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似田 貝香 門 ：再び 「共同 行為」 へ

再 び 「共同行為」ヘ

ー
阪神大震災の 調査か ら一

　　　　　　　似 田貝　香門

（東京大学大学院人文社会系研究科 ・文学部〉

　 か つ て 私 は 調査 にか か わ る 主体者 間 の 関 係 〔調査者
一

被調査者〕 につ い て 論 じた c 昨年か ら は

じ め た 神戸 市 で の 震災 に関す る 調査 か ら、あ らた め て こ の 問題 の 申心 テーマ で あ っ た 、調査 者
一

被調 査者 の 「共 同 行 為」につ い て 論 じる。被 災地 域 で は い か に して 生 活冉生 が 可 能 で あ るか、が

緊要 な る課題で あ る 。 こ の 課題 へ の 專門的支援 は不可欠で あ る 。 しか し残念なが ら社会学は、他

の 応用科学 の よ うに 、専 門 的知識 ・技術 を も持 ち合 わ て い ない 。 〈現実科学 と して の 社会学 〉

は、い か よ うに ある べ きか，，被災者 の （絶望 〉 か ら （希望 〉 へ の 転身とい う行為は、被災 に よ っ

て 白ら の 存在を否定され て い る 人 々 が ．現在σ）状 況 を、 〈希望 〉 が無くな っ て し ま っ た 通 過点と

して 考 え る の で は な く、そ れ と は 反 対 に、あ らゆ る μ」
．
能性 が そ こ か らは じま る とこ ろ の 「現 実的

境界」と して考え られ て い る。被災者の こ う した転 身に 対 し、私 た ちは何 が で きる で あ ろ う 。
こ

の 被 災者 の く希望 〉 へ の 可 能 性 とい う 「未 検証 の 行 為」 が、再 び く絶 望 〉 の 状 況 へ 引 き戻 され ぬ

よ うに、　「未検証の 可能性」の チ ャ ン ス の 瞬問を、観察 し記録 しつ づ け る彳」
．
為 こ そ、社会学者の

構 え で なか ろ うか 。 調査 は、単 に 調査 者
一
被調査 者 の 関係 に 留 ま らな い

。 私 た ち は 被災者の （希

望 〉 の 可能性へ の 行為 を反映 して い る 現在の く絶望〉 の 具体的状況 か ら認識すべ きで ある 。テ
ー

マ は、そ こ に包摂 され て い る。同時 に また、　「未検証 の rr∫能性」の 行為そ の もの の な か に 包摂 さ

れ て い る こ と を、対 話 に よ っ て 発 見 し、共 同 で 構築 して い か ね ば な らぬ と こ ろ まで きて い る c

キ
ー

ワ
ー

ド　調査者
一
被調査 者関係、未検証 の可能性 、ボ ラ ン タ リズ ム 、認識 の 行為 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意、共同 、テ ー
マ の 生成

1．フ ィ
ー

ル ドか らフ ィ
ー

ル ドへ

1．1．〈調査者一被調 査者関係〉

　か つ て 私は 、 数多 くの 住民運 動の調査 の 後 の レ ポ
ー

トを書 き Eげた後 、 断片的で はあるが 、

調査 にか かわ る 主体者 間の 関係 〔調査者 ．一被調査者） につ い て覚え書 き風 に論 じた こ とが あ

る 。

　  「社会調査の 曲が り角一住民運動調査後の覚 え書 き」 （似 田見 1974）  「運動者の総括

と研究者 の 主体性　．卜 ・下」　 （似 田貝，1977）  「コ ミ ュ ニ テ ィ ・ワ
ー

クの た め の 社会調査」

（似 田貝，1986）等が それ らで ある 。

　 似 田貝 （1974）に つ い て は、中野卓 （1975a．1975bJ975c，1975d，1975e ）、安田二郎 （1975）

ら との 間 で い わ ゆ る く調 査者
一

被調査者 〉論争 を惹起 した 。 更 に、当時 と し て は い ち早 く山口

節郎 （1976）が ヴ ィ トゲ ン シ ュ タイ ン を下敷 き に しつ つ で は あ るが 、また 今防人 〔1976）は よ

環境社 会学研究 2 （1996 ｝：50−6「
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り直接 に、エ ス ノ メ ソ ドロ ジ
ー

