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1 ，は じめ に

　防災 に 関す る研 修 方 法 の 一
っ と して ，災害 エ ス ノ グ ラ

フ ィ を 活 用 した 人 材育成手 法が 提 案 され ，内閣府 に よ り

作成 され た 「防災 に 関 す る標 準テ キ ス ト」 の 中で 紹 介 さ

れ，行政の 防災担当者 の研修 とし て 活用 され て い る
n ．

　本 手 法 は 「災害危 機 管理 に 関す る講 義 ・訓 練 ・演習の

体系」
21上 で は討論型図上 ha習 ‘，，

に 整理 され る と考 え ら

れ る．討 論型 図上 演 習 の 目的 の
一

っ と し て ，対応 型 図 上

演習
ω

に 進 め る た め の 能 力 を養 うこ とが あ げ られ るが，
・
方，対 応型 図 上 演習で は 難 し い ，災害危機管埋 計 画 や

マ ニ ュ ア ル の 作成 ・修正 に お い て さま ざま なケ
ー

ス を想

定 しつ つ 議論 す る よ うな もの も含 まれ る こ とが指 摘 され，
前述 の テ キス トの 中で も記 述され て い る．

　 しか し，災害 エ ス ノ グ ラ フ ィ を活 用 した研 修 で は，こ

の よ うな討論型図上 演習 と し て の 目的や そ の 効果は未だ

十分 に 検証 され て い る とは言 い 難 く，適 用事例 を重 ね る

こ とが 必 要で あ る と考え られ る，
　 本論 文 で は，討 論 型 図 上 演 習 と して 災害 エ ス ノ グラ フ

ィ の 効果に 期待す る とこ ろを整 理 す る と とも に，消防職

員 の 初 任 者研 修 に おい て 災害エ ス ノ グラ フ ィ を活用 した

事例 を紹介す る ．木 事例 で は，特 にイ メージ （想像） 力

の 向上 及 び 関係機関 との 連撈の 強化 を 目的 と して お り，
研修 の 成 果 や ア ン ケート結果 か らその 効果 が確 認 され た ．

2 ．災害 エ ス ノ グラ フ ィ に 期待する効 果

〔a）災害エ ス ノ グラ フ ィ の 特徴

　林 ら （1997 ）
3）

は，災害 エ ス ノ グ ラ フ ィ とは，　 「災害対

応 プ ロ セ ス の うち，知識 と して 共 有化 し難 い
‘「
暗黙知

”

を体 系的 に整 理 し，災害 現 場 に 居 合 わせ な か っ た 人 々 が

災害とい う未知 の 文化を追体験 し，暗黙知 の 共 有化 が可

能 とな る形 に翻 訳 した もの 」 と定義 し，そ の 特 徴 を以下

の とお り整理 し て い る，

　　  　災 害現場 に 屠 合 わせ た 入 々 自身の 言 葉で 教 え て

　　　 もらう

　   災害現場 に 居合 わせ た人 々 の 視点 か ら災害像 を

　 　 　 描 く

　   　災 害 現場 の 人 々 の 体 験 を体 系 化 し，災 害 とい う

　　　 異文 化 を 明 らか に す る

　   災 害 とい う異 文化 を ， そ の 場 に 居 合わせ な か っ

　　　 た人 々 が 共有 で きる 形 に 翻訳 す る

　   　災害現 場に あ る暗黙知 （⇔ 形式知） を明 らか に

　 　 　 す る

　   傍観者 の 視点を捨 て る，無意識の うち に 侍っ 災

　　　 害に 関す る ス テ レ オ タイ プ を捨 て ，追 体験 す る

　こ れ らの 特徴か ら，テ キ ス トで は 災害エ ス ノ グ ラ フ ィ

を 防災担当者 の 研 修 に 活用 す る だ け で は な く，実 体験 の

少な い 防災行 政 に お け る地域防災計画 の 修正 や マ ニ ュ ア

ル づ く り へ も活用で きる と提案 して い る．

　こ の 提案の 背景 に は，災害エ ス ノ グ ラ フ ィ の 効果 と し

て，災害の 特殊 性 を理 解 し ， 状 況 を判 断 す る能 力 が 習 得

で き る と され て い る こ と が あ る が，そ の 根底 に あ る の は ，
災害 エ ス ノ グ ラ ブ イ の ス ト

ー
リ
ー
性 に あ る と考 え られ る．

（2〕知 識を行 動 に結びつ ける過程

　 知 識 を行 動 に 結 び つ け て い くた め に は，　 「ま な ぶ 」

「ならう」　 「た めす」 の 3っ の 過程を繰 り返す こ とに よ り

効 果 が発 揮 され る （図 1参 照 ）．

躰 ：つ い たか ど

うか を濃か藤 る．

福》趨鸚漸
　 leEen

　　　　　　　　触i＿ ．

禽轟 ◎

ゼ誓薊鹸罐 薔渺r
に衰纏 して 練蟹す 後，

図1　研修 ・訓 練 の基 本モ デル
4，
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　災害対応に お い て は ，実際の 大災害を経験す る機会は

