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【概　要】

　本研 究 の 日的は、障害疑似体験 の 可能性に つ い て 、新た な観点 を提示す る こ と で あ る。一
般 に、従 来 の 障害疑

似体験 は車 い すや ア イ マ ス ク の よ うな補装具や拘束具を用 い て 、健常者 の 身体 ヒに 障害者の 身体状態 を 再 現 す る

こ とで 可能にな る と考え られ て きた。しか し、こ うした障害疑似 体験 に 対 して は 障害学や障害当事者 団 体 よ り批

判 的な 見解が 提出 され て き た。本研究 で は 、体験は人 々 の 間 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を 通 じて 協働的 に 構成 され る

と考え る社会構成 主義の 観点に依拠 し て 考案 し た ワ
ー

ク シ ョ ッ プ 『バ リバ リ ツ アー』を事例 と し て 、新た な障害

疑似体験 の 方向 を提示 した。す な わ ち、障害の 疑似体験は 、障害当事 者 に 寄 り添 い 、障害 当事者 と協働 で あ る 事

柄を障害 （デ ィ ス ア ビ リテ ィ ）と し て意味付け る過程に 参加 する こ とに よ っ て 可能 に な る と す る 障害協働体験を

提案 した、
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1．問題

　障害者
1） 問題 に 関す る啓発や教育に し ば し ば利

用 され る ツール と し て障害疑似体験がある。しか し、

障害疑似 体験 に 対 し て は、イ ギ リス の 障害学や 障害

当事者 団体 を中心 に 批判 的な見解が 提出 され て き

た 。そ して 、そ の 批判 に 応 答す る か た ちで 、様 々 な

議 論や実践 が展開 され て き た。本酬究で は 、そ うし

た 経緯を確 認 した上 で 、A 大学で 実施 された ワーク

シ ョ ッ プ 『バ リバ リツ ア
ー』を事例 と して 、障害を

疑 似体験す る 可 能性 に つ い て 、新た な観点を提示 す

る こ とを 目的 と し た。本研 究の 結論を 先取 りすれ ば

次 の よ うにな る。通 常、障害疑似体験で は 、車 い す

や ア イ マ ス ク の よ うな補装具ない し拘束具を用 い

て 、健常者 の 身体状態を障害者の それ に近似 させ る

こ とで 障害 の 体験 が 可能になる と考えて き紅，し か

し、本研究 で は、体験 は人 々 の 間 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ

ョ ン を通 じて 社 会 的に構成 され る と考え る社会構

成 主義 の 観 点 に依拠 し、障害 の 体験は 、障害当事者

に 寄 り添 い 、個 々 の 障害当事者 と 共 に 、特定の事柄

を障 害 として 意味付 ける過 程 に 参加 する こ とを通

じて こ そ可能 で ある こ と を主 張する。
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1−1．障害疑似体験の活用

　 まず、国内で 実施 され て い る 障害疑似体験 に つ い

て 概観 して お こ う。こ こ で は 、障害疑似体験 を扱 う

新聞記事を題材 に して 、匡1内 の 障害疑似体験 の 利用

実態を 「実施主体 」、「実施 目的 」、「対 象者 」、「内容 」、

　「感想」の 5 点か らまとめ て い る 松原 ・佐藤 （2005）

を参照する。松原
・
佐藤 （2005 ） に お い て 分析 対 象

と なっ て い る新聞記 事 は 、1984年 8 刀 以 降の 朝 日

新聞地方版 ・
全国版 の 朝刊 と夕刊 、1986 年 9 月 以

降の 読売新聞地方版 ・全国版 の 朝刊 と 夕刊 に掲載さ

れ た 、障害疑似 体験 に 多少な り と も 関 わ る新聞 記事

の べ 771 件 で あ る。

　それ に よれ ば、障害疑似体験 の 実施 主体 は 、「
．
行

政組織 」、「社会福祉 関係組織 」、「学校 関係組織」 に

分類 され る。具体的 に は 、市 区 町 村、社会福祉関係

NPO 、小 中高等学校、専門学校、大学等に よ っ て 実

施 され て い る。障 害疑似体験 の 実施 目 的 は 、障害者

問題や社会福祉 に 関す る 「啓発 」 と、障害者に 関 わ

る職業 へ の 就職 を 目指す学生や、す で に そ う し た職

に 就 い て い る者 へ の 「職業教育な い し研修 」 に 大別

され る。具体的に は 、「障害者 の 苦労 を肌 で 感 じ て

もらお う」、「福祉 の 芽を育て る 」、「よ り 良 い 介 護 に

つ い て学ぶ 」等が あ る。障害疑似 体験 の 対象 は 、「地

域住 民 」、「児童 、生徒、学生 」、「会社 員 」 で あ る、、

障 害疑似体験 の 内容 は 、車 い すや杖 と い っ た障害

者 が 利用す る 「捕 装具 を用 い た 疑似体験 」、障害者

の 身体 状態 を再現す る ため の ア イ マ ス ク や 耳栓 の

よ うな 「拘束具 を用 い た疑似体験」、点字や手 話 の

よ うな障害者 が利 用す る 「コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 手

段 の 疑似体験 」、身体介助や ガ イ ドヘ ル ブ の よ うな

「被介助 の 疑似体 験 」 に 分 類 され る、t 障害疑似体

験 の 参加者か らの 感想 と して 、「恐怖」、厂障害者 の

大変さ」、「障害者 を取 り巻 く環境 の 問題 へ の 気づ

き」 が 述べ られ て い た、具体 的 に は 、「目 の 位置が

低 くな っ て怖 い 」、「す ご く手が疲れ た。車 い す の

人 の 大変 さが 分 か っ た 」、「こ れ か ら車 い す の 人 を

見か けた ら手伝お うと思 う」、「側溝 にふ たが し て

な い とお っ こ ちそ う」 等 が あ る。以 上 の 松原 ・佐

藤 （2005）に よ るま とめ は新 聞記事 に 基 づ い て お

囮 岬 ンttア 学縮 VQI、11

り、実施 され て い る 障害疑似体験 の 詳細を 知 る に

は 限 界 が あ る。 し か し、国 内 で 実施 さ れ て い る障

害疑似体験 の 概要 を うか が う こ と が で きる だ ろ う。

1−2．障害疑似体験 へ の 批判

　 こ う した 障害疑似体験 に 対 して 、イ ギ リ ス の 障害

学や 障害当事者団体を 中心 に 、批判的 な見解が 提 出

され て い る。そ して 、批判的見解を示す論者 の
．・
部

は 、障害疑似体験 は 好 ま し くな く、使用す べ き で な

い と結論 する （e．g．　Finkelstein　199i ；French　1992）。

こ れ ま で に な され た 批判 に つ い て は 、 す で に複数 の

先行 研 究 に お い て 丁寧 な整 理 が な され て お り （e，g．

Burgstahter＆ Doc 　2004 ； 関大 Disability　Studiesグル

ープ 2005 ； 杉野 2005 ； 杉野 ・KDSG 　2005 ）、
こ こ で

は それ らを参照 し な が ら 、 代表的 な批判 の 論点 を 4

っ に 大別 し て 概 説す る 。

　第 雇 の 論点 は、障害疑似体 験 で は 、個人 の 身体上

の 機能 障害 に ば か り焦点 が 当た り、障害者 を排除す

る 物 理 的
・
制度的バ リア や人 々 の 差別 的態度 とい っ

た 社会的 に 生 み 出 され る 不利 益や 活動 の 制約 が 理

解 され な い とい う もの で あ る。た と え ば 、 Scullion

（1996）は 、障害疑似体験 は個人 にば か り焦 点 をあ

て る た め、障害者を 排 除す る政治 ・社会構造 の 要因

が看過 され て し ま う と指摘す る。

　第 2 の 論点 は 、障害疑似体験 で は 障害者 の 「無 力

さ」 ば か りが 強調 され 、障害者や 障害 に 対 し て ネ ガ

テ ィ ブな価値付 けがな され て しま い 、か え っ て 差別

的な見方を強化 して しま うと い うもの で ある 。 た と

えば、Gillespie−Sells＆ Campbell （1991）は 、「障 害

は 個 人 に 起 こ る 悲劇 的な経験 で あ る と い う否 定 的

な見 か たを強化す る に 過 ぎず、障害を 人 生 や 牛 活 の

一
部 を形成 し て い くも の と し て 捉 え る 包括的な 見

か た を導き は し な い 」 （Gillespie−Sells＆ Campbell

1991− 2005 ：27） と述 べ る。そ の こ と は 、障害疑 似

体験 の 多 くで 、個 々 の 障 害者が社 会 が押 しつ け る

不利益に ど う対処 して い る の か を参加 者 が学ぶ機

会が ない （Burgstahler＆ Doe　2004） こ とに も関係

して い る。

　第 3 の 論点 は 、障害疑似体験 の 精度 の 低 さ で あ る。
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た と え ば、Gillespie−Sells＆ Campbel1 （1991）は 、
「疑

