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　　　　　　　　　　「学習」 とい う通路
一 見沼田ん ぼ福祉農園の 実践 を め ぐる 「よそ者」 論の 検討

　　　　　　　 猪 瀬 浩 平

（見沼 ・
風 の 学校事務局長 ・東京大学大学院）

　「よそ者 」 論 の 要点は ，環境運動の ダ イ ナ ミ ズ ム を，そ れ に 関わ る 主 休 の 間 に 存在す る，当該地

域 の 自然や社会組織 との 関わ り，拠 っ て 立つ 価値観の 違 い に よ っ て ，説明す る点 に あ る。既 に 指摘

され て い る よ うに ，「よ そ 者」 や 「地 元 」 とい う枠組 は ，固定的なもの で は なく，常 に 変容 の 過程

の 中に あ り，「よ そ名」 と 「地 元 」 と の 問に 連続性を想定 した上 で ，両者を分析概念 として 維持 し，

そ の 間を 揺れ動 く人 び との 牛き方 の 様態を描写す る必 要があ る 。

　 こ の よ うな認識 に 立 っ た 上 で ，本論 は，「よ そ 者 」 と 「地 兀 」 と の 間 の 折 衝 を，文 化 人 類学 に お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t

い て 得られた 「学習 」 論 の 知見を 応用す る こ とに よ っ て ，新た な枠組を 模索す る もの で あ る。そ こ

に お い て ．個休中心 の 知識 詰 め 込 み 型 「学 習 」 モ デ ル が批 判 さ れ ，実践 の 共同 体 に 参加 し，そ の 技

能や知識を学びな が ら，社会関係 を 再生産 して い く過程 こ そ が，学習で ある と定義 され る。こ の 考

え に よ りな が ら，本 論文で は 筆者 が 関わ る都市近郊の 農的緑地空間 で あ る 「見沼 田 ん ぼ 」 の 取 組 み

を 取 り上げ，埼土 県の 公 共 政策を 受け て は じ ま っ た 農園活動の 中 で 生起す る，「非 農 家 」 で あ る よ

そ JX と 「農家」 で あ る 地 元 との 折衝 の 過程を素描 しな が ら，「学習 」 の 過程 と し て 整理 す る 。

キーワー ド ：農業，環境運 動，よそ者，学習，公 有地，見沼 田んぼ

1．序

　あ る人が，自分に と っ て 未知 の 地域 の 自然環境 に 関わ り始 め ，そ れが次第に 持続的な活動に な

る。そ の 中で 地元民 とい わ れ る人 と の 出会い もあれ ば，そ の 場所で 行われて い る環境運動 との 関

わ りも生 まれ る 。 そ の
一

方で
，

そ の 場所 の 環境に つ い て の 知識も豊富に な っ て い く。 最初は，余

暇 で あ っ た活動がい つ の 間に か，そ こ か ら生活の糧を得る 生業へ と変わ っ て い くか もしれない 。

それで もあ くまで 「よそ者」 で あ り，その 地域 の 地元 の 人間 とは 見られな い か もしれ な い し，あ

る い は 地元 民 として 認知 され る こ と もあ る か もしれ な い
。 重要な の は ，地元 と の 出会い の 中で 生

じ る よそ 者自身の 変化 と，よそ者 と出 会 っ た地 元の変化で あ り， またその 双方の変化の様態を描

写する こ とで あ る 。

　「よそ 者」論 の 射程は，あ る地域の 外部 （多 くは 都会）か らや っ て く る 「よそ者 」 と，そ の 地

域 に住み 続けて い た 「地元 」 との 関係の 動態を探 る とこ ろ に あ る。当然，「よそ老 」 や 「地 元 」

の 中 に 多様性があ り，また両者 の 関係は状況 に 依存して ，協調的 に も，対立 的に もな る 。

　 こ の 問題 は 「よそ者 」 の 生活 の 場 と，「地元」 の 生活 の 場 とが隣接する よ うな都市近郊 と い う

地域に お い て ，よ り複雑な もの とな るだろ う。 人 冂 流入 の 歴史が長 い 期間に わ た る 場所 で は ，単
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に 新住民，旧住民 とい う区別だ けで は な く，何代もそ こ に 住む 「新住民」 とい う存在す ら も生み

出す 。 そ の よ うな 多様 な存在が登場す る こ と に よ っ て ，環境をめ ぐる行為者間の折衝は 活発化さ

れ，時に 収拾が つ かな くな る こ と もある 。

　こ の よ うな状況に お い て ，「よそ者」論は い か に 応用 さ れ る の だ ろ うか 。
「よそ者」 とい う概念

自体を否定す る の で は な く， む し ろ 「よそ者」 と 「地 元 」 と の 間に 連続性を見出 し なが ら，時間

の 中で 生起す る人び との 変化を 記述す るた め の 枠組を 開発す る こ とが ，よ り建設的で あ ろ う。 本

稿で は ，そ の た め の 試み と し て ，文化人類学に お い て 生み 出された 「学習」 や 「実践共同体」概

念 に よ りなが ら．筆者 自身が関わ る見沼たん ぽ で の取組み を事例 に 分析を 試み る 。

2．「よそ者」論

　環境社会学 に お い て ，よそ者論に は 既 に 多くの 蓄積がある 。

　その 議論の 端緒とな っ た の は ， 自身の社会的 リ ン ク 論か ら生み 出さ れ た 鬼頭 の 議論で あ る 。 鬼

頭は，よそ老に つ い て ，  当該社会か ら地理 的に 離れた場に 住ん で い る こ と，  そ の 文化 ・生

活を理解し て い な い こ と，  当該社会の 構成員か ら 与え られ る ス テ ィ グ マ
，   当該社会 の 利

害 ・理 念 に 縛 られない 普遍性，とい う 4 つ の 特徴を 措定 し，分析概念 と し て の 「よそ者」 に重要

な側 面として ，  を挙げて い る 。 そし て ，現代社会に おい て 切断 され た 「社会 ・経済的 リ ン ク 」

と 「文化的 ・宗教 的 リ ン ク 」 が ，「よそ者」 の 存在に よ っ て い か に 連絡 され て い る の か ，メ タ レ

ベ ル で 分析す る こ との 重要性を指摘 して い る 。

　ま た ，鬼頭は ，環境運動 の 視点か ら考えた とき，よそ 者の 役割は，  運動 の 広が りと力に 関

わ る こ と，  普遍的な 視点 の導入 に よ っ て 地域 の 環境意識が 変容 して い く こ と に あ り，特に 後

者に 注 目し て い る （鬼頭 ，1998 ：51−52）。

　．…方，こ の よ うな鬼頭の 方法論的客観主義 に 対し
， 松村は 「生 活」 の 論理 に 迫る と い う現代的

課題を捉え きれ な い と批 判し て い る 。 彼は ，「よそ者 」 を定 住す る／し な い で 弁別し ，当該地域

で 暮 らす 「民衆」 を含め た 3者の 折衝の過程 の 描写を通 し て ，い わ ぽ内在的 に 「生活」 の 論理 へ

の 肉薄を図 る （松村，／999＞。彼に よ っ て 指摘され る の は ， 定住す る 「よそ者」 が経済的な実績

を示す こ と で 「民衆 」 に 認め られ，地元が実体的に 動い て い くの に 対 し て ，定住 しな い 「よそ

者」 は 新た に 創 られた 「文化地域 」 と元来存在す る 「生活地域 」 が
一

致 し なけ れば，象徴的機能

を 果た せ な い 点で ある 。

　こ の 点を 了解し た 上 で ，筆者 に は 鬼頭 と松村の 議論双 方 ともに ，概念の使用に 関 して ナ ィ
ープ

で ある よ うに 感 じる 。

　鬼頭に お い て は ，よそ者の 「普遍性 」 が語られ るが
， そ の 「普遍性 」 の 質は い か な る もの な の

か ，明確に 語られて い る とは い えない 。 鬼頭は ，諌早湾 と奄美大 島それ ぞれ に 「よ そ者 」 を 設定

し，考察を試み て い る 。 そ して ， こ の 2人 と地 元 との 折衝を ， 普遍的な視点を もっ た 「よそ者」

が，地 域的視点を学び変容 し て い っ た 事例 と し て 整理 する 。
こ こ に お い て想定 され る 「普遍性」

と は ，「自然科学的知識 」 や 「自然 の 権利訴訟」 とい っ た もの と し て 設定される 。 し か し，筆者

は ，2 人の 「よ そ者 」 が拠 っ て 立 つ 「自然 科学 的知識」 や ア メ リ カ 流 の 「自然 の 権利訴訟 」 を普
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遍的 と呼ん て しま うの に は ，躊躇を感 じ る 。む し ろ こ の 事例 に現れ て い る の は ，科学者 の （ロ
ー

