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　　 　　　 　　　 　　　 　　　　【要約】

　近年 、
ボ ラ ン テ ィ ア 活動が 国際的に も国内的に も注 目され て い る が 、 こ れ

は 近代以 降の 人間の 歴史の 展 開の あ り方 と深 く関わ っ て い る とい え る 。 また 、

ボ ラ ン テ ィ ア 活動 の 展開 は人間 の 生の 根源的な あ り方を問 い 直す もの で ある

と と もに 、 新 しい 時代 に 向け た 新 し い 人間 ど う しの 関係 を創造 す る もの で あ

る。 本稿 は こ の 視点か ら、
ボ ラ ン テ ィ ア 活動の 歴 史的な 見通 しとそ の 現代 的

意義 、
ボ ラ ン テ ィ ア 活動を め ぐる さ まざ ま な諸課題 、 すなわ ち 、 動機 、 課題

の 共有を め ぐる 問題 、 人間の 活動 の あ り方や 臼発性 を め ぐる問題 、 社会的 な

分業の 再編 をめ ぐる 問題 、 有用性 な ど を整理 し
、

ボ ラ ン テ ィ ア 活動 と特 に 関

わ りの 深い 地域社会で の 教育活動 、
コ ミ ュ

ニ テ ィ 教育 との 関連性を試論的 に

論 じた 。

【キ ー ワー ド】

ボ ラ ン テ ィ ア
、

コ ミ ュ ＝ テ ィ 教育、 社会的分業 、 現 代社会

1 ． は じめ に

　前世紀 の 最後 の 10 年間は 、 目本の 社会 に と っ て 、
エ ポ ッ クメ ー キ ン グ な

時 で あ っ た 。 そ れ は 、
こ の 時期 に 、 人々 の 生活文化 、 価 値 規範 が あ る部分で

大 き く変化 し
、 「ボ ラ ン テ ィ ア 」 と い うこ とばが 文字通 り市民権を獲得 した

か らで あ る 。 1989 年 の 東西 ドイ ッ の 壁の 崩壊 、
ソ ビ エ ト連邦 の 消滅 は、 そ

れ ま で の 世 界の 政治的 な対 立構造 を大 き く変容 させ 、 日本で もい わ ゆ る 55

年体制の 終焉 と受 け止 め られ た 。 そ れ に 続 く 90 年代 は バ ブ ル 景気 の 行 き詰

ま り とそ の 崩壊 に 始 ま り、 大手 の 証券会社や 金融機関の 整理 な どが起 こ り、

「失 わ れ た IO 年」 と い われ る ほ ど の 経済 の 停滞を もた ら した とされ て い る 。

また 、 経済の グ ロ ー バ ル 化 と い う 「外圧 」の なかで 、 市場 原理 の 導入 を機軸
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と した
、

い わ ゆ る新保守主義的な 「社会改革」が 進行 して い っ た時代で もあ っ

た 。

　 こ の よ う な 時代状況 の 変化 の な か で
、 日本の 経済 の 産業構造の 変化 とそ れ

に伴 う 、
い わ ゆ る 「非物質的労働」 に 従事す る人 の 増大 、 大量 消費社会の 進

展 、 地域社会の 変貌 な どが 引 き起 こ さ れ た
。

そ れ と同時に
、 個 々 人の 生活文

化 、 価値規範の 変化 も大 き く、 特 に従来か ら指摘 され て きた 、 個々 人の 社会

の 対す る関 わ り方や 役割意 識 な どの 変化 も さ らに 顕著 とな り 、 「プ ラ イ バ タ

イ ゼ ー シ ョ ン
tv
」 （私事化） 的な個 々 人の 生 活規範が さ らに 増大 して い っ た

と い え る 。

　 しか し、 人間が どの よ うに して 社会 を構成 し生活 して い くの か
、 あ る い は

人間が社会的諸 関係 の 総体 と して 、 歴史的 、 文化的 、 社会的媒介の な か で 生

きて い くと い う人間 の 根源 的 なあ り方 まで 変容 して しま っ た わ けで は な い だ

ろ う 。 む し ろ 、 経済 の グ ロ
ー バ ル 化 を は じめ とす る 国際的な分業の 進化は

、

却 っ て 世界中の 人 々 の 相互依存の 関係 を深 め て きた こ と は 間違 い の な い と こ

ろ で あ る し、 情報社会の 進 展 、 交通手段 の 発展 は 、 人々 の 「物質的な 」 つ な

が りを深め る こ とに な っ て い る は ずで あ る 。

　中世か ら近代 に か けて 、 そ して ポ ス ト近 代 へ と い う人類 の 歩み は 、 結果 と

して み れ ば国 際社会の 資本主義化 と そ の 浸透 と して 現れ て きた
。 グ ロ ー バ ル

化 と は 、 文字 ど お りそ の 到達点 と な っ た 。 しか し、 そ れ が 人間の 本質 と もい

え る 「社会的諸力」 を十分 に 発展 させ 、 人間の 社会的 な実践的活動 を個 々 の

人々 の 手に十分に 実現 して きた の か とい う と 、 そ れ に 答え る た め に は 、 さ ら

に 十分 な検討 を必 要 とす るだ ろ う 。

　ボ ラ ン テ ィ ア 活動 とは
、

日本に お い て もそ して 国際的に み て も
、

こ う した

社会全体の 変化 、 と りわ け先進諸国の な か で の 変化の な か で 、 社会的諸力 を

発 展 させ て い くと い う人 間の 歴 史的 な実践的活動 の 新 たな展開 と して 、 位置

づ け られ 、 そ の 新た な 展開が 人間 の 新 しい 活動 の あ り方 と して 構想 さ れ る必

要が あ る だ ろ う。 本稿 は そ の 作 業 の た め の 予備 的考 察 と して 、人 間 の 実 践 的

な 活動と して ボ ラ ン テ ィ ア 活動の もっ 意味 を 素描す る こ と に す る
。

ま た 、 そ

れ に 関連 して 、 子 ど もの 成長 ・ 発達 と い う人間の 生存 と社会の 存続に と っ て 、

基本的活動 の ひ とっ と もい え る地域 コ ミ ュ ニ テ ィ で 日常 的に行 われ て い る教

育活動を取 り上 げ 、 そ こ で 展 開さ れ っ っ あ る ボ ラ ン テ ィ ア 活動 に つ い て 、 そ

の 可能性 を検討 して み た い
。 そ こ で まず 、 次節で は近 代以 降の 社会 の なかで

ボ ラ ン テ ィ ア 活動が どの よ うな意味を持っ よ うに な っ て い っ た の か を
、 今後

の 議論 の 展開の た め の ラ フ ・ス ケ ッ チ と して 描い て み る こ と に す る 。
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人間 の 実践的な 活動と して の ボ ラ ン テ ィ ア

