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里山ボランテ ィ ア にかかわる生態学的ポ リテ ィ クス へ の抗い方
一 身近な環境調査に よる 市民デザ イ ン の 可能性

　松 村 正 治

（恵泉女学園大学）

　近年，全 国 的 に 里 山 を 冉 評価す る 動 きが 広が っ て お り，保全活動を 実践す るボ ラ ン テ ィ ア 団体 の

数は 急増して い る。しか し，市民 に よ る 里 rLl保全活動が盛ん に な るに つ れて，い くつ か の 課題 も指

摘 され る よ うに な っ て きた。こ うした背景を踏まえて 本稿で は ，里iLlボ ラ ン テ ィ ァ 活動に お い て 何

が 課題 と され ，そ れ を どの よ うに 解決 し よ うと し て い る か を 探 る こ と に よ り，生態学的ポ リテ ィ ク

ス の 存在を 明 らか に した 。 そ して，そ の 力に 抗 う方法 として，今 日の 里山保全活動 の 興隆を，市民

が 里 山 との 関 係 性 を 豊 か に す る た め の 運動 と して 位置づ け 直す見方を 提 示 した。さ らに ，ボ ラ ン テ

ィ ァ の 活動意欲 を 生か した 甲．山づ く りの 具 休的な 提案と して，身近な環境調査を 通 して 市民が里 山

を デ ザ イ ン す る と い 5可 能性 を示 した。

キーワード ： 里山保全，環境ボ ラ ン テ ィ ア，順応的管理，生態学的ポリテ ィ クス ，市民デザイン

1．は じ め に

　今日の 里 山 Cl）は，量的な減少 と質的な劣化が進む
一ヲ∫で ，そ の 高 い 生物多様性 な どか ら見直さ

れ，保全す べ き景域 として 注 目を集め て い る （守山，1988；石 井ほか，1993）。 保全生態学 の 研

究 に よれば，里 山を保全す る に は 適当に 草木を刈るなど 「中程度 の 攪乱 」 が必要で ある と言われ

る が，燃料革命 ・肥 料革命を経た 今日で は，里 IlttrL手を入 れ る経済合理 的な動機が見当た らな い
。

こ の た め，無償 で活動す るボ ラ ン テ ィ ァ が里山の 管理 主体 と し て 期待され，それ に 呼応す るよ う

に 市民 に よ る 保全活動が全国的 に 展開され て きた （重松，1991 ；中川，1996）。

　1990年代後半 か ら の 活動 の 拡が りは 飛躍的 で
， 林野庁が 2004 年 4 月に 発表 し た 統計資料 に よ

れば ，「森林 づ くり活動 」〔2｝を実施 して い る ボ ラ ン テ ィ ァ 団体の 数は ，1997年に 277で あ っ た も

の が 2000 年に 581
，

03 年は 1165 と，3 年 ご とに ほ ぼ 倍増 し て い る （林野庁，2004）。 また， こ

うした 活動を支援す る行政の 動きも活発で，た とえば ， 横浜市は 02年 10月に 「森づ くりボ ラ ン

テ ィ ァ 団体育成 ・支援要綱 」 を制定 し，千葉県は 03年 3 月に 「千葉県里 山 の 保全 ，整備及び活

用 の 促進 に 関する条例 」 を制定 し，林野庁 も 03 年 8月に 森林ボ ラ ン テ ィ ア 攴援室を 開設す るな

ど，各種施策が充実 して きて い る 。

　 と こ ろが
， 市民 に よ る里山保全活動が盛 ん に な る に つ れ て ，い くつ か の 課題 も指摘 される よ う

に な っ て きた 。 もち ろ ん ，そ う し た課題は 無地 の カ ン バ ス に 自明な か たち で現れ る の で は な く，

政治的な 力が働 く場 に お い て 選択 さ れ る もの で あ る 。 そ こ で 本稿で は，里 山 ボ ラ ン テ ィ ァ 活動が

拡大を 続け る な か で ，そ うし たボ ラ ン タ リー （自発的）な行為が ど の よ うな観点 か ら評価され ，

方向づ けられ よ うとして い る の か を明らか に し，生態学的 ポ リ テ ィ ク ス と呼べ る作用を把捉す る 。
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そ し て ，そ う し た力 とは 異な る方向を指 し示す た め に ，里 山ボ ラ ン テ ィ ア の 活動実態を 見つ め る