の 視点か らの 言及 を行い 、栗原彬 （1976） は民衆の 理性 とい う

観点か ら 言及 され た 。 こ れ ら の 論争で 最後 まで 問題 とな っ た の は私 自身が使用 した、調査者一

被調査者の 関係に お け る 〈共同行為〉 と い う用語で あ っ た と思う。 必要な限 り引用 して お く。

　被調査者の 調査者へ の 先 の よ うな 質問や 疑念 や 不 信 は （ 「
一

体 何 の ため に調 査 をす る の か 」、

「
一
体あなた方は どうい う研究団体なの か1 とか、　「その 地域 で 起 こ っ て い る くtssue＞ へ の 私 た

ちの と り くみ 方 の 姿勢」等を さす）、調査技法 に よる ラ ボール 関係 や 客 観 的 調 査 を行 お う とす る

調査主 体の 客体へ の み音かげあ入商蘭係 （調査者
一

被調査者関係） へ の 鋭 い 問題 提 起 な の で あ

る 。 こ うした くみ せ か けの 人 間関係 〉 と い う、人 々 の 研究者へ の 問題提起は、単に 直接的 な調査

者 と被調査者 との 狭 い 人 間関係の 不 信 だ け を 意味 して い る の で は な さそ うで あ る。

　 くみ せ かけの 人間関係 〉 の 意味内容 を一
層敷衍 して み れ ば、そ れ は、第

・
に 〈専門性 〉 の 役割

活動 と、第 ：に、研究者 と被調査者 との 〈共同行為 〉 を指 して い る よ う で あ る．

　人 々 は、私達 が 專 門の 研究者で あ る こ とを ［
一
分 に 承知 して お り、しか も、当面 、調査

一
被調査

とい う関係 の 枠組み そ の もの を取 り払うこ とを要求 して い る もの で もない
。 む しろ 、人 々 は こ の

関 係 の 枠組 み を十 分 に 前提 とす ら して い る よ うで あ る u そ の ．L で 、調査者 と被調査 者 との 関係

が 、 〈共同行為 〉 の 関係 に な りえ る こ とを 渇望 して い る の で ある，，　 伸 略）

　 そ こ で 私 な りに 暫定的な 課題 を提示す れ ば 次 の よ うな こ と に な る 。

　 （1）大衆の なか の 今 日の 文化Jl彡成 の 担 い 手や 問 題提 起者 の 動 きに、研究者自身が少なくと も　
一

つ で もコ ミッ トメ ン トして い く必 変がある こ と 。
こ の コ ミ ッ トメ ン トは 、従 来の よ うに 、外 か ら

の 観察 や 調査 で は な く、自己 が 運 動 者 と の 日常的交渉 を常 に もつ こ とが必 要 とな ろ う。

　 （2） こ こ か ら私達 は、個 別 ・具 体 的 な範例化 とい う作業 を行 う必 要 が あ る 。 今 ［」の 社 会 科学 の

普遍化志向 に よ る、リア リテ ィ の 排 除 を 防 止 す る 手 だ て は 、こ う し た個別 ・
具体 的 な範例 化 の 繰

り返 し、と い う作業 に よる 他 は な い と私 に は 思 える、

　当面 私 は こ の 二 点が 重要な課題で あ る と考 え て い るが 、調査 者
一

被調 査者 との 〈共 1司行為 〉 と

い う側 面 か ら再 び こ の 課 題 の メ リ ッ トを考 え て お こ う、、

　研究者が 具体 的 な動 きの
一

つ に 自 ら コ ミ ッ トメ ン トする こ とは、第
一

に、こ の 動 きを 具体的 な

問題 か ら テ
ーマ を立 て て い か ね ば な ら ぬ 、とい う課題 を 白己 に 課 すか らで あ る。第二 に は、こ の

具体的 な問題 の 意味 をめ ぐ っ て、こ の 運動 に 参 ワ．す る 人 々 との 問に 、知識 の 共 有と相互 理解 が 目亅
．

能とな るからで ある 。 〈確実 な 〉 知 識 の 積み 重 ね とい う行為は 、前提 と して 、こ の 参 加 者 間 に情

報 や 知識 の 相 圧理 解 と了解が 必 要 で あ る。こ の 相 圧理解 と r解の Lに 共有 され た知 識 が 形 成 され

て こ そ 、参加者間の コ ミ ッ トメ ン トの 〈確実性 〉 は 高ま っ て い くの で あ る 。

　私 達 は 、こ う した コ ミ ッ トメ ン トの な か か ら、個 別 ・具体的 な範例化 を学 び と り、こ の 作業に

よ っ て 、逆 に、豊富な全体が み えて くる よ うな、整序 の 仕方 を 人 々 と共 右 1、な けれ ば な ら ぬ で あ

ろ う （似 H．1貝、且974：4−7） 。

　私 自身は論争の き っ かけ をつ くっ た に もか か わ らず、積極的対
．
応 を しな い まま、若干論点を

ず ら した、 「  総括」　（似田貝，1977〕 「  ワ
ー

ク i （似 田貝．1986）の 覚え書 きをひ そや か に

提出 した に 留ま っ た。当時としては こ の 「共同行為」と い う概念 の 論点 を十分に論述 で きる 発

想 も経験 ももち得 なか っ た、と い うの が 正直な理 由 で あ っ た 。 そ れか ら 20年が 経過 した 。
こ の

間に 私 もさまざまな調査 に参加 し、こ の種の 問題 に つ い て 、い ろ い ろ考え る時 間 を得る こ とが

で きた 。特 に い ま私が参加 して い る、神戸市で の 震災に関する調査 を介 して こ の 問題の 考え方
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に つ い て それ な りに提起で きる よ うな気が する の で 、こ こ で 肉：論 し た く思 う。

