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を もあわ せ も っ て い る 。

　吉川論文 （4章）が掲げ る （防災）ゲ
ーム の

目的一 「正解を 学ぶ こ と」，「問題 の 共有 と合意

形成」
一

が，そ れ ぞれ，格差是正 と格差解消 に

相当す る こ と も見や す い だ ろ う。 ま た，越村論

文 （5 章）も，『何をすべ きか と い う 「主観的規 範」

や 「リス ク 回避行動」そ の も の （格差是正 と関

連）を偏重 して 教え て い る よ う に 見 え る 。 こ れ

に加え重要で あ る の が コ ミ ュ
ニ テ ィ 内の 規範的

信念，広 い 意味で の 津波 の 知識 ・津波災 害 の 教

訓 で あ り （格差解消と関連）…』と提言 して い る 。

さ らに，後 藤論文 （6 章） も，
シ ミュ レ

ータ ー

を，一方で 提供 した知識 の 理解 （格差是正 と関係）

に活か しっ っ ，他方で，「私た ち 自身の 手で そ の

場そ の 時限り の 決断を下す」 こ との 重要 性 （格

差解消 と関係）を指摘 して い る。

　最後 の 三 浦論文 （7 章） は ， 自然 災害学会 に

お ける防災教育特別委員会に よ る研究 ・実践 プ

ロ ジ ェ ク トの 成果を紹介 した もの で ，各地 で 展

開 され て い る防災教育 の 手法，成果 の 地域横断

的な発信 ・共有を 目指 し て い る 。 デ
ー

タ ベ ー
ス

に搭載さ れ た 個々 の 防災教育 プ ロ グ ラ ム や 手法

に も， こ こ で 言 う 2 っ の 方向性 を併せ もつ も の

が 多 い が， こ う した デ ータ ベ ー
ス を大学 （学会）

が プ ラ ニ ン グ し構築 して い る こ と 自体， こ の 試

みが，単に情報提供 ・公開 に よ っ て 知識 ・技術

に 関する格差を事後的 に 是正 しよ う とす る もの

で は な い こ と を示 して い る。現場 の 実践 家，研

究機関 の 専門家 ， そ して ，学校 ・地域 を包摂 し

た防災教育を推進 しよ う と し て い る点 で ，知識・

技術 の 共同生 成 （格差解消）を も同時 に 志向す

る もの と言え よ う。

　多様を発展を み せ る防災教育 の す べ て を，本

特集に網羅で きた とは い え な い と思 うが，本特

集記事が，防災教育 の 発展に い ささか な り とも

寄与する こ と を心か ら期待 した い 。

防災教 育の フ ロ ン テ ィ ア

1．防災教育 のた め の新 しい 視点

　　　一実践共同体の再編
一

矢守　克也
’

　 1．1　 は じめ に

　頻発化か っ 多様化 す る近年 の 自然災害，さ ら

に ，今後 予想 され る大規模広域災害 （首都直下

型 地震や東海 ・東南海 ・南海地震な ど）を展望

した とき ， 今後の 防災教育に お い て は，知識 ・

技能の個体間移動 と い う視点 で はな く， 「実践共

同体」 （レ イ ヴ ら，1993）1／1
の 再編 過 桿に 注 日す

る必要 が あ る
一

こ れが本稿 の 骨子で あ る 。 以下，

まず 2節で，「実践共 同体」 の 概念 に つ い て ，心

理 学，教育学 の 知見を もと に 簡単 に 紹介す る。

次 に，3 節 で ，防災教育 に 実践共 同体 の 再生 産

とい う観点を導入す べ き理 由を，防災実践を め

ぐ る 近年の 動向に求め る 。 最後に 4 節で，本稿

で 提起す る新 し い 視点 に 立 っ て 展開さ れ て い る

防災教育 の 実践事例を い くっ か紹介す る 。

　な お ，本特集 に含ま れ る 本稿以外 の 論考 に っ

い て も，明示的に そ れとは謳 われ て は い な い が，

同 じ視点一
実 践共 同体 の 再生産

一
が緩や か に共

有 され て い る こ とは容易 に読み と っ て い た だ け

る もの と思 う。 す な わち，諸論考 は，一方 で ，

本稿に言 う 「実践共同体」の再編を支え る ツ
ー

ル
，

制度を提起する と と も に ，そ の 再編 に と っ て ク

リア
ー

す べ き 課題 に っ い て も議論 して い る 。

　 1．2「実践共同体」 とは何か

　　1．2．1 知識 ・技能の個人間移転と い う誤解

　防災教育 とは何 か を考 え る こ とは，防災学

習 と は 何 か を 考 え る こ と で あ り，
こ の 問 い に

答え る た め に は，そ もそ も教育／学習 と は 何

か ， と問わ ざ る をえ な い 。 こ こ で ，非常 に 広範

に 受 け 入れ ら れ て い る 誤 解 を解 消 して お く必

要 が あ る 。 そ れ は，教育／ 学習 の 営 み を，教

育 す る 者か ら学習す る者 へ 個 人間で 知識 ・技

能 を 移 転 させ る こ と と等 値す る 誤解 で あ る 。

　ただち に，疑問が 噴出す る で あ ろ う。 震 度 と

京゚都大学防災研究 所
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い う用語の 意 味を ，
そ れを知 る者が 知 ら な か っ