2 ボラ ン テ ィ ア と近 代 以降の 社会

2 − 1 近代社会の 社会原理の 課題

　近代社会ない し近代資本主義社会の もっ 「社会性」や 「普遍性」の 意味を
、

人間の 実践的な活動 との 関連 で 徹底的な分析を行 っ た の は、 や は りカ ー ル ・

マ ル ク ス の 「資本論」 で あ ろ う。 彼は資本主義社会の 社会性、 普遍性 は 、 そ

こ で さま ざ まな使用価値を持つ 有用物が 「商品」 と い う価値形態を 纏 い 、 質

的な使用価 値の 差異 を捨象 さ れ 、 量 と して 比較可能 な 一 元的な 質を持 っ もの

に 還 元 され 、 す べ て の 他 の 「商品 1 との 交換が可能で あ る とい う形で 表現 さ

れ て い る と こ ろ に あ る と考え た。 む ろ ん 「商品」 の 存在 は 「もの 」が そ こ に

あ る通 りに あ る とい う もの で はな く、
そ の よ うな 価値形態を生み 出 して い る

の は 、 人間の 活動で あ るの だ が 、 多 くの 人た ち に は 、 あ くまで そ の 商品の 価

値 は そ の 商品そ の もの に 内在 して い るか の よ うに 見え るの で あ る 。 こ の よ う

な 事態 、
っ ま りそ れ ぞれ の 商品 に っ い て 、 そ の そ れ ぞ れ の 有用性 、

っ ま り使

用 価値が 捨象 さ れ 、 価値 （交換価値） に よ っ て 、 そ の 価値が計 られ る よ うに

な る の は 、 人間の 労働が 有用 な労 働 とい う側面 を もち つ っ も他方で 「抽象的

人間労働」 とな っ て い る か らだ と い う指摘を行 っ て い る
2 ／

。

　 こ の よ うな事態 は 資本論が 執筆 さ れ た 19 世紀半 ば で は 、 ま だ イ ギ リス の

匚場労働者 な ど一 部 の 人た ち の 問題で あ っ た わ けだ が 、 そ れ か ら百数十年の

歳 月を経 た現代で は 、 ほ とん どの 国の 人 た ちの 社会的生 産 物 と社 会的労働の

あ り方 に 及 ん で い る 。 そ れ は 、
マ ル ク ス に よ れ ば 、 人間の 社会的諸力の 発 現

が 人 間に と っ て 自 らの もの とな らず 、
い わ ば 「逆立 ち した」 あ り方 で 生 み 出

され て い る と い うこ と で あ り、 人間が 歴 史的社会的 に 蓄積 した富 を 人間個 々

人の 手 に 真 に 取 り戻すた め に は 、 資本主義社会の 星本的な原理 で あ る私的所

有の 制度 を変革す る こ とに あ る と して 、 共産 主義社会 を展望 した こ とは 周知

の と こ ろ で あ る。

　 しか し、 それ に もか か わ らず 、 人間 の 実 践 的 活動 は 、 商品を生 産 す る た め

の 賃労働 に は と ど ま らな い の もま た 事実 で あ る 。 家事や育 児 な ど 、 人 間 の 生

活 に 、 あ る意味 で は もっ と も密着 して い る活動 は 、 イ バ ン ・イ リイ チ が指摘

す る よ うに 近代社会の 発展の な か で は 「シ ャ ドウ ・ ワ
ー ク」 と して 社 会の 表

舞台か らは 絶え ず隠 され 、 社会的な労働の 影 の よ うに 付 き従 うよ うな 、 活動

と して の 価値を ま っ た く認 め られ る こ との な い 労働 と して 、 終始位置づ け ら

れて きた の で あ る 。 こ う した事態 の なか で 「家事労働 に 金銭 的な尺度 を 当て

はめ る」議論が 生み 出されて きた こ と も ・
（そ の 是非 は と もか く も）記憶に 新

しい と こ ろ で あ る 。

　 また 、 賃労働 で は ある けれ ど 、 直接 に 私的利益や利潤 を追求す る こ とを 目
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的 とす べ きで な い とさ れ る活動、 す なわ ち 、 社会的な役 割が 比 較的明瞭 な組

織的な労働や 芸術的文化 的な活 動 も、 近代社会 は生み 出 して き た。 教員や 医

師 、 看護i士 、 行政 に た ず さ わ る公務員 、 交通や 運輸 な ど公共性の 高い と され

る職業 に 従事す る人 た ちの 労働 な ど で あ る。

　そ して 、 最近 の 資本主 義社会の 動向は
、

こ う した従来 は 商品生産 の た めの

賃労働の 枠 内の 外で 行 われ て い た さ ま ざ ま な 活動が
、 企業化 ・産業化 され っ

つ あ る と い う こ とで あ る 。 い わ ゆ る 「サ ー ビ ス 産業」 の 出現 で あ り、 物質的

な 生産の た め の 労働 とい うよ り もネ グ リと ハ ー トが い う 「非物質的労働」 の

拡大で あ る（Hardt　and 　Negri　2000；Hardt　and 　Negri　2005）。

　こ の よ うな 変化 の なか で 、 わ れ わ れ の 時代 は
、 資本主 義 の 原則 の 圧倒的な

展開の な か で
、 しか し、 まだ 、 さ ま ざ まな 形態の 労働や 実践的活動が 並立 し

て 営 まれ 、 そ の モ ザ イ ク 上 の 諸 活動の なか で 、 人間の 社会的諸力を どの よ う

に 展開 して い くの か と い うせ め ぎあ い の 場で あ る とい え る。

2 − 2 ポス ト産業社会 とボラ ン テ ィ ア 活動

　 こ の よ うに 現在の 社会に は 、 さ ま ざま な 形態 の 労働 （ワ ー ク） が存在す る

が 、 翻 っ て 考 え て み て
、

ボ ラ ン テ ィ ア 活動 は 、 従来 は こ の ど こ に も位置づ け

られ て こ なか っ た とい え る
。 家事や育児に っ い て は 、 さ きほ ど も述べ た よ う

に 「シ ャ ドウ ・
ワ

ー ク」 とい う きわ め て ネガ テ ィ ブ な形 で そ の 存在が ク ロ
ー

ズ ・ ア ッ プ され 、 それ らを どの よ うに社会 の 中 に 位置づ け るの かが （い まだ

に 不十 分で は あるが）
一

定の 論争点 とな っ て きた 。 と こ ろが ボ ラ ン テ ィ ア 活

動 に い て は 、 そ の 国際的あ るい は国 内的 な系譜を は じめ 、 そ れが 社会的に ど

の よ うな位 置づ けが な され て きた の か
、

そ の 発展 ない し展開過程に っ い て も、

よ うや くさ まざま な議論が 生 み 出さ れ は じめ て きた と こ ろ で あ る 。

　 さて 、 こ こ ま で の 議論の なか で 明 らか に な っ て きた こ と は、 近代社会 、 と

りわ け近代か ら現代に か けて の 資本主義社 会の な か で は、 「商品」 の 生 産 と

流通 お よ び消費と い う経済 的な あ り方の な か で 、 人間社会の 社会 的な富や社

会的諸力が全面的 に展開され る と い うメ イ ン の シ ス テ ム が 出来上 が っ て きた

とい う こ とで あ る 。 しか し、 そ れ と同時に 、 そ の メ イ ン ・ シ ス テ ム の 影 響下

に あ りなが らも 、 賃労働 に 収束 され な い 人間の 具体的な実践的諸活動が存在

して い る 。 そ して 、 そ れ らが 多様 な形 で 展 開され る こ とを通 して 、 人間の 社

会的諸力を 、 従来 の い わ ば 「逆立 ち した 」 関係 で は な い 、新 た な社会的形態

と して
、

ど の よ うに 展開 して い くの かが 、
ポ ス ト産業社会で の 重要な課題 の

ひ と っ と い え る の で あ る。

　 こ の よ うな歴 史的 、 社会的な 問題状況 の な か で
、 本稿 の 「は じめ に 」 で 触
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れ た よ うに 、 日本で も 90 年代以 降 に な っ て 、 改 め て ボ ラ ン テ ィ ア 活動が 社

