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　参加型 と称 さ れ る 計画 づ くりの 現場 で は ，「ワ
ー

ク シ ョ ッ プ＝IL 当な参加 」 と い う暗黙 の r解 が

あ る た め ，ワ
ー

ク シ ョ ッ プ そ の もの が 目的化 し て し ま う危 うさ や ，結果 と し て ，生 活感 と 乖離 し た

抽象的な ビジ b ン が 決 め られて い く傾向が あ る 。 形式的な 参加 に 行政 も市民 もが妥協 して い る とも

言える 。 市民 が何らか の か た ち で 継続的 に 「か か わ る 」 こ とが で きる計画 が 必 要で あ る 。 そ の た め

に は ，決定 と所有 が 必 須 とな る。末石 冨太 郎 が 舌 うよ うに ，何を させ ら れ て い る か が わ か らな い ＝

何が 可 能 か が あ い ま い な こ と に も問題 が あ る 。その 絡み 合 い を 紐解 くこ とが 市民調査 の 必要性 で も

あ る。ま た ，現場へ の か か わ り （実践）を い か に 共有 し て い くか が 鍵 と な る 。抽象的 な 指針を 超 え

て ，そ こ に 具体的なか か わ り方を導 き，体験 して い か ねbtttsらな い 。

　そ こ で
， 身体的参加 を 提起 した い

。 身体が 地域 に ど うか か わ るか を 捉えた い
。

；E統的 周 辺 参加 と

して ，「身体 で 覚える 」 学習 プ ロ セ ス を 重視 し た い 。身体パ タ ン の データ ベ ース 化 と，刮 画 に 基づ

く新 し い 身体パ タ ン と が ど う関係す る か，ど う休得 され て い くか に よ っ て ，計画の 実効性 が 左右 さ

れ る。民 俗学や 社会学が蓄積して きた，ラ ィ フ ヒ ス ト リ
ー的 あ る い は 文化生態学的 な蓄積 もあ ら た

め て身体 パ タ ン と して 解釈すれ ば，こ の 身休的参加デ ー
タ ペ ー

ス に 寄 与す る こ とが で きる。

　こ こ で 専 門家 に 求め られ る 役割 は
， （1） い か に 現在 の シ ス テ ム が 絡 み 合 っ て い る か を ひ もと く役

割，（2）身体の パ タ ン
・

ラ ン ゲージ を 見い だ す役割，（3）創発す る場を コ
ーデ ィ ネ

ー
ト／ メ デ ィ エ

ー
トす る 役割，で あ る。

キーワード ：市民参加，参加型計画づ く り，身体的参加，パ タ ン ・ラ ンゲージ

1，「参加型で お 願 い します」

　と くに 専門分野を強調して い るわ け で は な い の だ が，各種行政の 委員会や関係団体の 会議等で

委 員 （長）を依頼 され る こ とが増 え て きた 。 ま た ，「五 環生活 」 とい うNPO 法人 も立 ち上 げて

代表理事 とな り，研究者と い うよ りは経営者的な立場で地域に か かわ る こ とも多．くな っ て きて い

る 。実践者的な立場や経験か ら今回の 「市民調査」 とい うテ ーマ に つ い て 考え て み た い 。

　ま ち づ く り や環境 基本計画，身近な環境づ く りな ど に か か わ り て い る と，「参加 型 で お 願 い し

ます」 「今度は 従来 の 会議型 は や め て ワ
ーク シ ョ ッ プ型で ワ ィ ワ ィ や りた い ん で す 」 な ど と依頼

される こ とが 多 い
。 ili民参加ある い は ワ ーク シ ョ ッ プ とい う概念が行政等 に も浸透 して い る こ と

が実感で きる。ただ
， あ くま で も依頼で あ っ て ，担当者 自らが参加 プ ロ グ ラ ム の 企 画進行等を担

うこ とは ほ とん どな い 。 立場や役割分担に お け る混乱や迷 い が見て 取れる 。
こ の よ うな結果とし ．

て ，実際 に市民を交 えた ワ
ーク シ ョ ッ プ手法で進め る 計画づ くりに 携わ る こ と も多い

。 た だ，何

とな くそ の 動 きの
“
危 うさ

”
も感 じて い る 。
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　 1．1．参加型計画 ・ワークシ ョ ッ プの 危うさ

　 1．IA ．ワーク シ ョ ッ プ は 計 画 づ く りな の か ？

　 「参加」 とい っ て も，そ の 問題に 関係する関係者 （ス テ
ー

ク ホ ル ダ ー）全 員が
一

同に 集 ま っ て

参加 で きる わけで は な い 。さす がに
“
動員

”
とい う形態は 近年で は 少な くな っ た もの の ，参加 者

層 は
， 町 内会長 とい っ た組織代表者や関心 の ある NPO 関係者 な どの 層に 限定 され て し ま うこ と

が 多い 。 そ の よ うな，あ くまで も特殊層に 閉 じられ た中で ワ ィ ワ ィ と決め られて い く場 に は，そ

もそ もそ の よ うな場が苦手で 嫌い な人の声は 反映されな い
、 市民 の 意見を汲み 」：げ る役割を持つ

組織で もあ る 自治会 も，出席 し て みれ ばわか る よ うに ，発言 し に くい 雰囲気で あ る 。 それ な りの

グ ル
ープ ワ

ー
ク で で きあが る ア ウ トプ ヅ トに は

， それ な りに 満足す る こ とが 多い 。「ワ
ーク シ ョ

ヅ プ ； 正 当な参加 〉 従来 の 手法 」 と い う暗黙 の 了解が ある た め ，そ こ で 決ま っ た こ とに は異議を

唱え に くい
。

こ の よ うな事態は ，ワ ーク シ ョ ッ プ の 専門家 に も 「ワ
ー

ク シ ョ ッ プ の 危機」 と し て

認識され て い る 。
「ワ ーク シ ョ ッ プ ＝ 参加 の よ うな錯覚は 禁物 」 や 「ワ ーグ シ ョ ッ プ＝合意形成

とい う期待 も錯覚 も禁物」 な ど述べ られ て い る （木 ド、2007 ： 216−217）。

　 こ の 方向で 大丈夫だ ろ うか 。 ワ
ーク シ ョ ッ プ に つ い て論じ る 書籍等で は，上記の よ うな危機を

指摘 し た 上 で ，運用 の 留意点や 限界に つ い て 述 べ て い る 。 PI （パ ブ リ ッ ク ・イ ン ボ ル ブ メ ン ト）

や 公 聴会，パ プ リ ッ ク コ メ ン ト等 の 参加壬法 ツ
ー

ル は 多数用意されつ つ は あ るが，「参加 の 梯

子 」
ω で 理 想 とされ る r住民 に よ る コ ン ト ロ ー

ル 」 に は まだ まだ遠 い の が実感で は な い だ ろ うか
。

　また， ワ
ー

ク シ ョ ッ プ に 慣れ て い る人た ちがか か わ る計画 は
，

rL 手 い もの 」 「ま とま っ た も

の 」 とな りがち で ある。私 自身 も含め て ，ワ
ー

ク シ ョ ッ プ とい う時空間で は
， 最後に

“
ぎれ い に

ま とめ る こ と
”

を 目指 して し ま う。
コ ン サ ル タ ン トや 専門家が か か わ る とさ らに それ は助長され

る （2）
。 で も，ア ウ トプ ッ トが きれ い に ま とま っ て い る必要は 本当に ある の だろ うか 。

ワ
ー

ク シ ョ

ッ プそ の もの が 円的化 して しま うの で ある。手段 の ひ とつ で ある の に ，達成感が生 じ る た め に，

自己 目的化 し て し ま う。 出 した結果がど こ に 反映 され る か が 不 明瞭なこ と も多い
。

　私 自身 も ワ
ー

ク シ ョ ッ プを実践する ときがある。その 理 巾は ，数 多くの 創造的な意 見を全員か

ら引き出すた め で ある 。 凵 下手な人か ら もポ ス トィ ッ トを通 じて 意見が欲 し い た め で もある 。 た

だ，結果的に は ，全部 の ポ ス トィ ッ トを ア ウ トプ ッ トに 活か す こ とは 難 しい
。

ポ ス ト ィ ッ トに 記

した瞬間 に ，書 い た人 の 人格や生 活と は
．
切り離 され て しま う。 ポ ス トィ ッ トと は ，意見を 出す道

具 の よ うに とらえ られる が，ある意味で ，む し ろ 意見を主 体か ら切 り取 る道具 な の か もしれ な い
。

　 1．1．2．生 活 と の 乖離

　計画 との 関係で 言 えば
， 参加 者が 発した意見群が ア ウ トプ ッ トを通 じて ど こ ま で 発 言者自身に

反映 さ れる の か （フ ィ
ー

ドバ
ッ ク）が 明確で な い こ とが多い

。
つ ま り，

“
適当な

”
意見を そ の 場

で 出す こ と も可能だ し，まとめ た 計画が動 き出 した として も，自分の 意見が ど う反映 され た の か

が全 くわ か らな い た め に
， そ の 計画 白体に も関心 が薄れて し ま うこ と もある （計画 へ つ なが らな

い ）。 責任や か かわ りが見え に くい とも言える 。

　2001年度に 「彦根市 エ コ 2 （エ コ ロ ジ
ー

＆ エ コ ノ ミー） 自転車 とまち づ くり委員会」 の 委 員長

を引 き受けた 。 彦根市の 自転車施策 に つ い て の 提 言を作成 する委員会で ，予算削減 の 中，ほ と ん

ど手弁当の 状態で コ ン サ ル タ ン トも不在，やむ な く公募市民を中心 とす る委員全員で コ ン サ ル タ

ン ト的な調査分析 を行い ，丁自転車の まち づ くり推進 に 関す る 提 言書』 （2002年 6 月） として ま
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とめ あげ，市長 に 提言 し た 。が，そ の 後は ど う市政等 に 反映 された の か が不 明確で ある 。 何 も反