カ ル な） 世界と，当該地域 とい う，広が り方や そ こ で 流通 する概念や価値 の 異なる 2 つ の 世界が

出会 っ た とい うこ とで はな い だ ろ うか 。

　松村に お い て も，「定住 」 す る よそ者 と，村入 りした 「よそ 名」 （松村 ，
1999 ：21） と差異が い

か な る もの か ，明確 な説明が存在 して い な い 。松村が 「民衆」 と呼ぶ 存在に つ い て も，永遠不変

の もとして 存在 し て い る とい うよ りは
， む し ろそ の 地域 の 文化的 ・慣習的実践の 中で 「地元 」 性

が 常に 構築 されて い る と考えた方が よい の で は ない か 。

　丸山 （2005）は ，両者の 議論を受け て
，

「よそ者」 の 多義性を確認 し て い る。同一
の 「よそ者」

が，ある文脈や 見方に お い て 「地 元 」 と の 関係に お い て 対立的で あ っ た として も，別 の 文脈や 見

方に お い て協調的で ある こ と もある （丸山，2005）。
こ の点を敷衍すれ ば，「よそ者 」 の 観察者 に

よ っ て ，定住 し な い 「よ そ者」，定住す る 「よそ者 」，「民衆」 と弁別 される存在 の 間に あ る 差異

は，当該地域 の社会的文脈で 起こ る 日常実践 の 中で 反復され ，時に 強化 さ れ
， 時にず ら さ れ る こ

とに な る。こ の 点は ，身近 に い るか ら こ そ，定住する 「よそ者」 や 村入 りした 「よそ者」 と 「民

衆 」 との 間に あ る 差異が
， 明示 さ れ る こ と を 思 い 起 こ せ ば よい だ ろ う。

　そ うで あるな らば，民衆 とよそ者との 問に 連続性を想定 した トで ，両者を分析概念と し て 維持

し，そ の 間 を揺れ動 く人び との 生ぎ方の 様態を描写す る方向性が見之 て くる 。 そし て ，よそ者 と

地元民 との 折衝 の過程を
， 当事者 の リ ア リテ ィ に寄 り添い な が ら，理 論的に 分析す る こ とが重要

で あろ う。 そ の た め の 1つ の 試み と して ．本稿で 近年の文化人類学 の 成果で あ る学 習論へ の連絡

を 図る 。

3．学 習論の 展開 ： ヴ ィ ゴ ツ キ
ー

， 実践共 同体論 ，
生き方の 人類学

　近年 の 学習論 の 展開は ，行為者 の 内面的心 理 を認知 と し て い た 従来の もの か ら，人 び と の 多様

な社会的行為 の 軌跡 と して 認知を捉え る，発達心 理 学 の 転換 とし て 存在して い る 。

　 こ の よ うな転換の 源流 と な る の は ， ソ ヴ ィ エ トの 心理学者 L．ヴ ィ ゴ ッ キ ーを始衵 とす る文化

歴史学派 の 理論的伝統で あ る 。 ヴ ィ ゴ ツ キ ーは 固体中心 に 組み 立て られた従来の 心 理学を批判 し，

彼が 「高次精神機能」 と1乎ぶ とこ ろ の 人間 の 心理 学的本性 を 「社会的関係の総体 」 と し て ，「内

廁 に 移され ， 人格 の 機能 とかそ の 構造の 形式 とな っ た社会的諸関係 の 総体」 と考え る （ヴ ィ ゴ ツ

キ
ー
，1970 ：213）。

「道具」や 「他者 」 とい う媒介物も含め て，人 間の 認知や 行為 の 単位 とする

こ とを特徴 に す る 。
こ の 思想は ，A ．　N ．レ オ ン チ ェ フ や A ．　L ル リ ア を経て ，1970年代 の Y ，エ ン

グ ス ト ロ ー
ム ら の 「活動理 論」 や ，J．　V ．ワ

ー
チ の 「社会文化ア プ ロ

ー
チ 」

，
　 M ．コ

ー
ル の 「文化

心 理学」 へ と受け継がれ て い く。

　こ の よ うな 発達心 理学 の 展 開を 受け て
，

「学習」 概念を具体的な社会的文脈に 適用な形 と し て

定式化 した の が文化人類学者の J．レ イ ヴ と E ．ウ ェ ン ガ ーで あ っ た 。 彼女らは
， 個人が単独で 命

題的知識を獲得 し て い く過程 とした 従来 の 学習概念を批判 し，伝統的徒弟制を モ デ ル に ，新参者

と 占参者 ， 技能 ， ア イ デ ン テ ィ テ ィ ，利用され る道具や知 識の 関係 の 集合と し て ，実践共同休

communities 　of　practice とい う分析概念を打ち立 て る。こ こ に お い て 学習は ，実践共同体 に 全
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人格的に 参与 し，熟練の ア イ デ ン テ ィ テ ィ と身体技法 の 獲得に よ り，十奈な参加者に な っ て い く

過程，お よ び それ に よ っ て 実践共同休が冉 生産さ れ て い く過程と定義され る 。
こ れが

， 状況的学

習 situated 　learningの過程 と百われ る （レ ィ ヴ and ウ ェ ン ガ
ー
，1993）。

　 こ の よ うな枠紐み を採用す る こ とで，慣習的行為を学習す る具体的なプ ロ セ ス を把握する こ と

が 可能に なる 。
「よそ者」 論を検討 し て い る わ れわ れに と っ て は ，実践共 同体 へ 全人格的に 参与

し，十全な参加者へ と緩や か に 移行して い くとい う，学習過程に つ い て の 枠組みを導入する こ と

に よ っ て ，当該地域を 生活環境を め ぐる 実践共 同体 として 位置づ け ，「地 元 」 と 「よそ 者」 をそ

の 実践共同体 に それぞれ配置し ，変化 の 動態を記述 で きる よ うに な る。結果，「よそ者／地元民

は 多様で ある 」 とい う当然の 結論を乗り越 え，理論 的整理が 可能に な る 。

　
一

方 で ， レ ィ ヴ ら の 議論 に は 限界 も存在 し て い る 。 田辺 が指摘す る よ う に
， 実践共同体内部で

の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 獲得と共同体 自体の再生産に 焦点をあて る こ の 枠組み で は ，実践共同体の 周

辺 に 参加 しな が ら，そ こ に 同
一

化で きな い 個人 の 経験を捉 え る こ とが で きな い （田辺 ，2003：

228）。 また 福島は徒弟制 とい う枠組み を歴史的存在 と し，複雑化，分業化が進ん だ現代社会に お

い て，そ の有用性が限定 され て しま う点を指摘 して い る （福島，2001： 85−86）。

　確か に レ ィ ヴ らの 議論は ，共同体が安定的に 存在 し t そ の 目的が 明示化 され て い る事例を分析

す る際に は，有効な枠組み で ある 。 しか し現実 に は ，共同体 の 中心 や外延が どこ に ある の か わ か

らな い 状況に ，た び たび直面する 。

　 こ れ ら の 点を踏まえ t 田 辺 は 実践共同体 （田 辺 の 言葉 で は 「実践 コ ミ ュニ テ ィ 」） に 参加す る

諸t 体が，そ の 中で 起 こ る権 力関係 も含め た交渉を通 じて ，不 断に 己 の 生 き方を構成 し て い く

「ア イ デ ン テ ィ テ ィ 化 」 の 過程を 明 らか に する
，

「牛 き方 の 人類学 」 を提唱 し て い る
。

　以上 の よ うに展開 された学習論を 于が か りに しなが ら，次章か ら，筆者自身が事務局長とし て

関わ る ， 見沼田 ん ぼ 福祉農園を事例 に分析を試み る。

4，見沼 田 んぼ福祉農 園 ： 地 元 へ の 「参加」 として の 「学 習」

　「見沼田 ん ぼ 」 は ，120万 都市 さ い た ま市め中心部 に 位置 し，総面積 1，260 ヘ ク タ
ー

ル を右す

る，首都圏屈指の 農的緑地 空間で あ る 。 台地 に 囲 まれた典型的な谷戸地形を形成 し，斜面林，水

辺 ， 農地が
一
体と な っ て

， 武蔵野 の 原風景をな し て い る 。 もと もと は 低湿地で あ っ た が
， 将軍吉

宗 の 命に よ り丁拓事業が起 こ り，利根川か ら全長約 60キ ロ の 「見沼代用水」 が 開削され，新 田

として 開発された 。

　 こ の後，見沼田んぼを取 り巻 く状況 に 大きな転換が起きた の は ，1957年の 狩野川台風で あ っ

た 。 こ の とき，見沼田 ん ぼ は 水没 し，代用水よ り下流に位置する川 口 以南 の 地域 の 洪水被害を軽

減 し，そ の 貯水機能が 評価された 〔1）
。

こ れ を受けて ，1965年に ，農地 として 保全す る こ とで 見

沼の貯水機能を担保す る た め ，そ の 土地 利用に 厳 し い 規制を か ける 「見沼三 原則」
  が埼玉 県に

よ り策定さ れた 。見沼田ん ぼが ま とま っ た 農地 と し て 今 に 至 るま で 「奇跡的に 」 保全 され て い る

の は， こ の政策決定が大 きい 。
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図 1　見沼田 圃の 土地 利用 （平 成 13 年度） 4．1．見沼 田 んぼ福祉農園