会的 に 注 目を集 め る よ うに な っ た
。

こ れ は
、 阪神 ・淡路大震災の 発生が い わ

ば そ の 引 き金 とな っ た と さ れて い る が 、 仮 に こ の よ うな惨事が 起 こ らなか っ

た と して も、 早 晩 、
ボ ラ ン テ ィ ア 活動が 注 目さ れ る こ とに な っ た と考え られ

る
3 ）

。

　そ の 理 由を考 え るの が本稿の テ
ー

マ なの だ が 、 筆者 な りの 仮説を提示す る

とす れ ば 、 そ れ は 、 日本で の 「ポ ス ト産業社会の 進展 と新た な市場原理 の 展

開 とい う歴 史的 な ス テ ッ プ の 結果」 だ と い え そ うで あ る。 確か に 、
こ れ まで

の 日本的状況 下 に お け る地域 活動 とは 異な る ボ ラ ン テ ィ ア 活動 は 1990 年代

以前に 出現 し、

一一
定の 実践が 積み 重 ね られ 、 展開 して い た

。 従 っ て 、
この 仮

説を検証 す る た め に は 、 本来な らば 、 日本で の ボ ラ ン テ ィ ア 活動の 系譜 と 国

際的な 特 に 欧米社会で の ボ ラ ン テ ィ ア 活動の 系譜を た ど っ た り 、 そ の 交差点

や結節点と して の 現在の 状況を仔細 に 検討 した りす る必 要 が あ る
4 〕

。 ただ し、

次節以 下で は 、
ボ ラ ン テ ィ ア の 議論 をす る た め の ア イ テ ム の ひ と っ と して 、

そ の 作業をは じめ る に 当た っ て 、 人 間の 実践的 な 活動 と して の ボ ラ ン テ ィ ア

活動 が もつ 意味 に つ い て の 予備的な ラ フ ・ス ケ ッ チ を試み る こ と に と ど め た

い o

2 − 3 ボラ ン テ ィ ア 活動 の こ れ まで の 社会的位 置づ け

　まずボ ラ ン テ ィ ア 活動が 、 近代社会 の 労働 を中心 と して 社会的活動 の 諸形

態の な かで 、 どの よ うな 位置づ けを され て きた の か とい う問題 が あ る 。 こ れ

は 欧 米 とそ れ以 外 の 地域で
、 当然大 きな 差が あ る と考え られ る が 、 「ボ ラ ン

テ ィ ア 」 と い う こ とば の 語源か ら考え て 、 基本的 に は 欧米起源の
、 近代の 市

民社会 の な か で 生み 出 されて きた 系譜で あ る こ と は ま ち が い な い だ ろ う。

　 ちな み に ボ ラ ン テ ィ ア （volunteer ） と い う こ とば を広辞苑で 引 くと

　 「（義 勇兵 の 意 ）志願者。 奉仕者。 自 ら進 ん で 社会事業 な ど に 無償 で 参加

す る人 。 」 と あ る。

　ま た ジ ー ニ ア ス 英和 大 辞 典 で は 語 源 に つ い て 、 17 世紀 、 フ ラ ン ス 語

voluntaire 、　volunt （自発的な （仕事） ＝ voluntary ）＋ −
eer （…　　関係者 ； ・

・ ・に 従事す る） とい う記載が あ る 。

　 っ ま り、 社会的な 意義 の あ る活動 を諸個人 が 自発的に 展開す る こ とが ボ ラ

ン テ ィ ア とい う こ とば の 一般 的理 解 と して 認 め られ る 。
こ れ は 、 西洋 モ デ ル

の 近代市民社会を担 う 、 善悪 の 判断が 可 能で 、 自 らが社会的に どの よ う な 行

動 を とる の が 、 自分 に と っ て も社会 に と っ て も有益 な の か と い う こ とを考 え

て 行動す る こ とが で きる 、 目立的な 市民 を前提 に して い る とい え る。
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　そ れ に っ い て は 、 例え ば ジ ョ ン ・ロ ッ クの 『市民政府論」 の 冒頭 に で て く

る自然人 が考え られ る 。 そ こ で は次の よ うな 記述が あ る 。

　政治権力を正 し く理 解 し、 また そ の 起源 を尋 ね る ため に は
、 わ れ わ れ

は 、 すべ て の 人 間が 天然 自然 に は ど うい う状態 に置か れ て い るの か を考

察 しな けれ ば な らな い 。 そ う して そ れ は完全 に 自由な状態 で あ っ て 、 そ

こ で は 自然法の 範囲 内で 、 自らの 適当と信ず る と こ ろ に した が っ て 、 自

分の 行動 を規律 し 、 そ の 財産 と
一

身 とを処置す る こ とが で き 、 他人 の 許

可 も、 他人 の 意志 に 依存 す る こ と もい ら な い の で あ る（Locke，
1690，邦

訳 P」0）

　こ の ロ ッ ク の 自然状態 に お け る個 々 人の あ り方は、 自然 の 状態 とい うよ り

も、 歴 史的 に 形 成 さ れ た 近代の 市民社会で の 理 想的 な人間像を描 い た もの で

あ り、 そ れ は個 々 の 人間 に ア プ リオ リに 資質と して 備 わ っ て い る もの で は な

い こ と は い う ま で もな い
。 私 た ちに と っ て も問題 は 、

こ う した 自立 した個 々

人の 関係 の あ り方が 、
ロ ッ クの 指摘 に も拘わ らず 、 その 後 の 歴史の な か で 具

体的に どの よ うに 展開 され て きた の かで あ る。

　実 は 、 近代の 黎明期の 思想家の 見通 しに も拘 わ らず 、 こ う した 自然人 は、

社会の な か で 必 ず しも人間の 具体的な 姿に は な りきれて は い ず 、 現在の 私 た

ちの 法体系の な か で も 、
い わ ば 「擬制」 と して 、 あ る い は 、

一
種の 「理 念型」

と して しか 存在 して い な い と い わ ざ る を得 ない の で あ る。
そ れ は 、

一
っ に は 、

ロ ッ クの 考え方で は、 個 々 人が 私有財産 の 所有者 と して 描 か れ て い るが 、 各

人 が こ の よ うな 財産 が 獲得で き るか ど うか は 、 社会的に は 保証 の 限 りで は な

い
。

そ して 、 な に よ りも 自由に 財産を獲得 し、 処 置で きる個々 人の あ り方 と、

そ れ が ど の よ うな形 で 社会的 な活動 と して意味を持っ こ とが で きるの か とい

う点 に っ い て 、 言い 換え る な らば 、 個々 人 の 自由な活動が ど の よ うに して 社

会的 に 媒介 さ れ る の か 、 あ るい は 、 人間の 生 み 出 して きた 社会的あ り方が 、

ど の よ うに して 個 々 人の 活動 と して 媒介 され て い くの か 、 とい う
一 種の ア ポ

リア と もい うべ き問題が 、 そ こ に横た わ っ て い る の で あ る 。
こ の 問題 は 、 す

で に の べ た よ うに 、
マ ル ク ス が 「資本論」 の な か で 定式化 した もの で あ り、

近代の ヨ
ー

ロ ッ パ の 思 想家た ち の 基本的 なテ ー マ だ っ たの で あ る 。

3 ボラ ン テ ィ ア 活動の 実践的意味

　前節で 述べ た よ うに 、 自然人が 「擬制」 な い しは 「理 念型 」 に 過 ぎな い と

す れ ば 、 従来、 個人の 自立性や独立性 を前提 と して 議論 され て きた ボ ラ ン テ ィ
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ア 活動 に っ い て は 、