似体験 で き るの は ある個 人 が 突然身体機 能 の 障害

を 負 っ た と き の 状態やそ の とき の 感情 の み で あ る e

方向感 覚を失 っ た よ うに な っ た り
、 普段 で きて い る

こ と が で きな くな っ た り とい う体 験 をす る こ とに

なる 」 （Gillespie−Sells＆ Campbetl 　l991＝2005 ：27）と

述 べ る 。 また、福 島 （1997）は 、障害疑似体験が通

常、短時間の セ ッ シ ョ ン と して 実施 され 、「実際の

障害 （固定 し た症状が永続す る）とは異な」 り、「『症

状 の 不 安定 さ』、 『疣状 の 進行』とい っ た 可 変的状態

が シ ミ ュ レ
ー

ト出来な い 」 （135） と指摘す る 。

　第 4 に、倫理 的な間題 で ある 。 Gi】lespie−Sells＆

Campbell （1991）は、障害疑似体験が 「研修 を行 っ

て い る部屋 か ら外 に 出て 『試 し に ち ょ っ とや っ て み

る』とい っ た程度 に扱われ、しば し ば楽 し い 遊び や

ゲ
ー

ム の よ うに 行われ る t と指摘 し、そ れ は 「障害

者 に とっ て は とて も侮辱的な こ とで あ り、冗談 の 対

象 とな っ た よ うに さえ感 じ させ る 」 （Gillespie−Sells

＆ Campbell　1991＝2005 ；28） こ とを批判する 。

1−3．障害疑似体験の行方

　 こ う し た批判を受 け、障害疑似体験は 主 に 2 方 向

へ と展 開 して い く。 そ の ひ とつ が
、 障害疑似 体験 を

棄却 し、新 たな手法 を開発す る もの で あ る 。 代表的

な も の と し て 、障 害平等 研 ！r多 （Disability　Equality

Training）を挙げる こ とが で き る （e．g．　Gillespie−Sells

＆ Campbe111991 ； 久野 2001 ；Harris＆ Endield　2003 ）。

こ れ は 、障害者 が 被 る不利 益を社 会的な問題 と して

認識 す る障害 の 社会 モ デル
2
切 観 点 か ら、障害者 自

身が フ ァ シ リテ ーターと な り、差別 と して の 障害者

問題 に 対 して 理解 を 促す もの で あ る。GiElespie−Sells

＆ Campbell （1991）や そ の 訳者 で あ る 久 野 （2003 ）

の 解説 に よ れ ば、障害疑似体験 に 代 表 され る 従来 の

障害啓発 研 修 （Disability　Awareness 　Training）は 障害

を 障害者 個 々 人 の イ ン ペ ア メ ン トに 起 因 す る 問 題

と捉 え る障害の 個人 モ デ ル に 立脚 し て お り、イ ン ペ

ア メ ン トを 理解 して 、ど の よ う に援助す べ き か を 学

ぶ こ と に 焦点 を 当て て き た。そ れ に 対 し て 、障害平

等研 修 で は 、障害の 社会 モ デ ル に 立脚 し、社会の な

障害疑似体験の 再 構成

か で どの よ うに イ ン ペ ア メ ン トを持 つ 者が差別 さ

れ 、デ ィ ス ア ビ リテ ィ を被 っ て い る の か を理解 し た

上 で 、そ の よ うな仕会を変革す る た め の 具体 的な
一

歩 を踏み出す こ とが奨励 され る。こ の よ うな方針 の

違 い は そ れぞれ の 研修 の 内容 の 違 い と して 現れ る。

障害啓発 研修で は イ ン ペ ア メ ン トの 医学的 ・解剖学

的な情報や援助技法の 習得を通 じ て 、「何 が で きな

い か 」、厂ど うすれば で きるよ うに助 ける こ とが で き

る の か 」 を理 解す る こ と に重 きが お か れ る。そ の た

め、障害啓発研修で は、専門家に よ る講習が 行 わ れ、

援助技術習得 の た め の 手 段 と し て イ ン ペ ア メ ン ト

の 疑似体験が導入 され る。他方、障害平等研 修で は

障害 の 社会モ デ ル の 観点か ら、「何が ディ ス ア ビ リ

テ ィ を生み 出 し て い る の か 」、「ど うすればデ ィ ス ア

ビ リテ ィ を 生み 出す社会を変え て い け るの か 」を学

ぶ こ とが重視 され る。そ の た め、障害平等研修で は 、

デ ィ ス ア ビ リテ ィ を被る 当事者 の 指導の も と、既 存

の 法律や制度、サー ビ ス に つ い て の 講習、ならび に

行動の 変革を 日指 し た事例検討、ロ ール プ レ イ、ワ

ーク シ ョ ッ プ な どが 行われ る。

　 も うひ と つ の 方向は、障害疑似体験を完全 に 否定

す る の で は な く、批判を受け 入 れ た 上 で有効に 活 用

す る 方策 を探 ろ うとす る 立 場 で あ る 。 た とえば、

Burgstahler＆ Doe （2004）は 、注意深 くプ ロ グ ラ ム

をデザ イ ン す る こ とで 障害疑似体験 が もた らす ネ

ガ テ ィ ブ な効果 を回避 で き る と述 べ 、ひ とっ の 成 功

事例 と して Pfeiffer（1989） の 取 り組 み に 言及 し て

い る。Pfeifferが 考案 した ワ
ーク シ ョ ッ プ は 、障害

疑似体験 を イ ン ペ ア メ ン トそ の もの で は な く、障害

者に 付 与 さ れ る社会 的な ス テ ィ グ マ を学 ぶ 手法 と

し て 活用 して い る 点 に 特徴 が あ る。具体 的な プ ロ グ

ラ ム は 次 の よ うな 手順 で 行 わ れ る。参 加 者 の ひ と り

が 車 い す に 乗 車 し、市街地 に 出て 街 路 を 移動 し な が

ら食事や 買 い 物 な ど 日常的 な生 活 の 擬 似体験 を行

う。そ の 他 の 参加者 は 車 い す体験者に 対す る 周 囲

の 反応 を観察す る。そ の 後 で ミ
ー

テ ィ ン グ を 行 い 、

参加者 の あ い だ で 車い す を体験 して み て の 感想 や

車 い す利用者 に 対 する 周 囲 の 反応 を観察 し て 気づ

い た こ と な ど を 議 論 し、そ こ で 得 られ た 認識 を 共

n7 ンitア学襯 V・1．11 画
　 　 　 　 N 工工
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有 す る。