た 者 に教示す る こ と，あ る い は，消火 器 を使 用

で き な か った者が 使用で きた者 の 指導 に よ り利

用可能 に な る こ と一
こ れ らが 防災教育／学習で

な い とすれ ば ， 何が防災教育／学習 な の か ，と 。

本稿で 導入する レ イ ヴ ら （1993）
D

の 教育／学習

論も， こ れ らの 事例を教育の 範疇か ら除外す るわ

けで はな い 。 知識 ・枝能 の 個人間移転 も，教育／

学習 の 重要な 要素 で ある 。 しか し，そ れ は，教

育／学習過程の
一部に過 ぎな い 。 現下 の 問題は，

教育／学習 の
一

部に 過 ぎない 知 識 ・技能の 個人間

移転 と い う現象を教育／学習の す べ て だ と誤 認

し，そ れ に の み 固執 する こ とが，防災教育／学

習 の 豊か な発展
．
可能性を阻害 して い る点に あ る 。

　 1．2．2　 レ イ ヴ の 教育／学習論

　 こ こ で ，「実践共同体1 を鍵概念 とす る レ イ ヴ

ら の 教育／学習論 の ポ イ ン トを ， 佐伯 （1993）
2）

を もとに 集約 して お こ う。

　第 1 に ，教育／学習 の 要諦 は，個人か ら個人

へ の 知識 ・技能移転 の み に あ る の で は な く，各

個人 （主体） の 実践 共同体 へ の 「参 加」 に もあ

る 。
つ ま り，防災に つ い て ， （当面）教育す る側

に 立つ 人びと，（当面）学習す る側に まわ る人び

とが 共に 「参加」 で き る よ うな 共同体を構築す

る こ と が 教育／学習 の 重 要 な 目標 と さ れ る べ き

で あ る 。 学校 に お け る防災教 育を例 に，平 た く

言 い か え れ ば ， 防災に っ い て 分か らな い こ とを

教え て くれ る人，と も に活動す べ き組織 ・団体

との ネ ッ ト ワ
ーク の 中に，児童 ・生徒，教 師自

ら，そ して 学 校組 織を引 き込 ん で お け ば ，そ れ

で よ い。教 師 自身，あ るい は，学校そ の もの が，

防災に 関わ る知識 ・技能 の す べ て を そ の 内部 に

収蔵 して い る必要は な い 。

　 第 2 に，教育／学習を，社会的実践の 一一一部 と

して 考え る べ きで あ る 。
つ ま り， 教育／学習と は，

知 識 ・技能を身に っ け させ る （ある い は，身 に

つ け る）と い うよ り も， 「世 の 中の タ メ に な る こ

と一
い わ ば シ ゴ 5− 」 （佐伯，1993）

2，
を，（当面）

教育す る側 に 立っ 人び と と （当面）学習する側

の 人 び と が 一
緒 に す る こ と

，
な の で あ る 。
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　佐伯 に よ れ ば， こ れ は，実は，「と て つ も な い