こ とで ，里 lllとの 関係性を私たち がデザ イ ン して い く可能性 に つ い て 検討す る。

2．里 山ボ ラ ン テ ィ ア 活動 の 今 日的課題

　 2，1．行政の研修内容か ら抽出され る課題

　 まずは
， 行政が 里山 ボ ラ ン テ ィ ァ活動を積極的 に 支援し て ぎた横浜市を例 に とり，今 日 に お け

る 課題 とし て何が 挙げ られて い る の か を 明らか に し よ う〔3）
。

　横浜市 は
， 里 山ボ ラ ン テ ィ ァ （41に よる保全活動をす すめ る 目的で ，1994年度に 「よ こ は ま の

森育成事業」 を開始 した 。
こ の 事業は ，そ の後 「市民 に よ る 里山育成事業 」 と名称を変更 しなが

ら も，「人の 于を必要 として い る樹林地 」 と 「保全活動に関わ りた い 市民 」 を つ な ぐた め に 継続

して お こ なわ れ て い る 。

　 2002年度ま で の 事業 で は ，新た なボ ラ ン テ ィ ァ 団体 の 紐織化や，里 山の 保全 ・管理 に 必要 な

知識や技術を学ぶ 連続講座 を開催 し て きた 。 しか し 2003年度か らは
， 市内 に 里山ボ ラ ン テ ィ ア

団体が十分に 増 えた の で
， 新 し い 団休を 立 ち上 げる の で は な く，既存団体が 抱え る課題の 解決に

照準を定め て 研修事業を お こ な っ て い る 。
こ れ に と もな い ，それま で は 未経験者を対象に 事業を

お こ な っ て い た が，現在 の 研修 で は
， 活動経験 の ある ボ ラ ン テ ィ ァ に 受講資格を限定 して い る 。

2003年度に 「里山 の 人材育成研 修」 として 始 ま っ た こ の 研修は ，2004年度に は 「里山 の ス キ ル

ア ッ プ研修 」 とい う名称 で ，内容 も拡充 し て 実施 された。研修 の プ 卩 グ ラ ム は ，現場か らの声に

耳を傾け，ボ ラ ン テ ィ ア に と っ て 必安 と思わ れ る講義 ・実習か ら組み立 て られた と い う。 したが

っ て ， こ の 新しい 研修の 内容か ら，里 山ボ ラ ン テ ィ ァ 活動に おける今 目的課題を一 行政側が ど

の よ うに 課題 と認識 して い るか を
一 読み取 る こ とが で きる 。

　2004年度の 「里 山 の ス キ ル ァ ッ プ 」 研修で は ，「森を読む 」 「森の 保全計画づ くり」 「安全 に 作

業を すす め る技術 」 「組織運営 と リ
ーダ ー

シ ッ プ 」 「森の 恵み の 活用 」 と，5 つ の コ
ー

ス が設け ら

れた 。 そ の 後，予算規模を縮小 し つ つ も継続 され ，2007 年度は 「森を 読む 」 と 「森 の リ ス ク マ

ネジ メ ン ト」 の 2 コ
ース が 用意 されて い る 。

こ うし た 研修 を 開催す る 目的は
，

「計画 的な森づ く

り活動を支援す る 」 こ と に あ り，横浜市はそ れ を 「森づ くりの PLAN ・DO ・SEE 」 と呼ん で 推

進 し て い る 。
こ れは ．「森の 現状を知る た め の 調査 」 → 「保全計画づ くり」 → 「安全 に 作業 」 →

r作業 効果 の 検轟向 とい う 漣 の流れ を意味し，こ れ ら の技術を習得す る こ とがめ ざされ て い る 。

逆 に ，こ の 研修 の 目的か ら，実際 の 里山ボ ラ ン テ ィ ァ 活動 に お い て は ，R標 と　｛画が 明確で は な

く，作業 の 安全性は確保され て お らず，さ らに 作業後 の 成 果に つ い て 十分 に 検証 され て い な い ，

と い う行政側 の 見方が うか が える。

　 こ こ で ， こ の 評 価の 視点を分解す る と，2 つ の 成分が認め られ る 。 1 つ は ，里 山ボ ラ ン テ ィ ア

活動 の な か に フ ィ
ー

ル ドの 生態系を保全 で きる よ うな仕組 み が備わ っ て い る の か ，も う 1 つ は ，

保全作業 に と もな う リ ス ク を最小 に 抑え る仕組み が 備わ っ て い る の か ，と い う視点 で ある 。 後者

は 安全管理 の 問題 〔5）と指摘 で きる の で ，説明を要す る の は前者 で ある 。
こ れ は ，近年 の 保全 生態

学 の キ
ー

ワ
ードとな っ て い る 「生態系管理 における順応的管理 」 の 問題で あ る。
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　生態系管理 （ecosystem 　management ） とは ，た だ生態系を対 象 とした管理 を意味す る の で