1．2．再 び 〈調査者一被調査者関係〉の 問 い

　私たち の 調査は昨年 （1995年）、阪神 ・淡路 大震災 の 報告を行 うよ う日本社 会学会研究 活動

委員会 よ り要請 をうけた もの で あ っ た 。 それ はか つ て 私た ちが 「公共政策と市民生 活」 とい う

テ
ー

マ で 、神戸市 を共同調査 （蓮見 ・似田 貝 ・矢澤，1990） した こ とを承けて、被災地 として

の 神戸市 の 現状 と再生 の 可能性 に つ い て 仕会学的に報告 して ほ しい 、とい うもの で あ っ た 。 私

た ちは さっ そ く調査団 を組織 し、震災直後 の 私白身 の 個人的調査を含め 、都合4 回神戸市で の 現

地 調査 を行 っ た 。

　こ の 調査 を本格的 に 行 っ た の は 、震災が起 こ っ て か ら6 カ 月も経過 した 7 月で あ っ た 。 した

が っ て 、訪れ た避難所や テ ン ト村で の 被災者か らは、 「今 ご ろ何 を調査する の か」、　 「社会学

とい うの は 被災者や被災地域の復旧や 再生 をどの ように支援で きる の か」、とい う質問が繰 り

返 しな され た 。

　被災地域で は い かに したら生活の 復旧と再生が可能で あるか、が緊要なる課題で あ っ た 。 そ

して こ の 課題 へ の 専門 的支援 が不 可欠 な状 況 で あ っ た ，，当然、調査 の 対象とな っ た被災者の 言

葉の は しば しに も、私た ちの 調査 に対 して も、そ の よ うな課題へ の い くばか りか の期待が込め

ら れ て い た。しか し残念なが ら社会学は 、震災に関する 自然科学的 専門性 を持ち合わせ て お ら

ず 、また不動産 学、建築学、街づ くりプ ラ ン ナ
ー
、弁護士 、医療関係者、福祉 関係者等 の よう

に 、被 災者の 生 活復旧へ の 支援に関する専門的知識 ・技術 を持 ち合わ せ な い 学問 で ある。こ の

点は 内心忸怩た る思 い で 、調査 中 もそ の 後 も私た ち を悩 ませ た。

　 〈現実科学 と し て の 社会学〉 とは こ うした 場合、い か よ うな実践 を考えれば よ い の で あろ う

か 。 25年前、住民運動 の 調査 の 際 の 運動 の リ
ー

ダ
ー

た ち の 前 で こ の 種 の 質問に た じろ い だ自分

を思 い 出した 。 ほ とん ど こ の 種の 問に私たちは前進 して い ない
，， む しろ 学会の 動向は 、現実 を

言説分析 として把握する こ とに関心が集中 し、現実問題 の構造 や そ の 解決へ 向け て の経験 的で

実践的な専門家を育て る こ とを明らか に怠 っ て きた 。 こ の こ と に も社会学教育 に携わ る 私は、

今忸怩 た る 思 い で い る 。

　今回の 調査 で 私たち は、当初、 「社会学 とい う学問は、直ち に はお役 に 立 て ませ ん が 、今後

の こ うした不幸 を で きる だけ最小 に する た め 、また どの よ うな生活 の 再生 の 方法が あ りうる

か 、に つ い て 考え る た め に で きる だけ正確な社会学的な記録 を とる 必 要が あ ります 。 ぜ ひ、勉

強させ て 下 さい 」と お 願 い す る だ け で あ っ た ，，被 災者は そ れ で も私 た ち に 時 間 を割 き、受 け入

れ て くれた 、，

2，可能性

2．1．〈絶望〉か ら 〈希望〉 へ

　私た ちが調査 した時期 、神戸で 出会 っ たボラ ン テ ィ ア の リ
ー

ダ
ーの 多くは 、被災者自身が既
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にボ ラ ン テ ィ ア で あ っ た t、こ うしたボ ラ ン テ ィ ア の 方々 との ヒ ア リ ン グ の 中 で 、初め て の経験

で は あるが 、聞き取 りの ノ ー
トが涙 で濡れ た。私た ちが、ボ ラ ン テ ィ ア活動 の きっ かけやそ の

展開等に つ い て 聞 き及ぶ と、時に は黙 して 語 らず、そ して 目に は 涙 が 、人に よっ て は滂沱の 涙

が とどま る こ とな く流 れ る の で あ っ た。

　こ れ ら の 方 々 は 、多 くの 場合、今回何 らか の 最愛 の 近親者を喪 っ て い る 。 長田区真野地 区

「被災対策本部」リ
ーダー

の H 氏 は 、屋根の 梁で 下 敷 き に な っ た父親 をみ すみ す喪 っ た。火が

回 っ て きて 、父親 の 「お まえ達 は逃げ て くれ」 の 言葉を背 に した そ の 足が 重 か っ た と い う 、

「ごめん よ 、
ご め ん よ」 ． そ の 言 葉を口 にする たび、涙 を禁 じえな い と い う。

　長田区 「野田北部街づ くり協議会」の リ
ー

ダ
ー

の M 氏は 、震災時旅行中で 、帰宅 した ら娘 さ

ん を喪 っ て い た とい う。 「娘にす まな くて す まな くて 。 葬儀以 降、2週問 は どこ へ も出 る 勇気が

なか っ た」 。 　［町内の 人 々 が、自らの 悲 しみ を振 り切 っ て 、被災対策に懸命に 活動 して い る の

をみ て 、こ れは い か ん 、娘 の 弔い に 立派に 街づ く りを」 と思 い 、リ
ー

ダ
ー

に復帰 した とい う。

　今回 の 震災は多 くの 被災者を く絶望 〉 の 淵 に立た せ た 。 しか しや が て 生活復旧や 再建に向け

て 、 街づ くりに向か っ て 人 々 は 立 ち上 が っ た 。 〈希望 〉 を信 じつ つ 。 〈希望 〉 が 無けれ ば人 々

は 立 ち上が れなか っ た で あろ うu こ うした被災者が 〈絶望 〉 か ら く希望 〉 へ と気持 ちを転 身 し

復旧や復興 にたず さわ っ て い る の に対 し、私たちは何が で き る で あ ろ うか 。 被災者の 〈絶望 〉

か ら く希望 〉 へ の 転身を、社会学 の 行為論で は どの よ うなカ テ ゴ リ
ー

で 把握 して きた の で あろ

うか、とい う点に、宿で の 私たちの 討論は集中 した 。 無論、解答は誰 も言 い 出せ なか っ た 、．社

会学 は、こ の よ うな状況 を記述 する カ テ ゴ リ
ーを準備 して い な い の で あ る。

2．2．〈「未検証の可能性 」untesting 　feasibilty＞ また は 〈「未検証の行為」untesting 　action＞

　そ の とき私が 思 い だ した の は、パ ウ ロ ・フ レーレ （PauloFreire〕 の 「未検証の n∫能性」と 「未

検証の 行為」と い うカ テ ゴ リ
ーで あ っ た （Freire，1970 ＝ 1979）。 フ レーレ は 、未だ実現 して い な

い 〈希望 〉 とは 、こ れ に賭 け て 行っ て み る価値が ある ような行為 だ とい う。文字 どお り、未検

証で はあ るが行 っ て み る べ き価値あ る行為、と考え られ る の が こ の カ テ ゴ リ
ー

の 意味で あ る

と、そ の 夜調査参加者 に説明 した よ うに思 う。

　しか も被災に よ っ て 自ら の 存在を否定 され て い る人 々 に と っ て 、 〈絶望 〉 か ら 〈希望 〉 へ と

転 身する とい う行為は、当該の く絶 望 〉 の 状況 を く希望 〉 が無 くな っ て しま っ た 通 過点 と し て

考 える の で は な くて 、そ れ とは反対 に 、 あ らゆ る可 能性が そ こ か ら は じまる と こ ろ の 「現実的

境 界」 と考 える こ とだ と しか私 に は思 えな い L／

　敷衍すれば次の ように言 うこ とが で きよう。 被災者は、もはや 現状況 を 、 存在 と無 との 時間

と空 間 の 折 り重な っ た時点と して ゴ解す る の で は な く、止 に逆に、こ の 状況を 自己の 存在 とよ

り多くの 被災者の 、人間的存在の 〈希望 〉 の 可能性 の 時点 と して認識 しは じめ た の だ 。 こ うし

た認識 こ そが 、 自己の 行動 を、そ の 認識 に内在 しは じめ た 「未検証 の 可能性」 を実現す る方向

へ 向け は じめ る の だ 。 こ の 瞬間か ら被災者は 、 震災と い う受難 を受動的 に受け入れ るの で は な

くて 、そ れ を否定 し圧倒す る こ とに向か う行為に よ っ て 、現実 の 状況を切 りか えす の で あ る 。

　 「社会学 とい うの は被災者や 被災地域 の 復旧や再生 をど の よ うに支援で きる の か j．被災者
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似 田 貝 香門 ；再 び 「共 同行為」へ