発 想 の 転換」 で あ っ て ，「日来 の 教育／学習観を

もっ 者 は に わか に受 け入れが た い か も しれ な い
。

しか し，た とえ ば，最初は 専門家に指導 され て

試行錯誤で 作 り始め た 防災ゲ ーム が，や が て 自

治体の 防災研修会の ツ
ール と な り， 自身が ト レ

ー

ナ
ー
役に な っ て い る こ と に気づ い た高校生たち，

お よび、そ れ に関わ っ た専門家 （1．4．2 項を参照）

は，お そ らく，次 の こ とを実感す る で あ ろ う。

あ れ こ れ考 え て い る と き，と っ ぜ ん，自分

が何か価値 あ る もの を生み だそ う，作 りだ

そ うと して い た こ と ， しか も， そ れが 自分

だ けで な く，誰か ととも に そ うや っ て い た

の だ， し か も，そ の背後に 多 くの 人び との

ネ1：会 的 ・文化 的，ま た 歴 史的な 営み が あ り，

そ こ に 自分が 参加 して い る の だ と い う こ と

に ハ タ と気づ き… （後略）。 （佐伯 ， 1993，

p．186187）
2〕

　第 3 に ，教育／学習を ，ア イ デ ン テ ィ テ ィ の

（再）形成過程と して 位置づ け る べ きで あ る 。 こ

れ も ， 知識 ・技能 の 移転を も っ て 教育／学習 と

考え て きた従来説 と は か け離れ て い る よ う に 思

わ れ る か も しれ な い
。 しか し，

す べ て の 教育／学習が い わ ば，何者か に な っ

て い くと い う， 自分づ くり な の で あ り，全

人格 的 な意 味 で の 自分 づ くりが で きな い な

らば ， もともと教育／学習で は なか っ た 。 （佐

イ白，　1993，　p，188）
L）

と考え るべ きで あ る。 こ れ まで 本稿 で ，何度か ，

「（当面）教育／学習す る人 びと」 と い う表現 を

使 っ た の もそ の ため で あ る 。 教育す る者／学習

す る者 と い う役割そ の もの の ゆ ら ぎと再編成が ，

こ こ で 言 う ア イ デ ン テ ィ テ ィ の （再）形成の 最

た る例 なの で あ る 。

　最後 に，教育／学習 とは ， 「実践共同体」 の 再

編の 過程の 中で 生 じる と考え る こ とが重要で あ

る 。 こ れ は，師匠／弟子，先輩／後輩 と い っ た

N 工工
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関係性が重層的に複合 しなが ら，長年に わた っ