は な く，「地域 の 牛態系 の 望ま し い 特性，すなわ ち生物多様性 や牛産性の 持続 あ る い は それ ら

の 回復の た め の 活動を導 く科学 ・技術 」 を表す （鷲谷 ，
1998 ： 148＞。 そ して 生態系管理 に お い て

は ，生態系が複雑で 不 確実性 が高 い た め に ，そ の こ とを前提 と し た順応的管理 （adaptive 　man −

agement ）が 必要 とされ て い る 。 生態系に お ける順応的管理 で は
， 調査 に 基づ い て 保全刮画を立

て （PLAN ）， 作業を実施 し （DO ）， そ の 結果を見て （SEE）計画を再考する とい っ た仕組み を備

えなけれ ばな らな い
。

こ れ は ，仮説を立 て ，実験 し，検証す る とい う仮説検証の プ ロ セ ス を踏ま

え て お り， こ の フ ィ
ードバ ッ ク ・

ル
ープを繰 り返 す こ とで望 ま しい 生態系を実現 しよ うとする。

横浜市がすす め る 「森づ く りの PLAN ・DO ・SEE 」 とは ，こ の よ うな順応的管理 を 里山ボ ラ ン

テ ィ ァ に 定着させ よ うとする もの と解釈 で きる。した が っ て ，里 山ボ ラ ン テ ィ ア 活動 の 今 口的な

課題 と し て は，順応的管理 と安全管琿 を抽 出で きる。

　2．2．NPO の 活動内容か ら抽出され る課題

　横浜市 の 研修内容 か ら抽出 した 2 つ の 課題 に つ い て，
一

般性があ る の か を確認するた め に ，国

内 の 森づ くりに かかわ る代表的な NPO と して 特定非営利活動法人森づ くりフ ォ
ー

ラ ム （以 下，

森づ くりフ ォ
ーラ ム ）〔6）が取 り組ん で い る活動内容か ら も，何が課 題 とされ て い る の か を 明らか

に した い
。

　現在，森づ くりフ ォ
ーラ ム が取 り組ん で い る調査研究活動 の 2本柱は ，「森づ く り安全技術 ・

技能習得制度 」 と 「森林施業ガ イ ドラ イ ン 」 の 構築で あ る 。前者は ，安全 に 配慮 した 知識や 技術

を段階的 ・体系的 に 習得で きる よ うに と 2002年 6 月か ら検討を 開始 し，07年 3月 に は マ ニ
ュ ア

ル 案が完成 し た 。後者 は ，具体的な 目標と言1画 の 立案を通 し て ，豊か な森づ くり を め ざすた め に

03 年 6月か ら検刮を始 め ，06年 3 月 に 成果物 と し て ガ イ ドラ イ ン を 発行 し た （木俣 ほ か 編，

2006＞。そ の な か の 「ガ イ ドラ イ ン が提案す る森づ くりの プ ロ セ ス 」 とい う図で は ，r森を知る 」

→ 「計画 す る 」 → 「作業す る 」 → 「見直す 」 と い う流れが示され，さらに ，「見直す 」 → 「計画

す る 」 とフ ィ
ードバ

ッ クする矢印が 「目標実現 ま で繰 り返す 」 とい う言 葉とと もに 引か れて い る 。

こ の プ ロ セ ス は，生態系管理 の た め の 順応的管理 と符合す る もの で ある。つ ま り， 森づ くりフ ォ

ー
ラ ム の 調査研究活動か ら も，順応的管理 と安全管理 が課題 とな っ て い る こ とがわ か る 。

　以 トに よ り，里山ボ ラ ン テ ィ ァ 活動をすすめて い る代表的な行政 も NPO も，今 日的な課題 と

し て 順応的管理 と安全管理を把握 し， こ れを解決する た め に 取 り組ん で い る こ とが確認された 。

こ れ ら 2 つ の 課題 の うち ，以下 で は 人間 と環境 との 関係性 に 注 目 し，順応的管理 に か か わ る課題

に 焦点を絞 っ て 議論を進め て ゆ く。

3．里 山ボ ラ ンテ ィ アの 失敗が 招 くもの

3．t．順応的管理の失敗例

　市民 に よ る里山保全活動 で は，具体的 に 計画を 、∠て る こ とな く，問伐や 下刈 りな ど の 作業がお

こ な わ れ て い る こ とが 多 い よ 弓で あ る。ま し て ，作業の 結果を調 査し．自己評価 し て い る と こ ろ

145

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

松村 ； 里 山ボラ ン テ ィ ア に か か わ る 生 態学 的 ポ リテ ィ ク ス へ の 抗い方

は ，きわ め て 少な い だ ろ う。しか し，作業 の 成果を検証で きな い と，ときに 里 ［［［e．態系 に と っ て

は 悲劇 を 招 くこ とがあ る 。 そ の
一例を，東京都立桜 ヶ 丘公園 に 見 る こ とが で きる 。

　東京都 多摩市 に 位置す る都立桜 ヶ 丘 公園 は t 保全 生態学者 の 倉本宣が里山ボ ラ ン テ ィ ア の コ
ー

デ ィ ネ
ータ ーを務め て い た 場所 と して 知 られ て い る 。 倉本は