　見沼 田 ん ぼ福祉農園 （以下 「福祉農園」

と略す る）は ，点在する見沼田 ん ぼ の 遊休

農地を 県民参加で有効に 活用す る こ とを 目

指 し，埼土 県が 1998年 に は じ め た 「見沼

川圃公有地化推進事業」 を受けて 開園した 。

既に 述べ た よ うに ，見沼田 ん ぼは ，治水上

の 観点か ら，農地か ら の 転用 に つ い て 厳し

い 規制が課せ られて い た 。し か し
， 農業 の

後継者が減 っ て い く中 で ，次 第に 荒地 化が

進ん で きて い る。

　農地 法 H，農家資格の ある人間に の み耕

作が許 されて お り，非農家 の耕作は 市民農

園な どの 場に 限られ て い る 。
こ れ に 対して

都道府県は 農地法 の 許可権者 と し て ，農地

の 所 有が で きる 。 埼玉 県総合政策部土地政

策課は こ の 点に 目をつ け，持ち 主 の 管理で

きな くな っ た L地 の 買取 りもし くは 借受け

を行い ，公有地 として 活用す る 見沼田 圃公有地化推進事業の 立 案を 行 っ た 。
こ の よ うに し て取得

し た 土地 は ，営農意欲を持 っ た 農業者に 譲渡する ば か り で は な く， 埼玉 県が主体的に体験農園や

市民 農園な どを設置す る こ と に よ っ て ，広 く県民が参加す る形で ，見沼田 ん ぼ の保全 ・活用が図

られた 。 農地を転用 し て 道路や公共施設にす る の で は な く， 農地 の まま県が 買取 りや借受けを行

ら と い うの は
，

こ の 見沼田圃公有地化 推進事業 ま で 全国的 に も前例 がな い 〔3）
。

　福祉農園が開園する の は ，1999年の こ とで あ る 。 埼玉県東南部の 障害老団体，小規模作業所，

市民団体が共同で 運営推進協議会を設立 し，公有地化事業を受託 した 。 運営資金は埼玉 県よ り支

払わ れ る管理運営委託費と協議会団体か ら支払われ る 年会費に よ っ て い る  
。 管理 地 は次第に増

え，現在約 1 ヘ ク タ ー
ル に も及ん で い る。

　協議会は 6つ の 団体に よ っ て構成 され て い る 。 知的障害者を中心 に就労形態の 1 つ と し て 農作

業を 行い
， 野菜 の 売上 げを 障害者 ス タ ッ フ の 賃金 と し て い る小規模作業所 「わ くわ く」 か ら，身

体障害者 の 園芸療法 の 場 とい う位置づ け で 農園 で 活動 して い るデ ィ ケ ァ 施 設 「ど くだ み荘 」，学

生を 中心 とするボ ラ ン テ ィ ア 団休で あ る 「見沼 ・風の 学校 」 など，障害の種類や，障害の 有無に

限 らずさ まざまな 団体が関わ っ て い る 。 ボ ラ ン テ ィ ア は学生な ど若者ばか りで はな く， 引退 した

シ ニ ァ の ボ ラ ン テ ィ ァ い る 。 見沼 ・風の 学校の 活動に は子連れ で 参加 する ボ ラ ン テ ィ ァ や ，中学

生や 高校生 もい る  
。 日常的に福祉農園に 関わ る人 々 を合計する と 200人に も及ぶ 。これに加え

て ，収穫祭や年に 数回開か れる コ ン サ ート等の イ ベ ン トに は 毎回 100人以 上 の 参加 者が い る 。

　 こ の よ うに 福祉農園の 活動は，多 くの 障害者団体 の 活動が，障害者と職員 ， 障害者福祉 に 関心

の あるボ ラ ン テ ィ ア など に よ っ て 行わ れて い る の に 対 して ，福祉農園の 活動に は障害者団体に 限

らず，年齢を超 えた さまざ まな人間が参加 して い る点 に 特微がある。これは ，見沼保全の 方法 と
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図 2　福祉農園と近隣の 活 動 団体 との 提 携 閧係

　 ・農園 整備

　 ・イベ ン トの 運 営

　 ・共同管理 地

し て 営農活動を行 うこ とに よ っ て ，農業や環境の 問題に 関心 を もつ 人び と の 参加 を動機づ けて い

る こ と，そ して また，斜面林 の 間伐材を 暗渠用資材や煮炊 き用の薪と し て 利用する 中で 生 まれ た

斜面林 の 保全団体 と の連携に 見られ る よ うに，単な る 畑作業に 限 らな い 多様な活動が個人だけで

は な く，近隣 で 活動 して い る 団体 と の 提携関係を 生み 出 し て い る こ とが 要因で ある と考え られ

る （5）
。

4．2．「よそ者」 と 「地元 」の 出会い

　福祉農園は ， 見沼田 ん ぼ東部の 南部領辻 く6）とい う地区に位 置して い る 。 見沼代用水東縁 の 排水

路加 田屋川を西 の 境界とし， 日光御成街道が 中心を 走る こ の 地区は
， 全域が市街化調整区域に さ

れて い る た め ，古い 農村 の面影が 今 も残 っ て い る 。 鎮守は ，新羅三郎義光が開い た とされ る鷲神

社で ，毎年春 と秋に 民俗芸能で あ る獅子舞が奉納 され て い る の
。

　福祉農園 に お い て ，「よそ者 」 論を検討 し て い る われ われ に と っ て 注 目す るべ ぎ点は ，福祉農

園に 集ま る 人 間の ほ と ん どが非農家 で あ り，また福祉農園 の ある見沼田 ん ぼ 内の 南部領辻 とい う

地域に 住む人間は 1 人 もい な い とい う点で あ る 。 もともと見沼田 ん ぼ全体に 関心 があ っ た として

も，南部領辻とい う地域 と 日常的な関わ りを 持つ よ うに な っ た の は ，農園開園以来の こ とで ある 。

こ の よ うな状況の 中，福祉農園関係者が まずした こ とは，農園に 通 う際，そ こ で 出会う近隣農家

に挨拶を欠か さな い こ とで あ っ た
。

　 こ の よ うな状況か ら，福祉農園と地 元 との 関係が転換 した の は ， もともと荒地だ っ た 十地を し

っ か りと管理 し て い る こ とが認め られる よ うに な っ て か ら で ある 。 福祉農園の あ る 土地 は ，もと

もと雑草が生 い 茂 る荒地で あ り，不 法投棄が絶えな か っ た 。開園後，協議会団体が毎 凵農作業を

行 うとともに ，中高年の ボ ラ ン テ ィ ァ が積極的に 参加す る こ とで ，次第に 農園とし て 整備され て

い っ た 。 原因不 明 の 野火が起 こ る よ うな⊥地が 畑と し て 管理 され るよ うに な っ た こ とを，地元の

人間 の 多 くは歓迎 した の で あ る 。

　 公有地化推進事業以前 の 保全運動は ，よそ者で ある市民が，よそ名 と し て 見出 し た （良い ）環

境 と し て の 見 沼を守 ろ うとす る運動 で あ っ た と言 え る 。 例 えばそ れ は ，見沼田 ん ぼで の ゴ ル フ 場

建設阻止運動で あ り， 見沼代用水 の 三 面護岸へ の 反対運動で あ っ た 〔8）。見沼田 ん ぼ の 「生 態系 」
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や 「景観」 を 守 る こ と を 目的 と し，
一定 の 成 果を挙げ たが，地 元農家と の 日常的な関係を持たな