て 知識 ・技能を，変容 と革新を伴 い っ つ 保存 ・

継承 して きた職人 の 共同体の こ とを念頭 に お け

ばわか りや す い 。 後述 す る よ うに ， 防災 は ， 海

溝型 の 地震な ど retUrn 　periodの 長い 自然現象を

相手にする社会的営み で あ る 。 単発 ・短期的な

知識 ・技能 の 個人 間移転 で は な く，実践共同体

の 再編 に 注 目す べ き所以 で あ る。

　1．3　防災教育に 「実践 共同体」 を導入 すべ き

　 理 由

　本節で は
， 防災実践 を め ぐる 近 年 の 動向を通

覧 しなが ら， 防災教育に
， 実践共同体の 再編 と

い う観点を導入すべ き理 由を ， あ ら た め て 3 つ

に整理 し て お こ う 。

　 1．3．1　 自助 ・共助 ・公 助

　第 1に ， 「自助 ・共助 ・公助 の バ ラ ン ス 」 とい

う標語が重要で あ る 。 阪神 ・淡路大震災 （1995

年）や 新潟県中越地震 （2004年） な ど，近年の

大災害が もた ら した最大の教訓は，防災実践に

は，国や地方 自治体 に よ る 「公助」 の み な ら ず，

地域社会を基盤 と した
厂共助」，お よび，住民

一

人
一

入に よ る 「自助」努力が不可欠 ， と い う事

実で あ っ た 。

　た だ し，こ こ で 肝心な こ と は，公助 と並ん で

自助や共助 の 重要性を顕揚す るの は よ い と して ，

それ を，従来，公助 の セ ク シ ョ ン に あ っ た 知識・

技能を 自助や 共助 を担 う セ ク シ ョ ン に移転 させ

る こ と と同
一

視 し な い こ と で あ る 。
こ う し た 理

解 は，公助の 担い手一行政 の 防災担当者や専門

家
一が 抱え て き た 情報や ノ ウ ハ ウ を 一

般 の 人 び

と に 開示 し，普及 ・啓発 を図 る こ とを強調 す る

点で ， ま さ に ， 知識 ・技能 の 個人間移転 モ デ ル

に 甑脚 し て い る 。 こ の よ う な捉え 方を し て い る

限 り，専門 家ど ・魂殳人の リス ク認 知 の ギ ャ ッ プ

が 問題 だ と か
， 情報開示 を して もそ れ が 一

般住

民に 理解で きな い の で は公側 の 責任放棄 に っ な

が る の で は な い か，と い っ た難問に 永遠 に つ き

ま と われ る こ と に な る 。

　「自助 ・共助 ・公助」 論を考え る上で も っ とも

防災教育 の フ ロ ン テ ィ ア

大切な こ と は，こ の議論を，助ける 人／助けて

も ら う人，あ る い は，教育す る人／学習す る人

と い う 2項対立図式そ の もの の 止揚 に 接続す る

こ と で あ る 。
つ ま り， 特定の 個人

一
公助を担 っ

て き た 行政 の 防災担 当者や 防災の 専門家
一

に よ

る知識 ・技能を，一般 の住民 に 内化 ・吸収 さ せ

る こ と （だ け） を防災 教育／ 学習 の 口的 と して

据 え るの で はな く，防災 と い う営 み を め ぐる社

会 （防災実践共同体） の 編成原理 の 変更を 目指

す こ とが 重要で あ る 。

　実践共同体の 再編 は，− L2．2項 で 述 べ た よ う

に
一そ こ に 参加 す る 人 び と の ア イ デ ン テ ィ テ ィ

の 変容を も伴う。 おそ らく， 住民の ア イ デ ン テ ィ

テ ィ は ， 「助け ら れ る だけ の 人」 か ら 「（自分や

他人を ）助け る入」 へ と変容す る こ と で あ ろ う 。

同時 に，専門家や防災行政職員 の ア イ デ ン テ ィ

テ ィ も，「助ける／教え る （だ けの ）人」か ら 「
．
自

分たち も （住民か ら）学ぶ 人」， ある い は 「自分

自身助 け られ る か も しれな い人」 へ と変容する

に違い な い 。

　こ う し た ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 変化は ，同時に，

防災教育や防災実践 の た め の ッ
ール を ，一部 の

人間
一

具体的 に は，教 え る人や助 け る人 とい う

ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 固定 され た人 び と
一

が事態

の 全容を俯瞰す る コ マ ン ダー型 （災害対応 マ ニ ュ

ア ル な ど）か ら，すべ て の人 び とが 多様な現実

に 直面 す る こ と を想定 した 合意形成型，あ るい

は フ ァ イ タ
ー型 へ と革新す る こ とに もっ な が る。

後者 の 典型例が ， 筆者 自身が 目下 と り組ん で い

る防災ゲ
ー

ム で あ り，こ れ に つ い て は，本稿 （1．4．2

項），本特集の 吉川論文，さ らに は，矢守・吉川・

網代 （2005）
3〕

，矢守 （2005）
4）

な ど を 参照 さ れ

た い D

　 1．3．2 「周縁者」 の 顕 在化一 「参加」 と は 何

　　 　 か
一

　第 2 に
， 災害が

， 社会（実践共同体）に お け る 「周

縁者」 の 存在が顕在化す る場面で あ る こ とも重

要で ある 。 「周縁者」の概念に つ い て 説明す る た

め に は，レ イ ヴ らの 言 う，実践共同体 へ の 「参加」

と い う概念につ い て 理解 して おか ねばな らな い 。
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本稿で は， こ れ まで ，「参加」 の 概念 を，特に断

りな しに ，
つ ま り 日常用語 と変 わ らな い もの と

して 使 って き た 。 しか し，実は，レ イ ヴ らの 「参

加」 は，通常言わ れ る 参加 と は随分異 な る概念

で あ る。

　 も っ とも重要 な点 は，次 の よ うな 理解 は誤 っ

て い る と い う点で あ る。 す なわ ち，た と え ば ，

防災 の 専門家や プ ロ の 防災実践家 が存在 して い

た と して，防災の 実践共同体に 最 も 「中心 的 」

に参加 して い る の が彼 らで，「周辺的」 に参加 し

て い る の が，防災素人 の
一般地域住民や 子ど も

たちだ，と い う理解で あ る。
こ の よ うな理解 は，

例 の 知識 ・技能 の 個人 間移転モ デ ル と同根 で あ

る。なぜ な ら，当該の 実践共同体に と っ て 本質

的に 重要 な知識 ・技能が実体 と して 存在 して い

て ，個人が そ れ らを所有する程度 （質量）に 応

じて，個人 の 共 同体へ の 参加 の 程度一中心的か

周辺 的か一が 決 ま っ て い る との 前提 に 立 っ て い

るか らで あ る 。

　 レ イ ヴら の 言 う 「参加」 と は，別 の 意 味で あ

る。た しか に ，任意 の 実践共同体に つ い て 、そ

の 活動 と深 く関連 す る知識 ・技能を，他 の 人び

と よ り質的，量 的 に よ り豊か に 所有す る個人 は

存在す る 。 しか し，共同体 に は，そ うした メ ン

バ ー
も参加 し て い れば ， そ うで は な い 「新参 者」

も加わ っ て お り，さ ら に 言えば，将来 の 「新 参

者」 も存在す る。 彼 らは，現時点で は ， 明示的

な 意 味で は 共同体の 成員で す ら な い が，彼 らを

欠い て は，共同体そ の もの の 存続 も危ぶ ま れ る 。

また，だれ しも，初め は ， 新参者 で あ る が
， す

ぐに 新た な 新参者に と っ て の 先輩 とな り， そ し

て ， 脂 の 乗 りき っ た中堅 へ と成長する 。 やが て ，

ベ テ ラ ン と な っ て， い つ の 日か，一以前の 自分

と同 じよ うに一共同体 へ の 物理 的関与の 度合 い

を低め て い く。

　 つ ま り，知識 ・技能 の 保持量で も っ て ，「参加」

の 濃淡が決定づ け られ るわ けで は な い
。

レ イ ヴ

が 重視す る の は ， す べ て の 人び と が ，多様 に異

な る独自の 成員性を発揮 しなが ら，実践共同体

に十全的に 参加 （fU皿 participation） して い る状

態で あ る。すなわち，「十全的」 と 「中心的」 と
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は，ま るで 異な る概念で あ る 。 た とえ て 言え ば ，