，
「や っ て ，み て ，考 え る 」 とい う

言葉で ，保全活動を試 し （や っ て ）， その 成果を調査 し （み て ），分析した結果か ら管理計画を検

討する （考える） とい う順応的管理 の手法を紹介し ， 実践 して い た （倉本 ・内城，1997）。 しか

し，倉本が コ
ーデ ィ ネ

ータ ーを退 くと，そ の キ ャ ッ チ フ レ
ーズ だけ が残 り ， 実態 と乖離す るよ う

に な っ た。そ の 様 子は すで に 報告されて い るが （倉本 ・麻生，2001；倉本，2004），実態を公表

し た ボ ラ ン テ ィ ァ の A さ ん か ら直接聞 い た話を ま とめ る と，次 の とお りで あ っ た 〔η
。

　A さ ん は
，

1998年に 都立桜 ヶ 丘 公 園雑木林ボ ラ ン テ ィ ア に 入 会 し た 。ボ ラ ン テ ィ ァ が管理 す

る 「こ な ら の 丘 」 （約 1　ha）で 高木を 伐採 し て か ら約 5年が経過し て い た 。
　 A さ ん が は じめ て

「こ な ら の 丘 」 に 入 っ た と き，ア ズ マ ネザ サ が 2〜3m の 高さ に な っ て 繁茂し，そ の 下に 芽生え

て い た コ ナ ラ の 実生が枯れ て い る の を見て 驚 い た 。
「や っ て ，み て ，考え る 」 と い う言葉 に 惹か

れて 入 会 した もの の ，「言 っ て い るだけ で実情は全然違 う。 倉本さ ん の 言葉が，その ま ま残 っ て

い るだ けだ っ た 」 と言 う。

　公園 の植生管理 計画 に は，「こ な ら の 丘 」 の 管理 方法が書か れて い た 。 そ れ に よる と，伐採後

5年 まで は 毎年 ド刈 りを お こ な い ，以降は 1〜2年周期で 下刈 りをす る と い う管理 計画が立 て ら

れ て い た 。 しか し．ボ ラ ン テ ィ ア た ち は ，地元農家 の や り方に な ら っ て ，伐採後 5〜6年放置す

る よ うに 管理 方針を 転換 し た 。 地域 に伝わ る雑木林 の 管理 方法が，その 土地 に もっ と も適し て い

る に 違 い な い と考えた よ うで ある 。

　けれ ど も，農家が薪炭林 ・農川林として 利用 して い た 頃 の 雑木林 は ，管理放棄 され て 数十年が

経過 して い る現在の 状態と違 っ て 土壌が痩せ て い た は ずな の で ，伝統的な管理方法が 今 日に もふ

さ わ し い とは 限らな い
。 そ うした こ と ま で は 考 えず に 伐採後 5〜6 年放置 し た 結果， ア ズ マ ネ ザ

サ が生 い 茂 り ， 日光を遮 られた コ ナ ラ の 実生 は 枯れ は じめ た 。 生物の 多様性を 高め る た め に 伐採

更新 し た の だ か ら，所期の 目的を達成する に は ， その時点で 何 らか の 対策を講ず る 必要があ っ た 。

しか し，A さ ん が 入 会す る ま で ， こ の 状態を見て も行動を起 こすボ ラ ン テ ィ ア は 現れず，伐採

を 待 っ て 芽を出 した埋⊥種 子は使 い 果た された 。

　こ の よ うに ，都立桜 ヶ 丘 公 園雑木林ボ ラ ン テ ィ ァ の 場合，作成 されて い た植生管理計画 とは異

な る 方法を試行 し た と こ ろ，そ の 結果を ボ ラ ン テ ィ ア が評価 で きなか っ たた め に ，生態系管理 の

た め の 順応 的管理 を 実践 で きな か っ た 。
こ の 結果に つ い て A さ ん は ，10 年間 の活動の 末に 「自

然の ポ テ ン シ ャ ル は劣化した 」 と厳し く診断 し て い る 。そ し て ， こ うな っ た 原因を，公募 で 集 ま

っ た ボ ラ ン テ ィ ア の 多 くが レ ク リエ ーシ ョ ン を 日的 とし て い る こ と に 求め
，

「公募型 で は 難 し い

よ うに 思 う。 順応的管理 とは言 うが ， 調査 の 好 きな人が い な い と難し い 」 と ， 理念を 実現す る こ

と の 困難を感 じて い る。

　 こ の A さ ん の 分析は，里山ボ ラ ン テ ィ ァ の 活動が 自己充足 的 （consumrnatory ） で あ っ た こ

とを示 して い る。そし て ，それ が個人的な レ ベ ル だけで は な く，団体 として も生態系管理 の 考え

方が定着し て い な か っ た こ とを表 し て い る 。都立桜 ヶ 丘 公 園は，里 山ボ ラ ン テ ィ ァ に よる順応的

管理 の 実践 モ デ ル と し て 期待され て い た が，現実は 理 念ど お りに進 まなか っ た の で あ っ た 。
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　3．2，ボ ラ ン テ ィ アの失 敗に 対す る改善策

