専門

性を背景に、自ら進んで 、専門性を活か しっ つ 社会的に 意

味の ある 活動に 参加しよ うとする 有意 の 人 々 」と い っ た よ

うな意味を持 つ 。ただ、こ こ で 言 う専門性 と は 、誰 もが 何

かしらか は持 っ て い るで あ ろ うそ の 人特有のス キル を意

味し、そ の スキルを災害時はも ちろ ん の こ と．まず は 日常

の市 民活動 の 中で 積極的 に活用 して い こ うとい う考 え方

が基本 となっ て い る 。こ の 意味で 率先市民論に お ける専門

性は、災害救援に直接役立つ もの に限 らず、また、一般に

専門知識 ・技術と 呼ばれ る もの に 限 る もの で もな い e こ の

点に、率先市民論 と従来 の （災害救援）ボラ ンテ ィ ア論の

差 が あ る。
　例えば、物流会社に勤めて い るサラリ

ー
マ ン が救援物資

の 仕訳 の 段取 りをす る、栄養士や 調 理 師の 資格 を持 つ 者が

関係者の 食事 の担 当 をす る とい っ た こ とは．従来の 災害救
援ボラ ン テ ィ ア論 で は 重要視され て こ なか っ た。また 、主
婦やOL の持つ 専門性、学生の 持つ 専門性も，思 わ ぬ と こ

ろで 災害 救 援 に役 立ち 得 る ものな のだ が、こ の 部 分 も従 来

の災害救援ボラ ン テ ィ ア論で は取 り上 げ られて は こ なか

っ た。そ の 人 の 「持ち味」 が専門性で あ り、そ れ を フ ル に

活用して い こ うで はな い か．とい う考え方で ある 。

　 〔4 ）　 「率先市民」 性 へ の気付き

率先市 民論 が提 起 して い る の は．市 民 は 押 しな べ て 「生

活者」 「社会人］ 「地域人 亅と して 柯らか の 専門性 を持っ て

い る こ とに 着 目して、市民自らもそ れに気づ き、そ の 専門

性を社会的 に意味 ある活 動 に向け さ せ る こ との 有用 性 で

ある。そ して 、こ れ らの 専門性が 社会の 中で 積 極活用 され

るな らば、市民力は．上 手 に、早 く、気軽に．向上 して い

くの で は な い か、と い うこ とで ある 。

　率先市民 の 活 動 は災 害救 援 を直 接の 目的 に して い な い 。
む しろそ の 時 々 の 社会の 必要 に応 じて 変わ っ て い くべ き

もの で ある 。 三 重県 の 事例で 言 うな らば、例え ばイ ベ ン ト

会場で の ゴ ミの 分別回 収 で あ り．隣の県で大 きな 災害が起

こ っ た 場合には 災害救援で あっ た。この よ うに、災害救援

を直接の 目的 と しな い 人 々 のつ なが りで ある だ け に、そ の

関心 は広 く、また ある 分野 に特化す る もの で もな い 。 そ の

点に率先市民活動の 柔軟さがある。
　災害の 発生 が低頻度で あ るだ けに、災害救援 を 目的とす

る組織の 維持、特 に緊張感の 維持は至難の 業で ある。先 に

防災訓練 と して の イベ ン ト支援の 意義を述べ た が、率先市

民の 考え 方もそ の 構造 は同 じで ある。すなわ ち、防災を誣

わ ず 、各個人が持っ 専門性をその 時々 に社会が抱え る 問題
の解決に 活かす ことで 、防災力の上位概念で あ る市民力を

向上 させ、もっ て 防災力の 向上に もなるとい うもの で ある。
　災害救援を麗 うだけで は、防災 に関 心 を示 す 層 は どう し

て も限 られ て し ま う。そ うで はな く、どの よ うな専門性を

持つ 者で あれ、気軽 に そ の 「持ち味亅 を発揮 で きる社会的

な活動 に誘い、そ の 活動の 中で地域 におい て顔 の見 え る関

係 を作 る。普 段 は社 会 的活 動 を楽 しみ つ つ 、い ざ と い う時

に備える．このよ うな 率先市民に よ る市民防災へ の ア プロ

ーチ で あれ ば，市民防災力の 向上で 最も重要 と考え られ る

日常性 に根ざした 活 動が 可 能とな るので は な いだ ろ うか。

おわりに ：現代版 「土手 の花見」 の探求

　防災を考 える とい う こ と は、必ずし も，正 面か ら防災

を問い掛ける こ とで はない の で はない か。むしろ．求め ら

れ るべ きもの は，実態として は防災面 に おける 意味があっ

て もそれ を表 に 出 さず、それ と意識させ な い ま まに防災に

誘う社会的な仕掛け で は な い か。わ た した ちは 三重県 にお

ける 実践か らこ の ような考えを持つ よ うにな り、そ の 具体

的な仕掛けとしてイベ ン ト支援を重視し、さらにそ の 担い

手は 自分自身の 率先市民性に気づ い た者で はな い か との

認 識の 下 に．そ の 掘 り起 こ しに努め て きた。そ して，こ の

よ うな ア プロ ーチが市民防災へ の 新 し い 実践プロ グラム

た り得 るの で は な い か、とい う結論に達 した わ けで ある。
　 知 恵あ る 先人 が ．あ る 深 い 意図を も っ て 、土 手 に 春 に

花を咲かせ る桜を植 え た。人々 は．春の 花を愛で るため、
また、仲間 との

一
時 を楽 しむ ため、大勢で その土手 に集う。

そ の こ と によ っ て ．冬の 問、霜柱 に よっ て ゆる んだ 土手が

見 事に 踏み 固め られ る。そ の 後に や っ て く る梅 雨 の 出水期

に備え る 工 夫 だ．とい うの で あ る。
　 われわれが間われ て い る の は、こ の 種の 防災を防災 と

意識させ ず、それ で い て 防災の 実の ある 社会的な仕掛け作

りで はな い だ ろうか 。 わ た した ちは、平成の時代の 「土手

の 花見］ の
一

つ と して 「イ ベ ン ト支援」 を見出 した。これ

に続 く第 2 、第 3の f土手 の花 見 」 を探求す る こ とが これ

か らの 市民防災 の め ざす べ き一
つ の 大 き な方向性で は な

い だ ろ うか ．
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