の 〈絶望 〉 か ら く希望 〉 へ の 転身に 対 し、私 たちは何 が で きる で あ ろ う。 こ うした問 い に対す

る 、こ の 調査で の 私 た ち の 暫定的な結論 を先取 りし て お けば、以 下 の よ うに な る 。

　 こ の 〈希望 〉 とい う可 能性 へ の 被災者 の 「未検証の 行為」が 、 再び それが現実 の 諸 力に よ っ

て妨 げられ 、実現で きな くて 〈絶望 〉 の 状況 へ 引 き戻 され ぬ よ うに 、　 「未検証 の 可能性」 の

チ ャ ン ス の 瞬間を、観察 し記録 しつ づ ける行為こ そが、社 会学者 の 構えで なか ろ うか。誤解 を

恐れずに言 えば、その意味で 私たちの 社会学の 仕事は、変化の ・∫能性 を待 ちつ づ け 、 出現す る

変化の 一瞬の 時空間 を捉え、そ の 状況 の 条件 を確定するた め に調査 し、記録す る こ とに こ そあ

る、と言 え まい か 。

3．挑戦的現実 （challenging 　reality ）

3．1．〈リ フ レ ッ ク ス ・ソ シ オ ロ ジー〉

　こ の 調査で は結局2つ の テ
ー

マ が私た ちを捉えた 。 しか しテ
ー

マ 化にあた っ て
、 私た ち の こ れ

まで の 調査 に欠落 し て い た視点を認め ざる をえなか っ た 。 都 市の公共政策 と住民生活 との かか

わ りを、行政 （都市官僚制）と住民生活 （団体 ・集団）の分析 とい う2つ の 領域を社会学的に分

析す る努力を して きた （蓮 見．1983； 蓮見 ・似 田貝 ・矢澤，1990； 似田貝 ・蓮見，1993） 。

　今同の よ うな地震 に よ る 災害に よ っ て崩壊する行政 と住民 生活の復 旧
一復興 に よ る 都市社会

の 再生 には、こ う した2つ の 領域 の 分析で は不十分で あ る と言わ ざるを得な い
。 都市社会の こ う

した突然 の 受難に対 し、社会学は い か な る 貢献が可 能で ある か 。 社会学 の 実践的性格が あわせ

て 問わ れざる をえない の で ある。

　都市シ ス テ ム に対す る社会的依存性が 増大する社会ほ ど、
一

旦災害が 発生 する と大 災害が 引

き起 こ され る 。それ は 個 人生 活の み な らず 、地域生 活の 困難 、 地域社会そ の もの の 破壊 とい う

重大な問題に 遭遇す る 。 シ ス テ ム へ の 依存性の 増大に対応 して 、個人や地域生活は、シ ス テ ム

を維持 して い る基盤そ の もの の 破壊 によ っ て、一
層 く無力 さ 〉、 （ひ弱 さ 〉 を重層 的 に増大 さ

せ る。こ うした問題 にた い す る社会学的対応 はい か ように あ るべ きか 。 別言す れ ば、社 会学は

震災復興に 何 をな し得 る こ とが で きる の か 。

　私た ちが調 査を行 っ て い た とき、一方で、震災以前 の 地域生活 の 水準 の 中 で 断層化 され て き

た生活格差が次第に顕在化 して くる状況下に あ っ た 。 しか し他 方で 、マ ス ・コ ミで あれ ほ ど注

目された ボ ラ ン テ ィ アは神戸 で は枯渇して い た。震災にお け る社会 シ ス テ ム や都市シ ス テ ム の

無力 さに対
．
し、現場的かつ 臨床的対応 として の ボラ ン テ ィ ア 活動な しには多 くの 被災者の 救出

は不可 能で あ っ た こ とは言 うま で もな い
。 さら に 国家行政 、自治体行政、諸公 共サ ービ ス 機関

に よ る 復旧 や復興 の 公共サ ービ ス が 始動 し て も、さ まざ まな ボ ラ ン テ ィ ア活動や そ れ を組織的

にバ ッ ク ア ッ プ す る NGO ・NPO な しに被災者の 生活攴援、復興 そ して 地域社会 の 再生 は な し え

な い と思われ る 。

　地元 NGO 連絡会議代表の 草地 賢一
氏 は 、私 たちとの話 し合 い で 、 「こ の 震災で 、貧 しい 入が

ます ます貧 しくな っ て い くの に対 して 、 公共 当局の 行政 や政 治が 行われ て い な い 」、 「レ ス
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ル ド