か っ た 。 現在 で も，「生態系 の 保全」 と い う観点か ら，
ビ ニ

ー
ル ハ ウ ス の上 に張 る カ ラ ス 避 け の

ピ ア ノ線 に つ い て
，

「見沼の 生態系保護」 を叫ぶ 「環境運動家 」 か ら農家に 対 して ク レ
ー

ム が来

る こ と もあ る C9）
。 福祉農園の ビ ニ ール ハ ウ ス に つ い て も，同様の ク レ

ー
ム が 上が っ た こ ともあ っ

た 。

　 こ の よ うな状況の 中で ，非農家 の 市民が 日常的 に 営農活動する場をつ くっ た こ とが，公有地化

推進事業 の 成果 で あ っ た とい え る 。 公有地化推進事業に類する事業は 全国各地で 行わ れて い るが
，

そ の 多 くが農業公社等に 委託 し
， 大型機械を 利用 し 草刈を す る と い っ た ，単 に 農地 を荒 らさな い

だけ の 形態な っ て い る 。
こ れ に 対 して ，公 有地化推進事業で は ，「環境保全」 を 単な る謳い 文句

に する の で は な く，そ の た め の 方法 と し て 営農活動を積極的に選択 し ， また それを 行う主体を非

農家に ま で広げた の で ある 。

　 こ の よ うに ，公有地化推進事業 “o）を受けて 福祉農園が開園 し，営農活動が始ま る中で地元 に

次第に 認知され て い っ た こ の 期間を r出会い 」 の 期間 と呼ぶ。

4．3．技能の 伝達 と周辺資源の 利用

　それ ぞれ の 障害者団体で 営農作業の 中核を担 っ て い る職 員の 多 くは ，都市部出身で あ り，それ

ま で 鍬な ど握 っ た こ と もない た め ，開園当初 は 「あぶ な っ か し くて 見て られね え 」 と地 元農家か

ら即席 の 実技講習を受ける こ ともあ っ た 。
こ の よ うに 都市出身で

，
か つ 農業 と触れる こ と の な か

っ た福祉関係者が
， 地元 農家 に 直接 に 教 えを請い なが ら，また 見様見真似で ，初歩的な技能を学

ん で い っ た 。 手 本 に な っ た の は ，70歳代の 農業者が 主で あ り，その 1人が次節 で 登場する s 氏

で あ っ た 。

　福祉農園周辺 の 農家の 「現役世代」 は収益性 の 高く，また大型機械を使 う造 園業に転換 し て お

り，福祉農園の 行 う園芸 との 間に 技術の 共通性 は少な い
。 それ に 対 して ，高齢 の 農業者が行 う作

業は ，手作業が 中心 で あ り，大型機械を使わ な い 福祉農園の 営農活動 と の共通 点が 多 い 。福祉農

園で 毎年作られ て い る サ ト イ モ や ヤ ッ ガ シ ラ は ，福祉農園 に 隣接地 に 畑を もつ S氏が 代 々 作 り

続けた種芋を分けて もらっ た 。 次第に 彼 らか ら学ぶ こ とは ，ヤ ッ ガ シ ラ の 茎を乾燥させ る ズ イ キ

の 加工 の 仕方や ，圃場 の 排水性を高め る 暗渠工 事の仕方に ま で 及ん で い っ た 。

　暗渠工 事は
， 水が沸 くぎ りぎりの 深さ ま で 溝を 掘 り，近隣の 里 山 か ら間伐 された竹 と粗朶を埋

め る とい う方法 で あ る 。 地 ド水位の 高い 見沼で は，1 メ ー トル 数十セ ン チ掘れば水が 出て 来 る 。

竹や粗朶は ，素焼 きの土管の 代わ りに
，

こ の 地域で 用 い られて い た 。
これを教 え，そ の後しばら

くし て 亡 くな っ た 農業老は ，「こ の技術を教え る相手は ，もうこ の辺に は い な い 。 あん たた ち が

最後か もしれない 。農法が伝わらない こ とは つ らい 」 と生前に 語 っ て い た （11）
。

　福祉農園が使 う竹や粗朶は ，付近に ある 「ト ラ ス ト用地 」 の 斜面林 （12＞で 間伐 された もの を，

毎年冬に もら っ て い る。本来，里 山と し て 保全 された トラ ス ト用地は ，南部領辻 の 人 び と に 薪や

堆肥用の 落ち葉を供給して い た 。

．・
方，現在行われ る斜面林の 保全活動で は ，そ の よ うな農村内

で の 循環は 崩壊 し，間伐材は 場合 に よ っ て 廃棄物 と し て ， ゴ ミ処理施 設に 持 っ て い か れる 。こ れ

に 対 して ，近 くで 活動 して い る 団体同士 として ，福祉農園 と斜面林保全ボラ ン テ ィ ァ の グ ル
ープ

との 関係が 生 まれ る中で ，暗渠や農機具小屋の 資材 と し て 竹を必要 とす る福祉農園に ，竹や粗朶

156

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

論 文

表 1＃ 見 沼 田 圃の 変遷 にお ける 「見 沼 田 ん ぼ福祉農園」の 成立 と展開

見沼日］圃 の 変遷 緑 地環 境 を取 り巻 く状 況

　　　　　「．
「見沼田 んぼ 福祉雌園」の成立と展開

1950158 ・狩野川台風による見沼田圃全域 と川 口市

　　　　　　　　　　．．
ウ総 合的な諭水対策の 必 要性が 議論 さ れ

に 甚大な洪水被害 る

見沼田圃が 天 然 の 貯水力　（抑 00 万 吐｝を ◇高度経済成長を受け見沼 田剛 の農地転

発揮 用 巾請 の 増加

1960165 ・二見沼三 原則 」（見沼 B
．
1圃 農 地 転 用 方針 ）

．．．−T1．．

葉定

1970
．

70
．
rl「街化謂整区域に指定 〔見沼田圃全城〕 ◇ 二農地 法」「都 市 計 画法 」「農 振 法 ！ お よ

71 農業振興地域に指定 UII冂市を除 く見泓 ぴ 1
．
見沼 三 猷則 」に よ る行政 指 導 で 見

田 画全 域 ） 沼 田圃 の⊥ 地 利 用 を規 制
72 国指定天 然記念物 1野田 のサ ギ 山 」消滅 ○自然 環 境や 生 態系の 悪化が顕 在化する

O 地 権者 の 「見沼三 原則」 に対す る不 満

増大

◇農 家の 後継 者不 足 と耕作放棄

79 ・「芝川 調 整池計面 」〔総貯水址 ］〔期｝万 卜

ン） の策 疋
一「タ ン ポポ の 会一（「べ ん ぎん 村」 の 前身であ る

「．合口 二 期事梁」開始 〔見沼代用水 の 都 ⇔ ◇見沼代用水 の 7三面護岸工 出が 上流部 か 畔害児を持つ親 の会）が ，旧浦和市を1
．1死 ・に活動

τ1「用 水への 転換〕 ら聞始する
　　　．r．．．．．

後に福祉堤園代表 とな石 1氏は 丱心メ ンバ
ー

19801Bl ・見沼代用水 の 三面護岸工 事 の 反対運動 ◇不法投棄が深刻，荒地 が 200h“を超 え る

呂3 ・「見沼田聞保全検討委 員会」発足 ⇔ ◇ 見 沼 三 原 則 の 阻 界 を受 け新 し い 保 全像
・「見沼出圃論策 （第　集冫．．埼玉県企画財 を模索さ れ る

政 部 編

◇行 政
・市民

・学識絳験者 を越 えて 児沼

呂4 ・見沼の原 風燉を残す1冂浦和市南部領辻地 田圃 の 保
．
全活用 に閲わ る議論 や運動 が 馴 「タ ン ポポ の 会」メ ン バ ーが 見沼田圃 と出会い，