映 されて い な い よ うに も見え る 。
こ の 委 員た ち は確か に 計画 （提 言 ） づ くりに 主体的 に 参加 し て

い た 。 受動的な意見や単な る批判を言 うの で は な く， 積極的な意見や調査 （ア ン ケ
ー

ト調査や不

法駐輪監視）等を 自らがお こ な い ，提 言内容 もある レ ベ ル の も の がで きた と評価 し て い る 。 02

年度も第二 期委員会を立ち上 げ て ，よ り実践的な提 言書を つ くっ た もの の ，そ の 後は ど の よ うに

施策に 反映さ れ た の か が疑問 で ある 。サ イ グ リ ン グ マ ッ プ作成 の委託事業が生 まれた もの の 、そ

れ以外 の 広が りは説明 も無か っ た。今思 えば，委員長 の 立場 と し て 行政側の反応を引き出 して お

くべ ぎで あ っ た と 自省 し て い る 。
こ の 提言 の 策定作業に お い て も，「提言 らし く作 る 」 とい う意

志が働い て い た と思 う。つ ま り，い か に もコ ン サ ル タ ン ト業老が つ くる よ うな体裁で つ くっ て い

っ た。これは ，先行事例を参照に しなが ら，行政が 反映 しやす い た め と い う意図 もあ っ たが，逆

に 言 えば，そ の 過程で 公募委員で ある 生活者の 意見を そ ぎ落 と し て い っ た 面が指摘で きる 。 実際

ある公募委員が 「家の 前に 放置 自転車が捨て られ る の は ど うした らよい の か 」 とい っ た 意見を会

合 ご とに 繰り返 して 出し て くる の で ，進行役とし て は，内心 ち ょ っ とそれ は 細か な意見な の だが

と扱 い に 困 っ た記憶が ある 。
つ ま り，生活者の感覚を そ の まま提言 （計画）に活か す こ とが難 し

い の で ある。

　 こ うい っ た 計画や提言づ くりの 現場で は，生活者 とい うよ りも，専門家的な意 見が求め られて

お り，
生活感 と乖離 し た抽象的な ビジ ョ ン が決め られ て い く。 そ の こ とは ，総合計画や各種計画

の 表現を比較 し て み る と よ くわ か る 。
ほ と ん どが 同じ よ うな言葉が 並ん で い る 。 本来は ，地域や

住民で 違 い が ある は ずな の に ，計画 トに は 同様の 表現が並 ん で い る 。 実 は細か な差違や ひ とつ の

単語に 重い 意味がある場合 も多い が，それは
一

般市民に は ほ と ん ど理 解不 能で あ る 。 計画策定 プ

ロ セ ス や裏づ けとな る法制度に も問題がある と 言え よ う。 計画 を地域社会か ら くみ 上 げる の で は

な く，国や 県ある い は 他地 域を真似した り指導や 法制度に 基づ い て作 られ る 。
こ れ で は

， 全国画

一
的な街に な らな い はずがな い 。

　 生活 との 乖離は か な り根源 的な 問題で ある。環境基木計画や 都市 マ ス タ
ープ ラ ン

，
バ ス 路線計

画，福祉 計画 と い っ た もの に 市民が参加す る 場 合，自分 の 立場を ど うとらえ る か が 問題 に な る 。

公募市民 と し て 出て きた 方は ，市民代表 とし て の 生活信条を代弁す るが，とい っ て 必ず し もそ の

人の 生活 と密着す る わ け で もな い 。密着する と個人 の エ ゴ と して とらえ られ て しま うの で ，バ ラ

ン ス 感覚が求め られる 。
こ こ に ，計画 と生活 と の乖離が指摘で きる。

　 で ぎあ が っ た 計画 と生活と の か か わ りを実感する こ と も難 し い ．再開発や 道路計画な どな ら実

感で きるが，そ の 他の 計画は 「指針」 で あっ て ，指針後 に 具体的な施策ま で eこ は タ イ ム ラ グがあ

っ て わ か りに くい
。 逆に ，勤務先 の会社な どの 計画 づ くりに か か わ る こ とは 当然 で あ り， 熱が 入

る 。 なぜな ら，収入 （給与）や 業務に 直結する か らで ある 。
「参加が形式的だ」 と批判 して も，

そ の 矛先 は 行政だ け に向け られる もの で は な い
。 参加 と責任 と は表裏

一
体な の で あ り， も っ とか

か わ りた い な らば，当然そ こ に 責任が生 まれる。市民側 も面倒 くさい こ とは 嫌な の で あ る 。
つ ま

り は ，行政任せ が楽で あ っ て ，そ こ に ，形式的な参加 とい う両老の 妥協点がある。計画が 市民参

加型に な っ た とい っ て も，どこ ま で の 主体参加 に な っ て い る か は は な は だ不 透 明 で ある。
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　 1．2．参加 と調査 ・研 究へ

　参加が生活と乖離し て しま う状況に ある 場合，見落 と されがち な の が ，参加 の 前提 と し て 必 要

な地道な調査 で ある 。
ワ
ー

ク シ ョ ッ プ な ど の ア イデ ァ 出 し の 現場は
， 集 ま っ た 人がそ もそ も対象

地域を熟知し て い な い と い う可能性 も高 く，そ こ か ら出て きた ア イデア 等プ ラ ン が 現場 と離れて

し ま うこ と もある 。 もちろん ，ワ
ー

ク シ ョ ッ プ 臼体が 長期に わた り，か つ よ くプ ロ グ ラ ム が練ら

れ た もの で あ る場合 ， 調査や フ ィ
ー

ル ド体験が含 まれ て い る場合 もあ るが 。

　 しか し ， まだまだ市民調査の 取 り扱い が，計画づ くりで 反映され る こ と は そ う多くな い よ うに

思え る 。 市民調査 とい うもの が木だ専門家の 持つ 体系に位置づ け られ る中で 評価 され る た め に ，

調 査精度や解析な ど の 点 で ，市民の 学習 として 位置づ けされる こ とが 多い 。ホ タ ル 調査や 水質調

査な ど は 素人で も参加で きる とい う点 で 広範囲で 実施されて お り，毎年膨大なデー
タ が積み 重 っ

て い る が，集積や報告 に とどま り，そ の 後 い か に活か すか が課題で ある 。 逆 に ，デ ー
タ の 精度と

し て の 扱 い で は な く，
地元学 と い っ た 主体形成的な視点か ら の 市民調査 へ の 取 り組み 方が評価さ

れて い る 。

　熊野古道を世界遺産に する活動を して い た 市民 団休にか かわ っ て い た こ とがあ る 。 こ の 団体で

は ， 世界遺産登録を 目指すた め に ，陳情や署名とい っ た政治的な運動が選択 され て い た 。 と こ ろ

が，熊野古道 とい っ て も普通 の
一般国道 の 部分 もあ り，世界遺産登録 も含め て ，どの よ うな 古道

である べ きか とい う将来ビ ジ ョ ン を議論 し て 共有化す る こ とが必要 と考え，全員で 古道踏査を実

施す る 提案を し た 。単なる調査で は 画白 くな い の で ，「五 感 マ ッ プ 」 調査を提 起 し て 実施 し た

（近藤 ・小野 田，1998）。
五 感 マ ッ プ 手法 とは，視覚 （land　scape ），聴覚 （sound 　scape ），触覚

（body　scape ），嗅覚 （smell 　scape ），味覚 （taste　scape ） の 各感覚か ら現地調査を行 う手法 で

ある。素人だ か らこそtt］能な，身体感覚を用 い た調査 とし て 進め た 。
こ の データ が 集積 し て 活か

される前 に ，熊野古道は 政治的な動 きの 中で あれ よあれよ と い う間に 世界遺産 へ 登録 され た 。 現

在 ， そ の 登録後 の あ り方を め く
”

っ て ，沿道住民 と行政 との 合意形成等で さまざ まな問題が 生まれ

て い る 。

　私た ち は ，チ ャ
ー

ル ズ ・A ．ラ イ ク が藷 うよ うに 「シ ス テ ム 社会」 を つ くりあげて きた た め ，

無意識に無責任 に 生か され る 自由を得て い る （Reich，1995＝1998）。 こ の よ うな前提に 立つ と，

市民調査の 持つ 意味が変わ っ て くる 。 調査が専門家に 独占されて きた時代に は，市民は 専門家の

解釈を鵜呑み に するだけで あ っ たが，専門家が シ ス テ ム 社会の 先鋒で ある とするなら，再度現易

か ら生活感覚か ら の視野に 基づ く，先行事例 に縛 られな い 市民 調査が必 要とな る 。

　そし て ，専門家 の 問題が ク ロ
ーズ ア ッ プ され る 。 専門家は 自分の専門分野を 際限な く分節化 し，

そ こ を追究する こ とを志向す る 。専門以外 の こ と に は 目を向け に くい
。 そ こ で ，土 木学の 専門性

か ら市民研究の 必要性を 説 い た 末石冨 太郎 に 注 目し，参加 と専門の 意味を再認識 した い
。 論点 と

し て は
，   「参加 と して 何を求め られ て い る の か 」，  「計画 と参加 とは ど の よ うな関係 な の か 」

で ある 。

51

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assoolatlon 　for 　Envlronmental 　Soolology

近藤 ：市 民調査 か ら市 民計画 へ

2，環境学とし ての 「市民研究員」 の 発想　　末石冨太郎の論考 よ リ

　 2．1．末 石冨太郎 （1931〜）につ い て

　末石 畠太郎 は，衛牛工 学 とい う上 木工 学 の 分野 に 限界を示 し
， 相対と し て の 環境学を提唱 した 。

京都大学工 学部衛生工 学科教授 （1967−1975年），京都大学経済研究所教授 （1973−1977勺「）， 大

阪大学工 学部環境丁学科教授 （1974−1991年），京都精華 人学人文学部教授 （1991−1995年）を経

て 財 団法人千 里 リサ イ ク ル プ ラ ザ 研究 所長 （1992−2001年），滋賀県立大学環境科学 部教授

（1995−2001年）。 工学 の 立場か ら 「市民研究員」 へ 至 る市民か らの 発想を早 くか ら持 っ て い た 。

1977年 と い う早 い 時期か ら 「大学 と地 域の 結合 （URECS ）」 を提唱 し，92年 に 財 団法人千里 リ

サ イ ク ル プ ラ ザ研究所を設立，市民研究 と環境ネ ッ トワ
ーク形成 の 実験を 開始 した 。 土木学会環

境シ ス テ ム 委員長 ， 日本 リス ク研究学会会長 ， 社会 ・経済 シ ス テ ム 学会副会長な どを歴 任 。 環境

社会シ ス テ ム ，環境惰報論， リ ス ク管理 な ど環境学全般を 専攻 。 著書 に は r都 rb環境の 蘇牛 』

（中公新書），r水資源危機』 （日経新書），　 r環境学へ の道』 （思考杜），　 r都市に い つ まで住め るか』

（読売 新聞），『環境学 ノ
ー

ト』 （世界書院） な どがある。土木か ら，経済，人文学 へ と
一

貫 し て 環

境学を体系的 に とらえ よ うと して い る 。 そ の 800以上に も至 る膨大な著作の 中か ら，計画，参加，

市民 とい う関係で 述べ て い る箇所に 注 目し て 見て い く。

　2．2，計画 と参加

　 2．2．1．真の 計 画 と は

　末石 は 京都大学工 学部時代に ，日本万 国博覧会に お け る 上 下水道計画 （実験 ・実践） に 携わ っ

て い る 。
こ の 万 博計画 に か か わ っ た チ ー

ム の 同僚 と し て
， 川崎清 （当時は 京都大学工 学 部建築学

科）  や上 田篤 （当時は 京都大学工学部建築学科）ω が い た 。 彼ら との 協働作業を 通 じ て
， 具休的

な フ ィ
ー

ル ドにお ける計画 と実践に 関 して の経験 を豊か に し て い る 。 専門で ある水道に つ い て は ，

1960年代か ら市民の 立場 に つ い て 言及 し て い る 。 専門家や 技術者 に 対 し て
， 水道計画を机 Eで

コ ン トロ
ー

ル する の で は ない と述べ ，「コ ン ト ロ
ール 」 と 「計画 」 とを分け，「木当の 計画」 に つ

い て 論 じ て い る （末石 ，1968）。 とくに ，末端 として の 市民 が，汚染者 自らの 立場 と し て コ ン ト

ロ
ー

ル する シ ス テ ム に つ い て も述 べ て い る （末石 ほ か ，1968）。 そ こ で は，計画 に 参加す る とい

っ た受動的 な意味で は な く，む しろ計画 を取 り込む とい う視点を 唱え て い る 。 そ の 意味で ，市民

の情報網 と し て 当時 の コ ン ビ 、、

一
タ に 注 目 し て い た点は ，現在 の イ ン タ

ーネ ッ トの 状況 と比較 し

て 興味深い
。

こ こ で い う情報 と は
， 水使用旦な ど家庭生活 と供給源 とを つ な ぐもの で あ るが，未

だ現在その よ うな フ ィ
ードバ ッ ク を持つ シ ス テ ム は 整備さ れ て い な い

。

　また ，計画は 「指針」 と理 解され る こ とが多い が
， それで は広 く遠 く抽象的す ぎる の で はな い

だろ うか 。末石らが 「環境容量 」概念を提起 して い る の も，「まず 人 口 と産業の フ レ ーム を 決め

て 」 （末石，1973：4−5）か ら言【
．
画 プ ロ セ ス が進む とい う ト ッ プ ダ ウ ン 的な プ ロ セ ス へ の ア ン チ テ

ーゼ とい う意味 も持つ 。市町村 とい う大ぎなかた ちがあ っ て か ら，居住地の 姿が見え る わ けで は

な い 。 自分の住ん で い る地域の環量容量を 考え る こ とで ，そ の 積み重な っ た総体が市町村に な る

と い う。 こ の プ ロ セ ス は，従来の 「目的合理 モ デ ル 」 に 対峙 し て 「形態合理 モ デル 」 として 示さ
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れ て い る 。
こ の モ デ ル を考え て い くと，計画 とは マ ス タ