一 定の 検討が必 要 とな る 。 そ こ で 本節で は 、 以下の 5 っ

の 項 目に 即 して 、
ボ ラ ン テ ィ ア 活動 に お け る個 人 の あ り方 に つ い て 検討 す

る。

（ア ）

（イ）

（ウ）

（エ ）

（オ ）

ボ ラ ン テ ィ ア 活動の 「動機」 を め ぐる問題

有用性 をめ ぐる問題

自発性 をめ ぐる問題

課題の 共有 をめ ぐる 問題

人間の 根源的な 活動 と ボ ラ ン テ ィ ア 活動

3 − 1　 「動機」 をめ ぐる問題

　 まず 、 論 じな け れ ば な らな い こ と は 、
ボ ラ ン テ ィ ア 活動 と動機 との 関連 で

あ る 。 活動現 場 に お け る ボ ラ ン テ ィ ア は 、 活動 に 参加 した動機 を必 ず しも明

確 に語 るわ けで は な い
。 む しろ積極的 に 明 確 な 動機 が な い と述 べ る こ と もあ

る。 例え ば 、 災害 ボ ラ ン テ ィ ア 活動の 現場に 立 ち入 っ て み る と
、

ボ ラ ン テ ィ

ア が い か な る動機 を も っ て 活動 に 参加 して い る の か と い う こ とが は っ き り と

は見え て こ な い こ と に 気付 くこ とが あ る 。
「た だ た だ や っ て 来 ま した 。 」 と い っ

た声 が あ ち らこ ち らか ら聞 こ え て くる か らで あ る 。 渥 美（2001）は 、 災害救援

の 現 場に 向か う白分の 気持 ち を振 り返 っ た と き 、 そ こ に 「た だ 被災者 の 傍 に

い た い か ら」 と しか い い よ うの な い 経験 が あ る こ とを指摘 して い る 。

一 方 、

災害 ボ ラ ン テ ィ ア 以外の 分野で も同様の 指摘が あ る。 例え は 、

バ ン グ ラ デ シ ュ

で 開発 NGO に 関わ っ て きた 中田（2000）は 、 現 地 の 人 か ら 、 なぜ遠 く日本か

らや っ て きて 臼分 た ちを助けて くれ るの か
、 何 の メ リ ッ トが あ る の か と問 わ

れ た と き、 そ こ に 理 由 はな い と応 えて い る 。

　ボ ラ ン テ ィ ア は
、 何 も動機を 隠そ う と して い るの で は な い

。 事実、
ア ン ケ ー

ト用 紙が 配布 さ れ 、 動機 を 回答す る 場面 に 遭遇 す れ ば 、 「被 災者を 救援 した

か っ た の で 参 加 した 。 」、 「臼分 の 技 術 を活 か す た め に参 加 した 。 」 とい う具合

に そ れ な りに 回答す る こ とが で き る
。

しか し
、 通常の 会話で は 、 「た だ た だ

や っ て 来 た 」 と い う風 に 、 特 に 明 確 な 動機 な る もの を 口 に す る こ と は少 な

い
。 こ こで 、 現場 で の ボ ラ ン テ ィ ア の 言説 に 真摯 に耳 を傾 け るな らば 、 調査

方法 を充実 させ る こ と に よ っ て よ り的確 に ボ ラ ン テ ィ ア の 動機が 把握 で きる

と考え る よ りも 、
ボ ラ ン テ ィ ア の 動機 は 、 語 る に 語 り得 な い の で は な い か と

問 う方が 自然だ ろ う。
ボ ラ ン テ ィ ア の 参加動機を問 う従来 の 研究 （例え ば 、

Clary，　 Ridge，　 Stukas，　 Snyder，　 Copeland，　 Haugen，＆ Miene，1998） は 、 個 々

の ボ ラ ン テ ィ ア の 内側 に 動機 な る もの が 存在す る と仮 定 し、 そ こ に 適切な方
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法を用い る こ とに よ っ て
、 本来 は語 るに 語 り得ない 動機 をボ ラ ン テ ィ ア に 語

らせ て しま っ て い る の で は な い か と思わ れ る 。 実 は 、 動機 は 、 特定 の 歴史 ・

文化 的文脈 の もとで
、 動機を問 う者 （例え ば 、 研究者） と動機を問われ る者

（例 え ば 、
ボ ラ ン テ ィ ア ） が そ の 場 に お い て 協働 で 構築 す る物 語で あ る 。

Atsumi （2004）は 、 動機が 、 研究者 と ボ ラ ン テ ィ ア との 間 に 成立 して い る関

係 に 応 じて 変化す る こ とを説明 して い る 。

3 − 2 有用 性をめ ぐる 問題

　 さ ら に上 記の 議論 と関連 して 、
ボ ラ ン テ ィ ア 活動 と有 用性 の 問題 が あ る 。

ボ ラ ン テ ィ ア 活動 は、 何か の （誰か の ）役に 立 っ
。

そ う考え るの は い か に も

自然で あ る。 確か に 、
ボ ラ ン テ ィ ア 活動に は有用性が あ ると考え るの は奇妙

な こ とで は な い
。 わ れ わ れ は、 貨幣経済の 中で 、

そ の 経済社会に お け る交換

価値と して の 有用性 の 連鎖 の 円環 を生 きて い る。 もち ろん 、 交換価値 と使用

価値 と の 矛盾 に 直面 して 使用価値を想起す る こ とは あ る。 ま た 、 当然な が ら、

経済的な意味で は な い 有用性 も多様 に あ る。 しか し、 有用性．とい う捉え 方そ

の もの が 、 我 々 の 思考を 限定 して しま う 。 何 ら見返 りな しに 行 われ る純粋 な

贈与 や消尽 に 注 目 し 、 労働 し、 生産す る人間を超 え た至高性に 着 目して 、 聖

な る もの の 顕現 、 主 体と共同性の あ り方 、 知の あ り方を論 じた の は バ タイ ユ

で あ っ た 。
ボ ラ ン テ ィ ア 活動 の 根源的な場所 に 「ただ傍 に い る こ と」 とい う

気持 ちの 存在を指摘 した渥美 （2001）は 、

バ タ イ ユ の 思想 （例え ば
、 Battaile

，

1949） を参照 しなが ら、 次 の よ うに 述 べ て い る ：

　個 々 の ボ ラ ン テ ィ ア に は 、 有用性の 彼方 に 開 け る 「歓び 」 の 世界が 展

望 され る 。 （中略）公 共 性 の た め とか 、 経 済 効果 が ヒが る とか い っ た こ

と に 対す る何 らか の 有用性を備え た 手段 と して で は な く、
そ れ 自体 と し

て 生 の 充溢 で あ り、 歓喜 で あ る よ うな領野が ボ ラ ン テ ィ ア
ー 人

一
人に 開

け る 。 こ の 領野 に お い て 、 「か け が え の な さ 」 を感 じる活動 （の
一

っ ）

がボ ラ ン テ ィ ア 活動 で ある 。 （渥美 ，
2001

， p．65） もちろん
、 有用性を超

え た と こ ろ に は 、 有用性 の 否定 と して 「何の 役 に も立 た ない 」 と い う空

虚 な世 界が 開 け る とい い た い の で はな い
。

ボ ラ ン テ ィ ア は
、 有用性 とそ

の 単純 な 否定で 構成 され る次元 を超え た世界、 す な わ ち 、 役 に 立 っ とか

立 たな い とか い う議論 が 問題 と は な らな い世 界 、 生 の 充溢に 満 ちた世界

を構想 して い くき っ か けに な る の で ない か とい う こ とで あ る。
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3 − 3 自発性 をめ ぐる問題

