
The International Society of Volunteer Studies in Japan

NII-Electronic Library Service

The 　工nternational 　Sooiety 　of 　▽ olunteer 　Studies 　in 　Japan

【書評】

書評　関係性 の 学び方 ：「学び」 の コ ミ ュ ニ テ ィ とサ ー ビス ラー
ニ ン グ

サ ラ ・ コ ナ リ
ー

、 マ
ージ ッ ト・ミサ ンギ ・ワ ッ ツ 著 山田

一隆 ・井上泰夫 訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 晃洋書房 （2010年）

山　口　洋 典

　 （立命館大学）

　 「私 の 中で は＿」 とい う学生 の 語 り口 が 耳 に 付 く

よ うに な っ た。評者に とっ て の 違和感は 「なぜ 、中

に 留 め る の か 」、また 「なぜ 、中に留ま るの か 」 と

い う点 に あ る。そ う し た 語 り に 出会 うと き に は 、も

っ と、「私 」 を 「社会」
へ と 開 い て 欲 しい 、そ ん な

願 い を抱 か ざるを え ない 。た だ し、そ うした も どか

し さに出会 う機会が あるなら、恐 らく本書が説く

「学び 」の 方法 を学ぶ こ との 意義を十分に 実感 で き

る こ とだ ろ う。

　書題 の 『関係 性 の 学び方』は、訳者 らに よ っ て 名

付 け られた もの だ。本書は 「訳者に よ るは し が き」

に もあ る よ うに 、「米国 の 初年次 オ リエ ン テ ー
シ ョ

ン 用 ブ ッ ク レ ッ トと し て fll行 ま され た もの を、「日

本 に お け る 大学等 高等教育機 関 が 求め られ る新 し

い 戦 略的教 育手法 を考え る ヒ ン トを提供する こ と

を企 図 し て 」 出版 され た も の で ある （p．vii ）。そ の

特徴 は 「原 著 が タ
ーゲ ッ トと し た 読者 で あ る学生 は

もとよ り、『学び』 の コ ミ ュ ニ テ ィ や サービ ス ラー

ニ ン グ を新 し い 戦略的教育手法 と し て 導入 を検討

して い る 大学関係者 も読者 と し て想定 して い る 」こ

とに ある。そ の た め 、原 著で は 間接話法 とな っ て い

る 部 分 を直接話法に するなど訳 1出に も工 夫 を施 し

っ っ 、二 部構成 の 形態をとっ て 、前半部で 「学び の

コ ミ ュ ニ テ ィ 」、後半部で 「サービ ス ラ
ー

ニ ン グ」と、

副題 を順 に紐解 い て い く とい う構図 とな っ て い る、

　そ もそ も本書 の 原典は 1 冊 の 本で は な く、2 冊 の

ブ ッ ク レ ッ トを前述 の と お り に
・
つ の 名前 で 朿ね

た もの だ。具体的に は、Pearson　Educationが刊行す る

StUdent　Orientation　Seriesと名付け られた （関西以外

の 大学で は 「低年次」などと言われ る の か もしれ な

い が）低IR「生向けの ハ ン ドブ ッ ク群の 第 1巻 と第 2巻

を 訳 した もの で あ る。日本語版 の 出版に あた っ て は 、

L記 の よ うな特徴をつ け る べ く、原典で は第 1巻 の

『Service　Learning』（Margit　Misangyi　Watts 著）を訳

書で は 第二部に、第 2 巻 の 『Learinig　Communities』

（Sara　Connolly著）を訳書で は第
一

部 に 、とい う順

で所収された。シ リ
ーズ名称の 3語 の 頭文字 を取 る

と、皮肉な こ とに 「救命信号」 を意味する 「SOS 」

となるの だが、こ れ は 当初か らの 意図 で あ る よ うだ。

事実、原 典の 表紙に は、海難事故 の 場面 で よく見 ら

れ る、オ レ ン ジ と白で彩 られ た浮 き輪が、共通 の 装

丁と して 読者 の 目 を引 くもの とな っ て い る。

　まずは 目次をもと に 内容 を概括 し て み よ う。まず 、