ープ ラ ン か ら細か く分割 して い くの で は

な くて ，小さな地区言1画 の よ うな パ ッ チ ワ ーク の 集積体が 訓画 とい う こ と に な る
。

　 「計画 」 と 「分析 」 とは 違 うとい う論は
，

工 学的な専門技術者が 分 析に は 長 け て い る の に ，言1．

画 と い う現場 に な か な か 踏み 出さな い とい う指摘に もつ な が る 。
「計画 と は

， 誰が何の た めに，

ど の くらい 時間を か けて や る の か ，し か も計画に よ っ て 影響を受ける全て の 人 々 が ，そ の 意志決

定をす る 」 （末石 ，
1978a ： 8）と述 べ られ て い る 。 また，「市 民支援型公共関与計画」 （末石，

1978c： 229） と い う表現 も用い て い る 。
「所与の 目的を 信奉 し て分析的研究を 続け る と，無限 に

細分化された学術的価値は生まれ変わ るか もしれな い が，そ れはや が て 現実か ら遊離す る 。分析

刻象 の 境界を 有限化す る か わ りに ，新 し い 境界価値評価を 含ん だ仮説 の 定立 ・実証が必 要で あ

る 」 （末石，ユ977a ： 985） と も述ぺ て い る 。 計画 とは ，行政計画 と し て の 限界か ら
，

む し ろ 責任

と関係主体を もつ 現場 に お け る 発想 と し て 捉え る必要性を 見る こ と が で き
r
よ う。

　常に 通説を くつ が え す論 旨を 攻撃的 に 社会や学会 ， 業界に 投げ か け る末6 の 姿勢 と往時の状況

か ら考 える と，こ の 発言 の 先 に あ る 当時の 計画が，参加や 決定が，机上 と学会 に 隠れ混ん で しま

っ て い る こ とへ の い らだち か ら の 発言で はな い だ ろ うか 。 そ の
一

方で ，まち づ くりと い う運動概

念 の 萌芽 もは じま っ て い る こ とを承知 した上 で ，工 学 ・技術体系か らの 転換を はか ろ うと考え て

い た の で は ない だろ うか 。

　 2，2．2，市民の 覚醒 を 1

　末石論 の特微は ，市民 へ 対す る厳 し い 姿勢で ある 。 と くに ，近年の や わ らか な市民参加 と は異

な り，行政がや さ し くな る の で はな く，む しろ市民 こ そが技術者に 追 い つ く稈 の 知識等を身 に つ

け よ と言 う （末石， 1969）。
「何を なすべ ぎか で は な くて ，何を され て い る か をわ か る べ き」 （末

石，1979a ；1979b） とい う言葉が示 して い る 。 技術行政の 実態を身に し み て 知 っ て い る か ら こ

そ の 言で あ ろ う。

　 ま た
， 主張す る立脚点が徐 々 に 行政 マ ン や 技術老よ りも，市民その まま の生活感を大切 に する

方向へ 変わ っ て きて い る 。
こ れは ．末石が トヨ タ財団の 「身近な環境をみ つ め よ う」 研究 コ ン ク

ー
ル の 審査員を担当す る中で 「三 世代遊び場 マ

ッ プ 」 や 数 々 の 市民活動の 息吹を肌で感 じ
， そ の

可 能性を認めて い っ た か ら で あ ろ う（5〕
。

こ こ か ら，「環境人文学 」 を提唱す る萌芽が は じま っ た

とも思わ れ る 。 そし て ，生活感覚 とT ．学 との 重な りと して ，「家政工学」 と い う提案 もお こ な っ

て い る。こ の あた りは ，環境家計簿の 開発提案とも連動 し，生活協同組合 に お ける身近な環境づ

くりの 息吹 を体感 し て い る こ とも関連するだ ろ う。今ま で の 工 学技術体系で は 見 出 せ な い よ うな

発想に ふ れ る こ とで ，そ の 可 能性を とらえた の で あ る 。

　参加 す る 市民の 素質や 学習過程へ の 言及は 現在 の 計画論 に は あ ま りな い
。 高学歴化で 見えに く

くな っ て い る の で は な い だ ろ うか
。 あ る い は ，

“
参加 好 きの 参加者

”
が 参加す る こ とで，逆 に あ

い ま い に な っ て しま っ て い る の か もしれ な い
。 参加か ら見えに くくな る主体が存在す る 。

　だか らこ そ，市民調査 の必要性で ある 。
こ こ で，デー

タ の 信頼性を あげて 専門的に な っ て い く

と， やがて は専門家が陥 りやすい 方向 と同じに な っ て しま う。 専門化して 突き進む こ とは ，思 っ

て い る よ りも心 地 よい 作業で あ り，自己満足に 陥 りやす くな り，現実が 見えに くくな っ て い く。

「総合化に は，素人 の 参加 の 方が役 に た つ 場合が ある 」 （末石 ，1978a：6）や 「今や私た ちが科

学 の 客観性 ・普遍的信 仰を脱却すべ き時に 来て い る と い うこ とで あ る 」 （末石 ，1978b ： 467） と
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専門知や 科学知か ら の 脱却を 示 唆 し て い る。ま た ，末石が 「一見民主 的 で 自由な都市 に 暮 ら して

い る わ れわ れ市民 は ，日に 見え な い 情報 の 壁 に 閉ざ さ れ た 囚人同様 で あ る こ と に思 い 至 る べ きで

ある 」 （末石，1979b ： 35）と い っ て 「家政工 学」 に 着目す る の も，生活 と い っ た 巾で の とらえ

方か ら の 身近で現場か らの 発想を求め て い るか らで ある 。
ひ とつ の 実践が，財団法人千里 リ サ イ

ク ル プ ラ ザ 研究所に お ける市民研究員を土木学会に連れ て きて 発表させ た りした こ とで ある 。 狭

く深 く領域を分節化 して い る学会へ の ア ン チ テ
ーゼ で あろ うか 。こ の よ うな文脈で 使わ れ る 「環

壇教育」概念 も通常 とは 異なる。「琵琶湖をわれ われ の 環境 とし て接触で きる と した ときに ，そ

の 環境が よ い の か 悪 い の か とい うこ とを評 価 し積極的 に 表現 し うる 能力を 与え る よ うな教育 」

（末石 ，1970 ：8）と定義 し て い る 。

　 2．2．3．市民研 究 C 【TIZENS 　MANDALA へ

　以 Eの よ うな活動や提言を経 て ，末石 は 財団法人 千里 リ サ イ ク ル プ ラ ザ研究所 の 所長 とな っ て ，

市 民研究 の 実践 ・実験を 開始 した 。 そ の 機関誌で あ る rしみ ん けん き ゅ う （CITIZENS 　MAN −

DALA ）』 の 冒頭 に 「し み ん けん き ゅ う宣言 1〜IV」 を連載した 。 下 記 に そ の 意気込み が伺える

（末石，1995：6）。

　 tliLt は 専門的に 牛活をす る わけで は あ りませ ん 。白分の 身の まわ りの すべ て の 事柄 とボ ト

ル の 金額 （著者注 ： ウ ィ ス キ
ー空 ぎ瓶 の リサ イ ク ル の コ ス ト負担の意味） とそ の 方向を 見定

め る 資格を もっ て い る の は ，行政 で も学者で もな い ，ま さ に市民 だけだ とい えるの で す。私

は 自分 の 家 の 庭を思 い 浮か べ る こ と で ，か ろ うじて 専門家 と市民 の 立場を統
一

で きた の で し

た
。

　 （中略）

　つ ま り，市民型 の 調査研究 と実際彳働 を へ て は じめ て ，受け身一方で あ っ た 市民に も政策

援言
．
能力が つ い て くる の で す 。

こ れが NGO （非政府機関）型 の 政策に な ります 。 そ して こ

の よ うな政 策は ，Il眠 が 行政 をただ 単に助け る よ うな ，
ミ ク ロ な立場の細分化 し た政策を 意

味しませ ん
。 お隣 りの 家 ， 隣の 町内な ど，同⊥ が互 い に 援助 と監視を しあ うよ うな協調が 市

民的政策に なる の で す 。

　政策提言能力を市民が もつ た め に は ，政策科学を専門的に 勉強す る こ と も有利で し ょ うが，

そ う決め つ け て し ま うと，問題 の 身近 さ ・遠さ を忘れて し ま う危険が あ る こ とは先ほ ど説明

し ま し た 。ボ ラ ン テ ィ ア 性の 意味を 「自発性 」 「先駆性」 と解釈 し ます と，私たちが 自発的

に新 しい 環境文化 ・生活 ス タ イ ル を 選び と る こ と
，

そ し て それ を先駆的な政策 に 昇華 させ て

い くこ ととして
，

ボ ラ ン テ ィ ァ 型 NGO の 意味が は っ きり し て くる は ずです。

　表 1は，同時期 に 設立 さ れた rNPO 法人環境市民」 と の 比 較を試み た もの で あ り，ラ イ バ ル

と し て 見て い た よ うで あ る 。 現在で は ，よ り多種多様 な環境関係の NPO や フ ォ
ー

ラ ム が生 まれ

て い る。ただ，社会が そ の よ うな セ ク タ
ー

を求め る こ とに よ り，よ り実践的 な活動が評価される

た め，「研究 」 とい う曲が お ろ そか に な る傾 向が無 い こ と は な い 。行政 と の協働や 運営 とい っ た

面で ， コ ミ ュ ニ テ ィ ビ ジネ ス の 領域に 乗 り出す NPO も多い 。

　走 り出 した市民研 究員制度に 関 して 末石 は，「現在 まで の 市民研究の経験は まだ 2年余で しか
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表 1 吹田 の 市 民研 究 と 「環 境 市 民 」の 活動 比較