　 こ の ほ か 、障害疑似体験を単独の プ ロ グ ラ ム と し

て実施す るの で なく、他の プ ロ グラム の
・
部や 出発

点 と位置付 ける提案もなされ て い る。た とえば、杉

野 （2005）は、障害疑似体験 の ネガ テ ィ ブな効果を

受 け入れ 、それ を学習 の 出発点 とす る こ と を 提案す

る。つ ま り、前項 で ま と め た障害疑似体験の 問題 は

「現実」 の 問題 をそ の ま ま 反映 し た もの で あ り、障

害疑似体験を通 じ て 、参加者が そ の 「現実」 を対象

化 し、そ こ か ら学習を始め る こ とは閲違 い で は な い

と主張す る。

1−4．社会構成主義の 導入

　 こ の よ う に、障害疑似体験 へ の 批判を受 けて 展 開

され た 二 つ の 方向は 、障害疑似体験 の 使用 を巡 り
一

見 正 反対 の 立場に あ る よ うに 見 え 70，、しか し、本稿

で は、社会構成主義の 観点を援用す る こ とで 両方向

の 狙 い を統合的に 理 解す る こ と が 可能に な る と考

え る。

　繰 り返す と、障害疑似体験は 、 申二い すや ア イ マ ス

ク の よ うな補装具や拘束具を用 い て 、 障害者 の イ ン

ペ ア メ ン トを健 常者 の 身 体 E に 再現す る こ とに よ

り、障害の 疑似体験 を行 うもの で あ る。
こ こ で は暗

黙 の うちに 次 の 2 点 が 前提 とされ て い る。第 1 に 、

障害 とはイ ン ペ ア メ ン トの こ と で あ る と す る障害

の 捉 え 方 に 関 わ る前提 で あ る。そ し て 、第 2 に 、身

体 も含 む外在す る環境 か らの イ ン プ ッ ト を源 泉と

し て 個 人 の 内面 に 体験 が 生 じ る と い う体験 の 捉 え

方 に 関 わ る前提 で ある。

　 障害疑似体験 に 対す る従来 の 批判 は 、障害 の 社会

モ デ ル の 観 点 か ら、主 に 第 1 の 前提 に 対 し て な さ れ

て きた。つ ま り、障害疑似体験 が イ ン ペ ア メ ン トの

疑似体 験 に 過 ぎな い こ と に 対 して 批判 が な さ れ て

きた
。 他方、第 2 の 前提 は こ れ ま で は 明示的 に は 問

われ て こ なか っ た よ うに 思 わ れ る．＝本稿 は、こ の 第

2 の 体験 の 捉 え方 に ま っ わ る 前提 を社会構成 主 義 の

観点 か ら 捉 え 直す こ と に よ り障害疑似 体験 の 再構

成 を 試み る こ と を 主 眼 と す る。

　社会構成 主 義 で は、体験 に っ い て 、「『言菓 が 先 に

圃 拶 ン テ・鴬 飜 V。 ［11

あ っ て 、そ の 言葉 が 指 し示 す よ う な か た ち で 世界が

経験 され る』と i 張す る 」（野 口 2002 ；17）。そ し て 、

言葉 を含む あらゆる表現 は 、「人 々 の 関係 の 中 で ど

の よ うに 用 い られ るか に よ っ て 、そ の 意味 を獲得す

る 」 （Gcrgen　l　999−2004 ：73） と考え る。つ ま り、社

会構成主義 の 観点 か らすれば、体験 は 外在す る 環境

か らの イ ン プ ッ トを源 と し て 個 々 人 の 内 面 に 生 ま

れ る の で はな い 。そ し て 体験 を 語 る 言葉は個人 の 内

面 に 生 成 され た 体 験 を 外部に 表現 する単な る 記 号

で はな い
。 そ うで はな く、社会構成主義で は 、体験

は 人 々 の 間 で の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を 通 じ て、人 々

の 間で 構 成 され る と考 え る。

　 こ う し た社 会構成 主 義 の 観点 に 依 拠 す る と、批判

後 の 障害疑似 体験 に 関す る 分裂 した 展 開 を 統合的

に 理解で きる と 思 わ れ る。つ ま り、障害平等研 修 は 、

ロ
ー

ル プ レ イや事例検討 、ワ
ーク シ ョ ッ プ と い っ た

密接 な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が な され る場 を 通 して 、

障害者の 講師 の 主導 の 下、参加者 が 講師や参加 者と

の 関係 の な か で 改 め て 障 害 に ま つ わ る現 実 を 構 成

す る こ と を 目指 した もの で あ る と言 え る。ま た 、障

害疑似体験 を用 い る Pfeiffer（1989）や杉野 （2005）

の プ ロ グ ラ ム は 、障害疑似体 験 プ ロ グ ラ ム に 関する

体験 を事後 的 に 参加 者 の 問 で 語 り合 うこ と を 通 じ、

差別 問題 と して 障害 の 問題 を 構 成 し直す こ と を 目

指 し た もの で あ る と言 え る、，以 上 を踏ま え れ ば、重

要 な の は 、障害疑似体験 を 用 い る か 否 か で は な く、

障害 を め ぐる体験 を適切 に （再）構成す る 対話 を演

出 し、そ の 過程 に 参 加者を 上 手 く 参加 させ る こ とで

あ る と言 え る の で は な い か。

　 本稿 で は 、こ うし た観点 に 拠 り試行 的 に 考案 し た

ワーク シ ョ ッ プ 『バ リバ リツ アー』を 事例 と し て 取

り上 げ る。こ の バ リバ リツ ア ーで は 、上記 の 観点 に

基 づ き、次の 3 点 に 配 慮 した 。第 1 に、障害者 の 被

る 諸闘題 を 障害者個人 で は な く 外部環境 へ と問題

帰属す る よ うな 文 脈 を 用意す る こ と で あ る。冒頭に

も触 れ た 松原
・
佐藤 （2005 ）は 、障害疑似体験 に 関

す る新聞記事 の 内容分析 を 通 し て 、参加 者 の 感想 が、

障害疑似体験の 埋 め 込 ま れ た 文 脈 に依存す る こ と

を 指摘 して い る。た と え ば、「障害者 の 苦労を 肌 で
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感 じ て もらお う」と い っ た 目的 で なされ た 障害疑似