区 の 斜面 林 で 「浦 利 市営卍園計画 」が発 多様 に展開される 継続 的に通 い 始め る　匚以後，ハ イキ ン グ 、野草

覚、住民反対運動へ 摘み ，キャ ン プ，ゴ ミ拾 い 等に 参加〕
85 ．10 ・

ヨ 血護岸工 事 の反 対署名運 動 に 「タ ンポ ポ の・1日浦和 市 南部 領辻 地 区 の 見 沼代 用水

（Llkm ）の 三 面 護岸工 事の見 直し ’ 会一i が協力
ノ
1

85，U 川 口市差 1蹈地 区 に 100坪 の 農 地 を借 りて 盤作業

85 ・「．見沼田鬩論集 （第 ．．：：集）
1
埼ヨ‘県企酊財

．
政部発行

1⇔1’
●「見沼 川圃論集」 の 中 で 毎 日新聞 の 記者

　が 、障害 者の 職 業 自立 と リハビ リ テ
ー 「胴始

・「見沼剛 ん ぽ を愛す る会．1発足 シ ョン を 兼ね た遊休 農地 を活 用を論考 86，3 ・タンポポ の会が 発展 的に解消 し，1
．
ぺ ん ぎん村 」が

・
「埼玉 県み どりの トラス ト協 会」発足 〆 ◇県玖は 「保全推進」二開発容認」 の 意見 発足。家族 の 集 い か ら地域的な市民活動に発展
・見沼田画 の 保全 の 幵名　〔4 万 4【〕8 通） を 」 が 対立

一86．11．6 ☆ 「障 害者 福祉農園 設 置要望書」県知事 と浦和市

知事に提 出 長 に提 出

・ぺ ん ぎん村 「見沼の新 未を食 べ る会」 を 「見沼F
． ．

86，ll．23
苫6 ・「見沼 田団1十 地利用基本計画策定調 合 報 1⇔ ● 見 沼 田圃 の遊 休 農 地の 活 用 案 と して 、

．
田 圃 を愛する 会」 と共同 開催

告書」 〔財｝埼玉県総合研究機構が発行

・1
．．
見沼田囲の ゴル フ 蝣計画」発覚 一

’

1
　障害者や 高齢者 の 利用 を想定 した 「福 ！

．嬲 繍構饗 初め て 。 「福 祉」S7，， ・
［氏見沼 川剛周辺部に ，約一．．反の 農地を儀 りて

農園」設置要望晋 活動を 開始
． ■「基本方針で 実現可能性を検 討す る」 と　 冊 ．12 ☆見沼出圃の 保傘 の 一．．環と して ，農地 貸与と 運営

土地政策課課長答弁 助成を行 い ，障害者 と健常者が具に働 く 「園芸
トレ
ーニン グセ ン ダ

ー
」設 置 を要 望

盤 、S ■「障 tA，，n・福祉 農園構想 調査研究 会報告
　 　 　 　書 ．完 成

199ゆ
1

20ea
「

90 　・「埼玉 県 み ど りの トラ ス ト協会」が Ttr．
　　 園計画跡 地 を

一
見 沼田 圃 周辺 斜 画林 」

　　　〔1．3bha〕 として取得

123999「見沼田 圃土地利用協議会」が設置・埼玉県が 見沼田 圃の公有地化基 金を検ii寸・
公有地化基金 を埼玉 県単独 で 造成 開始

　〔目標総顧 ユoo 億）

94　 ・1
．．
見沼田圃土地利用基準策走会議」の設置

959698

99

・
「見沼三 原則 」廃 1ヒ
・「見沼田 圃の保全 ・活吊 ・創 造 の 基 本 方

釧 施行・IH浦 和 ．「目大宮，川 口の 3 市が 公有地化
基金 を 造 成 に協 力

・「見沼田 圃 公有地化推進事業」開始
埼工 県 農 林公 社 が 公 有地 の 管 理 委託 を受

ける

・土地政策課が公有地を活用 して 、市民農
園を整備・
「見沼出 ん ぽ福祉農圓推進協議会」が発

足
「見沼 フ ァ

ーム 2凵 が 発足e 「
．
加 田屋 新

田 田ん ぼ 一tで，稲 作 の体験 水［1．1を開始

O バ ブ ル経 済 揃壌 、開 発圧 の 低下

go、4

　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　92．10，29
°「
獣欟撚 i鰭事例醐 脳 嘩畍

＼
，、．、。

●「福祉戯園」設置の 賛同 に 旧浦利市の 福

　祉団体は 消極的
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 y．ユ．6

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9・i．5
　 ⇔ 　 ◇泊水 に 加 え，崖 態系 の 保毫 ．ア メ ニテ

　　　　繍 膿 欄 鯔 襟
に

鵬：1，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ill

8． a ＿ ＿ 看＿ 。＿ 1，れ調
⊥’2°

　　　　
°
諾爨飜 臠櫺欝 籔凱ll：1：、

　　　　　望 認月 を発 見 す る　　　　　　　　　1
99・’．随

事齢靉瓢
「福祉 農 園 」・離 に

  ，．11．23
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　11
　　　　●長年 の 念願で あった 「福祉 農園一が 開園

．
　　　　　する

・ぺ ん ぎん村 ，障害 者と 健常者が 共に 働 くi舌動
　「ぺ ん ぎん ワ

ー
クーの ．．．．廉で 旧浦和市 の 市民 饅

　園で ，畑作業を 開拍
☆「障害者福祉農園構想の実 tA．1 に 関す る要望

・旧 浦和市の 福祉 団体 に 「福 祉 農園 」 設 置の埋 解

を呼び かけ る

・「ぺ ん ぎん 村」関係者 か ら浦 和 市の 農 地 を借 り

　て 畑作業を開始・「べ ん ぎん村」の機関紙に
一
福祉農園を作ろ う 1

　 を連 載 し耻 解 を 求め る

・埼玉県土地政策課と、福祉堤 園実現に 1司けた 意
　見交換開始
・ぺ ん ぎん村 を事務局 に

「
見沼 田ん ぼ福祉 農 園 推

　進協議会」発足

☆県 内 ユ1 の 福祉団体が 「見沼 田んぼ 福祉農園推

　進 協議会」名で 県蜘 」1に 「見沼 福祉 農 1rt1の 早期

　設置 と秘極 的椎進」 の 要望酔を提出

・「
見 沼 田 ん ぼ福祉 農 園」で の農作業を開始

　 「見沼田 んぼ 福祉農亂 の 開会 t 〔県知事，県
　と市 の 関係部局地，元 臼治会等．多數 の 参加者
　が 聞 園 を祝福する｝
・「福祉 農園収穫祭」と して 第 14回 「見 沼の 新 米

　を食 ぺ る会 　を開催

OO 　 「見沼たん ぼ くら ぶ 一i 南部領辻自治会」
　　 「グ ラ ウ ン ドワ

ー
ク川 口」が 公有地を活

　　 用した 醍業体験 の 楊を提供

0ユ　 ・
「見 沼 農業 基 礎 調査 結 果 報 告 辞」 浦 和 ．堤

　　 林振 興セ ンター発 行

　　・トラ ス ト協会有志が 「見沼田圃周辺斜面
　　 林」 で 保 全活動開 始

　　
・
浦和，大宮，与野 の 3市が 合 併 し 「さ い

　　 たま市」が誕生

05　・1
．
首都圏 の 都市環境 イ ン フ ラ の グラ ン ド

　　 デ ザイ ン」の実現に 向けた事業手法検討

　　 モ デ ル 地域に指走さ 扎 る

⇔

⇔

◇反対 運動 か ら保全活動に 市民運動が シ　 OO．⊥
　 フ ト

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 oe

●公 有地の 福祉 的活用 を求め る地 権者 の

　意見多数

・
管 埋 地 力

塞一
第一二襲 園 」「第竃 E

，・ii
圃 1 と，ムカ

号
り，

整備が本格化
除草 を欠か さな い 日 舟 の 活助 か ら近隣農家の 信
用 を得て交 流 が 開始 （緑化資柯

．
の 提 供 ，農 業技

術 の 伝授を受け る ）・埼上 み ど りの トラ ス ト協会等と連携 し，「見沼
HI画 周辺斜澗 林 ．1 の 間伐 材 や竹 材を 農 園整備 に

有効活用 （有料処分 され て い た もの が 資源 とな
　り，地域謂環 をつ くる）

◇ 見沼田 圃の 保全に お ける さ い たま市 の　 02，1、17　 ・才FI：手 の農園 ボラ ン テ ィア が 「見沼 ・風 の 学校」
　役割が政令指定都