　3−3− 1 ボ ラ ンテ ィ ア 、 イ コ ー ル 自発性 なの か

　ボ ラ ン テ ィ ア の 特徴の
一

つ と して
、

ボ ラ ン テ ィ ア の 自発性が 採 り ヒげ られ

る こ とが ある 。 ボ ラ ン テ ィ ア は
、 他人か らの 指示を受 けて 活動す る の で は な

く、 自発的 に活動 に 参加 す る と い うわ け で ある
。

ボ ラ ン テ ィ ア 活動に 参加 し

た経験 の あ る人 は 、 確か に 、 自分は 自発的に 参加 した と感 じ る場合が あ るだ

ろ う。 しか し、 自発性 は 、 軽 々 し く採 り ．Lげ られ る事柄 で は な い
。 ま ず 、 自

発 とい うと きに 措定 され る 自己が 不明確 で あ る 。 仕方 が な い の で
、 市民 社会

を担 う主 体 と して の 自律 した
‘‘
個人

”
が持 ち出され た りす るが 、 前述 の 通 り、

そ れ は あ くまで 西洋近代思 想に お け る理 想像 に す ぎな い
。 そ もそ も、 定 義や

特徴の 定か で は な い 市民 社会 と い う言 葉 を巡 っ て 人 々 が織 り なす 集合的な行

動 そ の もの が fl泯 社 会で は な い か と の 指摘 （諏訪 ，
2001） もあ る よ うに

、 市

民社会の 成 立臼体が 問 わ れ る状況 で あ る 。 ま た 、 社会心 理 学 に お け る 研究を

参照 す る ま で もな く 、 わ れ わ れ の 属 す る 文化歴 史的 な文脈 を考慮 す る と 、

（西洋思想 に お け る）自己 と い う存在が 無 条件に 想定で き る と は思 え な い
。

こ

の よ う に 自発性 の 発信元で あ る 白己が 曖昧で あれ ば 、 自発 性 そ の もの も曖昧

で あ る。
そ こ で 、 自発性 の 発信元 を曖昧で と らえ ど こ ろ の な い 自己で は な く、

自然 へ と ず らす 考え 方 （木村 ，
1988） が あ る 。

ボ ラ ン テ ィ ア 活動 の 場面 で 言

え ば 、 「私 が 自ら （み ず か ら） ボ ラ ン テ ィ ア 活動に 参加す る」 とい う表現 で

は な く、 「私 は 、 自ず か ら （お の ず か ら） ボ ラ ン テ ィ ア 活動 に 参加 して い た 」

と い う表現 に注 目す る 。

　 ボ ラ ン テ ィ ア の 自発 性が語 られ る 際 、 そ の 背後 に 、 独立 して 存立す る 自己

が 無条件に 想定 され て い る よ うに 思 う。 そ れ は 特定 の 理論 的背景を暗黙 に 仮

定 して しま っ て い る 。 自発 的 に 社 会 に 責 献 す べ きで あ る と い う道 徳観が 潜ん

で い る とす れば 、 そ れ を ボ ラ ン テ ィ ア の 特徴 と して 論 じる の で は な く、
ボ ラ

ン テ ィ ア を通 じた ポ リテ ィ ク ス と して 改 め て 論 じる必 要 が あ ろ う。

　3−3−2 自発性 が どの よ うに評価 され るの か

　次 に 、 視点を 変え て 、 こ れ ま で の 地域社会な どで の 活動 と 自発性 の 関係 に

っ い て の 課 題 に っ い て 触れ て お きた い
。

た と え ば
、 地域活動 の な どを熱心 に

や っ て い る人 に 対 して 「あの 人 は 好 きで や っ て い る ん だ」 とい う周囲の 人 の

評価 を よ く耳 に す る 。 こ れ も地域活動 な どで は も うお 決 ま りの フ レ
ー ズ な の

だが 、 実 は こ の 評価 は決 して 積極的な もの で はな い
。 ま た活動 を して い る側

か らも 「私 は決 して 好 きで や っ て い る の で はな い 」 とい うこ とばが 飛 び出す

こ と も しは しば で あ る 。
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　 こ れ は
、 日本の 自治会や PTA な ど の 従 来型 の 地域の 活動 と 、 そ れ に 対す

る人々 の 関わ り方の 特 質を よ く表現 して い る こ とば で あ る 。
っ ま り

、
こ こで

は 、 少 な くと も二 つ の 問題 が 存在 して い る。 第
一

に 、

一
般 に地域活動 の よ う

ない わ ば無償の 活動（い い か え る な ら 、 社会的な あ る い は 公共 的 な 活動）の 文

脈で は 「好 きで や っ て い る」 す なわ ち 「自 らが 好ん で 選択 し、 楽 しくや る こ

と」 が 、 そ の 人の 背景 は ど うあれ 、 個人の 積極的 な 意欲 に 基 づ くとい う理 由

で 、

一
方で は 周囲か らそ れ相応の 評 価 を受 けなが ら も 、 他方で

、 逆 に
、 疎ま

れ る と い う二 律背反的 な評価 を受 ける とい う状況が 存在 して い る と い うこ と

で あ る 。

　 それ に 関連 して も う
一

つ の 側面と して 、 そ の 人 の 活動の 内容の 是非よ りも、

その 人が一 定の 活動 を行 っ て い る とい うそ の こ とが 、 それ だ けで 評価され る

場合 もあ る。 そ して そ れ らの ボ ラ ン テ ィ ア を含 め た 個々 人の 地域活動に 対す

る評価の あ り方 は
、 日本の 現状で 、 社会的 な活動に お ける 自発性 や 意欲 、 そ

の 動機 の 評価の あ り方を考え る際 に 、 充分踏 まえ て お か な けれ ば な らな い 点

なの で あ る 。

　第二 に 、 そ れ とは 別 に 、 こ こ で い う 「自発性」 とは い っ た い 何 で あ ろ うか

とい う問題 で あ る 。 冒頭 に も述べ た よ うに
、 自立 した 、 善悪の 判断力の あ る、

そ して 財産 を 自由に 処分で きる能力を も っ た 個人が集ま っ て社会を っ く っ た 、

とい うの は、 近代の 思 想 に お ける 人間に つ い て の モ デ ル で あ り、
い わ ば フ ィ

ク シ ョ ン で あ っ て
、 すべ て の 個人 に い わば 、 は じめか ら備わ っ て い る もの で

は な い
。 も しそ うい う もの が あ る と して も、 そ れ は社会的 な 人間形成の な か

で 培 わ れ る もの で あ り 、 周囲の 人間 との 共 同生活の なか で 生 み 出 され る もの

な の で あ る
。

3 − 4 課題の共有をめ ぐる問題

　 さて 、 地域活動 に 即 して ボ ラ ン テ ィ ア を さ らに 考え る と 、 次の ポ イ ン ト は

い か に して 活動 の な か で 課 題を 明 らか に し 、 共 有で き る か とい う点 で あ る 。

90 年代後半か らの 教育改革 の た め の 政策展 開の な か で は、
コ ミ ュ

ニ テ ィ 教

育に 関す る さ ま ざ まな新 しい 試み が 行 わ れ て い る。 そ の 中心 を な す の が地 域

で の さ ま ざま な セ ク シ ョ ン が協働 して 取 り組 む活動の 創設 で ある
コ

。
こ の 活

動の な か で 諸地域で よ く取 り組 まれ て い る メ ニ
ュ

ー
の ひ とつ に 地域 の 「ク リ

ー

ン 作戦」 と称 さ れ る よ うな 、 地域の 清掃活動 が あ る。
こ れ は 、 地 域の 人 や 学

校 の 教員 、
そ れ に 児童 ・ 生徒 た ちが特定の 日 を決め て 、

一
斉に 地域の 清掃活

動 をす る とい う もの で 、 日本の 地域活動で は 、 従来 、 B常的 に 行 わ れ て きた

もの で あ る。
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　 さ らに 最近 の 地域社会で の 子ど もを め ぐる不幸 な事件 の 頻発の な か か ら 、