体験に お い て は 「すごく手 が 疲れ た 。市い す の 人 の

大変 さが分か っ た 」 と い う感想が述 べ られ る。こ の

点を踏まえ、バ リバ リツ ア ーで は 「障害者 の 移動を

妨げるバ リア を 発 見する 」 と い う文脈を用意 し た。

特 に 、ワ
ーク シ ョ ッ プ の 冒頭 で 目的を説明 し、参加

者間 の 対話 の 方向付け を行 うこ と を試み た 。

　プ ロ グラ ム を構成する 際に 配 慮 した第 2 の 点 と

して 、障害者が企画者 と し て 参加 す る こ とがあ る。

デ ィ ス ア ビ リ テ ィ を被 る 当事者で あ る 障害者が、企

画者側に 加 わ り、ワーク シ ョ ッ プ内で の 対話をキ導

し、方向付ける こ と が重要だ と考えた。バ リバ リツ

ア
ー

で は 、グル
ープ ご と に キ ャ ン パ ス を回 る際、そ

れぞ れ の グル
ープ に キ ャ ン パ ス の バ リア に 詳 し い

立場 に あ る障害学生が 必 ず加 わ り、対話 を主導す る

役割を担 うこ とと し た。ただ し、グル
ー

プ内 の 障害

学生 が そ うした 役割 を担 っ て い る とい うこ とは 参

加 者には明か さない まま で 行わ れ た 。

　そ し て 、配慮 し た第 3 の 点と して 、参加者 の 問 で

対話 を喚起す る仕掛 け を設け る こ とが ある r．体験が

対話 を通 じて 、協働的に構成 され る も の で あ る とす

る な らば、障害学生 を含む参加者 の 間で の 対話を喚

起す る必 要 が ある。すで に 述 べ た障害学生 が対話 を

主導す る役 割を担 うと い うの もひ とつ の 仕掛け で

あ る。そ の 他 に も、Pfeiffer（1989）の 取 り細 み や杉

野 （2005）の 主張を参考に あ え て 障害疑似体験を採

り入れ る こ と、障害学生 を含む グル
ー

プ単位で 参加

す る こ と、メ モ や 写真撮影 を採 り入 れ る こ と、グル

ープ で バ リア を書き込 ん だ地図を作る こ と、発表や

討論 の 時間 を多 く取る こ ととい っ た対話 の き っ か

け とな り得 る と思わ れ る仕掛けを導人 した。

　本稿 で は、こ うし た 3 点 に 配慮 し て 構成 され たバ

リバ リツ アーを 事例 と し、障害 の 体験 を疑似体験す

る可能性 が 、障害当事者に寄 り添 い 、障害当 事者 と

協働的に 、あ る事柄を障害 （デ ィ ス ア ビ リテ ィ ）と

し て 意味付 け る過程 へ の 参加 に あ る こ とを例示 す

る こ と を 目的とする。

障害疑似体 験の 再構 成

2．方法

2−1．ア クシ ョ ン リサ
ー

チの 概要

　A 大学で 実施 された ワ
ー

ク シ ョ ッ プ『バ リバ リツ

ア
ー

』に お い て 、ア ク シ ョ ン リサ
ー

チを実施 した。

著者 らは バ リバ リツ ア
ー

の 企画段 階よ り関わ り、デ

ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ とデ ジ タル カ メ ラ を用 い て 写

真や映像を記録す る と とも に フ ィ
ー

ル ドノ
ー

ツ を

作成 した。本研 究 で は、以上 の 資料 に 基 づ き、2006

年 6Jl　 7 日に 実施 された バ リバ リツ ア
ー

第 1 回 に 焦

点 を当て 、考察 を行 う。なお、本稿 は事前 に関係者

に 提示 され公刊 の 許可 を得 た。

2−2．バ リバ リツア
ー

の概要

　 バ リバ リツ ア
ー

は 、大学 キ ャ ン パ ス の 物理 的 ・制

度的 なバ リア を発見 し取 り除 く こ とと、障害学生 の

バ リア とな る事柄 に セ ン シ テ ィ ブな大学 コ ミ ュ ニ

テ ィ を創る こ とを 日的 として 企画 され た、、バ リバ リ

ツ ア
ー

は 『ソニ
ー ・マ

ー
ケ テ ィ ン グ学生ボ ラ ン テ ィ

ア ・フ ァ ン ド』とい う学生 の ボ ラ ン テ ィ ア 活動を対

象 と した助成を得て 、2006年 2 月 24 日 と同年 6 月

7 日 に それ ぞれ 2 時間かけ て 実施 された。企画 と運

営を担 っ た の は、当時 A 大学 の 障害学生支援 室非

常勤職員 で あ っ た第 1 著者 、全盲 の 学生 で あ っ た 第

2 著者 、車 い す を使 用す る学生 1 名 、障害の な い 学

生 3 名、大学近郊 に所在す る障害 者自立 牛 活 セ ン タ

ー
の ピ ア カ ウン セ ラ

ー1 名 で あ っ た 。参加者は、ボ

ス タ
ー

や電子 メ
ー

ル を通 じ て 、学内か ら募集 され た。

募集 の 結果、試行 的に実施 され た 2006 年 2 月 240

の 『バ リバ リツ ア
ー

第 0 回』で は 8 名、2006 年 6

月 7 日の 『バ リバ リツ ア ー第 1 回』で は 12名の 障

害 の な い 学生や教員 が参加 し た。続 い て 、バ リバ リ

ツ ア ー
第 1回 の 過程 を大き く 4つ に分けて 紹介する。

2−2−1．オ リエ ンテ
ーシ ョ ン

　参加者 が 指定 され た教室 に集合し た 後、約 20 分

を費や して 、「オ リエ ン テ ー
シ ョ ン 」が 実施 され た 。

は じめに、企画者か らの 指示 を受け て 、参加者の あ

い だ で 、所属 と 氏 名 に つ い て 自己 紹 介が行わ れ t ，、

企画者の うち、中心 的な役割を果た した ひ と りで あ

t：i ン ttア鷺 就 V・1．11 圃
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る B か ら時間 をか けて バ リバ リ ツ ア
ー