比 較項日 市民研究 「環境 11」民 」

町
．
の イ メ

ー
ジ ＊

活 動の 状況表現

メ ン バ ー
の 概 数

紲織 の 形 態

活 動 の 拠 点

主 要 活動ド」容

／1度活動経 費

発信情報

情報 系の 高度化

専 門家の 関
iJ”

行政 との 関係

サ ラ リ
ー

マ ン の 町

助 走期 → 跳躍期

約 130人

財団 法 人に 位 置

くる くるプ ラ ザ

研究 企 画 ・野 外研究 調 査
・
見学 会

・

講師派遣な ど

基金利息役 500 万 円

機関誌 「しみ ん け ん きゅ う」 「研 究

報告 」 プ ロ ジ ェ ク トの ブ ッ ク レ ッ ト

計画中

大学研 究 員に よ る コ
ーデ ィ ネ

ー
タ

行政に よ るバ
ッ グ ア ップ

学者 ・学生の 皿∫

少年期 → 青年期

約 600 人

任意団休 （法人化 計画巾）

貸 し ビ ル の 事務所 ほ か

講 座 開 催
・自然 観察 ・

エ コ 農場 ・楽

貧半一・1・理　，　英会邑舌　　．　1丿　
一
　ダ
ー
養成　　

．
　エ

コ ツ ーリ ズ ム な ど

会員 ・寄付金 等役 370力 円

み ど りの ニュース レ タ ー （月 同）

「地球 に や さ しい 買い 物 ガ イ ド」 季

刊誌計画中

Nifty　Serveに 加人

代表理事と評議委員役 20人

な　 し

　 　 　 　 　 （注）　 ＊は 市民研究 員 F 氏 の 表現 。

な い が ， こ れ ま で 研究員じ しん も執筆した r研究報告書』 （計 2 巻〉と機関誌 の 内容か らわ か る

こ とは
， 研究の 基礎 と し て の 市民的環境情報収集の 特徴 と し て ，虫の 目型 ・非定義型 （日常用語

に よ る 表 現）
・生活直結型な ど が 指摘で きる。し か し逆に

一
般市民は ，長年情報 の 受け手 の 立場

に 甘ん じ て ぎた た め，お手 軽舌
コ ロ ジ ー型 ・行政代弁型 ・マ ス コ ミ情報 盲信型な ど に 安住する弊

害 も残 して い る こ と も確か で ある 」 （末石，1994 ： 161） と述べ て い る 。
こ の あた りに ，実際 の ili

民に よる研 究の 課題 も うか が い 知る こ とがで きる 。 現在に 至る ま で の 市民研究 員に つ い て は 部外

者なの で 考察は 控えるが，初期 の専門学会 へ の 切り込 み とい っ た 激 しさよ りは ，地域 （吹 田市）

へ の 地道な展 開を重視し て い る こ とがホ ー
ム ペ ージ等か らは伺 える。

　2．3．計画 ・参加 ・調査

　参加の 現場が 盛 ん に な る と，計画 と の 関係が気 に なる 。
「まち は ，果敢な都市計画 と活発な ま

ち づ くりが相互 に 補完し
， 格闘し な が ら

， 時代や環境に 適応 し て 変化 し て い くもの だ 。 月
．
方 で は

計画が必 要 で あ り，片方で は計画 に あま り意味が無 い 」 （松波 ，
2005 ： 245−246） と

， 計画 とま ち

づ くりは違 うと述べ て い る 。 確か に ，計画を思考する哲学 とまち づ くりや プ P ジ ェ ク トの 感覚は

か な り違 う。 都市計両や環境基本計画 ，
マ ス タ ープ ラ ン な どは ，

い わ ゆる行政計画で あっ て
， そ

の意味を理解す る の は な か な か に素人に は 難 しい 。 原科 ら に よ っ て ，フ ォ
ー

ラ ム ／ア リ
ー

ナ ／ コ

ー
トとい っ た 計画 へ の 市民参加 の 仕組み の 整理 が されて い る （原科ほ か 編，2005）。

　末石が 11昌え る の は ，こ の よ うな計画 づ くりの 場に も市民 が生活知を 動員し て 参加 し て い くとい

うか た ち で は ない だろ うか 。今 日の イ ン タ
ーネ ッ ト上 の 議論等をか い ま見る と，素人なが らに理

論的 に 批 判的精神を発露し て い る事例を数多 く見る こ とがで きる 。
こ うい っ た市民側 の 使用 ツ

ー

ル の パ ワ
ー

ア ッ プ は
， 確か に 末石が夢 見て い た 時代を ある意味で は 迎えて い る 。

　 しか し，い か に 市民側 の ツ ール と情報発信が 豊 か に か つ 先鋭 に な っ た とし て も，計画 の あ り方
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表 2 末 石冨 太 郎 に よる 市 民研 究 員制度 の 将来 像

1　 研究 員の 鼻的 ・質的増強→ボ ラ ン テ ィ ア 酬
．
究員経験者が市民 の 3％ を越 え れ ば社会が変わ る

2　 研 究 の 分散拠点の 多様化→情報ネ ッ トワ
ー
舛 1会の 発展 と連．動 した在宅研 究シ ス テ ム の 完成

3　 知的 所 有権改革と情報公 開→企 業 ボ ラ ン テ ィ ァ 制度 の 成 熟 と環境 関連の 企 業 情報に 関す る
一一・

般 公 開制度 の 推 進

4　研究員に よ る 行政政策提言→ 各種モ ニ タ
ー
制度の 高度化 ・脱市民 エ ゴ に もとつ く街づ くりへ の 参 山i（最終 聞剽

5　 国際 ボ ラ ン テ ィ ア へ 0）成 長→ マ ル チ メ デ ィ ア を介 した国際 へ の 成果 発信，地球環境 PKO へ の 参加

6　 2ユ世紀 型市 民大学の 設立 → 地球環境 時代の 生活大国をめ ざし た 新 し い 教育休 系の 先行的模索 ・市民講 師に ！

（出典）　末石 （1994）か ら抜粋整理。

が従来どお りの もの で は ，形態合理 的な プ ロ セ ス を経 て も，計画づ くりの 現場 に お い て ，跳ね返

さ れ て し ま うだ ろ う。こ の こ とは ， ワ
ーク シ ョ ッ プ や 地方分権，市民 の 政治学 と い っ た論述 の 中

に み る こ と が で きる 。 末石 に よ る市民研究の 将来展望は，表 2 の よ うに ま とめ られ て い る 。

　緊張感の ある計画づ くり と，それを支 える専門家 と い う関係が描か れて い る。調査や研究が
，

ひ とつ の 武 器 として 使 う こ と 。 安易に ワ
ー

ク シ ョ ッ プ で 取 り込 まれ る の で は な く，自† 的に 計画

を し て い くよ うな もの を構想 し て い る。個 と し て の 覚醒 と形態合理 の シ ス テ ム は，現実的に は ，

現在で も計画 に取 り入 れ られ て い るとは言 い 難い 。 で は，市民計画 とい うもの が あ りうる の だろ

うか 。

3．市民計画論へ

　 3．1．かかわ る計画 へ

　大切 な こ とは ，関係者 と し て の市民が 何らか の か たち で継続的に 「か か わ る 」 こ とが で きる 計

画で は ない だろ うか 。計画 へ の 「コ ミ ッ トメ ン ト （commitment ）」 が必要 とな っ て い る 。 防災

や 防犯 と い た安全 に 関 して の 計画 づ くりが比較的かか わ りを深 くしな が ら完成 して い くの は ，避

難経路や避難所 とい っ た問題は 身近で か か わ らざ る をえ な い か ら で ある 。形態合理的な 計画 プ ロ

セ ス を提唱 した C．ア レ グザ ン ダ ー（6）をあ らた め て ひ もとくと，従来の マ ス タ
ープ ラ ン に つ い て ，

「あ る総体性 （totality）を創造で きて も，全体性 （whole ）は 創造で きず，また全体主義的秩序

を生み 出 し得て も，有機的秩序は 生み 出 し得な い 」 （Alexander ，1975＝1977： 20） と断定 し て

い る 。 ま た
，

「現在か ら 20 年後 の 環境が ど うあ る べ ぎか を現在決定す る こ と，そ し て そ の定め ら

れ た 想像 E の 世 界 に 向け て
， 漸進的 な 発展 の 過程 を操 作す る こ と は

， 不 可 能 な の で あ る 」

（Alexander ．1975＝1977： 28） と して ，参加 の 重要な要素 とし て 「創造的 支配」 と 「所
．
有権 」

を挙げて い る 。
つ ま り ， か か わ るた め に は

， 決定 と所有が必要だ が
， 現在 の 計画は

， 市民 の もの

とは な っ て い な い 。 そ こ が問題 で ある 。

　私 の 経験で は，計画づ くりで は，必ず まとめ と称 して 「抽象化」 と 「そぎ落 と し 」 がお こ なわ

れ る 。最後 に は ，
“

か っ こ い い
”