キ ュ
ー （救出 ・救命）段階で は、思想や方法が い かな る もの で あれ 、

レ ス キ ュ
ー

が最重点で あ

る。 しか し行政 は、例外事項機能不全状態で 、
マ ニ ュ ア ル 無 しや稟議的方法で の 意思決定 で 対

応 したが ゆ え に 、い つ まで も初動的状 況 で あ っ た 。 緊急事態 に お い て シ ビ ル ・ソ サ イ ア テ ィ が

実現 で きな い とは 、学者や 学会、官界が こ うした問題 を建て 前論で考 え て きた問題点で ある」

と指摘 した 。

　さら に氏は 、日本で は NGO が 育たな い こ とを問題 とする。経済的先進国の 中で NGO が最 もお

くれ て お り （最後進 国）そ の 原 因 と して 、学際的な く社会開発学 〉 が 日本の 学問 に は 存在 しな

い こ とを指摘す る 。 こ れ に対 し、 ヨ ーロ ッ パ 、ア メ リカ に は そ れ が あ り、こ れ が 理 論的
・一

実践

的なボラ ン テ ィ ア を育て て い る とい う。こ の よ うに、 〈社会開発学 〉 に対 して ア カ デ ミ ッ ク な

関心 の 薄 い 囗本の 学問的状況で は、NGO は育たな い
。 今同 の 被災地神戸 か ら市民が NGO を組織

し、こ れ まで の ボ ラ ン テ ィ ア の 動 きを 歩 踏み 込み 、NGO の 市民的認知 、か つ 官に も認知 させ

る べ く努力が不可欠だ、と い う 。 「こ の 事態の なか か ら、日本 における ボ ラ ン テ ィア の 弱 さを

認識 し、社 会学が ボ ラ ン テ ィ ア の 組織論に本格的に取 り組ん で ほ しい 」と要望 され た 1
 

　社会学に と っ て 基本的概念の ひ とつ で あ るボラ ン タ リズ ム （voluntarism ）概念を、現代社会

に理 論的一実践的に 重視 して こ なか っ た学問 の ひ 弱さを実感せ ざる をえ なか っ た。

3．2，ボラ ン テ ィ ア と 「市民社会」の リス トラク シ ョ ン

　そ こ で 私 たちが こ の 調査で テ ーマ 化 しようと した の が 、
NGO （ボ ラ ン テ で ア ） と 「市民社

会」の 公準構築 との 関係 の 問題 で あ っ た 。
こ こ で 使用 して い る 「市民 社会 〔Zivil−gesell−

schaft ）とい うカ テ ゴ リ
ー

は 、
ハ

ーバ マ ス 〔J．　Habermas） が 『公共性 の 構造転換 （改 訂版 ）1

で い う、　「自由な意思 に もとつ く非国家的 ・非経済的な結合」の こ とを念頭に お い て い る 。
つ

まり、生活 瞳界に 関わ る コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン

・プ ロ セ ス か ら生 じて くる社 会的結合 の 構築の 問

題 を テ
ー

マ 化 しよ うと した の で ある 。 具体的に は、震 災か らの 救出 → 生活支援 → 復旧一復興一

社会再生 に至る ボ ラ ン テ ィア の 組織化と地域組織 の 活動戦略 の 方向 を剔出 する こ とで あ っ た v

　私 たち は、多 くの 被災者 とそれ を支援す る ボ ラ ン テ ィ ア ・リーダ
ー

へ の ヒ ア リ ン グ を通 し

て 、震災か らの 救出一生 活支援 一復 旧
・復 興 一 社会再生 の 各段階 で 、 〈公共性 〉 、 ＜公 平

性 〉、 〈社 会正義性 〉 とい う 「市民社会」 の 生活 に関す る新たな価値 ・規範をめ ぐる社会的紛

争が 出現 して い る こ とを知 っ た 。 震災後の 被災者 の 生活 の 復 旧 ・再生 は 、不 可避 に 「市民社

会」 の 立 て 直 しを必要 と して い る の で あ る。ボ ラ ン テ ィ ア活動に は上記の ような ス テ ッ プ に応

じた活動 の 戦略が あ りうる と思 わ れ る 。 しか し 、 今 日明 らか にな っ て い るの はせ い ぜ い 震災か

らの 救出→ 生活支援の ボ ラ ン テ ィ ア活動 レベ ル まで の 戦略で あ る 。 被災か ら再牛 まで の 、状況

変化 の 過程で 出現 する 新た な被災者の 問題 に対応す る ボ ラ ン テ ィ ア 活動の 組織論 の 構築 こ そ

が 、緊要な課題で ある こ とを、痛切 に感 じざる を得 なか っ た 。

　 こ の 問題に対処する ため に は、そ の行動原理 たるボラ ン タ リズ ム をどの よ うに 理解す るかが

極め て 重要で あ ろ う 。
こ こ で はボ ラ ン タ リ ズ ム 〔voluntarism ）を以 下 の ように暫定的に理解 し

て お く。

　ボ ラ ン タ リ ズ ム とは 、 人間存在 の 意味に 関 わ る 、創造的 ・能動的 に 意味 を志向する行為 の こ
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似 田貝 香 門 ；再 び 「共 同 行為」 へ