の 趣 旨 と流

れ が解説 され た ．11寧に ワ
ー一

ク シ ョ ッ プ の 文 脈 を 設

定す る こ と が 、体験 を 協働的 に 構 成す る 対話 の 力
．
向

付 け に 寄与す る と 考 え た た め で あ る。参 加者に 対 し

て な され た 説 明 の う ち、バ リバ リ ツ ア
・一

の 趣 旨 と流

れ が ま とめ て 説明 され て い る 箇所 を抜粋す る。

　 ぞ轟 で、冷 β の バ グ バ グ ツ ア
ー一

ぽ 、参勿 夛の

控さん が 1 バ グ ア っ で ρ ラ もの 〜ご つ の
’
ごの グ テ

ラ シ
←

を 1房士 L で ろ ら う ま の ラ こ ま を 〃蕎 し

で塗画
ー
さ彬 ま 乙た。ヰ ヤ ン ノ 嫁 〃 を障 害を 持 つ

て
一
ρ る 学 42 　

・
階 〜こ何 る なψ ・ で 少 L．で も 孝罐

で 首ら え た ら と．蟹つ で 〃 ・ま 丈．稟 μ砂 〆こ 紋 3 つ

の セ ッ シ ョ ン を 瑕 章し τ の ま ナ、ひ と つ な 、キ

ヤ ン ノ fズ ソ ア
…
、丿首ラひ ま つ が 、マ ツ フ 推 〃tt

湲後 〆こ 、マ ソ プ ≧の 馨 麦 と茸湯 の 鯉 砦 〆こな 〃 ま す』

キ ャ ン バ ス ソ ア
ー2 の ラの ぱ こ x

’
z．か ら 舜

．
の ナ

や だデ友 を使 っ τ、厘1つ で ち ら bi 、／，プマ，そ の 禦 、

グンレ
ープ ご と に ミ ッ シ y ン を 与 え ｛5 の で そ 轟

を逐
．
方

：

し て
一
ららbi，EVI，そ の あ ど、マ ッ プ 厚rp

を疔 っ τ らら ラん で ナが、ソ ア
ー

碗 乞 感 じた バ

グ ア だな ま，｛蚕うもの を メ 卸 こ 教 っ τ ら ら っ た

ク、写顛 影 し τ 6 ら っ た t7 し で、撰造研 をお

農
．
しナる の で 翹図 〆こ麦 場 乙．

．
（
e
　6 ら Pワきρ 乙蟹

の ま 夷 ぞ轟．か ら、雁1硬 し た勉忽 を麥 グ ル
ープ

〆ご肇表
：
し τ もら の ま 凱 　こ の 発表

：

に 塞 づ ρ
ヒ
ご、

発 児 乙た バ グ ア の 屠 爺の 〜こ堪 じ で、1輩
；
害学童 が

1

評
．
癒 乙ま ナ，ぞ 轟 に尓 じ で 、最後 〜こ賞湯 を鯉 薯

乙ま 丈、奨 乙み だ し て二方 ρ て
一
厂きの。

　 こ の よ うに 、趣 旨と流れ が 説 明 され た 後 、く じ引

きに よ っ て 、参加者が 4 名で 構成される グル
ープ に

分 けられ た。そ の 際、グル
ープ に 必 ず障害学生 1名

が入 るよ う調整 され た。そ し て 、障害学生 以 外 の 3

名 の うち 1名 が、同 じ グル
ープ の 障害学生 と同 じ障

害種別 の 疑似体験 を行 うよ う指示 がな され た、．そ の

結果、具体的には、車 い すを使 用する学生 お よび車

い す を用 い た障害 疑似体験 者の 参 加する グ ル
ープ

と、全盲 の 学生 で あ る第2 著者 お よび 白杖お よ び ア

図 岬 ン itア学肅 〉・1．11

イ マ ス ク を用 い た 障害疑似体験者 の 参加す る グ ル

ー．一
プ が 構成 され た、、障害学生 と障害疑似体験者以 外

の グル
ー

プ メ ン バ
ー

は 、必 要 に 応 じて 、障害学生 と

障害疑似体験 者の 介助 を す る よ う指示 が な され た。

グル
ー

プ の 確 定後、グ ル
ー

プ の 代表者は 再 び く じ 引

き を 行 い 、そ れ ぞ れ の グル
ー

プ が 達成す る 「ミ ッ シ

ョ ン 」 が 決 め られ た。「ミ ッ シ ョ ン 」 は、車 い すを

使用 す る学生 を含む グル
ー

プ が 「キ ャ ン パ ス 内 の 複

数 の 大 学生 協で 買 い 物 を して く る こ と」、第 2 著者

を 含む グ ル
ープ が 1大学 の そ ば に あ る フ ァ ミ リー レ

ス トラ ン で お 茶 を 飲 ん で く る こ と」で あ っ た 。そ う

した 「ミ ッ シ ョ ン 」 は 「学生 牛 活 の な か で よ くあ る

彳「為亅か ら企 画者に よ っ て 選択 さ れ た。そ の 理 II1は 、

第 1 に 良 く使 用す る箇 所 の バ リア を発 見す る た め

で あ り、第 2 に 参 加 者 の 全 員 に とっ て な じみ が あ り、

それ に つ い て 対話 しや す い 環境 で あ ると考 えた た

め で あ る。そ の 後 に 、企 画者 か ら、キ ャ ン パ ス ツ ア

ーで 使 用 す る道具 と して 、ポ ス トイ ッ トやデ ジ タ ル

カ メ ラ、ツ ア
ーの ル

ー
トが 記 され た キ ャ ン パ ス の マ

ッ プ、生 協や レ ス トラ ン で 使 う 2
，
000 円 （1 名 500

円 ず く ））が グル
ープ ご と に 配布 され た 。

2−2−2．キ ャ ン パ ス ツ ア
ー

　続 い て 、グル
・一ブ ご と に 、約 60 分 を費や して 、

そ れ ぞ れ が 定 め ら れ た ル
ー

トに 沿 っ て キ ャ ン パ ス

を 回 り、「ミ ッ シ ョ ン 」 を遂行 した。そ の 際 に は、

障害 学生 に と っ て バ リ ア に な る と 思 わ れ た 箇所や、

そ の 他 の 気 に な っ た 箇所 を グ ル
ー

プ ご と に 探索 し、

デジ タ ル カ メ ラ や ボ ス トイ ッ ト、キ ャ ン パ ス マ ッ プ

を利用 し て 、メ モ や 写真 記録 を残 し て も らっ た。写

真 1 と写真 2 は 、キ ャ ン パ ス ツ ア
ー

の 様 子 の
一

例 で

あ る．

　写真 1 で は 、第 2 著者 とア イ マ ス ク ・白杖 に よ る

障害疑似体験 者を含む グル
ープ が 大学 キ ャ ン パ ス

の 歩道を移動 し て い る、，写真 2 で は 、車 い す を使 用

す る 学生 と車い すに よ る障害疑似体験者を含む グ

ル ー．・一ブが、大学生協 で 買 い 物をす る とい う 「ミ ッ シ

ョ ン 」 を遂行 して い る場面 で あ る。
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2−2−3．マ ッ プ作 り

　 キ ャ ン パ ス ツ ア
ー

か ら グル
ー

プ が 戻 っ た 後 、約

30 分を費や し、グル
ー

プご と に キ ャ ン パ ス の 白地

図 を 印刷 して あ る模造紙を 用 い て 、キ ャ ン パ ス ツ ア

ーで 見出 した バ リア や気 に な る 箇所 を 整 理 し て も

ら っ た 。そ の 際 、キ ャ ン パ ス ツ ア ー
で 撮影 した 写 真

は グ ル
ープ ご と に 重要 と思 うもの を 5 枚 選択 して

も ら い 、企画者側 で 印刷 して 、マ ッ プ 作 り の 材料 と

し て 渡 した 。

　ま た 、キ ャ ン パ ス ツ ア ーに お い て メ モ を 取 っ た ポ

写 真 1　 キャ ンパ ス ツ ア
ー 

写真 2　キャ ンパ スツアー 

融轟鵬嚀寧
鐸 鰐 et

諺馳 聾撫trin 厂
嶝 羅 丶 ∴，、∠

写 真 3　マ ッ プ作 り

障害疑似体験の 再構成

ス トイ ッ ト もマ ッ プ 作 り の 材
．
料 と して 自 由 に 活 用

し て も ら っ た、，ど の グル
ープ も、キ ャ ン パ ス の 自地

図 に グ ル
ープ が キ ャ ン パ ス ツ ア ーで 辿 っ た 経路を

示 した 上 で 、ど こ が バ リア だ っ た か を議 論 し なが ら、

地 図 に 書 き込 ん だ り、ポ ス トイ ッ トを貼 り付け た り

と い っ た 形式 で 進 め られ て い た 。写真 3 は マ ッ プ 作

りの 様 了
一
で あ る。マ ッ プ の 具体例 の ひ とつ は 写 真 4

の 通 りで あ る。

2−2−4．ディ ブ1丿
一

フ ィ ン グ

　 マ ッ プ が 完成 し た 後 で 、約 60 分 をか けて 、グ ル
ー

プ ご と に マ ッ プ に 基 づ き、キ ャ ン パ ス ツ ア
ー

で 見出

し た バ リ ア や気 に なる箇所 に つ い て の 発表 を行 っ て

も ら っ た。ま た 、参 加 者各 自か ら キ ャ ン パ ス ツ ア ー

の 感想が 述 べ られ 、そ れ に つ い て 、デ ィ ス カ ッ シ ョ

ン が行わ れ た。そ の 後、企画者か ら参加者に 対 して 、

賞品が 贈 られ た。オ リエ ン テ ー
シ ョ ン の 際 の 説明 に

あ っ た よ うに 、賞晶 は 、発見 した バ リア の 度合 い に

関す る 障害学生 の 評価 に応 じて 贈 呈 さ れ る こ と と な

蠶　　　 窰繋 覊 臓暴論 篤 1　　
罹　　糊

羈
bt 　　　　　　　　　¢ゑけ’　’’Pt 　　　’　 ’　　　 ’　 　　 　　 　 　　 　　 　ゆ’，’’　9ギま　　　’
羃器畿雛鋸舞 蘓 雛 譲 羅蠶 綿 蕪 謡　

鱈
　
“
　、　 1：？／／二；；鐺 隷 鐙 ：

靉難1
　　　　　　 写真 4　マ ッ プの

一
例

写真 5　ディ ブ リ
ー

フ ィ ン グ
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っ て い た。しか し、デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を経 る な か で、