少 な く，ま た ケース バ イ ケース で対 応 が 異 な る こ とか ら

も こ の 3つ の 過 程 を繰 り 返 す こ とが 重 要 で あ る ，特 に，
「な ら う」 の 過 程 にお い て は何 を反 復 す るか が 重 要 で あ

り，災害 エ ス ノ グ ラ フ ィ の ス トーリー性 が 重 要 な キ
ー

ワ

ー
ドとなる．

（3）災害時の 行勤 と演習

　 災 害 時 の 行 動 を整 理 し た もの と し て ，田 中 に よ り避難

行動の プ ロ セ ス が 示 されて い る
i）

（図2参照）．

tt
’”鹽

1ア気憂 荐莇撚 あ評価

鹽随
、

図 2 避難 行 動 の プ ロ セス
5）

　 こ の プ ロ セ ス は 自然 現象 の 変化が 社 会 に何 らか の イ ン

パ ク トを与 え る と き，人は 「認知 」 と 「比較」 と い う二

つ の 段 階を経 て 行 動 に 移 す とい うもの で あ る，ま た こ の

プ ロ セ ス は 住 民 の 避 難行 動 を 前 提 と し て 検討 され て い る

が ，単 に避 難行動だ け に当て は め られ る もの で は なく，
広 く災害 時の 行 動 全般 に 当 て はま る と考え られ る．さ ら

に，木来組織的な行動をする行政や 消防組 織な どで は，
さま ざまな マ ニ ュ ア ル や 計画 に よ り事 前 に判 断基 準 が 決

め られ て い る こ とか ら 「認 知」 とい う段 階 は比較 的容 易

に ク リア され る は ず で あ る が，大 規模 ・広 域 災害に お い

て地 城 の 孤 立 が多 数 発 生 す る よ うな 場合 に は，情報 が 少

な く，組織的 な対応 が 十 分に は 機 能 せ ず，お そ ら く同 様

の 行 動 プ ロ セ ス を踏む もの と想定 され る．
　 さ らに 田 中 に よ る と，こ の プ ロ セ ス に お け るそれ ぞれ

の 段 階にお い て 問題点が 指摘され て い る （図3参照），

図3　行動プロ セ ス の問題点
5〕

　そ もそ も 自然現 象 は 連続的に 変化 す る も の で あ るか ら

異常覚知 が 困難 で あ る．ま た ， 与 え られ る情報 は 単な る

数値情報に す ぎな い た め に ，判断す る た め の 比 較 基準 が

事象や 地域 や状況 に よ っ て 全 く異な っ て い る．迷 っ て い

る と行動で き な い か 時 間 が か か っ て し ま う．そ して ，仮

に 行動 し よ う と した と し て も，生 命が 大 事 か 家財 が 大 事

か とい っ た相 反す る よ うな選 択 を迫 られ る場 合が 考 え ら

れ る とい うの で ある ．

　 こ の 行 動 プ ロ セ ス に お い て問 題 と され る事 項 を解決 し

て い くた め に 災害時 に 求 め られ る 能力 と して，ま ず 判 断

力，行動力 が 考 え られ る．こ れ らの 能 力 につ い て は判 断

の 前 提 とな る 基 準 や 行動 の マ ニ ュア ル が 明 らか に され ，
また それ が 訓 練等に よ り反 復 され て い る場 合に，よ り力