とで あ る 。 したが っ て功利主義的、 fi的合理 的、手段合理 的な行為を排除す る もの で あ る 。 同

時にそ れ は 、他者へ の 共 同性 を志 向し 、 価値合理的で ある 。 ウ ェ
ーバ ー （M ．　Weber ） におい て

は 、 キ ル へ の 権威 に対す る ゼ ク テ の 運動 を指 し、そ こ か ら支配 へ の 対抗性 を強調 して い る 。 し

たが っ て、ゼ クテ成員の 自山な合意に よる 自由なゲ ノ ッ セ ン の 結社 フ ェ ア ラ イ ン が 重視 され

る 。 ウ ェ
ー

バ ーが 分析 した宗教 的ゼ クテ 制度 の 所産 と して の 、 「権力に 対抗す る と こ ろ の 、被

支配者個人 の ひ と つ の 不 滅 の 権利」の 世俗化 し た 社会権利 こ そ 、　「良心 の 自由」 と して の 権力

か ら自由を保証する 「基本的人権」 の 原 点 と もい える
‘2 。

　神戸 で 私た ちが み て きた多 くの NGO の 組織的 リ
ーダーの ボ ラ ン タ リ ズ ム の 精神は、上記の 意

味で ま さ に、 「い われ な くて もや る、い われ て もしな い 」 とい う、 ま っ た く自主 的 、 自発的 、

自由に必 要 と思 われ る く公 共の 利益 〉 に な る こ とを実践す る姿で あ っ た。 そ の 活動は、多 くの

入が認め る ように 、わが 国 の 社会に、社会福祉、社会開発な どの 「rlf民社会 （civil 　society ）」

形成の 実践が不可 欠 な もの と して 、少な くともテ ー
マ 化 され つ つ ある こ とを予感させ る もの で

あ っ た 。 それ は更に 、問 題に よ っ ては国 家 （公権力）が直接行 うよ りも、自由で 自主的な意志

をもつ NGO や市民が行 うほ うが よい 、と考え る 日常思想が 人々 に生まれ て きて い る こ との 認識

で もあ っ た。日本で もボ ラ ン テ ィ ア
・セ ク タ ー

が根 づ く可能性 が で て きた の で あ る 。

　こ うして 私た ち の 調査 ・研究で は 、ボ ラ ン タ リ ズ ム を理論的一実践 的に どの よ うに 理 解す る

かが特 に重要 とな っ た こ とは 言うまで もな い
。 こ れ まで 、ボ ラ ン テ ィ ア活動は どち らか と言 う

と、　「非健常者」を対象と した福祉ボ ラ ン テ ィ ア の 活動 を想定 しやすか っ たが、今回 の 震災は

ボ ラ ン テ ィ ア の イ メ
ー

ジを拡大 し、 もっ と身近な もの に した とい っ て よ い
。

3．3．ボラ ン テ ィ ア の諸相と時系列的展開

　今回 の 私た ちの 調査はボ ラ ン テ ィ ア が枯渇 した 1995年夏 と96年4 月に本格的に行われた 。 した

が っ て 、被災地域 にお い て ボ ラ ン テ ィ ア 活動が不可欠で ある に も関 わ らず、何故ボ ラ ン テ ィ ア

活動が枯渇す る の か を究明せ ざる を得なか っ た 。そ して 、逆に どの よ うな ボ ラ ン テ ィ ア活動が

どの よ うな被災 の 諸 ス テ ッ プた る状況で 不可 欠な の か を課題 と して 考えざるを得 なか っ た 。 以

下 は こ の 調 査 で私 た ちが 得 た 、諸状 況 に お け る ボ ラ ン テ ィ ア の 諸相 と時系列的展開を仮説的に

把握 した 覚え書 きで あ る 。

　被災地 神戸 に お けるボ ラ ン テ ィ ア 活動は、以下 の段階 を経 つ つ 展開 して い る 。

1 緊急 ・救援 → 生活支援

表 1　 時 系列 的 展開 （1995年 〉

1月17日
〜1月末

・．− it ＝2x ：

エ マ
ー

ジ ェ ン シ
ー

／ レ ス キ ュ
ー
　被 災 地 か ら 「避 難所」等 へ

。II
緊急医療NGO か らの 撤退 （AMDA の 例　95年 1月31日）

2月 一3月　　　　 ［避 難 所 1 〈エ マ ージ ェ ン シー・リリー
フ とい う時期 〉

一一3n 末

’

蘊 飜 簫 纛轟総 1・・一
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表 2 活 動例

活　動　別 活　動　内　容

緊急ボ ラ ン テ ィ ア 人命救助 ・救 出

救 援 ボ ラ ン テ ィ ア 避 難 所 ／ 非避 難 所 避 難 者等 の 生 活支 援、コ ミ ュ ニ テ ィ 崩 壊 を防 ぐ

　　　　　　　 に　　　 　　　　−tmr
生 活 支援 ボ ラ ン テ ィ ア 　、被災者の 被災生活 を維 持 し生 活 再 生 の 準備 を 支援

　こ の段階 の ボ ラ ン テ ィ ア 活動は次の よ うであ っ た。私た ちは こ れ ら の ボ ラ ン テ ィ ア活動 を緊

急 ボ ラ ン テ ィ ア 、救援ボ ラ ン テ ィ ア 、生活再生 ボ ラ ン テ ィ ア 、 復旧ボ ラ ン テ ィ ア 、 とネ イ ミ ン

グ して お く。こ の 段階 の ボラ ン テ ィ ア の 行為は 〈レ ス キ ュ
ー〉 そ の もの で ある 。 こ こ で の ボ ラ

ン テ ィ ア 活動は、避難者へ の勇気づ け、元気 を取 り戻すため の 応援 、絶望 の 中か ら の 〈希望 〉

をみ い だす勇気づ けを与え、被災者の 生還 と希望をテ ー
マ とする 実践的な他者へ の 積極的関与

の 行為で あ っ た 。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、

H 復旧 → 復興

表 3　時 系列 的 展開 （1995年〉

4月一7月 〈中期 的 リ リ
ー

フ 〉
→

〈復 旧 リコ ン ス トラ クシ ョ ン 〉

R月、9月　　　 1現 在 〈復 旧 リコ ン ス トラ ク シ ョ ン 〉の 中間点

表 4 活 動 例

’

活 動　別
1
活　動　内　容

生 活支援 ボ ラン テ ィ ア 被災者 の 被災生 活を維持 し生

復 旧 ボ ラ ン テ ィ ア 1コ ミ ュ ニ テ ィ の 復 旧 、テ ン ト村 の コ ミ ＝ ニ テ ィ 、仮 設任 宅 の く場

2所 〉 と して の
一

時的 コ ミ ュ ニ テ ィ等 の 支援

　こ の 段階で の ボ ラ ン テ ィ ア の行為は 、 〈認 識の行為 （acts ・ of 　c 〔，gnition）〉 で ある 。 1996年 、

すで に 多 くの ボ ラ ン テ ィ ア が被災地を引 きは ら っ た後 の
、 4月以降被災地でかか わ りあうボ ラ ン

テ ィア （な い しNGO ）行為は 、被災現状 を認識する こ となしに ボ ラ ン テ ィ ア活動は で きな い 、

とい う文字 どうりパ ウ ロ ・フ レ
ー

レ が強調す る、 〈認識の行為〉 そ の もの である 。

　ボ ラ ン テ ィ ア は 、牛活格差が 顕在化 し つ つ ある 状況で の 被災者の 生活再生 へ の 努力は、被災

者 自身が生 活格差 を一
層現 実化 しうる 状 況 へ の 絶えざる 変革 （〈復興 〉 ） しつ づ ける過程その

もの で ある こ とを認識せ ざる を得 ない
． ボ ラ ン テ ィ ア は こ う した被災者の く希望 〉 そ の もの を

水路づ け して い る 、現実 の 認識な しに はボ ラ ン テ ィ ア 行為そ の もの をす る こ とは で きな い
。 ボ

ラ ン テ ィ ア の 存在は被災者の 現存在と共に あ り、被災者 の 絶え ざる 〈希望〉 の 現実化過程へ の

認識 が 自己 に形 成 され る こ と の 中に 自己 の ボラ ン テ ィ ア の 存在 を発見 した の で あ る
。

　ボ ラ ン テ ィ ア行為は、被災者の 希望 を反映 して い る被災の 現状の 具体的状況その もの を認識

し、ボ ラ ン テ ィ ア行為の 水準 へ とそれ を喚起 しなけれ ばな らな い 、と い う課題 を認識 し実践 に

移す こ とが 、 〈認識の 行為〉 の 最大の 現実的挑戦と い うこ とに な る ． 絶望の 中か らの 〈希望〉
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をみ い だす勇気づ けを与 えたボ ラ ン テ ィ ア 活動は 、こ の段階 で は く可能へ の 開かれ た行為 〉 へ