計画 と し て ま とめ て しま う。 また ，きれ い な計画 を つ く りあ げ

た 充実感を 持 っ て しま い がち で ある 。 計画を生 ぎた もの に す る に は ．自分 自身 との か か わ りを つ

な ぐこ と が求め ら れ る 。滋賀県近江八 幡市で ま とめ られた r沖島 21世紀夢プ ラ ン 』 は ，島民
一

人ひ と りの 意見や願 い を 決し て ひ とつ として そ ぎ落 と さずに KJ 法を 駆使 し て ま とめ た もの で あ

る。まとめ の 表現は 決 し て か っ こ よ くは な い
。 む しろ ぐち ゃ ぐち ゃ として

“
か っ こ悪 い

”
計画 で
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ある。し か し，島民
一

人ひ と りが発 した言葉の
一

つ ひ とつ が重 い もの と して 尊重 され て い る 。
カ

ードの
一・

つ ひ とつ が 「創造的支配」 と 「所有権」 を保証 して い る の だ 。

　地区計画や字を対象と し た ミ ク ロ の 計画は ，か か わ りの 身近 さ とい う点で 評価で きよ う。 小学

校校区程度が まち づ くりの領域とし て は好 ましい とい う意 見も現場か らは 聞か れ る 。 ただ し，末

石が 言 うよ うに ，何を さ せ られて い る か がわ か らな い ＝何が可 能か があ い まい な こ とに 難が ある 。

　良い 計画や悪い 計画 とい っ た評価 よ りも，か か わ りやすい 計画シ ナ 「丿オ ，か か わ りに くい 計画

シ ナ リオ とい っ た評価が あ っ て も良 い の で はな い だ ろ うか 。 イ ン タ
ー

ネ ッ ト上 の 自由の 意味を論

じ る コ モ ン ズ論を俯瞰 しなが ら考えれば，あえ て 杜撰 （ず さ ん ）に初期シ ナ リオ を提示 共有し，

新た に 追加更新 し なが ら徐 々 に か か わ りを持ちなが ら関係者で 創 りあげ て い く （version 　up ）言i

画が理 想的 で あ る （近藤 ，
2006）。 結果 と し て

，
パ

ッ チ ワ
ーク の よ うな小 さな領域か ら積み 上げ

られ る様相に なる の で は な い だ ろ うか 。

　ただ ，現在の と こ ろ，計画 はかかわ っ た とし て も， そ の 後は 手を離れて し ま う。 あの 計画 っ て

い っ た い ど うな っ た ん だ ろ うとい う程度の もの も多い
。 そ こ は もっ と ク ラ ィ ァ ソ トと して の 行政

もし っ か りすべ ぎだ し，逆に 参加者 ももっ とフ ォ ロ
ーす る姿勢が重要で ある 。 私 は常に 市民 へ の

公表の 仕方 とその後 の フ ォ ロ
ー

に つ い て 発言するが，回答はなか なか に 歯切れが悪 い
。 積極的 と

は 思えな い
。

つ ま りは ，素案を web 等で 目立た ぬ よ うに 公表 し，適当に 市民か ら の 意見を バ ラ

バ ラ に 集め
， それを ふ ま えた 最終案を議会等で い つ の 間に か承認す る とい うプ ロ セ ス に も見える。

こ れで は ，参加 した として も，そ の 計画 は 誰の た め の
， そ し て 誰 の もの か と い うこ と も何だ か よ

くわ か らな い 。

　3．2．エ コ ビレ ッ ジづ くりに おけるかかわ りの 必然性

　エ コ ビ レ ヅ ジ （eco　village ）は ，「お互 い が 支え合 う社会づ くり」 と 「環境に 負荷の 少な い 暮

らし方」 を追 い 求め る人び とが作 る コ ミ ュ ニ テ ィ と されて い る。エ コ ロ ジ カ ル な面で 注 目を浴び

て い るが，参加 と計画とい う視点で み て も参考に な る点は多い
。 私が通 っ て い る の は，南イ ン ド

に ある オ
ー

ロ ヴ ィ ル （Auroville）（7｝とい う老舗 の エ コ ビ レ ッ ジ で ，もう 30 年以上 継続 し て い る

か な り大規模な もの で あ る （加藤 ・近藤，2000）。
エ コ ビ レ ッ ジ に 多く見 られる特徴は ，従来の

法制度等を い ち お うは切 り離 し て ， リセ ッ ト し て 理念に 基 づ い て 立 ち上げて い る点で あ る 。
つ ま

り
，

エ コ ビ レ ッ ジ と し て の 理 念思想がある た め に ，自分た ち で 新 し い ル
ー

ル や制度を つ くろ うと

し て い る 。
オ ー

ロ ヴ ィ ル で は
，

と くに 1970年代の ヒ ッ ピ ー文化の影響を受け て い る た め に ，逆

に 言 えば ル ール や 法制度を なる べ く作らな い と い う習慣が伺える 。
で は

，
な ぜ 30 年間 も継続で

きた の か 。 住民は 入 れ替わ る の に い か に 計画づ くりを進行で きた の か 。 そ の 解明は まだ 途中だ が，

現時点で わ か っ て い る こ とを引き出 して み る 。
オ ー

ロ ヴ ィ ル に も，開設者で ある マ ザ ー （通称 ：

本名 は ミ ラ ・
ア ル フ ァ ッ サ ） （1878−1973 年）に よ る キ

ー
ホ

ー
ル プ ラ ン （key　hole　plan ）が都 t

’
ii

計画 の 基本 とはな っ て い る 。
オ ー

ロ ヴ ィ ル へ の 参加者は t 開設者の 思想や考え方に 共感 し て 世界

各地か ら集 まっ て くる。と こ ろ が ，基本的な方向性や マ ス タ
ー

プ ラ ン は ある も の の ，拘束力はそ

れ ほ ど強 くな い
。 各部門 ユ ニ

ッ トは ある もの の ，何か を しなければ な らな い とい うこ とは な い 。

参加 し よ うとす る者 （new 　comer ）は ，1年間 じっ くり と滞在し て 見て 回 る 中で ，自分とし て オ

ー
卩 ヴ ィ ル で 何を して い くか を決め て い くの で あ る 。 何か の プ ロ ジ ェ ク トに 参加 す る の で も良い
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し，自分で 新しい プ ロ ジ ェ ク トを 立ち上 げる の で も良い
。 何で も良 い

。 そ こ に は ，マ ザ ー
の 思想

も反映 されて い る と考え られ る 。

　
‘’
Don

’
t　try　to　organize ，　 don

’
t　try　to　organize ，　 you

’
r θ going 　to　fossilize　the　thing　before　iポ s

begun．”Iwanted 　it　to　grow 　spontaneously 　Iike　that，　with 　all　the　unforeseen （Auroville，？ ：52）

　When 　the　body　is　 subject 　 to　 rules ，　 even 　if　they 　 are 　 wide 　 and 　 comprehensive ，　 it　becomes　 a

slave 　to　these　rules ，　 and 　its　possibilities 　are 　limited　by　these　rules （Auroville，？：58）

と，組織化／ シ ス テ ム 化は な る ぺ く避ける べ きとい う言葉を 残し て い る 。 人 と い う個人を 重視 し

な い と組織の 奴隷 に な る と し て い る 。 制度を つ くっ て しま うと，人間は制度 に 使われ る よ うに な

る とい う指摘で あ る 。
つ ま り，人に応 じ て数 多くの プ ロ ジ ェ ク トが 進行 し て い る こ とに な っ て い

る 。 人の 出入 りと共に プ ロ ジ ェ ク トが消えて い く こ ともある 。

　継続 とい う意味で は 不 合埋な点 もある が ，実感 と し て 私た ち の暮 らす都市 との 大きな違 い が指

摘で きる。ナ ー
ロ ヴ ィ ル で は 計画にか かわ る こ とが必 然に な っ て い る。あ ま りに も制度や方針が

一定せずに よ く変わ る の で t
コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン の 場を常 に 持 っ て い な い と困っ た こ とに な る の

で あ る。そ こ で ，オ
ー

ロ ヴ ィ ル の 人た ち は よ く共に 食べ ，話 し，議論し，情報を交換 し て い る 。

自分た ち の 生活 に も強 く関係す る こ とな の で ，あ る 意味必死 で もあ る。さ まざま な ミーテ ィ ン グ

が多 く開催され ，ネ ッ トや News 　letter （rAuroville　News ＆ Notes 』）上 で の 議論 も盛 ん で あ

る 。そ こ に
， 選択 と 同時 に 責任が 生 じて い る 。

オ
ー

ロ ヴ ィ ル は 決 し て 気楽な理想郷で は な い 。そ

れ ど こ ろ か ，今の 私たち の 暮 らし と は 正反対で
， とて も忙 しく大変で ある 。 か かわ っ て決定に 参

加 し て い か ざるを えな い か ら 。

　 こ う見て くる と，私た ち の 日本の 都市生活は ある意味で 楽なの で ある。か か わ る こ とを徹底的

に 排除 し て 成立 し て い る よ うに も見える。そ こ ま で 官僚制が完成 して い る と も言 え よ う。参加 と

い う視点で わた した ち の か かわ りを進め る とい う こ と は，い ろ い ろ な選択 と義務を 負うと い うこ

と に もあ る。そ こ ま で で きますか と い うこ とが 求め られて い る 。 未石 は，「わ た した ち は選択で

ぎない 」 とい う現実を 見据えた上 で ，選択 の 機会を増やす と共 に 責任が増す こ と で ，苦情だ け の

参加 か ら真の 参加意識が醸成 され る と し て い る （末石，1971）。

　3．3．正 統的周辺参加

　か か わ っ て い くと な る と，末石 の 言 う市民 の 覚醒は否応な しに 求め られ る 。 暮 らしか らつ くり

あげる の で ，高度な専門知識 よ りも，生 活全般に か か わ る家政工 学的な知識 と発想が求め られる 。

ナ ー
卩 ヴ ィ ル で

， 私が出席 した建築 グ ル
ープ の 未来構想プ レ ゼ ン テ

ー
シ ョ ン の 場 で も，rそ んな

都市施 設が本当に 必要な の か 」 「今重要な の は 住宅 で は な い の か 」 と い っ た議論噴 出で あ っ た 。

長期滞在 して み る と，計画へ の か かわ り方を体感す る こ とがで きる 。

　 こ こ で ，「正統的周辺参加 （legitimate　peripheral 　participation ）」 と い う概念を用 い て み よ

う （Lave 　and 　Wenger ，1991＝1993）。学習 とい うプ 卩 セ ス を，徒弟制度や弟子入 りとい っ た事

例 か ら冉搆成を試み る も の で あ り，学校に お ける学習 と は ま っ た く違 うもの と し て い る 。 言わ ぱ，

職人 と い う実践 の 場に弟子入 りする場合 ， そ こ に い る と い う段階か ら参加 し て い く中で
， 見よ う
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見まね で 学習し て い くとい うプ ロ セ ス を評価 して い る 。
こ の 理論で は，実践に 参加す る場が無い