「訳 者に よ る は しが き」 は、こ こ ま で 述 べ て きた と

お り、なぜ本書を訊 出 した の か、そ して 訳出にあた

っ て どの よ うな 1「夫を施 した の かが記 され て い る。

同時 に、高等教育政策 の 中 で 新 たな教育 手法 が求め

られ る 背景 と、そ の 具体策 として 学部や 専門を横断

した小集 団科 目にお い て 地域社会 との 協働 の も と

で サ
ー

ビ
’
ス ラ

ー
ニ ン グ とい う方法 を企 画開発 し て

い く こ との 意義 に関す る、短 い 研 究ノー
トと い う性

格 をも見 い だす こ とが できる。口本語版が 学生 の み

な らず、広 く大学 関係者を読者 と し て 設 定され た 企

図が伺 える、t

　第
・
部 「『学 び』 の コ ミ ュ ニ テ ィ 」 は、6 章か ら

な る。まず 「イ ン トロ ダ クシ ョ ン 」 で は、あ る種 の

孤独 感や孤 立 感 を覚え た こ との ある 3 入 の 学生 が 、

い かに仲 間 と出会 っ た か に関す る自己物語が紹介

され 、大学生活 が うま くい か な い の は決 し て 特別 な

こ とで はない 、と、呼びかける。続 い て 「『学び』の

脚 ン す・ア  就 V・1．11 囮
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山口 洋典

コ ミ ュ ニ テ ィ とは何か 1 で は（1）つ な が り、（2）り
一

ダー
シ ッ プ 、（3）少数 グ ル

ープ 、（4）批判的思 考、（5）

到達度の 5 つ の 視点か ら、学生 どう しの 関係構築 の

有 り様が 示 され た 後 、次章の 「『学び』 の コ ミ ュ ニ

テ ィ の イ ン パ ク ト」 に て 、多様 な学生 の 関わ りに ど

の よ うな 「評価 （assesment ）」 が もた らされ 、どの

よ うに 「評定 （assesment ）」 され る の か 、言わ ば コ

ミュ ニ テ ィ 形成の 結果 （例 えば、ど う受 け取 られ た

か ）とそ の 成果 （例 えば、どう変わ っ たの か ） に つ

い て 、それぞれ先行研 究や実践 事例を レ ビ ュ
ー

し、

ま と め られ て い る。そ し て 、「キ ャ ン パ ス の 居場所

探 し」 で は 「学び 」 の コ ミ ュ ニ テ ィ が 類型化 され 、

「か か わ りを持っ こ と」 で は導入期以外 の 学牛 （関

西流に言 えば 「上 回生 」） に 向けたプ ロ グ ラ ム 以 外

の 方法に よる コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 参加 の 契機 と し て

「ピ ア
・

リ
ーダー

」 （p58） とい うロ
ー

ル モ デ ル の

存在が 提示 される。

　興味深 い の は 、い くつ か の 大学で の 実践事例 か ら、

「学び 」 の コ ミュ ニ テ ィ が 4 つ の 「タイプ 1 （p．39）

に 整理 され 、そ の 「特徴」 （p55 ）が ま とめ られ て

い る こ とだ。そ の 4 っ とは （A ）パ ッ ケ ージ型 の 科 日

や 教養 を涵養する ゼ ミナ ー
ル な ど の 「学生 コ

ーホ ー

ト・統合 ゼ ミ」 モ デ ル 、（B ）複数科 目の 同時登録 で

履 修 を促す 「連携科 目」 モ デ ル 、（C）複数教員 の 科

目を結合 させた新 た な科 目 をチ ーム テ ィ
ーチ ン グ

で 進 める 「調和 した勉強 モ デ ル 」、（D ）
一
定期間を寮

などで居住す る 「生活 し学ぶ 『学び』の コ ミ ュ ニ テ

ィ 」 モ デル で あ る 。 そ うして 終章 の 「展望 とプ ロ フ

ィ
ー

ル 」 で は、冒頭 で 紹介 され た 3 人 とは別 の 3 人

の 学生にイ ン タ ビ ュ
ー

され た内容 か ら、コ ミ ュ ニ テ

ィ に 「参加 して い な い 学生 は共 同体 の 経験を捉え損

なっ て い る」 （p．65） と、他者 との 関わ り を通 じ て