の 支援が実践的 テ
ー

マ となる。

　やが て被災者は 単に 生 き延び る の で は な く、 〈サ バ イバ ーズ ・
ス ピーク ・

ア ウ ト （生還者 の

声は 社会を変 える ） 〉。 こ れか らの く社 会へ の 口∫能性 〉へ と転成す る 過程 の 中を存在 し て い く

もの へ の 希望 を支援 をす る こ とを、ボ ラ ン テ ィ ア は 課題提起せ ざる を得な くな る ．こ の と き、

従来 の ボ ラ ン テ ィ ア の ［入 り口論」　 （無償性 、白発性 、ア マ チ ュ ア 性、自己犠牲、パ ート ・タ

イム 性等の 視点の み で把握）を乗 り越えざるを得な くな る で あろ う。 私た ちの テ ー
マ は こ こ に

ある 。

皿 復興→社会再生

表 5　時 系列的展開 （1995年）

9月 以 降
〜
今後5　6年 （復興 リ コ ン ス トラ ク シ ョ ン 〉

〈社 会 リ コ ン ス トラ ク シ ョ ン 〉

表6 活酬列

活 　動 　 別

復 興ボ ラ ン テ ィ ァ

活 　 動 　 内 　容

1コ ミ ュ ニ テ ィ の 復興支援、住 宅 ・地域 ・都 市計 画 （コ ミ ュ ニ テ ィ）の

＿ L
支ee

社 会 再生 ボ ラ ン テ ィ ァ
一

層拡大 し て い く生 活格差、不 平等化、断層化の く構 造化 〉 の 中で の

．地域社会の 再生 は、い か に 公 平 に是正 す る か、とい う （社会的公
Ii

正 〉 、 〈社会的平等 〉 とい う 「市民社会」 そ の もの の 再生 を伴わ ざる
iI
を え ない こ とに 対 す る支援。

　 こ の 段階で の ボ ラ ン テ ィ ア の 行為は社 会再生 に 〈積極的関与 〔cominitted 　involvement ）〉す

る と想定され よ う。

　 こ の よう に 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活動は 、 緊急 ・救援一生 活支援に留 ま る こ とな く、 社会再生段階

（復興 ボ ラ ン テ ィ ア 、社会再生ボ ラ ン テ ィ ア ）の 実現の た め 、そ して コ ミ ュ ニ テ ィ再生の た

め 、市民社会 （civil　society ）の 創造や 開発 を実現 す る ため 、ボ ラ ン タ リズ ム （自由意思 、異議

申 し立 て 、市民仕会で の 公益実現）を ベ ー
ス に 、理論的

一
実践的行為戦略に よる裏付け を必要

とされ るで あ ろ う。

　 こ うして NGO （ボ ラ ン テ ィ ア ） と 「市民社会」の 公準構築 との 関係 に つ い て は、当面次の

こ と を考えて い る 。 ボ ラ ン テ ィ ア活動はすで にふ れ た ご とく、被災地の 復興 へ 至 る諸段階に

よ っ て 、視点や行動基準の くプ ロ ブ レ マ テ ィ
ーク （理論的対象 に関する すべ て の 問題提起の 理

論的母胎 をなす．対象 と問題 設定に 関 する認 識論的行為。行為 の 戦略 の 「視点移動」） 〉 が引

き起こ され る 。
つ ま り諸局面に おける ボ ラ ン テ ィ ア の 役割変化に 応 じて ボ ラ ン テ ィ ア 自身の 主

体変容が 引 き起 こ され る か ど うか が 最大 の 鍵で ある 。 こ こ で は 、こ うし た事象を ボ ラ ン テ ィ ア

の 時間的主休変容と呼ぶ こ とに する 。 卞体的変容 を伴 うボ ラ ン テ ィ ア活動 の こ う した展開は 、

理 論的 には 「市民杜会」 に よる国家 と 「公共性」へ の 協働 と対抗 とい う く相補性 〉 の モ メ ン ト
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を 「公共圏」的課題へ 引 き込 む こ とに なる。私たちは、こ うした局面 を、理論的 に新た な多元