を発揮す る と考 え られ る．また，組 織 内 で 個 々 の 目標 と

す る と こ ろ に 若干 の 相違 が あっ た場合 に は 組織が
一

体 と

し て 行動 す るた め の 調 整 力 が 必要 とな る．さ らに，そ も

そ も今後 の 展 開を想 定す る こ とが 判断 や 行動の 正 確 さ ・

迅 速 さにっ な が る と考 え られ るが 、 そ の た め には想 像力

が 必 要 とな る．これ らの 能力を 向上 す るた め に 身に つ け

るべ き基 礎 的 な要 素 とそ れ らを習得す る手 段 を簡潔 に整

理 し ま と め た もの が表 1 で あ る．

表1　 行動 プ ロセ ス の 問 題 と解 決す る能力

課題 比較基 準

が ない

行 動がで

きない

目標 が併

存 ・競合

異 常覚知

が困 難

求め られ

る能力

判断力 行動力 調 整力 想像力

要素 データ パ タ
ー

ン コミュオーショソ スト
ー1一

予段 講 義 訓練 場 演 習

　実 際の 災害時 に は い ろい ろ な能 力 を複 雑 に 発 揮 し て 対

応す る こ とに なるが ，こ の 表 で は，災害時の 行動プ ロ セ

ス か ら抽 出 され る問 題 の 一
つ として 異 常 覚 知 の 困 難 性 が

指摘 され て い る 中で ，そ の 問題 を解決 す るた め に は想 像

力の 向 E，ス トーリ
ー性 を もっ た 演習 の 実施が 必 要 で あ

る こ とを 示 した．また，想像 h が判 断 力，行動 力，調 整

力 と並 ん で 災 害 時 に 必 要 な能 力 と し て 認 識 し，そ の 能 力

を身 に っ け る た め に ス ト
ー

リ
ー

性 を も っ た 演習 の 実施が

必要 で あ る と考 える もの で ある．

　以 上 の こ とか ら ， 消 防職 員 へ の 研 修 に お い て も ， 災害

対 応 の ス ト
ー

リ
ー性 を 習得 す る た め の 研 修 が 必 要 で あ る

と考 え，災害エ ス ノ グ ラフ ィ の 活 用 を試行す る こ と に し

た も の で ある．

3 ．災害 エ ス ノ グラ フ ィ を活用 した こ れ ま で の 取

　　 り組 み

　 こ れ ま で の 研 修 に お い て，災 害 エ ス ノ グ ラフ ィ が 活 用

された事例を その 手法 に よ り整理 する と，表 2の とお りで

あ る，

　　　　表2　災害エ ス ノ グラフ ィ の 活用事例

た だ し ，  か ら   は 「災 害に 関す る漂準 テ キ ス ト」 を元 に

作 成 し，  か ら  は 筆者に よる事例 を整理 した もの で ある．
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　現状 で は，災害 エ ス ノ グ ラ フ ィ だ け で 研 修を構 成 す る

機会が 少 ない ，また，集団か つ 講義中心 の 研修形態の 中

で ，
一

人
一

人が 個 別 に 話 を読 む 時 間 を設 け，それ を研 修

会場全体に 浸透 させ る こ と が難 し い ．その た め，  研修

の 対 象 とな る人 と  使 用す る 災害 エ ス ノ グ ラ フ ィ と  研

修 に よ り求 め られ る成果をマ ッ チ ン グす る こ とが課題 の

一
っ で ある と考 え て い る．

4 ，消防職員へ の適用事例

（1）実施概要

　当 該研 修 は 和歌 山 県消 防 学 校 が実 施 す る消防職 員 の 初

任科 研 修の
一

環 で あ り，経験は少 ない が，4 月 に任用 さ

れて か ら度重なる 研 修 ・訓 練を受 けて い る．そ の 中で，
筆者 らは県 の 水防担当課 と し て 水防 に 関する研修 を受け

持 っ て い る，し た が っ て ，災害エ ス ノ グラ フ ィ も水 害 に

関 す る もの を使 用 し、水 防活動 に 関 連 し た 災害対応 を 習

得す るよ うな カ リキ ュ ラム と した，
　研 修の 実施概要 は 以 ドの とお りで あ る．

　   実 施 目 ： 平成 20年 8月 19日 （火）

　   　実施場所 ：和 歌山県消防学校教室

　   参 加 者 ：18〜27歳の 48名
　   　斑 構成 ： 1現 5〜6人 × 8班
　   　時 間構 成 ：

　　　 9：20〜10：10 講義 「水防 の 基礎知 識」

　　　 10：20〜11 ：10　演習1 「災害工〃 グラフィを 読む 」

　　　 11：20〜12：10　演習2 「効果的 な災 害対 応」

（2〕災害 エ ス ノグラ フ ィ の活用

　当該研 修 に お い て t 災害 エ ス ノ グ ラ フ ィ を活 用す る に

あた り， 以 下 の とお り5つ の フ レ ーム に 分けて 研 修を進 め

た （図4参照 ）
’
．

　   　災害の 対 象地の 地勢の概要 を紹介する

　　　　 災害 エ ス ノ グ ラ フ ィ の 対 象 と した 場 所 を 自 ら

　　　 の 活動 の 場 と し て と らえ て も ら うた め に，ま ず，

　　　 対象 地 で あ るA 市 と B 川 の 地 勢の 概要 を 紹介 し

　　　 た．あ らか じめ 地 勢の 概 要 を知 る こ とで，そ の

　　　 後 の 災害 エ ス ノ グ ラ フ ィ を よ り具 体 的 に 読 み 込

　　　 む こ と が で き る の と，白分 の 本来 の 活 動 の 場

　　　　（出身地） と比 較 して 感 じ取 る こ とが で き る と

　　　 考 え た．こ の フ レ ーム は 1 限 目の 講義の 最後 に

　　　 災害エ ス ノ グラ フ ィ の 紹介 と ともに 行 っ た，

　   消 防職 員 と して 何 をす るか を考え る

　　　　 次 に，消防職員 と し て ，災害発 生 時 に どの よ

　 　 　 うな行 動 を と るべ きか を 考 え る，当該 研 修 で は

95

 

 

 