子 ど もた ちの 登下校や 地域 で の 安 全確 保の た め の 地 域の 人た ちに よ る パ トロ ー

ル や い わ ゆ る 「見守り隊」な どの グル ー プ の 結成 な どが展開 され て い る 。

　 こ の よ うに 従来か らの 地域活動 の な か で 行われ て き た もの に は 、
ル ー テ ィ

ン で あ る もの も大変多 い
。 しか L．こ の よ うな ル ー

テ ィ ン 化 され た もの は 、 往 々

に して そ の 目的や 意義が 検討 さ れ ず、 文字通 り機械的 に 繰 り返 さ れ 、 そ れ で

よ しと され て きた 風潮が あ る 。 こ の 点 に っ い て た と え ば 、 「か っ て 観光地 の

美化 を 口的に 空 き缶回収 に取 り組む うち に 、 毎週 大量 の 空 き缶が 回収 さ れ う

る こ とに 「満足」で は な く 「疑 問」 を感 じ、 そ こ か ら空 き缶の リサ イ ク ル ・

シ ス テ ム で あ る デ ポ ジ ッ ト制導入 の 条例制定運 動 に 取 り組み だ した 」活動 が

あ る と い われ て い るが （早瀬 ・ 牧 口 ，1997
， p．82−83）、 地域の 活動 は な か なか

こ の よ うな 進展 に は至 らな い 。 こ の 原因に っ い て は 、 先 ほ ど上 げた 地域の パ

ト ロ
ー

ル 活動 も含 め て 、 別途 考察す る必 要が あ るが 、
こ の 課題 の 明 確化 や 共

有、 さ らに はそ の 展開 に つ い て は ボ ラ ン テ ィ ア 盾動の 基 本的な 条件だ と もい

え る 。 そ して こ の 点 は次 に 述 べ る 、 自発性 の 問題 と深 く関わ っ て い る の で あ

る 。

3 − 5 人間の 根底 的な活動 とボラ ン テ ィ ア 活 動

　 さ らに
、 少 し違 う文脈か らみ る と 、 近代 の 資本主 義社会で は 、

マ ル ク ス が

資本論 で 論 じた よ うに 、 人 間 の 具 体 的労 働 が抽 象的 な人 間労働 とな っ て い る

とす る な らば 、 そ こ で 、
っ ま り労働市場で あ る い は 、 市場原理 の な か で 活動

す る諸個人 も自らの 活動 を抽象化 さぜ 、 い わ ば抽象的な個人 と して 評価 され 、

社会 的 な意 味づ けを行わ れ て い る と い う こ と に な る
。

　個人が 個人 と して生 き る とい う こ と は 、 傴人が 具 体的 な 人間 と して 生 きる

と い う こ とで あ り 、 人 間 と して 、 他 の 人 問 と関わ りなが ら生 活す る と い う こ

とで あ っ て 、 他者 と間で 歴史的 、 文化的に 相 tll媒介 し合 う こ とを通 して 、 そ

の 社会的 な諸 力を 自分 自身 の 中に 実現す る こ とで あ る 。 しか し、 そ の 諸 力は

個人 に と っ て は抽象化 され 、 そ れ に よ っ て 、 諸個人 は 逆 に 個人で あ る こ と も

社会 の
一

員で あ る こ と もで きない よ うな 状況 に 陥 っ て い る 。

　ボ ラ ン テ ィ ァ 活 動 と は 、
こ れ もさまざ まな人 た ちに よ っ て 主張 さ れ て い る

よ うに
b ）

、 こ う した歴 史的な状況 を突破す る ・∫能性 を 含ん だ もの と して と ら

え る こ とが で き る だ ろ う。 そ れ は
、 特に 人 間が生 きて 行 くに 当た っ て 最 も幕

本 と な る よ うな活動 （子育て 、 生 活支援 、 高齢者介護 な ど ）に っ い て の 新 た

な活動の 展開と して 、 市場原理 や 既存の 経済原理 とは違 う関係の なか で の 活

動 の 可能性を 生 み 出 しっ っ あ る とい え る 。
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　そ れ に 加 え て 、 多様 な人 々 の 広が り とネ ッ ト ワ
ー ク の 拡大 とい う現 在 の 状

況 の なか で 、 こ れ ま で と は全 くちが っ た個人 と個人 との 出会い や課題 の 共有

の 場の なか で 展開 さ れ る もの で もあ る 。 そ の 意味で は 、 人類が こ れ まで 経験

した こ との な い 人 と人 との 関係の あ り方と個人 や グル ープ の 活動の 展開 の 可

能性 を含 ん だ もの で あ る 。

　自発性の 問題 も、
こ う した状況の な か で 改 あ て 検討す る必 要が あ る だ ろ う。

先 に述 べ た 「お の ず か らボ ラ ン テ ィ ア に参加す る」 と い う話 も 、
こ う した文

脈 の なか で 改め て 関連 させ て 吟味 して み る必要が あ るの で は な い だ ろ うか 。

　 こ れ らの 言説 に は 、 人間 の 活動 、 特 に 相 互 の 実践的 な活動 に っ い て の 新 し

い パ ラ ダ イ ム へ の ヒ ン トが 示 され て い る の で は な い だ ろ うか 。 そ れ は 、 あ る

意味で 人間の 生 きて い くな かで の 活動 に まつ わ る根源性に 着 目 し、
ボ ラ ン テ ィ

ア 活動 を文字通 り 、 「実 践的」 に把握 しよ う とす る試 み の
一

っ で は な い だ ろ

うか 。

　 フ ラ ン ス の 思想家 、 ミシ ェ ル ・ア ン リはマ ル ク ス を め ぐる論評 で 、
マ ル ク

ス の ヘ
ーゲ ル や フ ォ イ エ ル バ

ッ ハ 批判 の な か か ら生 み 出され て きた もの は 、

主体性 に っ い て の 新 しい 考え方だ と述 べ て い る（LI体 ，1995）。

　フ ォ イ エ ル バ ッ ハ の 唯物論か ら マ ル ク ス の 「唯物論」 へ の 移 行は、

（中略）あ る一 定の 主体性理 解か ら別の そ れ へ の 移行で あ り 、 対象 を 創

設 し受容 す る直感的主 体性 、 っ ま り 「対象的」主 体性か ら、 もは や 「対

象的」で ない 主体性へ の
、

い か な る対象 もそ こ か ら排除 され て い る よ う

な根底的 な主体性 へ の 移行 で あ る 。 第
一

の 理解 に よ れ ば 、 存在 は対象 で

あ り 、 存在 の 対象性が 感覚 の 領域内で 創設され る と き に は 、 存在 は感性

的対象で あ る 。 第二 の 理 解 に よ れ ば 、 反対 に 、 存 在 は もはや わ れ わ れ に

対象 と して なん ら呈 示 され うる もの で は な く
、

な ん ら対象的な もの で も

感性的な もの で もな い の で あ っ て 、 存在 は 根底的な　　また 根 底 的 に 新

しい 　　意味に お い て 、 「主 体的」で あ る （Henry ，
1983

， 邦訳 p．264−265）。

　私 た ちが 活動を真 に と らえ よ うと思 え ば 、 それ を直感 と して そ の 外側か ら

見 られ た活動 と して と らえ る の で は な く、 ま さに 活動を活動その もの と して

と らえ る こ とが必要で あ り、 そ こ に 根底的な 主体性 の 基礎が あ る と い うの が

ア ン リの 主張で あ る 。

　ボ ラ ン テ ィ ア 活動 と い うの は
、 基 本的に はま さに こ の よ うな文脈で 理解 さ

れ な けれ ば な ら な い の で は な い だ ろ うか 。 そ れ は、 社会に と っ て の 意 味や 人

間の 生 活に と っ て の 具体的な意味や 目的を持 ちな が ら も、 実際に 担わ れ る個 々
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人 の な か で は 、 ま ず 目的や 動 機 、 そ の 評 価 へ の 期待や 配 慮 と い っ た い わ ば