　都立桜 ヶ 丘公 園の実態に 対して A さん は ，多くの ボ ラ ン テ ィ ア が 白己充足的 に 活動 し て お り，

目的 ・目標を設けな い の で順応 的管理 が で ぎなか っ た と判断を ドした 。
こ の よ うに ボ ラ ン テ ィ ァ

の 個人的な動機 に 問題の 根源を 見い だ し
，

こ れを 克服すべ きと考え る場合 ，
こ の 事例 を サ ラ モ ン

（Lester　M ．　Salamon ） の 「ボ ラ ン テ ィ ァ の 失敗 （voluntary 　failure）」 と して 理解する こ とが で

きる だ ろ う。

　サ ラ モ ン は 「ボ ラ ン テ ィ ア の 失敗 」 と し て ， サ
ービ ス を提供す る 資源が 不足 し て し ま う こ と

（不十 分性），サ
ービ ス に偏 りや重複が 生 じる こ と （排他主義），資源を提供する者 の 意向に よ っ

て サ ービ ス が 影響 さ れる こ と （温情主義），専fl『的な知識が必 娑な ときに サ
ービ ス を十分 に 提供

で きな い こ と （ア マ チ ュ ァ 主義） の 4点を挙げて い る （Salamon ，1995 ：44−48）。もち ろ ん ，

サ ラ モ ン は NPO やボ ラ ン テ ィ ア 団体な ど の ボ ラ ン タ リ
ー
組織を 否定す る た め に 「ボ ラ ン テ ィ ア

の 失敗 」 を指摘 し た の で は な い
。 サ ラ モ ン の 独 創性は

，
「市場 の 失敗 」 に 対応 し て 政府の 存在根

拠を示 す の で は な く，先に ボ ラ ン タ リ
ー
組織に 存在根拠を与え， こ れ が失敗す る か ら政府が必 要

に な る と い う見方を提供 し た 点に あ っ た 。 する と ， 横浜市が 「ス キ ル ア ッ プ研修」 に よ っ て ，生

態系管理 の た め に 順応的管理 を根づ かせ よ うとする の は ，ボ ラ ン タ リーな市民団体が里山生態系

の 保全 に 「失敗 」 する の で ，地方政府 で ある横浜市が 必要 に なっ た とみ なす こ と もで きる 。 それ

で は ，「ボ ラ ン テ ィ ア の 失敗 」 に 対応す るため に ，横浜市 の 研修で は ど うい っ た 改善策が示 さ れ

た の だ ろ うか。

　 3．2．1．竹林 と人 工林の場合

　横浜市 で は，森づ くり活動が実践され る市内の フ ィ
ー

ル ドを，雑木林，ス ギ ・ヒ ノ キ林 （人工

林），竹林 の 3 つ に 区分す る の が普通 で ある 〔8）
。

こ の うち，人工 林 と竹林に つ い て は ，雑木林 と

違 っ て 純林な の で 保全 の 目的を 明確に 立 て やす く，管理方法 も定型化 し や すい
。 すな わ ち ，人工

林な らば ス ギや ヒ ノ キ を，竹林 で は お もに モ ウ ソ ウ チ ク を管理対象として ， こ れを 木材あ る い は

タ ケ ノ コ と し て 生産する まで 適切 に 育 て る こ とが普通 で ある 。 だ か ら，手人 れの 基本的な考え方

は ，密度管理 と適当な保育 に集約され る 。 最近 で は
， 景観 の 美し い 林 として 保全する とい う考え

方などもあるが ， それ で も密度を管理 する とい う基本は変わ らな い 。

　具 体的に ，実際の 竹林を例 に と っ て 説明 し よ う。 2003 年 4〜5 月に お こ なわ れ た横浜 市主催

「里山ボ ラ ン テ ィ ァ 講座 」 で は ，「竹林を保全する 」 とい うテ
ー

マ で 竹林の 管理 方法 に つ い て 実習

が お こ なわ れた 。 実習地 とな っ た竹林で 毎木調査を実施 し た と こ ろ，面積 536m2 の な か に モ ウ

ソ ウ チ ク が 632本 も生 え て い た 。景観上美 し い とされ る 竹林密度は 「番傘を さ し て 歩け る程度」

と言われ，数値 に 直す と 100　m2 あた り 50 本程度 と さ れ る 。 こ れに従 うと
， 実習地 に は 268本の

モ ウ ソ ウ チ ク が あれば よ い こ と に な る
。 そ こ で

，
5 年生 の 竹を間伐 しなが ら，こ の 竹林を適正な

密度 に し て い くと決め た とき，親竹として 残す適正本数 は 268 本 ÷ 5 年 ≒ 53 本／年 と計算で きる 。

つ ま り，1〜5年生 の 竹が等 し く53 本に 保たれ る よ うにすれぽよ い
。

こ れ が 目標 とな る の で ，当

年か ら こ の 竹林を管理 し て い く場合は ， 適正 な本数よ りも多い分の 632− 268＝ 364本を伐採す る

こ とに な る 。

一
度にす べ て を伐採する と竹の勢い が 弱 くな る の で ，か りに 4年か けて 伐採するな

らば，毎年 91本を伐 っ て い くこ とに な る 。 した が っ て ，手入 れを は じ め て か ら 4年の 問 は， こ

の 数 に 親竹 とし て 残す 53本 の 更新分を加えた 144本を伐れば よ く，そ の 後は 53本ず つ 伐 っ て い
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けば よ い 。 こ の 講座 で は ， こ うし た竹林 の 密度管理の 方法が教え られた 。