平 成 16年 台風 23 号 に よる水 害を 例 に，災 害の 状

況 の 変化を情報 と し て 知 り得 た場合 に どの よ う

に行 動 を起 こ す か，を ア ン ケ
ー

ト形 式 で 答 え て

も らっ た．こ れ は 現状 の 知 識 の 中で ，研修生 ら

が マ ニ ュ ア ル 等 を どの 程 度 認 識 し て い る か を把

握す る こ と に な るが ，一方 で ， 研 修 生 が災害 エ

ス ノ グ ラ フ ィ を 読む 前段 と し て 災害 の 程 度 を認

識 して も ら う意 味 が あ る．この フ レ ーム は2限 目

の 演習1の 冒頭 に 行っ た （所要 時 間15分），
災害 エ ス ノ グ ラフ ィ を読む

　 3つ 目の フ レ ーム は 災害エ ス ノ グ ラ フ ィ を し っ

か り と読 む こ とで ，演 習 1の 主 た る課 題 に あ た る

（所要時間20分）．
　 今 回使 用 し た 災 害 エ ス ノ グ ラ ブ イ は 富 士 常 葉

人学災害エ ス ノ グ ラ フ ィ 研究チー
ム が 作成 し た

もの の
で，平 成 16年 台風 23号 に よる水害 時 に 消 防

団員で あっ た 3人の 経験 を も とに，イ ン タ ビ ュ
ー

の 内容 を 要約 し，次 の 見 出 し を 付 け て 整 理 し た

もの で あ る．
　　  　地 域の 特徴

　　  　平成 16年7月新潟 ・福 井豪雨 災害 の 教訓

　　  　初動 ・警戒本部立 ち上 げ

　　  　堤 防決 壊 ま で

　　  　堤 防決壊 ・団員の 安全確保

　 　  　 翌 ロか らの 対 応 ・地 元 の 消 防団員 だ か ら

　 　 　 　こ そ

　 　  不十 分 な 装備 で の た た か い

　 　  息子 がい た らテ レ ビ 1台助 か っ た の に

　　  水 害の 経験を次に い か す ⊥ 夫

　今回 の 演習 で は参加す る人 数 が 多い こ と と，
演習時 間 の 都 合 に よ り，演 習 参加 の 第 1 班 か ら

第 4 班 に っ い て は 「水害発生 当 日 の 状況 」 に 関

す る内 容 と して 見出 しの   か ら  を ， 第 5 斑 か

ら第 8 班 に は 「水害発生翌 口 の 状祝 」 に 関す る

内 容 と し て 見 出 し の   と  か ら  を，そ れ ぞ れ

A4 （36字 × 35行 ） 5枚 に ま とめ教 材 と した．ま た，
研 修 予法 は地域安全 学会人材育成 シ ス テ ム 構 築

の た め の 特別 委員会行政部会 の 成果を 活用 し，
読み な が ら 「初 め て 知 っ た事 実 」　 「や は りそ う

だ っ た か と感 じ た こ と 」　 「共 有すべ き智 恵 」 と

思 う とこ ろ に マ ーク し，それ らの 箇所 を も とに

グル
ープ討議 を し た （所要 時 間 10分），

災害 対応 の ポ イ ン トを抽出 し，発表す る

　  の フ レ ーム を さ らに 進 め，グ ル ープ 討議 を

行 う （所 要 時 間 15分），消防職員が 地元 消 防団

と連 携 し，効 果 的 な 災 害 対応 を し て い くた め の

ポイ ン トを グル
ープ ご とに3っ 抽H して も らい ，

それ を各班 持 ち時 間3分 で 発表 して も ら っ た （所

要時間2吩 ） ，現場 の 第
一線 で 活 動 す る 消 防職

員 に と っ て 消 防団 との 連携 は あ り そ うで な か な

か な い ．と もす れ ば 上 下 関係 に もな りが ち で あ

る が，消 防団 との 連擁の 重要 性 を 考え る よ い き

っ か け に な っ た．
　 ま た，人 前で 発 表す る とい うこ と も妍 修 の

・

つ で あ る とい え る．

講評及び 被害状況の 概要を紹介す る

　発 表 内容 の 講 評 を 行 う と と もに，被害状況 を

詳述す る こ とで ，被書の 状況 が 刻 々 と変化す る

途中の 過 程に お け る 「認 知 」 の 重 要 性 を再認 識

して も らっ た （所要時間10分），
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　当該研修で は，教室 で の 講義形式 を主 休 と した 研修ス