「外 的 1な もの が あ る の で な く、 ま さに そ の 個 々 人の 活動 そ の もの と して 捉

え て い く必 要が あ る の で は な い だ ろ うか 。 そ して 自発性 とは 、 そ の 活動 の 相

互の 展 開の なか か ら生 み 出され て い くもの で は な い だ ろ うか 。

4 コ ミ ュ ニ テ ィ教育に 向けて

　そ こ で
、 前節で 述 べ た 諸問題 が 有機的に 展開 され る一

っ の フ ィ
ー ル ドと し

て 、 本稿で は 、 地域活動 、 と りわ け コ ミ ュ
ニ テ ィ 教育 に 着 目 した い

。
コ ミ ュ

ニ テ ィ 教育 とは 日本で は あ ま りな じみ の な い 言葉 で は あ るが 、
こ こ で は 、 学

校と家庭 ・地域社会 との 関係 を捉 え 直 し 、 二 者の 連携 の な か で 行 わ れ る教育

活動 を総称 す る こ と に す る
TLR ）

。

　地域の 活動、
と りわ け コ ミ ュ

ニ テ ィ教育をめ ぐる活動の あ り方も 、
こ う し

た ボ ラ ン テ ィ ア をめ ぐる最近 の 状況 を踏 まえ な が ら展開す る こ とが求 め られ

る だ ろ う。 特 に 地域 社会 が そ の コ ミ ュ ニ テ ィ と して の あ り方を 大 き く変貌 さ

せ て い る と は い え 、 特 に 人 間が生 きて 行 くに 当た っ て の 基本的な 活動 が 営 ま

れ る エ リア で あ る こ とを考 えれ ば 、 そ こ で の 活動 の プ ラ ッ トホ ー ム や 単位 を

どの よ う に 創造 して い くの か は 、 地域 に と っ て もボ ラ ン テ ィ ア 活動そ の もの

に と っ て も大変重要 な 課題 とな っ て くる 。

　 そ こ で 、
コ ミ ュ ニ テ ィ 教育 もふ くめ た地 域社会で の 活動が 、 市場原理 や 経

済原理 とは違 う原理 で 展開 され る とす る な らば 、 む しろ 、 社会の さ ま ざ ま な

セ ク シ ョ ン と地域社会 との 活動 を有機的に 結び っ け 、 あ るい は連携が 可能に

な る よ うな 活動 を行 う こ と に よ っ て
、 社会の さ まざ ま な活動を よ り社会性豊

か な もの に 改変 して い く道筋 を牛 み 出す こ とが で き るの で は な い だ ろ うか 。

こ れ は地域社会 と そ れ以 外の 社会 との コ ラ ボ レ ー シ ョ ン と もい うべ き もの で

ある 。

　 こ こ で 、 本稿 で 主 に 焦点 を 当て た 過 去 10 年ほ ど期間を振 り返 る と 、 学 校

と地 域社会の 関係 を捉え 直そ う とい う動 き は 、 学術面 ・施策面 ・実践面で 着

実 な広 が りを見せて い る こ とが分か る 。

　まず 、 学術面 で は 、 1990 年代初頭 に は 、 久富 （1992）が 、 「今 日は ま さに

第二 の 『活況』 の
一

時的な波が去 っ た 後の 混迷 ・ 空 白期 と言 え る か も知れ な

い」 （久富，1992，p．82）と指摘 したよ うに 、 学校 と地域 の 関係 に 関す る研究

が低 調で あ っ た と さ れ る
。

しか しそ の 後、 池田 （2001 ，
2005）が教育 コ ミ ュ

ニ テ ィ 論を提唱 し 、 池田の 議論が 志 水 （2005）に よ っ て 肯 定 的 な文脈 の もと

に 取 り．Eげ られ るな ど 、 復調 の 兆 しが 見 られ る
。

さ ら に
、 最近で は

、 地域住

民が 主 導す る形で 活動 を展開 して きて い る事例 （中村 ・ 渥 美 ・ 諏 訪 ・ 山 「］．
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2006）や 、 学校の 管理 職が 呼びか け る形で 学校 と地域の 関係が 再構築さ れ た

例 （諏訪 ・ 渥美 ，
2006）が報告 され 、 ま た理 論的 な考察 の 対象 とな っ て い る。

　次に
、 行政 の 施策面 で 言 え ば 、 例え ば 、 諏訪 （2006）が 概説 して い る よ う

に 、 大阪府教育委 員会が 現在 、 学校 ・ 家庭 ・ 地域 の 関係構築 の た め に 「す こ

や か ネ ・
ソ ト （地域教育 協議会）」 に関す る事業 を展開 して お り

〔
り

、 ま た 、 そ の

前身で あ る 「ふ れ愛教 育推進事業」 は 、 今か ら約 10 年前の 1995 年 に 開始

さ れ て い る 。 さ らに 、 実践面 で は 、 例 え ば 、 1997 年に 「学校 と地域の 融 合

教育研究会」が 結成 され 、 そ の 後約 10 年を経て 実践家を中心 と した 全国規

模の 団体 に 成長 す るな ど 、 こ れ まで の コ ミ ュ ニ テ ィ 教育で は見 られ なか っ た

動 きが 顕著で あ る 。 現 時点 で 見 られ る行政や 民間の 団体の 動 きは 、 直近 の 歴

史を振 り返 る だ けで も、 そ の 中に すで に 10 年の 歩 み を見て と る こ とが で き

る わ け で あ る 。

　た だ し、
こ れ らの 約 10 年間 の 蓄積が 、 直ち に 今後 に 活 か せ る資源 と な る

か ど うか は定 か で は な い
。 なぜ な ら、 それ は 、

コ ミ ュ ニ テ ィ 教育 の 領域 に特

有の 複雑 さや両義性 の 存在 を無視で きな い か らで あ る 。 む しろ 、 こ の 特有 の

複雑 さや両義性 こ そ が 、
コ ミ ュ ニ テ ィ 教育を特微 づ けて い る と言え るの で は

な か ろ うか 。

　 コ ミ ュ
ニ テ ィ 教育の 現場は 、 「公的1私的」 「地縁型ノテ

ー
マ 型」 「営利／非営

利」 とい っ た ：分法で は整理 しきれ な い こ とが非常 に 多 い
。 例え ば 、

コ ミ ュ

ニ テ ィ 教 育の 実践 は 、 少 な くと も表向 きに は 子ど もの た め に展開 さ れ る もの

で あ り、 また
、 学校 との 協働 の もとに 展開 され る場合 は公的な要素 を よ り強

く帯 び る こ と に な るが 、 個 々 の 大人に して み れ ば、 私的な 楽 しみ が あ っ て こ

そ 続け られ る とい う こ と も多 い だ ろ う。 また、大 阪府内の 各中学校 区で 組織

さ れ て い る 「地域教育協議会」 は 、 校区単位の 組織で ある こ とに 着 目すれ ば

地縁型 の 組織 と い う こ とに な るが 、 中 に は 「国際理 解」 や 「人権」 とい っ た

特定の テ ー マ を掲げ る こ とが 、 継続的な活動 へ の 原動力 に な っ て い る地域 も

あ る 。 さ らに 、
コ ミ ュ

ニ テ ィ 教育 の 実践 の 場で は 、 しば しば地元の 自営業者

の 人的 ・物的資源が 重要 な役割 を果 た して い るが 、
こ う した 自営業者の コ ミ ュ

ニ テ ィ 教 育へ の 関わ り も 「営利 1非営利」 の 単純な二 分法で は捉 え きれ な い
。

もち ろん
、 各地の コ ミ ュ ニ テ ィ 教育の 現 場で はほ ぼ 例外 な く非営利 の 原則が

貫か れ て い る の だ が 、 そ もそ も地域に お け る 自営業者 の 日々 の 事業 自体 が 、

営利的活動 と非営利的活動が 不可分 な形 で 展開 され て い る こ とが少 な くな い

の で 、 厳密な線引きをす る こ と は 、 そ れ ほ ど容易 な こ とで はな い
1°）

。 加え て 、

教員に と っ て も、 あ くま で 業務の
一

環 と して コ ミ ュ
ニ テ ィ 教育 に 関わ る べ き

な の か 、 む しろ 仕事 に 臨む とき と は異 な る姿勢 で 関わ る こ とが 、 か え っ て 子
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ど もに よ い 影響 を 与え る の か 、 簡 単に 答え が 出る もの で は な い だ ろ う
。