場合に は 学習が成 立 しな い とい うこ とに なる。現在の 計画づ くりへ の 参加 の 場で は，そ こ で 語 ら

れ て い る内容 の 具体的な実践 の場が 見え に くい
。 あ るい は ，参加 と い う場が実践の 場 とするな ら

ば そ こ に職人 の よ うな参加 の 達人が い る 必要が あ る。ただ しそ の 場合，参加の 場に 階層構造が

生 じて しま う。 参加 とい う場 は初め て の 人に は とて も取 っ
つ きに くい 場で あ る 。 ワ

ー
ク シ ョ ッ プ

ac慣れた達人に 弟子入 りす る プ ロ セ ス も考え られ な くは 無い が，何 とな く内容が お ざな り に され

そ うで ある 。 や は り実践の場 と し て は 実社会 m わ が町 と捉 えて お きた い 。
こ の よ うな学習プ ロ セ

ス を，地域の職人技を対象 として 「丁 稚 シ ス テ ム 」 と し て 提案した （図 1）。

　まずは じめ に ，新参者 の 正統的周辺 性は 彼らに 「観察的」 な見張 り役以一トの 役を与える。

新参者 の 正統的周辺性が決定的に 含む の は，「実践 の 文化」 を学ぶ 一 それを吸収 し，そ れ

に 吸収 され る
一

や り方 として の 参加 と い う事態で ある 。正統的周 辺性に ト分長 くい る こ と

で ，学習者は 実践の 文化を 自分 の もの に す る機会に 恵 まれる。広 く周辺的な見方か らは じめ

て ，徒弟 は次第 に 共同体の 実践を 校正 し て い る もの が何か に つ い て の
一般的な全体像を つ く

りあげる 。 （Lave　and 　Wenger ，1991＝1993： 76−77）

　であるな らば，対象と し て の まち とい う現場 へ の かか わ り （実践）を い か に 共有 し て い くか が

鍵 とな る 。計画 とい う抽象的な指釧を超 えて ，そこ に 具体的なか かわ り方を導き，体験し て い か

ね ば な らな い 。まちづ くりの成功例な ど の 事例 を見 て い る と，案外，毎朝 の 商店街の 掃除や堀 の

ドブ さ らい ，貸し農園 の 共 同作業や 消防団とい っ た場が ，学び の 場 とし て 機能 して い る こ とが あ

る。オ ー
ロ ヴ ィ ル の 場 合で も，参加 者が土木 T一事と い う現場に 入 る の か ，自然再生な の か ，それ

と も食料調達な の か ，計画 と共 に現場が あ る の で あ る 。 生活や生業 と切 り離 された 浮遊す る参加

老で は な く，し っ か りと地 に 足 の 付い た 生活者 と し て の 参加者とい うこ と に な る 。

　3．4，身体的参加

　そ こ で，身体的参加を提起 した い 。
ビ ジ ョ ン とい っ た空間的な ゾ ー

ニ ン グ表現で は な くて ，身

体が地域に ど うか か わ る かを捉えた い 。 正統的周辺参加 も，言 わば 「身休で 覚える 」 と い う学習

プ ロ セ ス と言い 換え る こ ともで きよ う。 そ の 身休 パ タ ン を積み 重ね る方法で ある 。 行為と空間と

の かかわ りを 計画する。唯脳論を提起す る養老孟 司が指摘す るよ うに
， 私たち の 都 市は 脳化 し過

ぎて い る （養老，2004）。 身体知 に 再 度戻 らなければ な らな い 。 参加や 委員会が学識経験者がな

ぜ優遇されて い る の か 。地域知経験者を優先すべ きで はな い か 。 学識経験者や専門家は 知識 の専

門家で あ っ て ，そ こ だけ で 決定 される計画 に は 限界が ある。末石が 言 う牛活か らの 提案も，身体

性 を重視 し た もの と読み 替え る こ とが で きよ う 。

　身体的参加 の 場合，学ぶ 場 が 必要 と さ れ る 。
こ こ に

，
C．ア レ グザ ン ダ

ーが提示 し て い る 「パ

タ ン ・ラ ン ゲージ 」（s）が ヒ ン トを 与え て くれ る （Alexander ，1977＝ 1984）。 そ こ に は
，

ま ち （空

間） と身体との 関係の パ タ ン が 253事例 とし て 蓄積 されて い る 。 建築デ ザ イ ン と して の 紹介が 多

い が，その パ タ ン の
一

つ ひ とつ に 注 冖す る と，「71 ：泳 げる水 （Still　Water）」 「94 ： 人前の 居眠

り （Sleeping　in　Public）」 「176 ：庭の 腰掛 （Garden 　Seat）」 「185 ： くる ま座 （Sitting　Circle）」
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（番号 ： の前 の 数字は パ タ ン 番号）な ど とい っ た 人間行動 との 関係が強 い パ タ ン も多 く挙げ られ

て い る 。 例 えば，「67 ： 共有地 （Common 　Land ）」 と名づ けられ た パ タ ン を見 る と，まずは，

「近隣を構成す る住宅 ク ラ ス タ ーや仕事 コ ミ ュ
ニ テ ィ の 内部に もs 少数 の 家族や作業集団が 共有

す る，よ り私的で 小規模な共有地が 必要で あ る 」 とい っ た説 明と共に ，「住宅 ク ラ ス タ
ー

用 地 の

25 パ ーセ ン トを 共有地に し，それ が各住戸に 接す る か ，ご く近 くに ある よ うに 配慮す る こ と。

基本は t
こ の 土 地 が決 して 臼動市に 支配さ れ な い よ う

， 最新 の 注意を払 うこ とで あ る 」 と指針を

あげ ， そ し て 関連が強い他 の パ タ ン 群が述べ られて お り，各パ タ ン ご とに 使い やす く整理 され て

い る （Alexander ，1977＝1984： 176−178）。
こ の よ うな蓄積が ある と，言1画 も考 えや す い

。 身体

パ タ ン の データ ベ ース と計画に 基 づ く新しい 身体パ タ ン とが ど う関係す るか
，

ど う体得されて い

くか に よ っ て ，実効性が左右 される計画 となる 。 ア レ グザ ン ダーは ， こ の 253パ タ ン は 単な る原

型的な もの で あ り，健全な社会に は，た とえ共有され ，類似 して い て も，人間の 数だけ パ タ ン
・

ラ ン ゲ ージ が存在する と述 べ て い る （Alexander ，1977＝1984 ：洫 ）。つ ま り，猟師や漁師 と い

っ た 生 業に か か わ る 身体パ タ ン や子 ど もの パ タ ン とい っ た もの を ス ト ッ クする こ とが必要で は な

い か 。 身体動作に 絞 っ て い くと，L ・ハ ル プ リ ン （9）が集団の 創造性に 基づ く市民参加型 プ ロ セ ス

として 提唱 し た rRSVP サ イ ク ル （資源 〔resource 〕，ス ： ！ ア 〔score 〕，価値評価 〔valuaction 〕，

実行 〔performance 〕）」 に 挙げ られて い る 「ス コ ア （総譜）」表現が そ の 解釈 ・翻訳 の 鍵に もな

り得る と考え られ る （Halprin　and 　Burns，1974＝ 1989）。
ダ ン ス か ら派生 した こ の ス コ ア とい

う考え方は，身体と空間 との 関係，ひ い て は 計画 との 関係を ひ もとくひ とつ の 見 方を提供 して く

れ る の で は い だ ろ うか 。

　身休か らの 発想は 今ま で と全 く違 う解釈を与え て くれ る。極端な例を挙げてみ る と，ス ケ
ー

ト

ボ ーデ ィ ン グ （scate −bording）か らみ た都市論がある （Borden，2001 轟 2006）。「ス ケ ータ ーた

ち が試み るの は ，街を 『見る 』 こ とで も，全体的な もの と して 把握す る こ とで もな く．街を表現

で あ る と 1司時 に ，［身体的／物 的な ］実体 の ある もの と し て 生 きる こ とだ 」 （Borden ，2001＝

2006 ：292） とある よ うに
， 彼／彼女らに と っ て ，手す りや欄干 などは ま っ た く別の 意味を持 つ 。

機能的な解釈 で はわ か らな い もの で ある 。
ま ち の 使い 方 に 多様性 と現場 を与え て くれ る 。 脳 か ら

開放 され る と，ス ポ ーツ や ス ト リ ート ダ ン ス な どもか か わ っ て くる 。 そ れ ら の身体パ タ ン か ら地

域を とらえ る の は ， 実は具象的な まちを見る こ とが で きる と思われ る 。 南紀熊野体験博 で 光を浴

びた さ まざ まな体験 リ
ー

ダ
ー調査 （説田

・近藤 ， 2000）か らは
， 漁師や農家，炭焼きや木工 師，

滝 ツ ァ
ー

な ど，さ ま ざ ま な身体を用い る 先駆者が数 多 くい る こ とがわか っ て い る 。

　 こ の 身体的参加 に 段階を考えて み た い 。「参加の 梯子 」 に 追加 し て ，内面的な意識の 段階 とし

て 「意味的参加 の 梯子 」 を示 し た （近藤，1994）。 そ こ に 第三 の 柚とし て 身体的参加 の 軸 も加 え

て み る 。 する と，「型 」 や 「わ ざ 」 とい っ た 身体所作 の 過程が重な っ て くる。「したが っ て ，身体

知の 獲得と は ，身体運動の 反復訓練を通 して ，環境世界 の 意味を分節化 し，い か なる文脈 に も即

応で きる現場感覚を い わ ば身体感覚と し て 体得する こ と を 意味し て い る。 と りわ け，r型』 に は

ま る と強い ，と 言わ れる所以の もの は ，実践的行為の経験を積む こ と に よ り，行為の 組織的認知

を 可 能とす る身体記憶が培われて い るか らで あ り，それは また ，rわざが プ ロ グ ラ ム 化 され，知

覚シ ス テ ム として の 神経回路に ，い わば新たな反射回路が構築された の だ と考える こ とが で きる

か も知れな い 」 （柴 田
・遠山，2003 ： 82）と ス テ ッ プが評 され て い る 。 こ の身体知の 獲得過稈に
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つ い て 深 く言 及する 余裕が ま だ無 い が，空手道や剣道，書道や茶道，花道 に お い て も，そ の 修行

の過程を 「守 」 「破」 「離」 の 三 段階に 分けて い る こ とが援用で ぎそ うで ある。最初 は 型どお りに

教えを守 り，次に 自分な りの 発展を試み，最後に は型を離れ て 独 自の 匹界を創 り出 して い く段階

で ある 。
パ タ ン ・ラ ン ゲ

ー
ジが創発段 階を持 つ こ とも参照で きよ う （井庭，2006）。

　図 2は ， こ の よ うな身休知 の 位置を 示 し た もの で ある 。
で は 具体的な進め 方に つ い て さ らに 検

討 し て み た い
。 そ の まち に 長 く住 ん で い る方 々 の 身体パ タ ン を 見出す こ とか ら始め よ う。 通勤サ

ラ リ ーマ ン で は 難 し い か もしれ な い が
， 古老や地域 の 生業 に 従事す る方 （の 身体）が ，地域を い

か に 使 っ て い るか ，あ る い は 子 ど もが ど の よ うに遊 ん で い る か な ど
， あらゆる身体 パ タ ン を見い

だ して み る の で ある。その 積み重ね か ら見た まちは ， 今まで 計画 とい う個性 を阻害した ビ ジ ョ ン

か ら見て きた まち とはか な り違 うもの に な る だ ろ う。 河川空間を対象に し て ，人間行動を誘発す

る ア フ ォ
ーダ ン ス 〔10）を 抽出し た 研究 （佐 々 木 ・細馬

・近藤，2003） に お い て も，河川敷が従来

とは全 く異な る空問 と して 読み解 く こ とが で ぎた。五感 マ ッ プ手 法は ，そ の 基礎調査 と し て も位

置づ け られ る 。 民俗学や社会学が蓄積 し て きた ，ラ ィ フ ヒ ス ト リ
ー的ある い は文化生態学的な蓄

積 もあらた め て パ タ ン として 解釈すれ ば， こ の 身体的参加 デ ー
タ ベ

ー
ス に集積す る こ とが で きる

。

バ リ ァ フ リ
ー

や 交通安全の マ ッ プ づ くりな どで は，そ の 片鱗を 見る こ とが で きる 。 ただ そ の 場 合

は
， 身体 の 動作 （行動） だ け で あ っ て ，身体の 文化性 ま で は 含まれて い な い

。 身体 パ タ ン ご との

職人 技が 明らか に な っ た ときに，正統的周辺 参加 と し て の 学習 の 場が用意 され る と考える こ とが

で きよ う。

　生活臭がな い 机上 の 計画に お い て は ，想定 されて い る 「住民」 と は，統計的な平均値の 生活を

送 る 人で あ っ て ，本当の 人で はな い 。末石が 「行政は，多数の市民 を束に す る こ とで 効率の あが

る仕事だ けをや っ て い る の です し，生産者だ っ て 同じ こ とで す。だ か ら専門家が栄えすぎると，

図 2　 参加 の 3 軸 と計 画 づ くり との 関 係
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市民生活は 物的に も精神的に も完全に 均質に な っ て ，何か カ ス み た い な とこ ろ し か ，自分 とい う