タイル で あ る こ と， また ， 水 防 とい う消 防職 員 に と っ て

は あ ま りな じみ ない 事柄 を 対 象 と して い る こ と か ら 「学

ぶ → な ら う→ た め す 」 の サ イ クル で言 え ば 「学ぶ → な ら

う」 の とこ ろ に 重 点 が置 かれ た，

．・Sff−qet“trS 施…・…． 

図4 災害エ ス ノ グラ フ ィ を活用 した研修の 進め方

（3）「あな たな ら どう します か ？」

　 災害エ ス ノ グ ラ フ ィ を 活 用 し た 研 修に 先 、

°
’：ち，研 修参

加 者 が 客観 的 な事 象 の 変 化 と とも に どの よ うに感 じ、ど

の よ うな行動 を とろ うとするか ，をア ン ケ
ートに 回答 し

て も ら う形 式 で 検証 した，研修生 には 先に対象地 の 地勢

の 概要を説明 し，理 解を 助けた．事 象 と して は平 成 16年

台風 23号 に よ る水 害 時 の 気象情報 や
一
般市民 か ら の 情報

の うち，台風接近 が 想定 され る こ ろか ら ， 水 害発 生 の 当

日に河 川 （B 川 ） が 警戒 水位 を 越 え る ま で の 期 間 で 以 ド

の 10個の 事 象 を選 び，ス ラ イ ドで 時 系列 に提 示 しなが ら

ア ン ケートに 答 えて も ら っ た ，

  　平 成 16年 10月 13H9 時 台風 23号 マ リア ナ 諸 島近 海

　　で 発 生

  　平成 16年10月 18 日9時超 大 型 で 強い 勢 力 とな っ て

　　沖縄の 南海上 を北上

  　平成 16年 10 月19 日 沖縄本 島か ら奄 美諸島沿い に

　　進 行

  　平 成16tFIO 月20ロ正 午 ご ろA 市で 雨足 が 強ま り，
　　時 間20mm程 度 の 降雨

  　平 成16年10月 20日13時ご ろ高知 県土佐清水 市付

　 　近 に 1：陸

  　平成16年10月 20日 13時 山間部 で 時 間20  を越 え

　 　 る降 雨

  　平成且6年10月 20日L4時 ご ろ住 民 か ら電 話 「側溝

　 　か ら水 が あふ れ て い る 」

  平 成 16A・10H20HM 時3U 分 ご ろ6時間後 に警戒

　　 （氾濫注 意）水 位を 超 える と予測

  　平 成 16年 10月 20H15 時 ごろ 時間3（  m 程度 の 降雨

　　が さ ら に継続す る十k　r・

  　平成16年 10 月20 日 17時ご ろ警戒 （氾濫注意）水

　　位 を超 え る

また，回答 は次 の 4つ の 選択 肢 か ら選 ん で も ら っ た．

　A ：00 へ 出 発

　 B ：00 へ連 絡

　C ：OO を 実施

　D ：そ の 他

A は 現場への 出動 を，B は 他 の 組 織 との 情報 共 有 を，

C は 署内に お け る準備の 開始を意味す る もの で あ り，D

の そ の 他 は A か ら C に 該 当 しない 行 動 を想 定 した 場合や

特 に 行動を 起 こ さ な い 場合 あ る い は 何 も思 い っ か な い 場

合な どで あ る．回 答欄の 主 旨 につ い て は事前 に説 明 した

が，回 答 に 具体 的 名称 を 書 か な い こ と で，回 答 者 そ れ ぞ

れ の 活動場所 の 違い 等 をふ ま え，想像力 を助長 し よ う と

考 え た．回答 の 結果 は表 3の とお りで あ る，

表 3　各事 象 に対 し研修 者が 想 像 した行 動

事象 A B C D

  0 0 0 48

  0 2 8 38

  1 3 10 34

  2 8 19 19

  5 15 21 7

  5 16 21 7

  25 12 10 2

  12 11 21 4

  15 5 24 5

  13 6 27 2

※ こ の 結果に は 一部重複 し た 回 答が 含ま れ ます。

　雨 足 が 強 ま っ た 段 階 （事 象   ） で 何 か しな けれ ばい け

ない とい う意思が 働き，台風が 上陸 した （事象  ） とい

うこ とで さ らに 危 機感 が 高 ま っ て い る こ と が 伺 え る，住

民か ら の 被害 の 通報 （事 象  ）に よっ て 現場へ出動す る

とい う意 思 が 働 くの は わ か るが ，一
方で 水位 や雨 量 の 情

報 に 対 し て は 何 をすべ き か明確で ない よ うで あ る，特に

事 象   ， 事象  に お い て 連絡 に対 す る 意識 が 低 い こ と も

課題 の
一

っ で あ る とい え る．

（4 ｝消防団に伝 え るべ き 3 つ の ポイ ン ト

　当該研修 で 使 用 し た の は，消 防団の 人 が水 害 発生 時 に

水 防 活 動 を した 経験 を 元 に 作 成 した 災害エ ス ノ グ ラ フ ィ

で あ る，研 修 生 そ れ ぞれ が 災害エ ス ノ グ ラフ ィ を読み な

が ら，　 「初 めて 知 っ た事 実 」　「や は りそ うだ っ た か と感

じた こ とj　 「共 有す べ き智恵」 と して マ
ー

ク した と こ ろ

を元 に 班 内 で 討 議 し，研 修 の 成 果 と して ，　 「消 防 団 に伝

え るべ き3つ の ポイ ン ト」 とし て，班内 で 取 りま とめた．
そ の 結果 は 以 ドの とお りで あ る，

　 〔第1班〕

　 　 ・無 茶す る な

　 　 ・過 去 の 教 訓 を活 かせ

　　 ・80％の 家庭 に 防 災行 政無 線

　 〔第2班 〕

　　 ・独自の 行動

　　 ・80％ 防災行政無線　〜防災意識が 高い

　　 ・団員の 安全確保

　 〔第3班 〕

　　 ・電源 の 確 保 　〜ラ イ フ ライ ン の 確保 が で きな くて

　　　被災情報 等が 遅 れ て，結果的 に 被災者 が 増加 す る

　 　 　恐 れ が あ るか ら

　　 ・市民情報