「意見 の 不
一一致や問題 が 必然的 に発生す る」 （p．65）

ゆえ に、「助言 」（p，66）し合える関係 にな っ た とき、

自らの 「殻を破る 」 （p．67） こ とが で きる、と、ま

とめ て い る。また 、ブ ッ ク レ ッ トとい う性格 を反映

し て 、各章 の 末尾 と第一部の 終 わ りには原典 の 読み

手 で あ る学生 た ちの へ問 い と、使 い 手 の 教員 へ の 参

考 ウ ェ ブサ イ ト、さ ら に 文献が 提示 され て い る。

［画 　tr：ランtfア蠕 V。田

　 第 二 部 「サ
ー

ビ ス ラ
ー

ニ ン グ」は 、7 章 か らな る。

第 1章 「サ
ー

ビ ス ラ
ー

ニ ン グ と は 何 か 」 で 定義が 、

第 2 章 「なぜ 、サ
ー

ビ ス ラ
ー

ニ ン グな の か 」 で は 目

的が、そ れ ぞ れ 示 され た 上 で 、第 3 章 「わ た し に と

っ て どの よ うな効果が あ る の か 」 に て 、個 の 人 格形

成 とあわせ て 「社 会的責任を受 け 入 れ 」る 「educatad

citizen」 （p．103） と な り 「生 涯 に わ た っ て 学び 続け

る 」 とい う 「lifelong　leamer」 に な る と、教育手法

と して の 意義が ま と め られ て る。サ ービ ス ラー
ニ ン

グ に は 多様 な定義が な され て い る もの の 、共 通 す る

の は 「他者 に 奉仕す る 」教育プ ロ グ ラ ム を 通 じて 「創

造 的 に 問題解決 」で き る よ う 「意思決定 で き る 人 に

な る 」 こ とが期待 され て い る と い う （p．95）。そ の

た め 、第 4 章の 「地 域に と っ て ど の よ うな効果 が あ

る の か 」で は 「多様 な 文 化や価値 シ ス テ ム を理 解す

る こ と が で き 、卒業 した 後 に 人 生 を送る こ と を 選択

した 地域社会 で の 生活 に 参画す る 」よ うに な る と示

され て い る。

　 サ
ー

ビ ス ラ
ー

ニ ン グ の 効果 は 自他共 に 大 き い こ

とは 、誰もが否定 し な い だ ろ う。しか し、そ ん な に

簡単 に 事 が運 ぶ わけ で も な い 。し た が っ て 、第 5 章

で は 「サ
ー

ビ ス ラ
ー

ニ ン グ に 参加 し た と き、ど の よ

うに 学ぶ の か 」、第 6 章 で は 「ど の よ うなプ ロ ジ ェ

ク トが あ る の か 」、第 7 章 で は 「ど の よ うに サ ー ビ

ス ラ
ー

ニ ン グを始 め る か 」、と、読者 を ま ち へ と 誘

う。そ し て 講義室 を離 れ て 地域社 会 で 学ぶ 上 で は 学

習者に 「日常生活 を詳細 に 検討 す る 」 （p，109）こ と

が 求め られ るため、「認識 」 と 「感情 」 の 変化 の 過

程をふ りか える こ と （reflection ）が極 め て 重 要 とな

る こ とが 浮き彫 り に され る。要す る に、ポ
ー

トフ ォ

リオ など と 呼ばれ る 現場 の 記録や、活動 の 日誌等 を

つ け る習 1貫が 欠 か せ な い 、とい うこ とだ。

　な お 、第二 部の 終わ り に 提示 され る 「取 り組 み を

見 つ け る 」 上 で の 12 の ガイ ド ライ ン （p，139）は、

何 もサ
ー

ビ ス ラ ー
ニ ン グ に留ま らず、地域参加型 の

学習、転 じて 座 学以外の 学び に 通底する指摘 と言 え

よ う。要約する と、情報の 収集、政策の 分析、目標

の 整 理 、目標 の 理 解、途上 で の 自己 評価、辛抱強 い

コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 、行動 の 記録、期待 の 明確化 、

N 工工
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会議 へ の 出席、活動可能 時間 の 提 示、契約 の 締結 、