　例 と して 竹林 の 管理方法が どの よ うに 普及されて い るの か を示 し たが ，人工 林に つ い て も，基

本的に は 同じ よ うに 密度 を 管理 する方法が伝 え られ た。密度と い う 1 つ の 指標な らば，竹林や人

工 林を調査 し，評価す る こ とも容 易で あ り，調 査 ・計画 ・作業 ・評 価 と い う
一
連の 管理 シ ス テ ム

も構築 しやす い 。

　な るほ ど， こ うした 方法が 里山 ボ ラ ン テ ィ ア に浸透 すれば ， 適当 に維持管理 さ れた 竹林や人工

林は 増え るだ ろ う。 し か し，こ の 方法を適用す る だ け で は ，現状 の 竹林や人工 林を転換して 広葉

樹を植えた り，畑を再 生させ た りとい うよ うに 根底か ら見直す考 え方 は 生まれて こ ない 。 さ らに ，

フ ィ
ー

ル ドが雑木林 の 場合 は ，手入 れの 方法を
一

般化 して 教 え る こ とがそ もそ も難しい
。 なぜな

ら，雑木林 で は ，何を 調査 し ど う評価す る の か を決 め る こ とが 困難だか ら で ある。

　3．2，2．雑木林の場合

　胆山が再評価 された の は ，そ こ に 生育 ・生 息す る 動植物の 高い 多様性 が 大きな 理 由と な っ て い

る。環境省が 2001年 10 月に 発表 し た 「日本の 里地 畢山の 調査 ・分析 に つ い て （中間報告）」 で

も，絶滅危惧種が集中 して 牛 息す る 地域 の 多くは，原生的な 自然地域 よ りむ しろ里山地域 で あ り，

生物多様性を保全する うえで 重要 な地域 で ある こ とが 明らか に な っ た 。 そ こ で ，里山 の 価 値は ，

そ こ に 生息す る生物種がどれ だけ 多い の か調ぺ ればよ い と考えて み る。し か し そ うす る と，動植

物を 同定 で きる分類学的な知識が 要求 され て くる 。 現実に は ，同定能力の 高い 市民ボ ラ ン テ ィ ア

は少な い の で ，次善の 策 として ，カ タ ク リ，ニ リ ン ソ ウ，キ ッ ネ ノ カ ミ ソ リな ど良好な里 山生態

系を表徴す る種，つ ま り生物 多様性 の情報を縮減で きる指標種を選び，そ の 増減を観察 し て 作業

内容を 評価す る とい う方法が選択 されやす い （倉本，2004）。

　 こ の よ うに ，活動場 所が雑木林の 場 合は ，ボ ラ ン テ ィ ァ 自身 に よ っ て 活動を 評価する方法が確

立 さ れ て い な い
。

ま た
，

か り に指標種 を 見な が ら手 入 れ をすす め よ うと し て も，そ の た め の 合意

形成が 難 しい とい う別 の 障害が あ る 。 薪炭林 ・農用 林 と して の 機能 を 失 っ た 現在 の 雑木林 は ，生

物多様性 の 保全だけで は な く，景観 　レ ク リエ ーシ ョ ン ，環境教育，バ イ オ マ ス 生産な ど
，

さ ま

ざまな観点か ら評価す る こ とが で きる 。
つ ま り， 竹林や 人工 林 と異な り，評価 の 視点が拡散しや

すい の で ある 〔9）
。 実際，現場 に お い て ，ど の よ うに 作業を進め る の か，そ の 方針をめ ぐっ て 団体

内で意見が対立 す る こ とがある 。

　2003 年 7 月に お こ なわ れた 横浜 市主催 「里山 の 人材育成研修 」 の 「里山 の 組織 マ ネ ジ メ ン ト

コ
ー

ス 」 で は ，研修 の 冒頭 に ，里 山ボ ラ ン テ ィ ア 団体で よ くみ られ る対立 を，芝居仕立て で 演 じ

て み せ た 。そ の 最初の 場面 で 取 り 1一げられ た の は ，保全方針を め ぐっ て ，自然保護を優先す る タ

イ プ と作業 を優先す る タ イ プ とが対立す る 例で あ っ た （1ω
。

こ うした対立 は 多 くの 団体 で み られ

る よ うで ，研修 に参加 したボ ラ ン テ ィ ア の 多くは，実際の 現場 の や り取 りが芝居 の な か に 凝縮 し

て 再現され て い た の で
， 何度もうなずきなが ら見て い た 。

　里由ボ ラ ン テ ィ ァ に お ける 自然保護派 は，管理 作業を進め る よ りも先に し っ か りと環境調査を

実施 して ，そ の うえ で 保全計画を立 て て か ら活動 に着手す る の が よい と考 える 。

一方 ， 作業優先

派は ，じ っ くり と調査 ・観察して い て も作業は遅 々 として 進 まず，その 間に ますます雑木林は荒

れ て い くの で，まず は 自分たち の体を動か し て 保全活動を は じめ るべ ぎだ と考 える。どち ら に も

理 があ り，それ ぞれ の 価値観や現状認識 の 違 い に よ っ て ，結論 と して の 当為に 違 い が現れて い る
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の で ，決着を つ け る こ と は 難し い
。