・二 次 災害

〔第4班〕
・ライ フ ライ ン の 重要 性　〜正 確な情報発 信
・情報伝達 の 仕方 　〜防災無線 で の や り と り，パ ニ

　 ッ クを起 こ させ ない

・防災意識 を高 め る重 要性
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　 〔第5班 〕

　　
・
危機管理 の 低 さ　〜二 次災害 の 予想，被害が 出 る

　　　前の 対策

　　
・消防 団員 の 組織 体 制 　

〜交代 制 が とれ ない

　　 ・団 員に も広 報係が 必 要

　 〔第6班〕

　　 ・地域 と密 着が 大 事　〜そ の 地 域 の 地 形 とか が 把 握

　　　 して い れ ば災 害時に役 立 っ

　　 ・事前 準 備　〜い ざ災害が 起 きた とき に 速や か に 対

　　　応で き る （ウ ェ ッ トス
ー

ツ な ど）

　　 ・人命第
一

　〜家具 とか よ り も命が あれ ば 後々 何 で

　　　もで きる

　 〔第7班〕

　 　 ・自衛 隊 の サ ポ
ー

ト　 〜団 員 は 地 元 の 人 な の で，地

　　　形な どの 特徴 を よ く知 っ て い る．団員 か ら自衛隊

　　　に活 動 的 に 伝 え る こ とで ，よ り効 率 的に 活 動 で き

　 　 　 る

　　 ・休 憩 を と る　〜頑 張 り す ぎ た ら体が もた な い の で，
　　　交代 しな が ら働 くか，適 宜休 憇 を とる

　　 ・正 義感に か られ て 危 険 な と こ ろ に 突っ 込 む の は や

　　　め る　〜消 防士 や 自衛隊な どの プ ロ に 任 せ て ，そ

　　　の サ ボートに 徹す る

　 〔第8班 〕

　　 ・地形，地 理 の 把握

　　 ・日々 の 訓練 に よる指揮 や知 識 や 技術 の 向 1．

　　 ・通信設備 に よ る情報の 共有　〜ア マ チ ュ ア 無 線 な

　 　 　 ど，あ る もの を活 用

　各 班で 取 りま とめた 結 果 を概 観 す る と ， 第 1班 か ら第4

班 は4班 中3班 が 防災 行政 無線に 言 及 す る と と も に，残 る 1

班 につ い て は被災情報 の 送れ を懸 念 し て 電源 の確保を指

摘 して い る こ とか ら 「情 報 」 を重 視 して い る こ とが わか

る，一
方，第5班 か ら第8班は 消防団の 業務や 組織体制、

あ る い は 地 形 の 把握 とい っ た こ とが 指 摘 され て お り
，

「体制の あ り方亅 に 重点を置い て い る こ とがわ か る．こ

の こ とは ，前 者 にっ い て は 初動 対 応 に お け る 反 省，後 者

に っ い て は 組織的体制 が整 っ て か らの 対 応 に 対す る反 省

をそ れ ぞれ 的確 に抽出 した結果 で あ る と考 え られ る．

｛5）討議結果か ら読み とれ る効果

　今 回 は 災害 エ ス ノ グ ラ フ ィ を グ ル
ー

プ 討議の 形 式 で 読

み こな そ うと した．そ こ で ， 討 議 結 果 か ら読 み とれ る効

果 にっ い て 取 り ま と め た ．災害エ ス ノ グ ラ フ ィ を活 用す

る ポイ ン トは 下記の 3つ で あ る，
　  災害エ ス ノ グ ラフ ィ が 「学ぶ→な ら う→ た めす 」

　　　の サ イ クル の
一

翼 を担 うこ とが で き るか

　  災害エ ス ノ グ ラ フ ィ を活 用 し た 演 習 がそれ 自体 で

　 　 　想 像 力 を高 め る効 果 が ある か

　  　直接 の 所属で な い 組織 に 関す る災 害エ ス ノ グラ フ

　　　ィ を読ませ る こ とに よ り効果が発現するか

　一
つ 臼に つ い て は ， 自分た ち の 組 織 体制 の 改 善 に役 立

つ ポ イ ン トが 抽 出 で きて い る か とい うこ とで評 価 され る．

今回 の 研 修 で は 「学 ぶ → な ら う」 の とこ ろ で研 修 を実施

した た め に サ イ ク ル と して の 評 価 は で きな い が ，　 「事 前

準備 」　「目々 の 訓練 亅　「通 信設備 に よ る清報 の 共 有亅 な

ど机 L の 言1・画 や 精神論的 な も の だ けで な く 具体 的 に 訓練

の 必 要 性 に つ な が る点 を抽出 し て い る．また，演習の 冒

頭の ア ン ケートで は 十 分認識 で き て い な か っ た 情報 共 有

の 課 題 につ い て も演習 の 成果 と し て 認識で きて い るこ と

は評価で きる，
　 二 つ 目に っ い て は，被災状況 を想定 し，活動 に活 かす

こ とが で きて い る か とい うこ とで 評価され る。消防団 員

に 対 して 「人 命第
一

」　 「休憩 を と る」 とい っ た 点 を抽出

し て い る の は 災害対 応時の 消防団 の 活 動 の 大変 さ を読み

と っ た 結 果 で あ る，　 「防災意 識 を高 め る重 要性 」 を指 摘

した こ と は 災 害エ ス ノ グラ フ ィ か ら 総括的 に 災害像 を 描

い た 結果で あ る と考え られ る．

　三 っ 目に っ い て は ，自組 織 と他組 織 と の 関係 が 把 握で

きて い るか とい うこ とで 評仙され る．今回 で は消 防職員

に 対 し て 消 防 団 の 災 害 エ ス ノ グ ラ フ ィ を読 ん で も ら うこ

とで どの よ うな効果が で るか とい うこ とで あ るが ，　 「団

員の 安全確 保」　 「地域 と密 着が 大 事」　 「自衛隊 の サ ポー

ト」 とい っ た 点を抽出 し て い る と こ ろ に 他組織 との 連携

を考え る き っ か け を作 っ て お り ， 消 防職 員 と して ，今 後，
消 防団 と の 役 割分担 の あ り方 を考え る良い 機 会 とな っ た