参加者 の 間 に は、「どの バ リア が良 い 悪 い なんて 評価

で きない ん で す よね。立 場 に よっ て 違 うか ら」 （車 い

すを使用す る 学生 か らの 発言） とい う共通認識 が 生

まれたた め、グル
ープ ごとの 代表者が じゃ ん け ん を

して 、勝 っ た グル
ープ か ら順番 に 希望す る賞畆を取

っ て もらうこ ととなっ tz，，賞品 と し て 用意され た の

は 、障害者が 口常生活 の なか で 用 い る、点字 トラ ン

プ や 点字オ セ ロ 、区 別す る た め の 印 の つ い た シ ャ ン

プ ー
と リン ス 、差 し込む方向 が 分 か る よ う切れ 日の

入 っ た 図 書カ ー
ド等で あ っ た。こ う した 賞品 に っ い

て 、第 2 著者か ら、「障害の ある人 た ち に と っ て ち

ょ っ と した 工 夫が 便利に なる こ と が ある と い うこ

とを知 っ て もらえ れば」 と発言 が な され k ，

3．結果 ・考察

3−1．体験の 協働的構成

　バ リバ リ ツ ア
ーを 通 じて 、障害学生 を含む 参加者

の 間で 、バ リア を め ぐ り様 々 な対話 が 交わ され た t．

こ こ で は 、社会構成主義の 観点に 基づ き、バ リ ア の

体験が ど の よ うに 対 話を通 じて 構成 され て い るか

を検討 し て い こ う。

エ ピ ソ
ー

ド 1 ；

　キ ャ ン パ ス ツ ア
ー

に お い て 、大学生協で 買い

物 をす る とい う 「ミ ッ シ ョ ン 」 を遂行 して い る

際 の こ とで あ っ た。車 い すを使川する障害学生

C が商品棚 に 接近 した とこ ろで 、障害疑似体験

を して い ない 参加者 D が 「こ こ 上 の も の ［棚 の

上部 にあ る商品］
3）
取れ な い で す よね 」 と発 言

し た。それ に 対 して 、周囲が 「ああ」、「ほ ん と

や。で も、こ れ は 取れ る、ああ、あれ は 取れ な

い 」、「手伸 ば して ［C が 手を伸ば して い る とこ

ろを］、写真 ［に］撮 ろ うか 」 と賛意を示 し た。

　C が大学生協 の 商品棚に 近 づ い た と こ ろで 、D が、

車 い すを使用する C は商品 に手が屈か ない の で は と

指摘し、そ れ に対 して 、他の グル
ープ メ ン バ ーが賛

意 を示 し て い る。こ こ で は 、C が商品棚に接近 し た

［92］　可ニクンifア学蹴 　Vo口1

こ とを契機 と し て 、D に 対 し、商品棚が バ リア の 意

味 を帯び て 現れ て い る。言い 換えれ ば、商品棚 をバ

リア と して 体験 し て い る。そ し て 、それ を指摘す る

体験 の 語 りに 対 し て 、周 囲が 協働 的に 承認 を加 え、

グル
ープ の なか で バ リア の 体験が 現れ て い る。し か し、

こ の エ ピ ソ
ー

ドで は、D の バ リア の 体験 の 語 りが そ

の まま周囲に受容 され て い るた め 、そ こ で 体験が対

話 を通 じて 協働 で 構成 され て い る とい うこ とは見 え

に くい 。体験 が 協働的 に 構成され る こ とが 分 か りや

す い と思われ る の は、次 の 2 つ の エ ピ ソ
ー

ドで あ る。

エ ピ ソ
ー ド 2 ：

　キ ャ ン パ ス ツ ア ーに お い て 、白杖 と ア イ マ ス

クによる全盲の 疑似体験を行 っ て い る参加者 E

が 横断歩道に 差 し掛 か り、「歩道 と車道の 間 に

あ る 段差 が 、小 さい んや け ど、怖 い 」 と発言 し

た 、それに対 し、第 2 著者が 、「で も、段差が

なさ過 ぎる と ［視覚障害者 は］因 るん で すよ。

歩道と道路の 区別 もつ か ない し、困 っ ち ゃ うん

で すよ 」 と述 べ 、E を含む周 開 の グル
ープ メ ン

バ ーが 「ああ」 と納得 した様子を示 した。そ の

後、デ ィ ブ リ
ー

フ ィ ン グ に お い て 、他 の グル
ー

プ の 参加者か ら 「設計者 と して は 、基準を守 っ

て い る もの は あ る程度 は使 え る ん だ な っ て い

うこ と。段 差を 2cm 以内 に しなさい っ て い うの

が住宅設計に もあるけ ど、それ は確か に車 い す

で 超え られ る ん で すね」 と い う発言 が あっ た 。

そ の 後、そ の 発 言を受け、E が 「さっ き先生 が

お っ し ゃ っ た 2cm っ て い うの は 、車 い す利用者

に と っ て の こ とで す よね。で も、私は視覚障害

の 疑似体験を し た ん ですが、段差が な い の も、

歩道と道路の 区別が つ か な い し、怖い で す よ ね。

だ か ら難 しい な っ て 」 と述 べ た。

エ ピ ソ
ー

ド3 ：

　キ ャ ン パ ス ツ ア
ー

に お い て 、フ ァ ミ リ
ー レ ス

トラ ン で お茶 を飲む とい う 「ミ ソ シ ョ ン 」 を遂

行 し て い る際の こ とで あっ た 。グル
ープ の 全員

が テ ーブル に つ い た と こ ろで 、店員 か らメ ニ ュ
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一が 渡 され た。第 2 著者は、「点字メ ニ ュ
ーな