もの は 残 らな くな ります 。 」 （末石，1995； 5−6） と指摘する こ とを 身体的参加は変 え られ るか も

しれな い 。た だ，もう私たち は カ ス の よ うな 生活しか で きて い な い の か もしれな い の だが 。

　3．5．調 査の表現

　末石 は，環境人文学や環境意味論を通 し て ，環境の 表現 に つ い て も重視 して い る。高月紘 （ハ

イ ム
ー

ン ）〔m の ゴ ミ ッ ク （ゴ ミ 問題を テ
ー

マ に した漫画 ）を 高 く評価 し て い る こ とか らもわ か る 。

で は，上述の 身体的参加 の 視野に 立つ と
， 従来の脳ば か りで 考えた 計画書の 表現に は 限界が あ る 。

大きな問題は ，空問 と時問の 問題 で ある 。 従来 の 計画書表現は地図 とい っ た 空間が主要で あ り，

そ の 工程 とい う意味で の時間表現は とて もお お ざ っ ぱ で ある 。 ある時間断面を切 り取る こ とで
，

そ の 空間の 将来像を表現 して い るに 過ぎな い
。 身体を考える と，空間 も重要だ が，同時に時間 も

重要 に な る 。
ス コ ア は時間軸で 描か れて い る。前述の河川 空間の ア フ ォ

ーダ ン ス 分析に お い て も，

動 く行為の 表現 は，矢印か 絵 コ ン テ の よ うな コ マ 切 りの 表現などを模索 し，い か に表現する かが

ひ とつ の 課題 で もあ っ た
。

　調査デ ータ に つ い て も 「か か わ りやす い 」表現の 仕方 と仕組み が求め られ る 。地域で 使え る調

査結果と して は，数百 ペ ージ A4 版の 報告書 は 誰 も読 まな い の で は な い だ ろ うか
。 概要版 パ ン フ

レ ッ トを作 っ て も，どの 程度伝わ るか は不 明 で ある 。
マ

ッ プ
， 紙芝居，曼茶羅，キ ャ ッ チ フ レ

ー

ズ ，絵 双六 ，歌，絵屏風などが ，身体を媒介 として 理解 しやす い メ デ ィ ア の 表現で は な い だろ

うか 。

　3．6．求め られ る専門家像

　末石は 専門家や 大学 とい うア ク タ
ー

に も厳し さと提言をお こ な っ て い る。まずは ，専門の私物

化に つ い て 厳し く蝉劾 して い る。ア ン チ テ ーゼ と し て 「非専門総合化組織」 （末石．1970： 7）を

挙げて い る 。
い わ ゆ る

“
御用学者

”
や

“
お 雇い 学者

”
に つ い て も批判 し て い る 。 常に 言 うの は ，

専門 の 壁 に 入 り込む な と い うこ とで ある。専門は無限に 細分化され，研 究の た め の 研究 に な っ て

しま う危惧を 指摘 して い る 。
つ ま り，有限規定 の 研 究 と無限規定の 研究 と対比 させ て い る 。 何も

か もが前提 とし て研究を実験室的に 進め る の で は な く，現場 と対峙しながら ク ロ
ーズ して 進め る

とい う姿勢を 述べ て い る 。
r城塞を 出で て平野へ 」 とよ く使 う言葉がそれを指 し て い る 。

　研究 とい うもの は，誰 も必要性を感 じない うち か ら手を つ けて お か な い と，本当に 必要な

ときに役 に 立た な い もの で あ る 。 社会的 に 必要性がわ か っ て い て 一多分半数以上 の 人が合意

して
一行 う研究は ，か え っ て 全体を 悪 くす る の に 加担す る の で はな い か 。 なぜな らば，現代

の よ うに 縦割 り ・分業化の 進んだ社会で は，総合対策を実施する こ とは 所詮無理で あ っ て ，

問題 に 追随し て 打た れ る対策は
，

必 ず別分野の 問題の犠牲の うえ に 成 立 つ か ら で あ る 。 （末

石，1976 ： 8＞

　また ，研究者 の 立 ち位置 と して ，環境 メ デ ィ エ
ー

タ
ー

（environmental 　mediator ）を 紹介 し

て い る （末石，1987）。ひ とつ の専門領域に 閉 じて 極め る の で は な く，広 い 視野で 現場 とか か わ
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る とい う意味で は ，ひ とつ 必 要な職種で は ある 。mediator は 円卓 に つ くとい う意味で ，本人の

主張 をあ ま り持たな い と い うこ と こ ろ は ，フ ァ シ リテ
ー

タ
ー

と同 じだが，む しろ ，地域 の さま ざ

まな身休パ タ ン を集積し，そ の代表者に も手配を行 うこ とが求め られ る 。 かかわ る計画 づ くりに

求め られ る人 材は ，「コ ネ ク タ
ー

」 「フ ァ シ リテ
ー

タ
ー

」 「ス トーり一テ ラ ー
」 で ある

。
コ ネ ク タ

ーとは
，

つ な い で い く人材 で あ る 。 イ ン タ ープ リテ
ー

シ ョ ン だ け で な くて ，市民 と計画 とを つ な

ぐ媒介 の 役 目が求め られ る
。

フ ァ シ リ テ
ー

タ
ー

とは ，個を ス キ ル ァ ッ プ し て場に 出て きて もら う

役 目で もあ り，声を出 しに くい 市民 の 声を集め る役 目で もある 。 身体パ タ ン を フ ァ シ リ テ
ー

トす

る 役割 も期待 される 。
ス トーリーテ ラ ー

は ， そ の 知 の もの が た りを掘 り起 こ して 提示 し て くれる

役 目。計画づ くりの 参考や ベ ー
ス に な る場合 もある 。

　こ の よ うな専門家に 求め られる役割 として は，3つ が考え られ る。

　（1） い か に 現在 の シ ス テ ム が絡み 合 っ て い る か を ひ もと く役割

　〔2〕身体の パ タ ン
・

ラ ン ゲ ージを見 い だす役割

　〔3〕 創発する場を コ
ーデ ィ ネ

ー
ト／メ デ ィ エ ー トする役割

　3．7．臨床型機構 として の 大学

　専門家集団 として の 大学は ど うあるべ きで あろ うか 。 地域に対する総合学 と い う方向で あるな

らば ，知識 よ りは
， 身体か らつ なが る方法 もある 。

つ ま り，医学／生理 学 と して の 身体論か ら の

拡張で あ る 。 身体か ら環境を考える の は 重要で あ りt そ うな る と，健康や ス ポ
ー

ツ，安心 と衣食

住 と い っ た視点か らの 再編成が可能 とな る 。 環境基本計画は まさ に こ の 点か ら再構築すべ きで は

ない か 。

　専門分野を検刮 し た末石は，詳細に 分節化されて い ない医学 の 体系に た ど り着い て い る 。そ こ

か ら，「専門分野を小さ くするかわ りに，研究対象の 地 域を小 さ くし て み る 」 「問題を全体 とし て

図 3　地 域 を見 る装 置の 概念図

（出典〉　 末石 ・大阪大学地域学研究会 （1982）。
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図 4　滋賀県立 大学環境 科 学部 環 境社 会 計画 専攻に お け る 教育プ ロ セ ス
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（出典〉　近 藤 （2005）。

と らえる 」 「研究課題 は 地域か ら もた らされ ，研究 成果は 地 域へ 還元 さ れ る，と い う双 方向 の 動

き」 を期 して ，「臨床型機構 」 と し て地域 と か か わ る大学を 構想 して い る （末石 ・笹 田，1981）。

そ れ は
，

URECS （university 　and 　region 　educational 　complex 　system ） とい う提案で具 体化

して い る （図 3）。
こ こ で は その 詳細に つ い て は 述 べ な い が，「ふ つ うの 生活者が 身近な環境 （イ

エ ）で で きる こ とを遠 くへ 放擲させ，そ の結果を 正当化 ・定形化 ・研究対象化 して 専門家 の 手 中

に お さめ，そ し て 実は ，それらが 解決で きな い こ とを陰伏化 した まま政策課題 とする 。 現社会 の

諸事万端の 問題は ，こ の よ うな パ タ ン に あ る， とわた し は み る。もち ろ ん ，まだ労が 多 く功 は 少

な い が，上記 の 中間技術 との連動を は か る こ とに よ っ て ，環境学的地域情報 セ ン タ ーを中心 と し

た コ ミ ュ ニ テ ィ 管理運営 シ ス テ ム の 青写真を 描 く段階 に近づ い た 」 （末石，1982 ：61＞ と述べ て
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表 3 学習に 関す るパ タ ン
・ラ ン ゲージ の 例

パ タ ン 番 Fi　l

　 　 　 l8

43

83

85

157

一
　　　名　　称 原　 　題

学 習の ネット ワ ーク NetwQrks 　of　Learnin

　　
一
T

一 一一一
万

一
憂

、．一一 一一L＿＿＿＿＿＿一一二 ＿．

市場の よ うな 大学 　　University　as　a　Marketplace

師匠 と弟 r一

店先学校

Master　and 　ApPrentices

Shopfrorユt　Schools

家庭 ワ
ーク シ ョ ッ プ Home 　workshop

学習 の 機会分散 と，社会 全体の 学習プロ セ ス へ の 参

加の 重要性

大学は，地域の す べ て の 大人を 対象 とす る 成 人学 習

の 場 の 1 つ と考 え る こ と

職業 人や 商売 人の 本物の 仕市を，ネ ッ トワ
ーク の 基

本的 な節 点 とし て 活用す る こ と

町内の 仕 事や 商業活動が 盛 ん な地 区 に，職 業指向の

小 さ な学校 を数多 くつ くる こ と

住民 の 家庭内で の セ ミナ ーや研 究会の 設 立を 促すこ

と

（出典）　Alexander （1977＝1984）。

い る。

　URECS の 構想は ， 末石 が開設 に か か わ っ た 滋賀県立 大学環境科学部環境社会計画専攻 で
一部

実現 されて い る （末石 ，2001＞。 そ の カ リキ ュ ラ ム を，「理論性一実践性」 と 「多様性一専門性 」

の 軸の 中で示 し て み る （図 4）。 実際の 現場に おけ る実践や演習か ら体験的に 学習 し て い くもの

で あ る 。所属教 員 の 専門は バ ラ バ ラ で あ り，知識体系 よ りは ，現場 に お け る作法 ，
コ
ーデ ィ ネ

ー

タ ー， フ ァ シ リテ ータ
ー

な どの ス キ ル を学 びながらt 現場 と し て の 環境 シ ス テ ム に紺処 して い く

術を身に つ け て い く方向で ある。シ ス テ ム 理論は 多様性 と理 論性 を持ち込 ん で くるが
， 環境 とい

う現場 に お い て は ，専門性 と実践性 が求め られ る 。
こ の 間の なか で 臨床 として の専門知は醸成 さ

れ て い くの で は な い だろ うか 。と くに，「知 」 とい うス ト ッ ク に つ い て 考える と，「専門知 」 は学

会や 研究 会で 集積す る シ ス テ ム が で きあが っ て い る 。と こ ろが 「実践知 」 は プ ラ ン ナ
ー／デザ ィ

ナ
ー

の 体験 の 中に あ っ て
， 共有化／理論化 し に くい

。 しか し，実践 の 中で 育 まれる 教育体系に あ

っ て は ，身休知を含む実践知 の 共 有化 ， 理論化が 必要で あ る 。 また，計画や 仕掛けに お ける理論

化が求め られ て い る 。 その 先に 「市民計画 」 があ る 。 そ の 場合 の 大学や 学習機関の ある べ き姿は ，

既に パ タ ン
・ラ ン ゲ

ー
ジ に 描かれて い るパ タ ン が参考に なる （表 3）。

　参加 の 現場が脳化 された ゲー
ム に終始 しがち な状況を ， 何 とか身体 とい う実感世界に 引き戻す

こ とを試論 として 展開 して み た。可 能性は ，実践の 中で 見え て くる もの と考えて い る。

注

（1）米国 の 社会学 者 で あ る ア
ーx タ ィ ン が 整理 し た 住民参加 の 段階。1．操 り，2．セ ラ ピー，3．お知らせ，

　 4．意 見聴衆，5．懐柔，6．パ ートナ
ーシ ッ プ，7．委任 された パ ワ

ー，8．住民 に よ る コ ン ト ロ
ー

ル ，と

　い う段階を 設定 して い る。Arnstein，　Sherry 　R ．，1969，
“
A 　Ladder 　of 　Citizen　Participation，