もの と考 え られ る，

5 ．ア ン ケ
ー

ト結果

（1〕講義 と演習の 効果

　研修 の 最後に ア ン ケートを行 っ た．講義 と演習の 効果

に 関す るア ン ケ
ー

トの 質 問 項 目 と回答内容は 表4，5の と

お りで あ る．
　　　　　 表4　講義に 対する ア ン ケート

（1 ）講義内容は

己） 理 解で きた 7

b） まあ ま あ理 解で き た 37

c） あま り理 解で きな か っ た 2
d） 理解 で きな か っ た 0

（2 ）水防計画 書 に関す るスライドの 内容は

a ） 理 解で きた 6

b） ま あ ま あ理 解で きた 38

c＞ あま り理 解で きなか っ た 2

d） 理解 で きな か っ た 0

（3 ）災害エスノグ ラフィに 関す る スヲイドの 内 容 は

a） 理解 で きた 10
b） ま あ ま あ理解 で き た 28

c ＞ あま り理 解 で きなか っ た 6

d） 理解 で きなか っ た 0

表5 演習 に対するア ン ケ
ー

ト

（1）災害時 の 状況 に つ い て ，イ メ
ージ （想

　 像 ） は で きま したか

a） で き た 12

b） ま あ ま あで きた 26

c ） あま りで き なか っ た 8

d） で き なか っ た 1

（2 ）災 害時 に す る べ き活動 に つ い て，イ メ

　 ージ 〔想 像 ） で きま したか

a ） で き た 12

b） ま あ ま あで きた 2ア

c ） あま りで きなか っ た 8

d） で き なか っ た 0

（3 ） あな た 自身の 災 害時の 活 動 に役 に 立 ち

　 ま し たか

a ） 役 に 立 っ た 22

b） まあ ま あ役 に立 っ た 22

の あま り役 に立た な か っ た 3
d） 役 に 電 たな か っ た 0
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　講義や水 防計画 書の 説 明 に対 し 「あ ま り理 解で きなか

っ た 」 と い う人 が 2人 （4．3％）で あ っ た の に 比 し て，災

害 エ ス ノ グ ラ フ ィ で イ メ
ージ で きた か とい う質問に 対 し

「あま りで き なか っ た」 と答 えた 人 が8人 （17，0％） と大

幅 に 増加 し て い る とこ ろ は 閊 題 が あ る．こ れ は ，災害エ

ス ノ グ ラ フ ィ の 手 法が従来型の 研修に 比 べ て な じみ が薄

く理解 され て い な い た め で あ る と考 え られ る．
　
一

方で，災害時の 活 動 に 役に 立 っ か とい う質問に 対 し

て は，44人 （93．6％） の 人 が 「役 に立 っ た 1 ，　 「ま あま

あ役に 立 っ た 」 と回答 し て お り，本手 法に よる 効果が期

待 で き る結果 とな っ た，

（2）見直す べ き と感 じた こ と

　演習 を終 え、演習 の 冒頭で 実施 した 「あ なた な ら ど う

します か ？亅 とい う冏い （第 4 章第 3 項 参照 ） に対 し，

特 に 見直す べ き と感 じ た こ と に つ い て ，自由 に記 入 して

も ら っ た．そ の 全記載事項 は表6の とお りで あ る，

　 災害エ ス ノ グ ラ フ ィ 研 修 の 前 の 回 答で は 「OO へ 連 絡

す る」 とい う項 目 を選 択 し た人 は少なか っ た が ，1〜4班
で は 「も っ と 防災 無 線 を活 用 す べ き」 とか 「連絡 網 の 構