い の ？　 ち ょ っ と聞 い て み て 」 と他 の メ ン バ ー

に促 した。グル
ープ の な か で 障害疑似体験を し

て い なか っ た参加者 F が、「す い ませ 一ん 」 と

店員 に 聞 き、店員 の 回 答 を聞 い て 、「な い み た

い で すね 」 と第 2 著者 に 伝 え た。第 2 著者は 「ふ

うん 」 と言 い 、「じ ゃ あ、読ん で もらお うか な」

と周 囲 の 参加者に メ ニ ュ
ー

を読み 上 げるよ う、

促 した。注文後 、F は 、「点字 メ ニ ュ
ーが な い の

もバ リア やね 」 と述 べ た。そ れ に 対 し、第 2 著

者 は 「点字読 め な い や っ もい る か らなあ 」 と述

べ た、F は、デ ィ ブ リ
ー

フ ィ ン グ の 際、個 々 人

の 感 想 を述 べ る なか で 「レ ス トラ ン に点字メ ニ

ュ
ーがな か っ た。ただ、点字 も読めな い 視覚障

害の あ る 方 も い る か ら、点字メ ニ ュ
ー

があれ ば

い い っ て い うん じ ゃ な く て 、拡 大 し た メ ニ ュ
ー

と か も あ る と い い 」 と述 べ た。

　エ ピ ソー ド 2 で は 、全 盲 の 疑似 体験 を し て い る 際

に 、E が 「視覚障害者 に とっ で 1布い もの 」 と し て 体

験 し た 歩道 と 車道 の 間 の 小 さな段差 に 対 し、第 2 著

者 か ら 「歩道 と車道 の 区別 が 付 か な い か ら段 差がな

さ過 ぎ る の も 怖 い 」と異 な る 意 味付 けが重ね られ て

い る。そ の 後 の デ ィ ブ リーフ ィ ン グに お い て 、市い

す使 用者 に と っ て の 段差 に 関す る 発 言に 対 し 、E が

第 2 著者 か らの 発 言 を自らの 体験 に 採 り入れ た か

た ち で コ メ ン トを行 っ て い る 、こ こ で は 、段差を前

に 生 じ た E の 体験 の 語 り が、後 に 第 2 著者 の 語 りを

受 け て 、変化 し て い る 様 了
一
が 見 て 取れ る。エ ピ ソ

ー

ド 3 も、そ の 点 に お い て 、エ ピ ソ
ー

ド2 に類似 した

対話で あ る。エ ピ ソ
ー

ド3 で は、まず、第 2 著者 に

促 され 、点字 メ ニ ュ
ー

がな い とい うこ とが F に バ リ

ア と して 体験 され る 。 そ の 後 、第 2 著者に よ っ て

「［視覚障害者 で も］点字読 め な い や つ もい る」 と

い う新 た な意味 が重 ね られ る。それ を受 け、F は、

デ ィ ブ リ
ー

フ ィ ン グ に お い て 、白らの 感想 と して 、

「文字 を拡大 した メ ニ ュ
ー

もあれ ばよ い 」 と い う新

た な意味 を加 えて い る。

　 こ れ らの エ ピ ソ
ー

ドは 、障害 の 疑似 体験 の 可能性

障害疑似体験の 再構成

に っ い て 、従来 と は 異 なる方向を示唆 し て い る。従

来 の 障害疑似体験は、障害の 疑似体験 の 可能性 が イ

ン ペ ア メ ン トを、イ ン ペ ア メ ン トをも た ない 者 の 身

体 E に どれ だけ 正 確 に再現 で きる か とい うこ と に

あ る と考え て きた。そ こ に は暗黙 の うち に 、障害者

の 問題をイ ン ペ ア メ ン トへ と 還元す る障害観 と、体

験 を個人内面 へ と 還 元する体験観 が 前提 と され て

い た、，それ に 対 して 、こ れ らの エ ピ ソ
ー ドを社会構

成主 義の 観点か ら考察す る こ と で 示唆 され る の は、

デ ィ ス ア ビ リテ ィ と し て の 障害を疑似 体験す る可

能性 は 、あ る状況 が 、イ ン ペ ア メ ン トを持 つ 人 た ち

に 対 し て デ ィ ス ア ビ リテ ィ と し て 立ち現れ る場 面

に寄 り添 い 、そ の 意味付け を相互 承認する過程に参

加す る こ と に ある と い うこ と で ある、こ こ で は 、こ

う した あ る状況 をデ ィ ス ア ビ リテ ィ と し て 協働 で

意 味付 け る 場面 に 参加す る こ とで 障害の 疑似 体験

をす る こ とを試 み た プ ロ グ ラ ム を 「障害協働 体験 」

と呼ぶ こ とに し よ う。バ リバ リツ ア
ー

は、こ う し た

障害 協働体験 プ ロ グラ ム の
一

例 で ある と 言 え る。

3−2．新たな体験を可能にするナラテ ィ ブ ・コ ミュ

　 　 ニ ア イ

　 こ こ で 注意 を うな が し て お き た い の は 、体験 （の

語 り）は、それ を承認 する他者を前提 と し なけれ ば

原 理 的 に 不 可能 で あ る と い うこ とで あ る。浅野

（2001）は 、自己 の 体験に つ い て 語る 「自 己 物語 」

は、常に 自己 言及 の パ ラ ド ソ ク ス を孕 ん で い る と言

う。っ ま り、自己物語 に お い て は 、「物語 る 白分」

と 「物語 られ る 自分」 との 間に 同
・
性 と差異性が 同

時に 求め られ る。言い 換えれ ば、語 る 自分 と登場人

物 と し て の 自分は 異な っ て い なければな らない が、

自己物語 で あ る 以上 、そ の 視点 は ［司
一

で なけれ ばな

らない と い う自己言及 の パ ラ ドッ ク ス が存在す る。

そ の 結果、自己物語 に は 、未決定性 な い し非
一
貫性

とい っ た性質が生 まれ る。そ し て 、こ う した 自己言

及 の パ ラ ドッ ク ス を隠蔽す る の が他者 の 承認 で あ る。

　 もち ろ ん、物理 的 に 1 人で い る場而 で あ っ て も、

私 た ち は何事か を体験す る だろ う。た とえば、私 た

ちは 、小川 の ほ と り を 1 人 で 歩い て い る とき に 、川

岬 ンテtア学硫 V ・1．11 国
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面 に 反射す る光を美 しい もの と して 体験す る、，た だ

し、そ の 体験 は、そ の ［川面 に 反 射す る 光 を美 し い

もの 」 と し て 語 る こ とを妥 当な こ とと して 承認 す る

で あろ う、他者 との 関係 を常に 前提 と して い る。た

と え ば、同 じ川面 に 反射す る 光 を 「お い しそ うなも

の 」 と体験す る 他者 を私た ちは 想像 で きな い 。そ の

こ とは、逆説 的 に も、私 たち の 体験が 、あ る体験 の

範囲 の み を妥 当 なも の と し て 承 認 す る 他 者 の ま な

ざ し に 支え られ て い る こ とを明 か し て い る と言 え

る だ ろ う。

　 こ の こ とはバ リバ リツ ア
ー

の よ うに 、具体的 に 語

りが 交わ され る 場面 に 関 し て も当て は ま る。バ リバ

リツ ア
ー

で は 、語 り 予 と聞 き 手 と の 問 で絶 え 間 な く

承認 が 交わ され る こ とを 通 じ て 、バ リア の 体験 が 生

起 し、変容 して い た。

　 と こ ろで 、あ る 体験 に つ い て 、他者 か らの 承 認 を

得 るた め には、仕会 の 中で 受 け容 れ られ や すい 物語

の 型 に依拠す る こ とが有効で あ る。そ の よ うな定型

的な物語 を ドミナ ン ト・ス ト
ー

リ
ー

と 呼ぶ 。ド ミナ

ン ト・
ス ト

ー
リ
ー

に 依拠す る こ とで 、あ る 体験 は 容

易に他者か ら の 承 認 を得 る こ とが で き る よ うに な

る。しか し、ドミ ナ ン ト・
ス ト

ー
リ
ー

は 、体験 の 可

能 性 を
一一．
定 の 方向へ と導き、制約 す る 枷 と し て も機

能 す る。た とえば、大学生協を 日常的 に 使 用す る な

か で は 、エ ピ ソー ド 1 に 見 られ たよ うな 「バ リア と

して の 商品棚」 の 体験は D に は 生 じ な か っ た こ と

だ ろ う。それ は 、「バ リア と して の 商品棚」 とい う

体 験 が、大学 の 日常の 枠組み を構成する ド ミナ ン

ト・ス ト
ー

リ
ー

の 枠外 に 置か れ て い る か らで ある と

思 われ る。
一

例 と し て 、エ ピ ソー ドを挙げよ う、、

エ ピ ソー
ド4 ：

　デ ィ ブ リ
ー

フ ィ ン グ にお い て 、自杖 とア イ マ

ス クを用 い た障害 疑似体 験 を行 っ て い た参加

者 G か ら、「レ ン ガづ く り ［の 道］ とか、普段

見 て い た らお しゃ れや なあ と思 うけ ど、［白杖

を使 う視覚障害者 に とっ て ］い つ も気付 か な い

と こ ろ が 大変だ っ た り ［と い うこ とに 気付 い

た］」 とい う発言 が あ っ た。それ を受 け、第 2

図 荊 ・ア讎 v・1．11

著 者 か ら、「こ こ の 近 く の レ ン ガ で つ く られ た

道が、こ れ まで 見 た 日が お し ゃ れ で い い と思 っ

て い たけ ど、実 は、［自杖 を使 っ て い る ］障害

者 に と っ て 、不 便だ っ て い うこ と。景観 の 問題

と、障害者 へ の 配慮 を考え る 上 で 面 白い と思 い

ま した 」 と い う賛意を 示 す発言 が な され た 。

　 こ の エ ピ ソ
ー

ド 4 に お い て 、G は、　G の 日常 の 体

験 を 搆 成す る枠組 み （ド ミナ ン ト・ス トーリー
）が 、

レ ン ガ の 敷 か れ た 道 を お し ゃ れ な もの と し て 意味

付 け て い た こ と を 圓顧 的に 語 っ て い る。しか し、バ

リバ リツ ア ーに お い て は、同 じ レ ン ガ の 敷 か れた道

が、「白杖 を使 う障害者 に とっ て は大変なもの 」 とい

うか た ち で G に 新た に 体験 し直 され て い る 。 なぜ 、

こ の よ うな新た な体験 が 可能 に な っ た の だ ろ うか
。

　参 考に な る の が 、野 口 （2002 ）の ナ ラテ ィ ヴ ・コ

ミ ュ ニ テ ィ に 関す る議論 で あ る。 野 口 は 、 1司じ病気

や問題 を抱 え た 人 の 集 ま りで あ る 「セ ル フ ヘ ル プ ・

グ ル
ープ 」 や 、フ ェ ミニ ズ ム の 立 場 か ら女性 に よ り

女性 の た め に な され る 「フ ェ ミニ ス ト・セ ラ ピー
」、

精神 障害者 の 集 同作業所 で あ り グ ル
ープ ホ ー

ム で

あ る 「べ て る の 家」 とい っ た 取 り組 みを概観 し て 、

そ れ ら が 「い ま だ 語 られ な か っ た 語 り、新 しい 語 り

を創造する 」 こ と で 、問題 を抱 え た 人 々 を支 え る ナ

ラ テ ィ ヴ・
コ ミ ュ ニ テ ィ で あ る と指摘 し て い る 。

ナ

ラ テ ィ ヴ・コ ミ ュ ニ テ ィ は 、同 じ物語をゆ るや か に

共有す る 人 た ちが 、日常か ら離れ 、自由 に 語 り、そ

して 互 い の 語 り に 耳 を傾 け る なか で 、新た な 語 りを

創 造す る こ とを支援 す る。ま た 、倉本 （1999）は 、

健 常者 を排 し た場 で 実践 され る 白立 生 活 プ ロ グ ラ

ム に お け る ピ ア ・カ ウン セ リ ン グ が 、コ ミ ュ ニ テ ィ

と し て 同様 の 意義 を持 つ こ とを次 の よ う に 表 現 し

て い る。す なわ ち、障害者に よ る 障害者 の た め の ピ

ア ・カ ウ ン セ リン グ とは 、「外部 か ら侵 入 す る 好 ま

し か らざるまな ざし を遮断／留保 す る こ とで 、意 味

の お き か え や反 転を可能 に す る よ うな場 の こ と で

あ る 」 （倉本 1999 ：228 ）。

　 バ リバ リ ツ ア
ー

は、野 口 の 言 うナ ラ テ ィ ヴ ・コ ミ

ュ ニ テ ィ と し て 機能し た の で はな い だ ろ うか。つ ま
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り、口常 か ら離れ た 非 日常的な コ ミ ュ ニ テ ィ を演 出