み なが 4 番打者 で あ る よ う な野球チ ーム は，す

べ て の メ ン バ ー
に 「中心 的」 な参加を期待 して ，

「f全的」 な参加が ま っ た く実現 で きて い な い 共

同体を こ し ら え た よ う な もの で あ る 。
こ う した

チ
ー

ム が
一時的 に は と もか く中長期的に は 機能

しな い こ と は 明 らか で あ ろ う。 メ ン バ ーそ れ ぞ

れ が 多様で 固有 の 参加 の あ り方を示 し，しか も，

そ れ が 当該 の 実践共同体を とりま く内外の 課題

に 即 応 して 柔 軟に 変化 しつ つ 継続 さ れ て い く状

態 を ，
レ イ ヴ は，十全的な 参加が 実現 さ れ た 理

想 の 実践共同体 の あ り よ う と考え た の で あ る 。

　以 上 よ り， （防災 の ） 「実践共同体」 に は，種々

の参加の 形態があ りうる こ とがわか る 。 よ っ て ，

極端 に 言 え ば ，現在は ほ と ん ど関与 して い な い

もの の ，将来，参加する こ とが 潜在的に期待 （約

束） され て い る よ うな 人び と （た と え ば，幼 い

子ど もたち など） も，当該 の 実践共同体を支え

る重要な一翼だ とい う こ と で あ る。

　 しか し， こ こ で ，さ らに 注意 す べ きは，任意 の

実践共同体に は，潜在的な意味 に お い て も， そ

こ へ の 参加か ら疎外 さ れ て い る よ う な人び とが ，

当該 実践共同体に お け る エ ア ポ ケ ッ トの よ うに

存在 して い る ， とい う点 で あ る。高木 （1999）
s｝

が ，「周縁者」 と呼 ぶ の は こ うした人び と の こ と

で あ る 。 た と え ば，国籍や 障害 を理 由 に ， 学校

教育や就 職 に 対す る参加の 機会 を制限さ れ て い

る人 び とは， こ こ で 言 う 「周縁者」 だ とい う こ

とが で きる。

　 こ れ ま で の 議論を踏まえ る と，災害が ，良 く

も悪 くも実践共同体を め ぐる 「周縁者」 の 存 在

と大 きく関わ る 理 由が ，少 な くと も 2 つ 存在 す

る こ とがわ か る。一
っ は，災害弱者 と称 され る

障害者 ， 外国人 な ど， 生産 と消費を基軸と した

日常の 実践共同体に お い て 周縁的な存在 と な り

が ち な 人び と の 周縁性が ， 災害時に極端な形で

露呈す る と い う側面で あ る 。

　 もう
一

っ は，そ もそ も災害 と は，社会 （実践

共同体） の 根底的動揺だ と い う点 に 関係す る。

こ の た め， 日常 の 実践 共同体 に お い て は，中心

的な 位置を占め て い た人び とが
一

気 に周縁 的な
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位置へ の 移動を余儀な くさ れ る場合，あ る い は，