築1 な ど，5〜8班 で も 「消 防団 と緊密に連絡」 とか 1情

報 の 共 有」 な ど と改 めて 情報伝達の 重要樵 を認識 した よ

うで あ る，また，具体的な表現で はない が，　 「〒・い 目に

行動 」 とい うこ とを感 じて くれ た こ とは研 修 の 効 果が あ

っ た と言 え る．

表6　 「あなた な らど う しま す か ？ 」 とい う問 い

　　 に対 し特に 見直すべ きと感 じたこ と

こ ろ，災害 エ ス ノ グ ラ フ ィ に か か る意見 を抽出 した （表7

参 照 ）．

　当 該研 修で は ，消 防職員に 対 し，消 防団 の 災害エ ス ノ

グ ラ フ ィ を読 ん で も ら うこ とで， 「現 場 を意 識 して 学 習

が で き た亅 とか 「消 防 団 員の 活動 内容 を知 る こ と が で き

た 」 とか 「 （消 防団員 に 対 し）消防吏員 と して や っ て あ

げ な けれ ばな らな い こ とが わ か り ま した］ な ど，現 場 で

と もに 活動す る相手 の 体制や動 き を知 る こ とが で き，そ

の こ とが 自 らの 動 き に もプ ラス に な るで あ ろ うこ とが感

想の 中に 読み とれ た．

　　　　　　 表7　研修全般の 感想

　　（災 害 エ ス ノ グラ フ ィ に 関 す る もの を抽 出）

（1〜4班 ）
・パ トロ

ー
ル を もっ とし，あらゆ る 傭報を共 有すべ き

・災害 に対す る意識 を も っ と強 め る こ と

・もっ と 防災無線 を活 用す べ き だ と感 じた

・もっ と災害 が発 生 した時 の イ メージを持 つ 事 が大 切

だ と感 じた （客観視 しない ）

・危険だ と感 じれ ば少 し で も 早 くそ れ に 対応 す る必 要

が ある と思 い ます
・早 め に 行動 を とる こ とが大 切

・よ くわ か り ませ ん で した

・災害対 応 の 実施 も大事 で ある が，やは り連絡網 の 構

築 も行 っ て い か なけれ ば な らな い と感 じ ま した

・口頃か らの 対 策 が必要

（5〜8班 ）
・分 団 の 組織 管理 が で き て い な い

・体験す る前後で 考 えが変 わ る と思 っ た

・災害 が 起 こ る と 自分の 家 を 放っ て お か な くて は い け

ない の で ， 台風 が 来 るか も知 れ ない とい う状涜 で 家の

こ と をす る よ う，〒・め 早 め に 行動 しな けれ ばい け ない

と感 じま した

・ま だ ，消防 人 と し て ，現 場 で 活 動 した 事 が な い の

で，あ ま り実感 で きませ ん で し たけれ ど，今後色 々 な

経験を通 じ て 身 に っ けて い きた い と思い ま した

・消 防団 と消防署は 災害が 起 こ っ た場合，起 こ る前 に

も緊密 に連絡 を取 り合 うこ とが 大事 だ と思い ます

・情報 の 共 有

〔3）全 般 の 感 想

　最後に 研修全 般 に 関する感 想 と して ，　 「災害対応 に対

して ， 今回 の 研 修 で気 づ い た こ と，今後受 けた い 研 修な

ど」 とい う問い に対 し て 自由 に意見を書 い て も らっ た と

6 ．考察

　近年 にお い て 大 き な 災害 の 中 に身 を置い た経 験 の な い

我 々 に と っ て，経験 を 有す る もの か らそ の 文 化 （人 の 営

み ） を 体得 して い くた め に は，災 害 エ ス ノ グラ フ ィ を分

析 し，災害 対 応 へ 活 か し て い く手 法 を確 立 して い か な け

れ ば い けない ，

　災害エ ス ノ グ ラ プ ィ の 活 用 方法 の
一

っ と し て
， 災 害 対

応マ ニ ュ ア ル 修
’
正 に 活用す る 事例が 提示 され て い るが，

十分 とは言い 難い ，

　本 研 究で は災 害エ ス ノ グ ラ フ ィ を 水防に 関す る座 学研

修 の
一部 と して 利 用 した．短 時 間 で あ る上，消 防職員を

対 象 と し て い る に もか か わ らず，使用 する 災害 エ ス ノ グ

ラ フ ィ が 消防 団 員の もの で あ り，一
見 ミス マ ッ チ ン グ と

も思 える 巾 で そ の 効果 に つ い て 検 討 を行 っ た．そ の 結 果，
研 修の 成果 と して も，ま た ，受講生 の 感想 の 中で も効果

の あ る 手 法 と して 評 仙 され た．
　 こ の こ とか ら，災害エ ス ノ グ ラフ ィ が 災害時の 行動プ

ロ セ ス に お ける 「認 知 」 の 能 力を高 め るた め に 必 要 な想

像力 を向上す る こ とに 効果が ある こ とが 示 された もの で
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あ る，しか し，　 「だ れ （研 修 対象者の 職種）が，何 （ど

の よ うな人 の ヒ ア リン グ に基 づ く エ ス ノ グ ラ フ ィ か ） を

読 む こ とに よ っ て ，どの よ うな 効 果 が発 現 す る の か 亅 に

っ い て は，今後 さ らに 事例 を重ね，研修対 象 と ツ
ー

ル と

成 果 の マ ッ チ ン グ を検 討 し て い く と ともに，研 修 効 果 の

検証 を実施 し て い く必 要が ある．

補注

〔1） 討 論型 図 ヒ演 習 ：実 際 の 災害危 機発 生 時 に直 面す る時間的

　 　制約を設 けず，コ ーデ ィ ネーターの 下で 自由度 の 高い 議論

　 　を す る形 式 の 演 習．

（2） 対応型図上 演習 ：災害危機発生 時 に お け る情報 の ハ ン ドリ

　 　ン グ 能 力 と処 理 能 力 を 高め る た め に ，実際 に 災害危機 が 発

　 　生 し た場合 と ほ ぼ 同じ 状況 を付与 し，それ に 蝉応 する 演習
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