的／対抗 的 「公 共圏」創出 問題 と呼び 、そ の た め に まずボ ラ ン テ ィ ア 論 と して は 、社会的 に

は、チ ャ リ テ ィ 段階の ボ ラ ン テ ィ ア 論か ら社会再生 と し て の ボ ラ ン テ ィ ア の 理論化が 企 て ら れ

なけれ ば な らな い で あろ う。

3．4，対話に よるテ
ー

マ の 生成

　1996年 4月の 調査で は、神戸市長 田区 の 中で は東京などの 被災地 外か ら の ボ ラ ン テ ィ ア組織

はた だひ とつ で あっ た。

　そ して 自然発生的に 生 まれ た地元 の ボ ラ ン テ ィ ア 組織 もまた外部の ボ ラ ン テ ィア の 枯渇に喘

い で い た 。ボ ラ ン テ ィ ア ・リ
ー

ダ
ー

の 苦痛が ヒ ア リ ン グの 中心話題 とな っ て しまう。就 職 と住

宅再建 を主 とす る 生活再生の 困難な被災者の 存在を支援す るボ ラ ン テ ィ ア 組織の 不十分 さが、

重 く被災地域の 現 状 を表 し て い る 。 特 に 自然発生的ボ ラ ン テ ィ ア組織の途切 れが ちな ボ ラ ン

テ ィ ア活動を攴援する人 と組織戦略論が い ま こそ不可欠 と多 くの リ
ー

ダ
ーは指摘する 。 「

一
緒

に考えて ほ しい 」 。 圧倒的な日常性 と、い きづ ま っ た組織を前に非力 さ を感 じ る リ ーダ
ー

は私

た ちに 訴えた 。

　新た な社会再生 をテ ー
マ と して 生 成 しなけれ ば な らな い とい う事態は 、しか しなが ら く絶

望〉状況を、 〈希望 〉 へ の 可 能性 へ と向ける 「未検証の 行為］の ひ とつ の リプ レゼ ン テ イ シ ョ

ン （表象）で あ り続け て い る と思 う。
つ まる と こ ろ 私 た ちが 、被災者の 生活再建 ＝住 宅再生 の

〈絶望 〉 とい う限界状況を認識 し、その認識 に 内在す る、可能性の 原理 をい か に構築するか 。

ボ ラ ン テ ィ ア 活動か ら被災者の 生 活の 自立の 支援 を実現 して い く方向を選択 した多くの ボ ラ ン

テ ィ ア に 関わる 人 々 に コ ミ ッ トメ ン ト し続けて しか、社会学の 実践性 は生まれ な い の で あろ

う。

　現実問題 を扱 っ て い る今 日の 若い 環境社会学者や社 会運 動論 の 研究者 に こ の 紙面 を借 りて ぜ

ひ考 えて もら た い こ とがあ る 。 環境や運動の 理論的紹介や 言説 を中心 に社会学 を研 究 し て い る

人た ち の 現 実問題 に発言する 内容 は 、 リ ア リテ ィ不在が 目立つ
。 それ ばか りで な く現実問題 の

もつ 、現場で の 肉声 の 苫悩 の 多様性、複雑 さ に対 して 緊張関係 を持 っ た研究の 構えや把握が見

られ ない 。専門用語 を更に難解に して 「仕会 学の た め の 社会学」に終始 し、 専門業界の 知 の 形

成の 独占があ ま りにも まか りとお りす ぎて い る現在 の 社会学 に対 して 、現場の 問題へ の 社会学

の 専門知 と技術の 不確か さを、もっ と身をもっ て 知る べ きで あろ う 。

　現実 の 問題 が 示 して い る課題 をど の よう に私た ちが受け とめ る か 、に つ い て も っ とリ ア リ

テ ィ を構築 して 行かね ばな らない 。どうした ら課題が解決す るの か 。
ヒ ア リ ン グは、単に調査

者
一
被調査者の 関係 に留 まらない

：t 私 たちは く希望 〉 の 可 能性 へ の行為を反映 して い る現在の

く絶望 〉 の 具体的状況を把握する こ とか ら 出発すべ きで あ る 。 テ ーマ は、そ こ に包摂 され て い

る 。 同時に また、　「未検証の 可能性」 の行為そ の もの の なか に包摂 され て い る こ とを、対話 に

よ っ て 発見 し、共同で 構築 して い か ねばな らぬ と こ ろ まで きて い る 。 特に若 い 環境問題 の 研究

者に 期 待 した い 。
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注

（1）草地 賢
一

氏 の ボ ラ ン テ ィ ア 論 に つ い て は 、と りあ えず草地 （1996） を参照 の こ と 。

（2）ボ ラ ン タ リズ ム は 、元来、プロ テ ス タ ン ト教会が、国教 と して 税金 で 維持 され る 宗教 制度 か ら分離 し

　 て 、 信者が 自ら の献 金 で 宗教 を支 え る 意志 を表現 す る宗教用語 で あ る 。 そ して、プ ロ テ ス タ ン ト教会

　 の 原 理 と して 、教会 と国家の 関係 に お い て 国家 の 優越 性 を 認め ず、また 国家 か らの 教 会 に対 す る援助

　 を拒否 し、教会 は教会員 に よ っ て の み維持 され るべ で あ る とい うギ張 した 、， それ は、宗教上 の 権威 、

　 伝統、形式、特権 に 対 して 「異議申 し （こて 」 を する とい う、プ ロ テ ス タ ン トの デ ィ ッ セ ン トの 伝統の

　 中か ら教会の 原理 と して 展開 され 、論理化され て きた。こ の 伝統が 、労働組合、協同組合
・セ ッ ツ ル

　 メ ン トや社会事業 の 働 きを発達 させ 、ボ ラ ン タ リ
ー・ア ソ シエ イシ ョ ン （任 意団体）を形成する こ と

　 に な り、 こ こ か ら今 目の ボ ラ ン テ ィア の 活動 が 展 開 され たの で あ る （阿 部 ．1981）。
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"CO-ACTIONt'

 AGAIN:

FINDINGS  FROM  A  SURVEY  OF  VICTIMS  OF  THE

         GREAT  HANSHIN  EARTHQUAKE

NITAGAI  Kamon

Graduate School of  Humanities and  Sociology,

        TOKYO  UNIVERSITY

 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 1 l3, JAPAN

     Our  survey  of  victims  of  the Great Hanshin Earthquake of  1995 produced a by-

product, the 
"co-action"

 between survey  inquirers and  respondents.  In the devastated

area, the immediate issue was  how  to restore  daily life. Victims needed  the support  of

expert  technology. Unfortunately, sociology  could  not  provide that. However, we  fbund

that sociology  could  help change  the mental  state of  the victims,

     The  change  of  victims'  mentality  from 
"despair"

 to 
"hope''

 occurs  when  they

begin to think of  status  quo  not  as 
"hopeless'',

 but as  a new  beginning fu11 of  possibilities

for untested  action.  This prevents hope from returning  to despair. How  can  sociologists

assist this mental  change?  We  can  observe  and  record  the moment  of  victims'  change

to  an  attitude  of  a  new  beginning. This co-action  process means  
"untested

 feasibility".

Our research  should  help the victims  achieve  this change  through  dialogue and  co-

action  with  the  respondents.

Keywotzts andphvases:  co-action,  untestedaction,  untested.feasibility
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