．
市化に伴 い増加　　　　　　 　　　 を組織

注 1）緑地の 福祉的活用 に 関わる もの を、●印で示 した。
　 Z ）「編祉農

．
割」 Pt 置妛望 に 関わ る活動 を t

．
☆ 叩で 示 した，，

D4．io．IJ「

05、7．21i05

，⊥L，23

・「持絃 lr∫能 な福祉農園一… の 体 制を模索 し．農園
ボ ラ ン テ ィ アの 育成 と技 術 の 共有 を 図 る 1

．
農 的

若衆宿」を 「見沼・風の 掌校一が 主 催・福祉農園 の 研究機関誌 「見沼学一〔み ぬ まなび 〕
を発 行
・第 20 回

一
見沼の新 氷を食ぺ る会」 として 「福祉

農園 収穫祭 」 を開催

＃　 本 表は，石井 そ の 他 （2006）掲載 の 石 井秀樹 氏作成 の 表を，
　修正 した もの で あ る。

そ の 後 の 猪 瀬が 行 っ た 追 加調査 の 内 容 を加味 して，加 筆
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猪瀬 ：「学 習 」 と い う通路

が搬人 され る よ うに な っ た 。斜面林で活動す る 「よそ者」 と畑 で 活動す る 「よそ 者」が出会 うこ

と に よ っ て ，か つ て の 農村 に あ っ た循環が部分的に 回復し た の で あ る 。

　こ の よ うな地 元と の 折衝の 中で ，福祉農園の 活動が少 しず つ 生 まれて い っ た
。

4．4．記憶の共同化 ： 「土 で も っ て 通 じて い る」

　見沼 ・風 の 学校は，見沼 田んぼ福祉農園で活動す る学生 を中心 とする 若手農園ボ ラ ン テ ィ ア が

組織した 団体 で あ る 。 2002年 1 月に 設立 され，その 後次第に メ ン バ ー
を増や し て 今 に 至 っ て い

る。休 日を中心 に芝生や植木の 手入れ，農機具小屋の 整備，排水⊥ 事，農園内休耕地 の 管理 な ど，

平 冂活動 して い る協議会団体で は 手が 回らな い 農園全体 の 管理を 行 うとと もに ，自分た ち の 区画

を持ち ，畑作業を行 っ て い る 。

　そ の 活動の
一

環 と し て ，大学院に 在籍をす る 学生 を 中心 に
， 研究事業が 本格化 し た の は 2004

年の こ と で あ る 。 隔月 で 公開講座 「農的若衆宿」 を 開催 し，農業や 環境，福祉に 興味を持 つ 学生

の ネ ッ ト ワ ーク化を 図る とと もに ，研究事業の 中核 と し て 雑誌 r見沼学』 （み ぬ まな び）を刊行

し て い る 。
こ れ は環境政策 ， 福祉政策，農業政策の 狭間に あ り，政策上 不安定な位置づ けの 中に

あ る福祉 農園の 存在意義 を，そ の 口常実践 の 中か ら立 ち Eが っ た さ ま ざ ま な課題を整理す る こ と

を通じ て ，明確化す る た め ，不定期に 刊行されて い る。

　こ の 「農的若衆宿 」 と，r見沼学』 刊行と い う 2 つ の 活動の 中で ，地元南部領辻の 歴 史や 暮 ら

しに つ い て の 探求が 始ま っ た の は ，2005年の 夏か らで あ っ た 。それ以前に も，農園近 くの 川に

つ い て 学ぶ ス タ デ ィ
・ツ ア

ー
な どが 開催され て い たが ，そ の 十地 で 長年牛 きて い た 人び とが語る ，

生活環境 と して の 見沼 田 ん ぼを知 る機会は な か っ た。それ に 対 し て ，2005年 の 夏，農的若衆宿

の 集大成 とい う位置づ け で 行わ れる 1週間 の 「サ バ ィ バ ル キ ャ ン プ 2005」c13）で は ，南部領辻 の

60歳代後半か ら 70 歳代 の 農業者（14｝を 招き，か つ て の 見沼の 情景や そ こ に あ っ た 民俗文化 に つ

い て 話を 伺 っ た 。 同時に 昼 間 の 作業 の 時間 に は
， 彼ら の 畑で 農作業を休験させ て もら っ て い る 。

そ し て 参加者たち は ，か つ て の 見沼 の 土地 の 利用の 仕方や見沼に 伝わ る農法 の 「合理性」 と，生

活環境 と し て の 見沼の 背景を なす文化的 ・社会的文脈 の 存在を知 っ た 。 同時 に
， 福祉農園で 行っ

て い る活動を，過去に 見沼 田 んぼで 行われ て い た生活実践の 延長線上 に 置 く視点を手に 入れ た 。

　例えば ，福祉農園は 見沼代用水か ら田 ん ぼ を通 っ て 流れた 水が集ま る悪水 （排水路）は加出屋

川 に 隣接 して い る 。
こ の 川 は大雨が降る と増水す るため 畑作に適 さな い ，とい う福祉農園 の 活動

に批判的な意見が，他 の 環境保全ボ ラ ン テ ィ ァ か ら出 された こ ともあ る 。し か し，昭和 30 年代

後半 に 行われた ，土地改良事業以前 の 南部領辻で は ，加田 屋川 に 隣接す る土地を 「田尻」 と呼び，

排水性が 高い 十地 と し て 畑作が な さ れ て い た こ とを農業者の 語 りか ら知 っ た 。

　
一

方，r燃料革命」 以前の 里 山 も単 に 森林の 生態系を守る た め に 保全され て い た わ け で は な く，

燃料で あ る薪や 木の葉 の供給源で あ り，ある 程度大ぎくな る と伐採 し て 利用 され た 。 化学肥料が

入 る まで は，落ち葉や 雑草を堆肥 化 して利用 して い た 。
い ずれ．も現在 ， 福祉農園で 行わ れて い る

こ とと近似 し て い た 。 農薬に つ い て も，昔語 りの 会の 講師を務め た A 氏 は 次の よ うに 語 る 。
「農

薬 っ て そ れほ ど効果が なか っ た の で は な い か な。今，県 の 公有地化事業で 『ボ ラ ン テ ィ ア 水田』

をや っ て い る けど，農薬は 1 回もまい て い な い 。そ れ で昔と同 じ くらい の収量が上げられ る 。
こ

の 辺 は あま り取れな い の で ，6 俵か ら 7俵だけ ど。農薬を撒 くと少 し は 効果が ある か もし れ な い
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論　 　文