　 こ うし た 現状 に 対 し て ，兵庫 県三 出市に あ る県立 人 と自然 の 博物館 で は ，市民ボ ラ ン テ ィ ア で

は 里 山 の 生態系管理 が難 し い と判断 し，専 門家 の 指示 に 従 っ て ボ ラ ン テ ィ ァ が計画 的に 間引 く

「三 田方式 」 と い う管理方法 を 提案 し て い る 。 こ れ は ， 「k
’
K一

ボ ラ ン テ ィ ァ だ け で 里山 の 植牛管理

を試行した と こ ろ，保護し て い た植物種 まで 伐採す る ケ
ー

ス が続出 し た こ と か ら，博物館の 研究

員か ら見て 「伐採作業を誤 りな く進め 」 るた め に 考案された 方法 で あ り，小要な植物を先に 指定

した うえ で ，ボ ラ ン テ ィ ア がそれ を伐採す る とい うもの で ある （服 部ほ か ， 2004）。

　 こ こ で ，「ボ ラ ン テ ィ ァ の失敗」 とい う概念を 拡張 し て ，サ ラ モ ン が政府 とボ ラ ン タ リー組織

を対比 さ せ た の と同 じよ うに ， こ れを専 門家 とも対比 させ て 用 い て み よ う。 する と，「ボ ラ ン テ

ィ ア の 失敗 」 に 対し て 政府が登場す る の と同様 に，市民ボ ラ ン テ ィ ア に 欠落し て い る 部分を補完

す る ため に ，専門家 に よ っ て 主導 される里 山管理が お こ なわれる と解釈で きる。

4．生態学的ポ リテ ィ クス に お ける 「ボ ラ ンテ ィ ア の失敗」

　4．1，里山ボ ラ ン テ ィ ア活動の再 定義

　里 山ボ ラ ン テ ィ アが牛態系管理 の 視点を持たず，順応的管理 を実践 で きな い こ とに 対 し，これ

を 「ボ ラ ン テ ィ ア の 失敗」 の よ うに み な して ，専門家が必要だ とする論理があ る。科学技術社会

論 で は ，こ れ は市民 側 の 知識 の 欠如 モ デ ル と い うフ レ
ー

ム で 語られ て い る （藤垣，2003）。つ ま

り こ こ に は ，市民 と専門家を対比 させ て ，市民 に は専門知識が不足 して い るの で，専門家か ら必

要な知識が与えられ るべ きとい う見方があ る。里山ボ ラ ン テ ィ ア 活動の 目的を生態系管理 の た め

だ け に 位置づ け る な らば， こ の 論理 は 妥当で ある 。 しか し， こ の よ うな主張が誰に よ っ て 語られ

て い る か を 探る と
， 保全生態学や生態工 学な ど の専門家や ，牛態学 の 領域 に 明る い 人が 多く，

こ

こ に 里 山ボ ラ ン テ ィ ア を
一

定 の 方向に 導こ う と す る政治的な 力を 見い だ す こ と が で ぎる 。 本稿で

は t こ の 力を生態学的ポ リテ ィ ク ス と呼ぶ こ と にす る 。

　 1960年代，生態学者たち が，人間社会も生態学的な原則か ら逃れ られな い こ とに 注意を 促し，

環境収容力を無視 し た社会 の あ り方 に 警告を 発 し た 。
こ うし た問題提起に よ り，それま で 自然環

境に か ん して は 自然科学 に 任せ ，もっ ぱ ら人間社会を対象 と し て 扱 っ て きた社会科学 は 反省を迫

られた （丸 山，2006）。ア メ リ カ の 環境社会学が，それ まで 支配的だ っ た人間特例主 義パ ラ ダ イ

ム （Human 　Exemptionalism 　Paradigm ） に 対 し ，新 エ コ ロ ジ カ ル パ ラ ダ イ ム （New 　Environ一

皿 ental 　Paradigrn） を掲げて 登 場 した の も，社会学 に エ コ ロ ジ ー＝生態学を取 り人 れ ざ る を え

な くな っ た 時代 の 背景が ある だ ろ う。
日本の 環境社会学 は

，
ア メ リ カ の 環境社会学 と は 出 自が異

な る もの の ，人 間 と環境の 関係性を語る ときに は，生態学的な望ま しさや健全 さを正 し い もの と

し て 自明視するか t タ ブーとして 議論を避け て ぎた よ うに 思われる。その なか で 生活環境主義者

は ，生態系保全 とは 異な る 論理を 明確に 主 張 して い る が ，「自分たち の 生活を キ チ ン と し て い く

こ とが 自分た ち の 美 し い 景色 とい うか ，景観を 作る 」 （鳥越，2002 ：27） と予定調和的な方向性

を示す に とどま り，それ以 ヒの 考察は深め られ て い な い
。 人間 と環境の 関係性 に つ い て 規範的に

語ろ うとす る ときに ，私た ち は 生態学 に 基礎づ け られた言説 に拘束 されやすい の だ ろ う。そ こ で ，
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生態系の 保全を 前提 して 考え て しま うこ とを あ え て 問題化す る た め に ，こ の 暗黙 の 力を生態学的