”
躍 P，

　 35　（4），、216
−224．

（2） ワ
ー

ク シ ョ ッ プ の フ ァ シ リテ
ー

タ
ー

で もある 石塚は 「落 と し ど こ ろ 」 は 「落 と し 穴 」 と も述べ て い る

　 （石 塚，2004：44）。

（3）1932 年新潟生 まれ。57年京都大学大学院修了後，京都大 学助 教授を 経て 1972−83年大阪大学教授。

　1983−96年京都大学教授 。 立命館大学 を 経 て 2003年株式 会社環境
・建築研 究所代表。70年 に 開催され

　た 目本万 博博覧会 で は ，万 国博美術館 （国 立国際美術館）を 設計。そ の 後も美術館 や 文化会館な どの 作

　品 を数多く手がけて い る 。 京都大学名誉教授 。

（4） H本人 の 生 活空間を 考究 し続けて い る 建築学者，文 明 批評家，建築家。1930 年 大 阪 に 生 まれ る 。 56
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　 年京都大学大学院修 r後，建設省住宅局技官，京都大学 工 学部建築学科助教授 ・経済研究所助教授 （併

　 任）・人文科学研究所教授 喀 員），大 阪 大学 工 学 部 環境⊥ 学 科 教授，京 都精華大 学 美 術 学 部デ ザ イ ン 学

　 科建築分野教授，総合研 究開発機構理事 （非 常勤），NPO 法 人社叢学会副理事長，上 田 篤都市建築研究

　 所 主 宰，京 都精華大 学 名 誉 教 授。

（5）荻原 な つ 了
．
氏 の 本特集 に 関 して の 研 究 会 に お け る 指摘 （2007年 6 月 16 日，立教大学）。

（6）1936 年 ウ ィ
ー

ン 生 まれ。63 年 ノ ・一バ ー
ド大学 Ph，　D 修 ゴ。

　 r都 「
．
汀は ツ リ ーで は な い 』 r形 の 合成 に 関

　 す る ノ
ー

ト』 な ど の 著作を 持 つ 建築理 論家。67年 に 環 鏡 構造 セ ン タ
ー

を設 立 。 数 々 の 建築 プ ロ ジ ェ ク

　 トを手がけて 脚光を あび る 。 77年に は，そ れ まで の 研 究成 果を ま とめ た rパ タ ン
・

ラ ン ゲージ』 を著

　 し，ま っ た く新 た な 建築 ・
都 ll∫計 画 理 論を 提 起 し，建築 プ ロ セ ス の パ ラ ダ イ ム 再構築 を は か る 。

　 t な 参

　 加 プ ロ ジ ェ ク トに は，オ レ ゴ ン 大学 の マ ス タ
ープ ラ ン ，モ デ ス ト ・ク リ ニ

ッ ク，メ キ シ カ リ実験住宅，

　 リ ン ツ ・カ フ ェ な どが あ る。また 84年 に は，埼玉 県 の 盈進学園東野高校を建設 。 現在，カ リ フ ォ ル ニ

　 ァ 大学 バ ー
ク レ

ー
校環境 デ ザ イ ン 学 部 建築学 科 教授 。

（7）詳細 は ，http ：〃 www ．　auFoville ．　org ／

（8） ア レ グ ザ ン ダ ーは 『パ タ ン ・ラ ン ゲ ージ 』 （Alexander ，1977＝1984） に お い て ，世界各地 の 都市 や

　 建築を 見て歩い た経験よ り，人 々 が 「心 地 よ い 」 と感 じ る環境 （都市，建築）を分析 して ，253の パ タ

　 ン を 挙げた。一
つ ひ とつ の パ タ ン に は ， 環境に くりか え し出現す る 課題 と こ の 課題を解決す る の に 必要

　 な経験的手法が 書 か れて 整理 されて い る 。
パ タ ン が集 ま り，そ れ ら の 関連の 中で 環境が 形 づ くられ る と

　 されて い る 。 各パ タ ン に は名前がつ け られ，都市全体に か か わ る よ うな 「大きなパ タ ン 」 か ら個室 の イ

　 ン テ リァ に か か わ る よ うな 「小 さ なパ タ ン 」 まで 順番 に 並 べ られ て い る。パ タ ン の 例 と して は 「小 さな

　 人だ ま り」 「座れ る階段 」 「街路を 見下 ろ すバ ル コ ニ
ー

」 な どが あ り，こ れらは家を建て た り，ま ちづ く

　 りの ル ール を 決 め る 際に 役立 つ ピ ン トに もな っ て い る。目本に もパ タ ン ・
ラ ン ゲージ の 発想が紹介 され，

　 埼玉県川越市
一一
番街商店街や 神余川県真鶴町 な どで 取 り入 れ られ て い る。な お，ソ フ トウ ェ ア 開発 な ど

　 に も広 く影響を与えて い る。

（9） 1916 年 ア メ リ カ ニ ュー
ヨ ーク 生 まれ 。

シ ー
ラ ン チ や ニ コ レ ッ トモ ー

ル な どの 作品で 著名な環境 デ ザ

　 イナ
ー

e テ イ ク ・パ ート ・
ワ
ーク シ ョ ッ プを 60年代 か ら提唱。90年代 に な っ て 日本で も市民参加 に よ

　 る まち づ く りの 現 場 で 広 く使 わ れ る よ うに な っ た 「ワ
ー

ク シ ョ ッ プ手法」 の 源流 と され る 。 環境デザ イ

　 ン の 世界 に 参 加 と協働を もた ら し た ワ
ー

ク ン ヨ ッ プ は ，rRSVP サ イ ク ル 」 と呼 ば れ る 循環的 思 考 を 構

　 造に し な が ら，集団の 中で 創造性が 創出 され て い くプ 卩 グラ ム を基本 として い る 。

（10） ア フ ォ
ーダ ン ス 卿 論は ，ア メ リ カ の 心 理 学者 」．J．ギ ブ ソ ン が 提 唱 し た認 知心 琿 学 に お け る 概 念 で ，

　 rafford 」 （
〜が で きる，〜を あた える ）」 と 「−ance 」 の 造語 。 ア フ ォ

ーダ ン ス と は，動物 （人間） に

　 対 し て 環境が 提供す る た め に 備 え て い る もの で あ る とす る 。 す な わ ち ，物休，物質，場所，事象，他 の

　 動物，人 1：物などとい っ た環境の な か に あ る す べ て の もの が，動物 （人間） の 知覚 や 行為 を うな が す 契

　 機 を つ ね に 内包し て い る （ア プ ォ
ーダ ン ス を 持つ ） と言える。た とえ ば椅子は 「座 る 」 こ とを ア フ ォ

ー

　 ドして い る し，床 は そ こ に 立つ こ とを ア フ ォ
ードし て い る。ア フ ォ

ーダ ン ス 理 論 を シ ス テ ム や 道具，建

　 築 な ど，人 工 物 の デ ザ イ ン に 応用す る試 み は さ ま ざま に 行 な わ れ て い る。※ http：〃WWw ．　dnp．　co ．ゴp ／

　 artscape ／reference ／artwords ／a＿」／affordance ．　html

（11）⊥ 学博士 。国の 公 害等調整委員会 の 専門委員 な どを 歴 任 。 京都人教授と し て 約 20 年間，研究 を 続け

　 た 廃棄物問題 の 第
一

人者。2005 年 4 月か ら 石 川 県立 大学生 物資源工 学研究所教授。「ハ イ ム
ー

ン 」 の ぺ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の

　 ン ネ
ー

ム で ，環境を テ
ー

マ に した漫画 も描 ぎ続け て い る。京エ コ 卩 ジ ー
セ ン タ ー館長 。 著書 は，『ご み

　 問題 と ラ イ フ ス タ ィ ル
ー

こ ん な暮 らし は 続 か な い 』 （日本評論社） な ど 多数。漫 画 の 作品に 『ゴ ミ ッ

　 ク 廃 棄物 』 第 1集 〜第 5 集 （〔株〕 冂報），絵本 『絵 コ ロ ジ ー
』 （合同 出版）な どが あ る。
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           From  Civic Investigation to Civic Planning

                              KONDO  Ryujiro
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   Within  the  proeess  of  town  planning  with  civil  participants,  workshops  are  tacitly

recognized  as  a  legitimate arena  for civil participation. Therefore, holding a workshop  is

likely to become a purpose  in itself in the process,  resulting  in a tendency to create  ab-

stract  visions  vastly  disparate from  real  life and  jobs. Administrators  and  citizens  readi-

ly accept  the compromise  of nominal  participation, but a plan with  true citizen involve-

ment  is necessary.  To secure  such  plans,  stakeholders  must  take the initiative to plan
and  have  the power  to implement  the plans, Tomitaro  Sueishi (1979) indicates the prob-

lem is that citizens  are involved without  understanding  the role of  their participation or

what  they can  do for their society.  The purpose  of  civil  investigations consists  of  sepa-

rating  the entwining  elements  and  discovering and  specifying  their core  essence.  The  key

to successful  private-sector initiatives is effective  measures  for facilitating stakeholders

sharing  on-site  experiences.

   Now,  I would  like to  propose a  group participatien model  for citizens  through  physi-

cal activities,' exploring  how  citizen group  work  can  change  the community.  I would  like

to emphasize  the importance  of  the process  of  experiencing  group  work  through physical
activities  as  a  methodology  for legitimate peripheral participation. The  effect  of  a  plan

with  citizen  participation  depends  on  how  the database compilation  of  physical patterns,
and  new  patterns  based on  the plan, are linked with  each  other,  and  how  those patterns
are  acquired.  If we  interpret life-history'or cultural  knowledge  accumulated  in folklore

and  sociology  as  an  aspect  of  physical patterns, doing so  will  contribute  to compiling

this database on  group participation in group work  through physical activities.

   In implementing these measures,  experts  are required  to perform  the following three

roles  :

  [1] Separating the many  intertwined factors in the current  system

  [2] Formulationgterminology  for expressing  physical  patterns

  [3] Coordinating the stage-setting  for creating  new  participation  methods

Kbyworels: Citizens participation, Community-building  approaeh, Ph),sieaZ participation,

         Pattern language
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