け ど，基本的に 農薬 メ ーカ ーの戦略だ っ た の で は な い か と思 う」。
こ の 語 りに お い て ，

一般 に 語

られ る 「安全性」 の 而ばか りで は なく，実際 に 耕作を する人の 実感か ら農薬 の 持つ 「効果 」 に対

し て 疑問が 付されて い る 。

　か つ て 南部領辻 で 行わ れ て い た暮し と，今の 福祉農園の 活動が近似 し て い る
，

とい うの は 客観

的に 評価 される もの で は な く，農家 と福祉農園の メ ン バ ー
と の 対話を通 じ て 共有され て い くもの

で ある 。 風の学校の メ ン バ ー
の 1人 は ， 次 の よ うに 語 っ て い る 。

「僕 に とっ て 見沼は 畑で し か な

か っ た 。 そ うい う存在が，福祉農園に 来て ，作業を して ，地 元 の 農家 の 話を聞 い て
， そ の 中 で 見

沼 とい うか，南部領辻が，具体 的な名前を帯びた土地 に な っ て い く。 そ うい う自分の
一

部に な っ

て い く過程 とい うの が ，福祉農園で 活動 して い く こ とな の か と思い ます 。 そ うす る こ とに よ っ て ，

見沼を守る理 由が 自然 に 生 まれて くる の か と思い ます。」
｛15〕

　昔語 り の 会で ，福祉農園の 活動に つ い て 「や っ ぱ り土で も っ て 通 じて い る ん だ 」 と語 っ た A

氏 の 感想 に 対 し て
， 別 の メ ン バ ーは 次 の よ うに 語 っ て い る 。

「A さ ん の 『十一で も っ て 通 じ て い

る』 とい う言葉 を聞い て い る ときに 鳥肌た っ た ん で すけ ど，自分た ちが見沼 に い る こ とを A さ

んたち が認 め て くれ て い る っ て い うこ と と同時に
， 僕 らが畑を少 し で もない が し ろ にすれば，信

用をな くす 。 そ うい う意味で も土 とい うもの を通 じて の 信頼感が基本だ と思い ます 。 」（16｝

　 こ の よ うな対話や活動を通 じて ，南部領辻の 農家 と福祉農園の メ ン バ ーの 双方が，生活環境 と

して 存在 して い た か つ て の 南部 領辻を確認 して い くとと もに ，それ に 連な る もの と して ，現在，

福祉農園で 行われて い る活動を位置づける視点を獲得 して い く。

5．事例の検討

5．1．多様性の中で の 「学習」

　以上 ，福祉農園の 活動を概観した 。
こ れを踏 まえ て ，福祉農園を取 り巻く人 々 の 「学習」 の 過

程を整理 した い
。

　福祉農園に は ，障害の あ る 人や学生，子 ど もとい っ た ，多様な 人間が運営に参加 し て い る。

「農業 」 や 「環境」 とい う切 り 口 で ホ ー
ム ペ ージに ア ク セ ス し，活動に 参加 して くる 人 もい れ ば，

高校時代の 友人 とい っ た地縁的なつ なが りで 参加する人 もい る。福祉職 と し て 福祉農園に か か わ

り，そこ で初め て 農業を体験する よ うに な っ た人 もい れ ば，逆に 線 を退 き，農園ボ ラ ン テ ィ ア

とな っ て ，初 め て 障害を持つ 人 と
一

緒 に 活動す る よ うに な っ た 人 もい る。

　 こ の よ うな 多様な 「よそ者」 が ，後継者が不足す る中で 荒地化 した土 地 を耕作 し，畑 とし て 整

備す る こ と で
， 南部領辻 の 人 々 に 受け入 れ られ て い っ た

。 活動を 継続化 さ せ る中で
，

土 liを 含め

て ほ ぼ毎日，誰か しらが作業をす るよ うに な り，農具小屋や煮炊きを行 うカ マ ド，井戸な ど の 付

帯設備が整備 された 。その た め に 必要な資材は ，南部領辻の 斜面林 （； 里山）か らは 薪や落ち葉

と して t 造園業を行 う農家か ら は 剪定材
．
として もた らされ た 。 生活が近代化 した 農家に と っ て ，

薪や落ち葉は か つ て の よ うに ，暮 し の 中で 利用され る こ とは な い 。堆肥や薪を使 う福祉農園で は

それが有効に 活川 された 。
こ の よ うに 福祉農園とい う場を 介して ，か つ て 南部領辻に 存在した 人

と畑，里 山 の 関係が ，部分的に よ み が え っ た。
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　同様の こ とは 「農法 」 に つ い て も言える。近代農業が導入 される以前 の 農法は，今，古老 と も

言える高齢 の 農業者 の 身体に 記憶され て い る の み で ある 。 現在中心 的な担 い 手 で あ る 青年農業者

に と っ て は 1 作業に は 機懴を使用 し
， 必要に よ っ て 農薬や化学肥料 も使用す る た め ，大型機械を

用 い る
。 障害の あ る人 ， 学生な ど農業技術を もたな い 人間が 労働力の 中心 で あ り，そ れ で い て 人

手に は 恵まれ て い る 福祉農園で は ，農薬や化学肥料 を用い て い な い 。その た め
， 青年農業者に 比

べ て
， む しろ か つ て の 「農法」 や ム ラ の 共 同作業に 近 い と も言え る 。

こ の 点 は，既 に 暗渠技術の

事例 で 確認した 。

5，2．「地元」／ 「よそ者」の 再構成

　風 の 学校 の 学生 ス タ ッ フ が どれだけ南部領辻 に つ い て 知識を得た と して も，また農家 と の 関係

が 生まれ た と し て も，獅子舞の 後継者 とな る の は 南部領辻 出身 の 人間に 限 られる 。
「地元 」 が持

っ て い た 中心 性が よ そ名 に 奪わ れ て し ま う と い う こ と で は な く，あ くまで 「地 元 」 が それを保持

しなが ら，そ の 意味が新た に 付与 され る 。 と同時 に ，「地元」 と の違 い に 気づ くこ とに よ っ て ，

福祉農園の メ ン バ ー
は 「よそ者」 と して の 自覚を得る こ とに なる 。

　
一

方で ，地 元 に と っ て の 「よそ者 」 が持 つ 意味 も変容 し て い く。それは例 えば，「地元の 文化

に 興味 を もつ 若者 」 の 発見 とい う形を とる 。風 の 学校の 若者 た ち との 交流に つ い て ，A 氏は

「今 の 若 い 人た ちは，都会的 な話を す る 人 が 多い よね 。
こ うい う時代 に ，み な さ ん の よ うな若い

人が こ ん な 田舎に 来て ，こ の 地域や 農業の 話を聞 くっ て こ とは ，素晴ら し い と思 うよ 」
（17〕と語 っ

て い る 。
こ こ に お い て ，A 氏に と っ て 「今の若 い 人 たち 」 とは 異 な る 存在 と しf ，風 の 学校の

若者たち が認識され て い る 。

　こ の よ うに ，営農活動 の 中で の 交流や 聞取 り調査な ど，南部領辻 の 人 々 と福祉農園の メ ン バ ー

と の 問 に 折衝が繰 り返 され る 中で ，南部領辻に お け る 「地 元 」 と は何か
，

「よ そ者 」 と は 何か 問

い 直さ れな が ら ， それぞれ に と っ て の 「臼己 」 が 見出され る 「学習」 の 共同体が 生 まれ て い く 。

重 要な の は 「地 元／よそ者」 は 観察者に よ っ て 事前に 設定 される もの で は な く，む し ろ こ の 「学

習 」 の 共同休の 中で ，その つ ど生成す る もの で ある とい うこ とで ある 。
つ ま り 「学習」 の 共 同体

とは，た ん に 地理 的な区分に よ っ て ，あ る い は 行政的な区分に よ っ て 切 り取 られた範囲 の 中で 押

し込炭）られた もの で は な く，福祉農園の メ ン バ ーと南部領辻の 人び ととの 対話 と活動の 中で ，そ

れぞれ が 自己 とは何か，他者 とは何かを 問い ながら，そ こ に新 しい 秩序を生み 出そ うとす る巾で

生 成する 流動的な共同体で ある。

　現状 に お い て ，「よそ者」 と し て の 福祉農園の 学習段階は ，「地元 」 と出会 い ，彼 らが持つ 中心

性を 自覚する段階で あ ると い え る。これは 福祉農園の 活動が
， 昼間の農作業を中心 とする も の で

あ り，生活 の 拠点を南部領辻 の 中 に お い て い る もの が い な い た め ，地 元 の 中 の 自治会や氏
一f・組織

に 加入 す る こ とがな い こ とを 要因 とす る 。 し か し，自治会や 氏子組織の 存在，ある い は ム ラ の 共

同作業の 存在を 白覚した 点が重要である 。 福祉農園 の メ ン バ ー
は それに よ っ て 生活環境 として の

見沼田 ん ぼ を発見し て い くとと もに ，そ こ に 周辺的に 関わ り，さ らな る 外部へ そ の 発見を伝え る

媒介者 と して の 臼己を見出 して い く 。
こ の よ うな過程を通 じて 「よそ者」，「地元」 それぞれが見

沼 囲ん ぽ とい う生活環境に 関わ る 主休 と し て の位置を確認 しなが ら，そ の 構成 員 として 見 沼 田ん

ぼ と い う場 自体を活性化 させ て い く。
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5．3．まとめ ： 多元的資源と し ての都市緑地〔18）