そ の 逆 の 場合が 生 じ る 。 前者の 例 と して は，た

と え ば，不案内な土地で 被災 した観光 客 ， 自ら

被災 し た 防災担当職員 な どを，後者 の 例 と して

は，学校 で 問題視 され て い た生 徒が ， 避難所運

営 に 抜 群 の 力を 発揮 した 事例 な ど を，そ れ ぞ れ

典型的な事例 と して ひ い て お く こ とが で きる 。

　い ず れ に して も重要な こ とは ， 周縁性 （周縁的

な 参加 に と どま っ て い る 人 び と） は，実践共同

体 に と っ て 解消す べ き問題で あ る と同時に，実

は，そ の 抜本的再編の 起爆剤 と もな りう る，と い

う点で あ る 。 現実に，高齢者や障害者の 防災 （要

支援者 の 問題）は，近年，防災事業に と っ て ， 最

大 の 課題で あ る と同時 に，防災を して ，狭義 の

防災行政課題 の 呪縛か ら解 き放 ち，広 く福祉行

政，地 域行政 と の連携 ・ 融合を 模索せ し め，さ

ら に，「自助 ・共助 ・公助」 シ ス テ ム の 再編を も

促す活力源 として も機能 して い るよ うに 見え る 。

　　1．3．3「次 の 次」の 重要性

　防災教 育 に ，実践共 同体の 再編と い う観点 を

導入す べ き第 3 の 理 由は，特 に大 き な 災害 とな

りや すい 巨大地 震 ・津 波 は，ハ ザ ー
ド自体 の

return 　periodが 長大で，個人 と して の 人間 の タ

イ ム ス ケ
ー

ル とは合致 しに くい と い う点に求 め

られ る。 こ の 点 に関連 し て ，矢守 （2005）
i）

は，

防災 の 営み を，そ の タ イ ム ス ケ ール に 注 目 して，

〈1年 の 防災〉，〈10年 の 防災 〉，〈10G年 の 防災〉

に 分類 し て い る。 こ の うち，台風 豪雪 な ど 1

年周期 の 災害 に は ， 古来 ， 日本人 は ， 周年 日 に

実施 され る 防 災訓 練 や 家屋 の メ ン テ ナ ン ス を兼

ね た大掃除など の周年的な生活習慣で もっ て 対

応 して きた 。 また ，10年 に 1回あ るか な い か （っ

ま り，生涯 に せ い ぜ い
一度程度） の 稀少な 災害

に は，保険 共済 と い っ た制度 で乗 りき ろ うと

して き た 。

　 しか し，そ の 中に，世代 （人生）を 3 な い し

4 っ 包摂 して し ま う 〈100年の 防災〉で は ， そ う

は い か な い。個人の 対応に は 臼ず と限界が あ り，

社会 （実践共同体）レ ベ ル で の 対応が必要 と な る 。

こ の 場合，f次」 に伝え る こ と以上 に ，「次 の 次」

防災教 育の フ ロ ン テ ィ ァ

に 伝え る こ とが重要と な る が ，こ れ は，まさに ，

レ イヴが ， 「実践共同体の 再編」 と して 提起 して

き た 課題で あ る 。 上述 の 通 り， レ イ ヴは，た と

え ば
， 大型船舶の 操舵室 ， 仕立屋に おける亭主（師

匠） と弟了たち ，
ア ル コ

ー
ル 依存症者 の た め の

治療集団な どを例 に と り な が ら，一時的な教え

／教え られ関係 に の み と らわれ る こ とな く，そ

うした 関係が先輩か ら後輩へ と重層的に積み 重

な りな が ら再生産 され て い く過程に ，実践共同

体 の 健全な再編過程を見た の で あ っ た 。

　防災 に お け る実践 も同様 で あ る。 被災地と い

う修羅場 を くぐり抜け た 体験者，特 に ，そ こ で

顕著 な働 きを示 した者（ヒ
ー

ロ
ー
）の 力 は大 きい

。

しか し，そ れ が ，教 え る （だ け の ）者／教わ る （だ

け の ）者 とい う固定的関係を帰結 した とき，せ っ

か くの 体験 ・教訓 も ヒーロ ー 1代限 りで 終わる。

100年 もち こ たえ る こ と は で きな い。〈100年 の

防災〉 の 中核 は，個人間 の 知識 ・技能移転で は

な く，実践共同体 の 再編 とな る べ き理 由が ，こ

こ に もあ る 。

　 1．4　実践事例の紹介

　最後に ，こ れ ま で の 議論 に 具体 的 なイ メ
ージ

を 与 え る べ く ， 筆者 自身 に よ る試み を含 あ，防

災実践共同体 の 再編 を意 識 した事例を い くっ か

簡単 に 紹介 して お こ う。

　　1．4．1 被災地間応援 ・交流

　矢守 （2005）
4）

は，イ ン タ
ー

ロ
ーカ ル な災害

救援の実践 に よ っ て ，「救援 し／ 救援 され」 の 関

係 を各所で ， か つ 毎年 の よ う に反復 し， こ れ に

よ っ て ，各 ロ
ー

カ リ テ ィ が孤立 した状態 に あ っ

て は 10年に一．捜 の 体験 で し か な い こ と も，半ば

年中行事化 で きる，と主 張 して い る 。 す な わ ち ，

地域を越え た 災害救援は ， 第
…
義的に は，む ろ ん ，

当該 の 被災地に対する救援活動な の だ が，副機

能 と して ，こ れ ま で ，狭義 の 被災地 に 限定され

て い た 実践共同体 の 範域を時空間 的 に 拡大 させ

る役割を も担 う。
っ ま り， 被災地間応援・交流は，

一義 的 に はそ の 時点 に お け る イ ン タ ー
ロ
ーカ ル

な 防災実践で あ る が ，
．
．
：次的に は イ ン タ

ー
ロ
ー
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カ ル か っ イ ン タ
ージ ェ ネ レ