以 上 12 点 だ。ちなみ に本評 で は詳述 しない が、第

二 部 の 各章 の 扉 で 紹介 され て い る 格 言 （例 えば 、キ

ン グ牧師の 言葉や 中国 の こ とわ ざ、な ど）は 、 学習

者の 「学び 」 へ の 姿勢 を問 い 直す 至 言 と して 位置づ

け られ る。ま た 、巻 末 の 書式集 は、大学関係 者 の み

な らず、イ ン タ ー
ン シ ッ プ や ゼ ミ活動 で 学生 を受け

入れ る NPO 等 にも参考 にな る だ ろ う。

　 本 書 をも とにすれ ば、サ
ービ ス ラ

ー
ニ ン グがイ ン

タ ー
ン シ ッ プ と 決 定的 に 異 な る こ とが 明 ら か とな

る。それ は イ ン ター
ン シ ッ プ が ど こ で 何 をす る の か

が 鍵 に な るの に 対 し、サ
ービ ス ラ

ー
ニ ン グで は誰に

何 をす るの か に力点 が 置か れ るた めだ 。 そ の 際、誰

と共 にす るの か
、

い るの か
、 あ る の か、そ うし た多

様 な他 者 の 介在 が 「学 び 」 へ の 扉 を開 くの で あ る 。

何 よ り、本 書 で も 「学び 」 と括弧付 き で こ の 語 が取

り 扱 わ れ て い る理 由 は 、勉 め て 強 い る 「勉 強 」

（s加 dy） と し て 業 （わ ざ） を
一

方的 に授 か る （っ

ま り授 業）とは異 な り、能動的 にもの ・こ と ・ひ と

に 関わ る行動 的な学習者 「active 　learner」 （p．26） と

なる こ とが 提起 され るた め だ ろ う。

　 関 西の 大学に籍 を置 い て きた訳者 らは 、 あ とがき

で 「信 頼 で き る 仲間や 地 域仕会 へ の 貢献 を通 し て 自

己肯定感を取 り戻 し」 （p．165） て い く こ と が 、現代

の 大学教育に お い て 喫緊 の 課題 で あ る こ と を学生

との や り と りを 参考 しな が ら 示 して い る。そ れ は ち

ょ う ど、正 解を探す 「勉強 」 に 長 け て きた 大 学生 た

ち が 、過 大 な 承 認欲求 （例 え ば、太 田 2007 ）の も

と で 、所属 を吟味 しすぎる こ と に よ り、結果 と し て

「所属 な き 承認欲求 」が もた ら され て い る状況 に あ

る の で は な い か と評者は 捉 え て い る。だ か ら こ そ 、

結 果 と し て 自 ら の 役割 を 見 い 出 しや す い 、あ る い は

目の 前 の 他者 か ら役割が付与 され る 「『学 び 』の コ

ミ ュ ニ テ ィ 」 と 「サ
ー

ビ ス ラ
ー

ニ ン グ」 は 、今 の 時

代に生 き、暮 ら し、学ぶ学習者 の 無言 の 「SOS 」 に

応 え る枠 組 み な の だろ う。

　 こ の よ うな時代 の 状況 を鑑 み れ ば、本 書が原典 の

順番 どお りで は な く、「学び 」 の コ ミ ュ ニ テ ィ か ら

サ
ー

ビ ス ラ
ー

ニ ン グ と い う流 れ で 訳 出 され た意 図

関係性の 学び方

に合点が い く。 すなわち、他者 との 関わ り に よ る 「学

び 」の 前に、自らの 身 の 置き所 と し て学生 ど うし の

コ ミ ュ テ ィ形成が先に 必 要 なの で は ない か 、と い う

こ とだ 、 で あれ ば、原典 の とお りに 、間接話法は 間

接話 法 で 、とい う方 が、学生 の 関心を引い た か も し

れ な い し、転 じて 日本人に よ っ て 書か れ た本文中の

イ ラ ス ト、写真な ども織 り交ぜ て 見た方が、日本の

大学生 たちに もよ り響 くもの になっ た か も しれない 。

　 い ずれ に せ よ、現代 GP な ど を は じ め と して 、各

大学に サ
ー

ビ ス ラーニ ン グが広ま りつ つ あ る今、本

書 は 全入 時代に おけ る 大学の 「学び 」 を熟考する 上

で 大事 な書籍 の
一

つ だろ う。 また、学生た ちを受け

入 れ る 、さ ら に は 大 学生 に 留 ま る こ と の な い 、

lifelong　leamerたち に 、講義室 とまちとをっ なぐ、

重要 な
一

冊 で もあ る。さ らに既述 の とお り、NPO

等で の 実践家に も響 く言葉や素材 に満ちて い る。訳

者の 労を多 と し た い
。

　冒頭で 、「私 の 中1 に留め、あ る い は 「私の 中」

に留ま る こ とに よ っ て 「私 」 に こ だわ る学生 の 声を

紹介 し た 。 実は そ の 対極に、「今、社会は ＿」 とく

く る学生た ちの 語 りも気 に な っ て い る 。 近年、自ず

と他者 との 関わ りを持 た ざる をえな い 事柄、例えば

ネ ッ トワ
ー

ク、ビ ジ ネ ス 、また ア
ー

トやデザイ ン な

ど に 、 「ソ
ー

シ ャ ル 」 とい う形容詞 が 掲 げ られ る傾

向 が ある し、弁護 士 や議員 とい っ た 専門職 に も 「社

会派 」 と い う冠 が 付 与 さ れ る よ うに な っ て 久 し い 。

本書が 、時代 に 生 き、次代 を担 う学生 た ち に、「私 」

と 「社会」 を つ な ぐ、転 じ て 「私 」 を 「社会」 に 開

き、大学 と ま ち を接続する学び へ の 補助線 を 提 示 す

る 手引 き と され る こ と を 願 う と こ ろ で あ る。
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