　今 日 ， 都市近郊の 緑地は
， 単に 自然的 ・歴史的環境で ある こ とに加 えて，福祉的 ・教育的な位

置づ けを もつ べ きもの として の 期待を 集め て い る （猪瀬 2004，石井そ の他 2006，進土 2003，広

井 2001，広井 2005） こ の よ らな状況に お い て ，「よそ者 」 は 当該社会 の 価値観に 対 して 普遍的な

位置に 立 っ て い る とい うこ とは難 しい
。 む しろ，「よそ者」 と 「地元」 との 差異は ，それが 拠っ

て 立 つ 社会関係や ，もの の 見方 の 差異 と し て 認識する こ とが重 要で ある。そ して また ，こ o よ う

に 多元化 して い く現実 の 中で ，「よそ老」 と 「地 元 」 との 折衝 の 過程を分析す る 枠組み の 構築が，

環境社会学に お い て 求め られ て い る 。

　本稿は ，そ の た め の 準備を行 う，小さな試み で あ り，「よそ者論」 を，生活環境に 関わ る 多様

な存在が，お 互 い の 対話 と活動を通 じて
，

「よ そ者」 （ある い は 「地元 」）で ある こ と ，
「よそ 者」

（ある い は 「地元 」）で ある こ と の 意味を問 い 続けなが ら，自己 の 立 つ 位置を 見極め て い く，不断

の学習の過程 と して 分析を試み た 。

注

（1）　 こ の 点つ い て ，低湿地 の 見沼 の 開発 を 許 ・∫し，万
一

洪水 が 起 きた 場 合，そ の 補償を 求 め られ る こ と

　を恐れた 埼玉県が，あ る意味 で は 農家に 犠牲を 強 い る 「見沼三 原則 」 を策定 した の で は な い か とい う見

　方も存在す る （見沼学編集部，2006 ：33＞。

（2）　見沼三原則 （見沼 田圃農地転用方針） は，「1．八 丁 堤 以 北県道浦和岩槻線，締切 まで の 間は 将来の

　開発計画に 備 え た，現在 の ま ま 原則 と し て 緑地 と し て 維持す る もの とす る。2．県道浦和岩槻線以北 は ，

　適正 な 計画 と認 め られ る もの に つ い て は ，開発 を 認め る もの と す る 。3．以上 の 方針 に よ る も，芝 川 改

　修計画に 支障 が あ る と認め る 場合は 農地 の 転用を 認め ない もの とす る 」 の 3 ヵ 条に よ っ て い る。

（3）　 こ の 間 の 経緯 は ，r見沼学』 第 1 号に 掲載 さ れ た ，沼尚司氏 の 記事を 参照 の こ と。沼 氏は ，当 時，埼

　モ県土地政策諜 の 専門調査員 と して ，公有地化推進事業の 策定 の 中心 を 担 っ て い た 。

（4）　こ れ らの 収入 の 大部分 は ，必 要資材 の 購入 や 事務経費に 消え て し まい ，専従職員を 雇 え る 状況 で は

　な い 。ボ ラ ン テ ィ ア，特に 代表個人の 持出 しに よ っ て 運営が支え られ て い る 点が，福祉農園 の 運営上 の

　課 題 に な っ て い る 。

（5）　 こ の 点 に つ い て の 考察は 石 井他 （2006） で 詳述され て い る 。

〔6）　 大 字 「南 部領辻 」 は 146．1 ヘ ク タ
ー

ル の 面積 に ，2006年 5月現在 201世帯，678の 人 口 を有す る。

　南 部領辻の 見 沼 田 ん ぼ 内で は ，減反政策 の 前後 よ り
， 田 ん ぼ が 減 り，苗木 牛 産が 多くなって い る 。 な ぜ

　「南部 」 領辻 と され る の か に つ い て は ，南部藩 の 飛 び地 で あ っ た ，岩槻藩の 南部 に あ っ た，な ど の 諸説

が あ る が，定説 は 存在 し て い な い 。

（7） 南部領辻 自治会 も公有地化推進事業を 受託 し，
一

般 の 参加者 を募っ た 「ボ ラ ン テ ィ ァ 水 ［囗」 を 運営

　して い る。ま た，平成 12年 （2000年） に は，か つ て 県の 無形文化財 に 指定 さ れ，そ の 後 30年途絶え

　て い た 獅 子 舞 を復活 させ る な ど の 活 動 を 積 極 的 に 行 っ て い る 。

（8） 急増す る都市住 民 の 飲料水 等を確保す る た め に ，農業用水 と して 掘 られた 見沼代用水を都市用水に

転用 す るた め ，1979イ1．・か ら コ ン ク リ
ー

トの 三 面護岸化が な され
，

こ の 止 面護岸化 が 見沼 田 ん ぼ の 水辺

　と斜面林の 自然を急激に 衰退 させ た。こ れ に 対 し，1980年中頃 か ら市民団体が未舗装部分 の 原型保全

　を 求め て ，運動を 起 こ した。その 結果 ， 南部領辻 の
一

部の 区間が原型保全 され て い る 。

（9）　 こ れは 複数 の 地元農家 か ら 聞き取 っ た 情報に よ っ て い る。

（1ω　公有地化推進事業 の 開始以前 に お い て ，埼 F・1県で も同様 の 構想が あ っ た こ とを，当時 の 担当者 の 沼

　尚司が 2004年 12 月 19 日に 見沼 ・風 の 学校 が 開催した 勉強会で 語 っ て い る 。沼氏 の 語 りの 詳細 は ，『見

161

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

猪瀬 ： 「学習 」とい う通路

　沼学』 第 ユ号参照。

（11） こ れ は 福祉農園隣接地 で 耕作 して い た 1氏 （故人）が ，2003 年 3月 に 福祉農…園 で 行 っ た 暗渠工 事

　を見か け て 語 っ た 言葉で あ る 。

（12）　財団法人埼玉緑の ト ラ ス ト協会が，県民 か ら集め た 基金に よ っ て 所得 ・保全 し て い る 斜面林。協会

が集 め た森林管理 の ボ ラ ン テ ィ ア が，月数回活動 して い る。

（13） サ バ イバ ル キ ャ ン プ 2005 で は ，立 教大学，埼
一kl大学，早稲田 大学等の 学生を 中心 に ，23名 の 参加

　があ っ た 。

（14） 開園当時 に 自治会長 を務め ，そ れ 以 来親交 の あ る A 氏 （60歳代），福祉農園 の 隣接地 で 造園業 を

　営み ，獅子舞の 名手 とい わ れ る S 氏 （70歳代） を 中心 に ，南部領辻 とそ の 周辺 地区 の 3名 の 方 に 話を

伺が っ た。

（15） 2005 年 12 月 25 日 に 行わ れ た 「見沼学研究会」 で の 学牛 ス タ ッ フ TS の 語 りか ら。

（16） 2005年 12月 25 日に 行わ れた 「見沼学研究会 」 で の 学牛 ス タ ッ フ TT の 語 りか ら。

（17） 2005年 10月 8 目に 行 っ た A 氏 の 聞取 りか ら 。

（18） 現在の 縦割 り行政 の 中で は ，都市緑地 が持つ 多元 的な 機能を どの よ うに 位 置づ ける の か ，明確 な 指

針 は 存在 し て い な い 。福祉農園に お い て も，見沼 田 圃公有地 化推進事業を 所管す る総合政策部土地水政

策課 の み が 窓 1」 で あ り，「遊休農 地 の 荒廃 を防 く
”
」 範囲 の 位置づ け に な っ て い る。今後，福祉農園の 果

たす多元 的機能を 分析 しな が ら，農業政策 環境政策，あ る い は 教育，福祉政策 の 中で の 位置づ け を 図

　る こ と が ，活動を 持続 可 能 な もの に す る た め の 重要 な 論点 に な っ て い る。
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      Becoming  Outsiders, Becoming  Old-Timers  :

A  Case Study  of  Situated Learning  in an  Urban  Agrieultural  Area

                           INOSE  Kohei

                   Minuma  School of  Wind  (Minukaze)

                         University of  Tokyo

           1'17'12 Motobuto,  Urawa-ku,  Saitama,  330-O052, JAPAN

   Environmental Sociologists have a  unique  tradition of  initiating their arguments  by
introducing knowledge of  sociology  and  related  studies  transversely, At  the same  time,

they use  data from empirical  field studies  to support  and  confirm  these hypotheses. To-

day, some  researchers  are  trying to update  Environmental Sociology by accepting  knowl-

edge  from other  areas  of  study,  On  the other  hand, Environmental  Sociologists base their

arguments  on,  and  create  their analytical  concepts  from, empirical  data gathered  from

their fieldwork.

   In  this paper, based on  my  field experience  in Minuma-Tanbo,  I will  examine  signifi-

cance  of  the outsider,  Yosomono,  concept  as  a  unique  framework of  Environrnental Soci-

ology.  I will  discuss the ideas of  theory of  practice  and  theory of  situated,  Iearning de-
rived  from  cultural  anthropology,  In the theory of  practice, 

`practice'

 is understood  in

terms ef  social  relations,  whilst  
`learning'

 in the theory of  situated  learning is under-

stood,  not  as  change  in individual ability,  but change  at  the social  and  cultural  level,

   From  this viewpoint,  I will  focus on  the Minuma-Tanbo  Welfare  Farm, in Saitama,

whose  activities  I help to manage.  I will  describe the interaction of  a  variety  of  human
actors,  inside and  outside  Minuma-Tanbo,  in relation  to land policy, and  explore,  as

"situated

 learning", the process  of  
"living

 position"  generated  through the agricultural  ac-

tivities of  the farm,

Kborwords ; Environmental  movement,  crgriculture,  outside4  situated  tearning, Land  poliay,

         Mireuma-7kenbo
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