ー
シ ョ ナ ル な実践共

同体 の 再編 と い う意味あ い を も っ て い る 。

　 こ の 種の 実践事例 を，私た ち は い くっ か の 領

域に 見 い だす こ とが で きる。 た と え ば ，民間ベ ー

ス の とり くみ と して
， 阪神 ・淡 路大震 災以 後，

日本各地に生 まれ た 災害ボ ラ ン テ ィ ア 団体に よ

る救援 ネ ッ ト ワ
ーク に 注 日す る こ と が で き る 。

実際，渥美 （2005）
6 ／

は， こ こ 数年 の 災害ボ ラ ン

テ ィ ア 活動 の 経 緯 と現状を概観 し，「災害 NPO

の ネ ッ トワ
ーク化」 を重要な特徴 と して 指摘 し

て い る 。 た とえ ば，阪神 ・淡路大震災 を機 に 神

戸 （西宮） に誕生 し た 日本災害救援 ボ ラ ン テ ィ

ァ ネ ッ トワ
ーク は，新潟県中越地震 の 発生直後

か ら，数 卜回 にわ た っ て ス タ ッ フ が 被災地に 入

り，地元お よ び他地域 の NPO 団体 と も連 携 し

なが ら，長期問に わ た っ て被災者支援活動を展

開 した 。 実際 中越地震 の 被 災地で は ， 同団体

の ほ か に も，阪神 ・淡路大震災 （1995年），東

海豪雨災害 （2000年），直前に 起 きた新潟 ・福

島県水害 の 被災地か ら多 くの 人び と が，「今度 は

私た ちが お役 に たち た い 」 とボ ラ ン テ ィ ア と し

て 駆 けっ け た D

　 自治体問の 相互支援 も見逃 せ な い 。 阪神 ・淡

路大震災 で は，阪神地域の 自治体 は，周辺 の 臼

治 体 ， 地震防災 先進県 で あ る静岡県 な ど 多 くの

自治体か ら の 応援を得 た 。 他方 で ，新潟県 中越

地震 の 際， 新潟県庁 の 災害対策本部 に は ， そ の

時点で の 当事者 の 新潟県，過去 の 当事者（経験 者）

の 兵庫県，近い 将来当事者 に な りか ねな い 三重

県 （東海 ・東南海地震）な ど，多 くの 都道府県

の 関係者が顔を揃え て い た。兵庫県 の 知恵が 新

潟県 を介 して 三重県 に も伝わ り ，
か つ

， 兵庫県

自身 も，中越地震 の 現場 に身を置 く こ と で 自ら

の 体験の意味を更新す る 。 実践共同体の 再編が ，

生 き た 防災教育／ 学習 と な る こ と を 如実に 示す

事例 と言えよ う 。

　 1．4．2　防災ゲー厶

　筆者 ら （Yamori，　et　al．，　2005）
7｝

が，昨年来手

が け て きた防災 ゲ
ーム 製作 を中心 と す る 防災教

育実践 も，実践共同体の 再編を強く意識 した試
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み で あ っ た 。 筆者 らは，和歌山県立橋本高校で ，