こ の

よ うに 、
コ ミ ュ ニ テ ィ 教育 の 現場 は 、 実 に 多面的 ・両義的で あ り、 事象を単

に記 述 す る だ けで も容易な こ とで は な い 。

　 コ ミ ュ
＝ テ ィ 教育の 展開の た めに 必要 と され るの は 、 複雑 な事象を二 分法

で 単純化 せ ず 、 複雑 な事 象を あ くま で 複雑な 事象 と して 捉え る理 論的な 視座

で あ る と考え られ る 。 た とえ て言 うな らば 、
コ ミ ュ

ニ テ ィ 教育 は 、 海水 と淡

水が入 り交 じる汽水域の よ うな領域で あ る と言え よ う。 汽水域で こ そ 育まれ

る 多様 な 生物群 が あ る よ うに 、
コ ミ ュ

ニ テ ィ 教 育 の 場 で こ そ可 能 な学 びが あ

る と思 われ る 。 そ して 、 そ の こ とはお そ ら く、
コ ミ ュ

ニ テ ィ 教育が持っ 多面

性 ・両義性や 複雑 さ と 切り離 ぜ な い もの と して 存在す るに 違 い な い 。 本稿 は

まだ 試論 の 域 を 出な い が 、
ボ ラ ン テ ィ ァ の 持 っ 多面性 ・ 両義性 や 複雑 さ を理

論的に 明 らか に して い くこ とが 、
コ ミ ュ

ニ テ ィ 教育が も つ 複雑 さ を 的確 に 捉

え る た め の 方途 を明 らか に す る こ と に っ な が る の で は な か ろ うか 。

謝辞及 び付 記 ：

・ 本研究 は 、 文部科学省 f学術 フ ロ ン テ ィ ア 推進 事業」 （
’
ド成 17 年度 〜 平成

　21 年度 ） に よ る共同研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「革新的学 習 と教育 シ ス テ ム 開発

　の 国際共同研究 一人間活動理論 の 創成 一
」 の 成果 の 部 で あ る 。 記 して 関

　係各位 に 感謝申 し Lげ る次第で あ る 。

・ 本稿 は著者 3 名の 分担執筆 に よ る もの で あ る 。 第 3 節の 一 部 （3−1，3−2，3−

　3−1）渥美 が 、 第 4節 （第 4段落以 降） を諏訪が 執筆 し、 残 りの 全て を 山

　本が執筆 した 。 全体の 調整 は 山本 を 中心 に
、 山本 ・諏訪の 2 名が 行 っ た 。

・ 2007 年 H 月 よ り 、 第 2 著者 （諏訪） は大阪市立大学都市研 究 プ ラ ザ に 所

　属 して い る。

【注】

1） 森 田 （1998）に よ れ ば 、 「社 会が 近代化 して い く過程で 、 生 きる 意 味や

　 価値 を 私的 な生 活 世界に 求 め る傾向が 強 ま る こ と」（p．127）を 指 す。

2） Marx （1867）邦訳 p．90 な ど参照。

3） ち な み に 金子 （1992）が 刊行 され たの が 1992 年 7 月で あ る 。

4） な お 、 目 本 に お け る ボ ラ ン テ ィ ア 活動 の 系譜 に っ い て は 、 例 え ば 、 李

　 （2002）（主 に 第 3章）
・ 筒井 （1997）な どが 論 じて い る 。

5） 1996年 の 中央 教育審議会答 申 「21 世紀 を展 望 した我が 国 の 教育の 在 り

　 方に つ い て ・子 ど もに r生 きるカ』 と 『ゆ と り』 を」 に よ る。

6）特 に 、 西 山 （2005）、 金 子 （1992）な ど参照 。
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7） コ ミ ュ
ニ テ ィ 教育 に っ い て は 、 例え ば 、 上杉 （1993）が 1950 年代の イ

　　ギ リス に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ 教育 に っ い て 、 概説 して い る。

8） ボ ラ ン テ ィ ア 活動が行 われ る各分野の 中で
、

コ ミ ュ
ニ テ ィ 教育に 特に 注

　　目す る の は 、 次 の 3 っ の 理 由に よ る。 第一
に 、 日本 の ボ ラ ン テ ィ ア に

　　関す る基礎的な水準で の 議論は 、 阪神 ・ 淡路大震災 に お け る ボ ラ ン テ ィ

　　ア 活動 （e．g．， 西山 ，
2005）や 、 国境 を越え て 活動す る ボ ラ ン テ ィ ア （e．g．，

　　中田
，
2000）な ど 、 ど ち らか と い え ば 、 多 くの 人 に と っ て は非 日常的な

　　場面で 活動す るボ ラ ン テ ィ ア に っ い て の もの が 先行 し、 日常的な場面で

　　の ボ ラ ン テ ィ ア 活動 に 関 して の 議論 は 、 相 対的 に は未だ に 希少で あ る こ

　　とが 挙 げ られ る。 第二 に
、

コ ミ ュ
ニ テ ィ 教育 の 領域 は 、 人 と人 との 恒常

　　的 な関係性の 中で 営 ま れ る と い う側面が 強 く、
ボ ラ ン テ ィ ア 研究の 中で

　　検討 さ れ て きた 、 人 と人 との 関係性 に っ い て の 議論が 関連 す る と思わ れ

　　る か らで あ る。 第三 に 、 教育（特 に 初等教育）の 分野は 、 医療 ・福祉 と並

　　ん で 、 高度 に 資本主義化が進 ん だ現代社会 に お い て もな お 、 市場原理 に

　　基づ く運営 が難 しい 領域で あ り、 市場原理 と は異 な る関与 の あ り方 に っ

　　い て の 考察 が 求め られ る こ とで あ る 。

9）　 「地域教育 協議 会」 は 、 2000 年度か ら実施 され た 「総合的教育力活性

　　化事業」 の 中で 、 中学校区を単位に 学校 ・家庭 ・地域の 関係構築 の た め

　　に 設 置が 進 あ られ た もの で あ る。 詳細 に っ い て は 渥美 ・ 諏 訪 （編著 ，

　　2005）、 諏訪 （2006）等を参照 。

10） また 、 個 々 の 自営業者が地域 に お け る 日々 の 経済活動の 中で 利益 を 一ヒげ

　　て い るか ら こ そ 、 そ れ に よ っ て 蓄積され た人 的 ・物 的資源 を コ ミ ュ
ニ テ ィ

　　教育の 場 で 活か す こ とが で きる とい う側面が あ る の で
、 営利性 を必要以

　　上 に 否定 す れ ば 、 結果 的 に コ ミ ュ
ニ テ ィ 教育 は 資源不足 に 陥 っ て しま う

　　だ ろ う。
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Volunteering as  practical human  activity  :

         Toward  community  education
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                              Abstract

  Voluntccring attraets pcople's attention  these days and  this trend concerns

modern  and  postmodern human history. In addition,  the fundamental exisrence

of  human  life sheuld  be reexamined  through  the expansion  of  volunteering  and

this creates  new  relationships  among  human  beings toward  a  new  era. In this

anicle,  we  discuss the fbllowing issues on  volunteering:  Historical perspective

of  volunteer  activity  and  its contemporary  significance,  problems with

volunteering,  i.e., motivation,  sharing  of  understanding  about  social  problems,

spontaneity,  transforrnation ofdivision  of  labor, and  usefulness  of  the volunteer.

Furthermore, a  tentative assumption  for community  education,  which  has strong

tie with  volunteers,  was  proposed,

Keywords  : Volunteering, Community Education, Division of  Labor,

          Contemporary Society.
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