する なか で 、日常 か ら少 し だけ離れ て 、 日常 の 支配

的な物語 で は語 り得ない 位置に置かれた、バ リア の

体験 を可能 に す る新た な語 り を創造す る こ とが で

きた の で は な い だろ うか 。 そ の とき に 重 要な の は 、

野 口 が 指摘す る よ うに、複数 の 「聴衆 」 の 存在だ ろ

う。 聴衆 が 存在す る こ とで
、 新 しい 語 りはよ り確 か

な位置を占め、参加者 の 現 実に定着す る こ とが で き

る （野 口 2002 ：181）。
こ こ で も う

一
歩考察を進 めて 、

障害協働体験に ど の よ うな聴衆が 必 要な の か と問

うて み よ う。

3−3．障害当事者の 「生きられ た世界」 へ の参加

　何 よ り重要 な聴衆 は 障害 当事 者 で あ る と思 われ

る 。 本稿が主張 し て きた の は 、デ ィ ス ア ビ リテ ィ に

直面す る障害者 の 傍 らに 身 を寄せ 、デ ィ ス ア ビ リテ

ィ が 立 ち現れ る場面に 協働的 に 参加 する こ とに よ

っ て の み デ ィ ス ア ビ リテ ィ の 疑似体験 は 可能 に な

る とい うこ とで あ っ た 。 しか し 、 そ の こ とは 単に 障

害者 に と っ て 何 が どの よ うな意味 で バ リア に な り

うる の か を実際の 場面 に 基 づ い て 理解す る とい っ

た こ とで は な い
。 次 の エ ピ ソ

ー
ドが こ の 点 に つ い て

示唆 を与 え て くれ る 。

エ ピ ソ
ー

ド5 ：

　 マ ッ プ 作 りの 最 中 に 、車 い すを用 い た 障害疑

似 体験 を して い た 参加者 H か ら 「図書館 の 横 っ

て 歩道 が あ る じ ゃ な い で す か。−Lが り ドが りが

で き る と こ ろ が 少 な くて 、
一

回 登 っ て し ま う と、

ず っ と降 り る と こ ろ が な か っ た 」 と い う発 言が

な され た。そ れ を受け て 、車 い すを 使 用す る 障

害学生 B か ら 「車 い すで 生 活 し て る と、先 を 読

ん で 生 活 し て い る ん で す。そ うい う歩道 の 段 差

と か 、
一

度 登 る と 降 り られ な い 。そ うい う こ と

を 考 えなが ら、生活 して い る 」 とい う発言 がな

され た。

　 こ の エ ピ ソ
ー

ドに お い て 、B は 、バ リア の 体験 に

関す る H の 語 りに 対 し、「車 い す で 生活 し て る と、

障害疑似体験の 再 構成

先を読 ん で 生活 して い る ん で す 」とコ メ ン トし て い

る 。
こ の 発言 に は 、車 い す で 生活す る B が 日常的

に 用 い る 方法的知識 （先を読ん で 生活する）の
一
端

が示 され て い る、

　 こ の エ ピ ソ
ー

ドが 示 唆する の は 、第 1 に 障害者

は 日 常世界 の な か で 直面す る デ ィ ス ア ビ リテ ィ の

無力 な被 害者 で はな く、それ に対応 す る た め の 生

活 戦略 を駆使す る主体 的な生活 者 で あ る こ とで あ

り、第 2 に 障害の 疑似体験 とは そ うした生 きられ

た世界に 寄 り添 い 、参加 する こ とで は な い か とい

うこ とで あ る 。

　建 築基 準等 で 示 され る 物理 的な バ リア を は じ め

と して 、 デ ィ ス ア ビ リテ ィ は個 々 の 障害者 を離れ 、

客観 的現 実 と し て 自存 して い る か の よ うに扱われ

がち で あ る 。 だが、それ は個々 の 障害者が体験する

バ リア や 差別 の 共通項をあ た か も客観的現実で あ

る か の よ うに 物 象化 し た もの で あ ろ う。
こ の よ うな

客観的現 実 と し て の デ ィ ス ア ビ リテ ィ を体験 す る

の で あれ ば 、 障害者 が そ の 場 に い る 必要 は な い の か

も しれ な い
。 し か し 、

エ ピ ソ
ー

ド5 が 示唆す る よ う

に 、デ ィ ス ア ビ リテ ィ が 障害者 の 生 き られ た世界に

お い て そ の 実践 的行為に 関連 し て 生 じ る もの で あ

る とすれ ば、そ の 疑似 体験は聴 衆／ 語 り手 と して の

障害者 な く し て 成 立 し な い は ず で あ る。そ して 、生

活世 界 の 固有性 に 応 じ て 障害者個 々 人 が そ れ ぞ れ

異 な る多様 な デ ィ ス ア ビ リテ ィ に 直面 して い る。こ

う し た 点 を踏ま え る と、よ り多様 な障害当事者か ら

の 参 加 を 得 る こ と で 、本稿で 例示 した A 大学で の

バ リバ リ ツ ア
ー

と い う限 られ た
一

事例 を越 え、さ ら

な る 協働体験 の 可 能性 を開 い て い く こ とが で き る

も の と思われ る。

【注】

1）従 来 、い わ ゆ る 「社会 的弱者 」 は 保護や 援助 の

　 受動 的な対象 と捉 え られ が ち で あ っ た。そ れ に

　 対 し、近年 で は 、問題 や困難 の 発 見や解決 に 果

　 たす 「社会的弱者」 の 当事者 と し て の カ や視点

　 が重 要視 され る よ うに な っ て い る （e．g．中西 ・

　 上 野 2002）。こ う し た背景を踏ま え、本稿で は 、
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　 障害者
一

般を指す場合に 「障害者」 を使 INし、

　 当事者性 や 個別 性 を 強調 し た い 場 合 に 「障害当

　 事者 」 を使用 した。

2）障害 の 社会 モ デル は 、イ ギ リ ス の 障害者 運 動 を

　 通 じて 概念化 された障害 の 捉 え方 で あ る、、障害

　 の 社会 モ デル で は 障害概念 を イ ン ペ ア メ ン トと

　 デ ィ ス ア ビ リ テ ィ に 区 別 す る。イ ン ペ ア メ ン ト

　 は 「手 足 の
一
部 また は 全部 の 欠損 、身体 に 欠陥

　 の あ る 肢体、器官、また は 機構 を持 っ て い る こ

　 と」 とされ 、デ ィ ス ア ビ リテ ィ は 「身体的 なイ

　 ン ペ ア メ ン トを持 つ 人 の こ とを全 くまた は ほ と

　 ん ど考慮せず 、したが っ て 、社会活 動 の 主流 か

　 らか れ らを排 除 して い る 今 日 の 社会組織 に よ っ

　 て 生 み 出 され た 不 利益 又 は 活動 の 制約 」 と され

　 る （UP1AS 　1976）。障害 の 社会 モ デ ル の 特徴 は こ

　 う し たデ ィ ス ア ビ リテ ィ の 規 定因がイ ン ペ ア メ

　 ン トで は な く社会 に あ る と捉 え る 点 に あ り、デ

　 ィ ス ア ビ リテ ィ 解 消 の た め に 社会変 革 の 必 要性

　 を主張す る。以 ド、本稿 に お い て イ ン ペ ア メ ン

　 ト とデ ィ ス ア ビ リテ ィ とい う言葉 を使 用す る 際

　 に は 、障害の 社会モ デル の 意味で 用 い る こ とと

　 する。

3） 〔＿〕部は著者ら に よ る補足 で ある tt 以下 も同様。
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The  present study  proposed  a  new  way  to use  disability simulation  exercises  from  the perspective of  social  eonstmctionism.

Disability simulation  exercises  are  often  used  in disability awareness  training. However,  there  are  sorne  criticisms  against

them, mainly  from disability studies  and  the disabled people's organization  in Britain. In this studM  we  explored  a possible

alternative  of  disability simulation  exercises  by action  research  in Osaka  University. Accordingly, we  fbund that experience

of  disability in simulation  exercises  did not  occur  in participants individuaily, but were  achieved  collaboratively  through

interactions among  participants. Therefore, it was  participating effectively  in collaborative  experience  of  disability that

counted,  rather  than participants using  the same  assistive  devises as  disabled people. Based  on  this finding, we  proposed an

alternative program of  disability simulation  that would  Iead participants to join the process of  a  collaborative  achievement

ofdisabilityexperiences.
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