非常持ち出 し晶 を テ
ー

マ に し た 防災 ゲ ーム を 作

成 した 。 従 来こ の 種 の ッ
ー

ル は，専門 家が もっ

知識 ・技能 を素人に わか りや す く移転す る た め

の 媒体 と見な さ れ て き た c す な わ ち，知識 ・ 技

能の 個人間移転 モ デ ル に 依拠 し た 媒体 と 見 られ

て きた 。

　 しか し，本実践で は，そ れ ま で 接点 の なか っ

た 高校生，専門家 ， 臼治体職員を巻 き込ん だ新

た な実践共同体を 編成 し，か っ ，そ れ が 当該 の

地域で継続的 に 更新 され続 け る仕組み の 鍵 と し

て ゲーム を位置づ けた 。 具体的 に は ，   専門家

と高校生 で ゲ
ー

ム を製作 し，   高校生 はゲ
ーム

製作 と並行 して ， 実際に非常持ち出 し品の準備

も進 め
，   ゲ ーム 製作段階で は 「学習す る人」

と して の 位置が 主体 で あ っ た高校生が ，そ の後

は ， 後蜚 ， 地元住民対象 の 学習会や ， 自治体が

主 催す る防災イ ベ ン トに ゲ
ー

ム を使 っ て 「教育

す る人」 と して も参加 し，   高校生な りの 視点

を 開陳 す る と と も に，他都市 の 専門家 か ら再

フ ィ
ー ドバ

ッ クをうける，と い っ た展開で 現時

点 に 至 っ て い る。

　 本実践は現在まだ進行中で あ り，そ の 成果 も

まだ定着は して お らず ， い ず れ別稿で 詳 しく報

告 し た い
。 しか し，本実践が，実践共 同体 の 再

編 と い う本稿の テ ー
マ を強 く意識 した もの で あ

る こ と は上 の 記 述だ けで 十分了解 い た だ け る で

あ ろ う。 こ う した試 み に よ っ て ，佐伯 に よ る，

次 の 含蓄の 深 い 言葉 の
一

端 で も実現 で きて い る

こ と を願 い っ っ 本稿を閉 じた い
。

学習 と は人 び と と共同で ，社会 で ，コ ト を

は じめ ，な に か を作 り出す と い う実践 の 中

で 「や っ て い る こ と」な の だか ら， 学習だ

け を 社会的実践 の 文脈か ら切 り離 し て独 自

の 目標 とす べ き対象活動で は な い 。 し た が っ

て ，「勉強」 を す る，と い うの は お か し い 。

何 かをす るとき に，「勉強」 が結果的に と も

な っ て い る ， とい うの が本来の 学習な の だ 。

（佐伯，1993 ；p．187）
2）
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2 ．防災教育をデ ザ イ ンする

渥美　公秀
’

　災害は，「忘れ る前 に 」 や っ て く る よ うだ 。 大

きな被害を もた らす 自然災害が国内外で こ れ だ

け続 く と，防災へ の 関心 は否が応 で も高ま っ て

い る よ う に 思 っ て しま う。確か に ，新 た な 防災

活動が多様に展開され て い る し， 防災関連 の 教

材 の 開発 も進 ん で きて い る 。 ま た ， 阪神 ・淡路

大震災以来，災害ボ ラ ン テ ィ ア や災害 NPO が防

災や災害救援に 関す る経験を蓄積して き て い る。

’
大阪大学 コ ミ ュニ ケ

ーン ヨ ン デ ザ イ ン
・セ ン タ

ー
’Lave＆ Wenger〔1991）iCよ る 学習の 捉え 方を参考に して い る。

防 災教育 の 7 ロ ン テ ィ ア

　 しか し， 多 くの 人 々 が 防災に は 関心を もて な

い まま に 日常生活を送 っ て い る こ と もま た事実

で あ る。 本稿 で は，防災に 関心 の 薄い人 々 に 防

災 に 関心 を も っ て も らう た め の 防災教育 に っ い

て，そ の デ ザイ ン に 注 目しなが ら，事例 を挙げ

て検討する 。 まず用語 の 整理を して お く。

　防災に っ い て は，広義 に 捉え る 。 防災は，発

災前に 自らの 居住す る地域や職場に お い て，災

害 の 被害を事前 に軽減 した り， 災害直後 に 応 急

対応す る体制を整 えた りす る活動だけ で は ない 。

避難所 の 運営や仮設住宅 へ の 訪問活動，さ らに

は，復興 に 向け た 取 り組み に 至る ま で を含め て

防災 と す る。 また，防災 に は，自 らの 居 住す る

地 域や職場か ら離れ た場所 へ の 救援活動 を含め

て お く。 実際，現 在各地 で 実施され て い る 防災

教育プ ロ グ ラ ム は，災害が 発生する前に 予防的

に 実施さ れ て は い る もの の ，想定 さ れ て い る事

態は発災前 の 点検や発災直後 の 応急対応 の み で

は な く， 救援 に 駆 けっ け た ボ ラ ン テ ィ ア との 対

応 や 避難所運営 も含まれ て い る し，他 の 地域 で

発生 した 災害へ の 救援活動に 関 し て学ぼ う とす

る プ ロ グ ラ ム もあ る 。

　次 に，教育を集合的に捉え る。 っ ま り，教 育

と は ， ある活動を実践 して い る共同体へ の 参入
1

を推進す る仕組 みや活動 と捉 え る 。 従 っ て，防

災教育と は ， 防災に 関心 の 薄 い 人 々 が，防災に

熱心 に 取 り組ん で い る集団へ と参入する よ うな

仕組 みや活動をい う。

　 さ て ，防災教育を広義 の 防災 に 関す る集合的

な教育場面 で 考察す る と い う こ とは，防災 へ の

関心 が薄 い 集団が，防災 へ の 関心 の 高 い 集団 と

接触する場面 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス （Atsumi，2005）

を検討する と い う こ と に な る 。 よ り具体的に は，

両集団間で 展開す る コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の デ ザ

イ ン に 関す る検討で あ る 。 本稿で は，集団 の 接

触場面 に お け る ダ イ ナ ミ ッ ク ス に つ い て 理論的

に 簡潔に整理 し，そ こ に コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン の

デ ザ イ ン が 求め られ て い る こ とを確認 す る。そ

の 上 で ， 両集団間 の 接触を巧妙に デ ザ イ ン した

防災教育プ ロ グ ラ ム の 例を検討 して い く こ とに

しよ う。
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