ポ リテ ィ ク ス と名指 しす る 。する と，こ の よ うに 示す こ とに よ っ て ，こ の 力 に 抗 う方策を次 の よ

うに 展開す る こ と も可能 とな る 。

　先述 し た よ うに
，

里 山ボ ラ ン テ ィ ァ 団体で は
， 活動方針を め ぐ っ て 自然保護派と作業優先派 と

が衝突する こ とがあ る 。
こ の 事象に 欠如モ デル を適用すれば ，作業優先派 の 意見が強 くな る の は

ボ ラ ン テ ィ ア に 生態学的知識が不 足 して い るか ら で ある と結論するだろ う。 けれ ど も， 私た ち と

自然 との か かわ りが希薄化 して い る現在，里山 に 惹かれ る 人 び とが 集い ．ボ ラ ン タ リーな活動に

参加 して い る こ との 意味 は 大きい と思われる。こ の 現実 に 重 ぎを置けば t 里山 との か か わ り方を

め ぐっ て 争われ る こ とを，どち らかが 正 し い もの とし て審判す る の で は な く，む しろ対立 それ 白

身を積極的 に 評価す る こ ともで きる は ずで あ る。なぜ なら，こ うし た 争 い がある こ とは ，その 場

所 に 複数 の 観点か ら価値が認 め られ て い る こ とを意味して お り，そ の 価値の 1 つ ひ とつ を顕現さ

せ る こ とが で きれぽ，それ だけ多様 な 魅力を もつ 里 山 と な り う る か らで あ る 。

　別な言 い 方をす る と， こ うした争い は，私たちが 里山 との か かわ りを ど の よ うに 取 り結べ る の

か ，そ の 関係性 の 多様なポ テ ン シ ャ ル を示 して い る 。 したが っ て
， 甲、山ボ ラ ン テ ィ ァ 活動を評価

す る際 に
， 活動 フ ィ

ー
ル ドの 牛物種の 多様性 とい う指標だけ を用い る の で は な く，そ の 場所 と取

り結ぶ こ とが可能な 「人 と里山 との 関係性 の 多様性」 とい う指標を用い る立場 も認め られるだろ

う。 こ の よ うな見方 は ，里 山を標高 3001n以下 の 二 次林 とい うよ うに 実休的に 把握し．そ の 空

間の 量や 質を議論す る の で は な く，里 山を人 との 関係件 に よ っ て とらえ，か か わ り方の広 さや 深

さを議論す る 視点を提供する もの で ある。

　最近，人 と川，人 と海 と の かかわ りを取 り戻した い とい う発想か ら，里川 ，里海 とい う言 葉も

使われ て い る 。 里山 も里川 も里海 も，「里 」 とい う言葉を用 い る こ とに よ っ て ，私た ち と山，川，

海 と の 関係性，普遍的で は な い 個別 の 場所性を示そ うと し て い る か もし れ な い
。 そ うで あ る な ら

ば，胆山 とい う言葉に 決 ま っ た 定義が な い の は ，甲 山が人 と の 関係性 に よ っ て 決 ま る と い うポ テ

ン シ ャ ル の 高さ の た め と 理解す る こ とが で きる 。 さ らに ，里 山ボ ラ ン テ ィ ァ 活動 の 興隆は，私た

ち が身近な 自然 との か か わ り方を描 き直そ うと し て い る運動 の現れ と し て 把握すべ きなの で は な

い だ ろ うか 。

　4．2．人 と里山 との関係性 の多様性

　
一般 に ，ボ ラ ン テ ィ ア 活動に は善い イ メ

ージ が つ い て い る ため か，里山ボ ラ ン テ ィ ア に よる生

態系管理 に 不十分な点が あ っ た と い う事実は ，お お やけ に 語られ に くい こ とで あ っ た。実際 は ，

生態学的ポ リテ ィ ク ス の な か で 欠如モ デル が持ち込 まれ，rh 民 と専門家，市民 と行政と の 協働が

必要 と い う認識 を 強め る 結果 に な っ て い た
。

し か し
，

こ の ポ リ テ ィ ク ス を 見 ぎわ め
， 人 と里 山 と

の 多様な関係性 を 開こ うとす る と き，ボ ラ ン テ ィ ァ に と っ て 生態系管理 よ りも優先順 位が 高 い こ

とがある の で は ない か とい う問い に導か れる 。 なぜ な ら，生態系管理が 当 の ボ ラ ン テ ィ ア に と っ

て 深刻な悶題 で あれば ， 解決 の た め の 努力がすで に なされて い る は ずだ か らで ある 。 そ こ で ，現

実を 直視 し て ，なぜ 多くの ボ ラ ン テ ィ ァ が里 山 に か かわ っ て い る の か と，そ の 活動動機を掘 り下

げて み る と，別 の 視角が現れ て くる。こ こ で は ，里山ボ ラ ン テ ィ ァ の実態か ら，人 と里 山 との 関

係性 に お ける 多様なポ テ ン シ ャ ル をす くい だ して み た い
。
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論　　文

　横浜市環境創造局は ，年に 4〜5回，市内の 里 山ボ ラ ン テ ィ ァ 団休が主 催する イ ベ ン トの 情報

や ，市の 事業紹介な どか ら構成され る 「よ こ は まの 森 ニ
ュ
ー

ス レ タ
ー

」 を発行 し て い る 。 2001

年か ら過去 4年間分 の ニ
ュ
ー

ス レ タ
ー

の 誌面か ら，市内 に ある 実践的な活動団体を拾 い L げる と

18団体を 数えた  
。 もち ろ ん ，こ の 数は 横浜市内の 里山 ボ ラ ン テ ィ ァ 団体をすべ て 網羅 し て い

るわけ で は な い が，活動を広く知 らせ る よ うな社会的責任 の ある 団体 の 数は こ の 程度だ と考えて

よ い だろ う。
こ れ らの 団体すべ て に つ い て ，設立 の経緯や 活動内容に つ い て 説明を 聞い た り，代

表者た ち と話 し合 っ た りす る こ とがで きた 。そ の 結果，生態系管理 とは 異な る と こ ろ に 力点を 置

い て 活動し て い る例を
， 少な くとも 3 つ は 認め る こ とが で きた 。すなわ ち，  自治管理 ，  活動

場所 の保護，  景観美 の 維持で あ る 。

　まず，  自治管理 は 「港北 二 ＝
一タ ウ ン 緑 の 会」 とい うネ ッ ト ワ

ー
ク に 所属す る 「けや きが f’1．

団地森林愛護会 」 や 「鴨池公園愛護会」 な どに 特徴的で ある （よ こ は ま の 森 フ ォ
ー

ラ ム ，2001）。

けや きが丘 団地 とは，港北 ニ
ュ

ータ ウ ン の 開発が は じま っ て最初 に建て られた 団地で あ り，付属

す る 面積 1〜2ha の 保存緑地 （12）は，「けや きが 丘団地森林愛護会 」 とい う住民 組織に よ っ て管理

され て い る。団地が で きた 当初は ， こ の 緑地 を管理 組合方式 で 管理す る予定だ っ たが ，費用がか

さむ と予想 された た め ，住民 は ボ ラ ン テ ィ ア 活動 に よ っ て 担 う こ とに 決め ，1984年 に愛護会を

設立 した 。

　 こ うし た動 きの 発端 は，団地 に 隣接す る鴨池公園の 竹林 に つ い て ，住宅 ・都市整備公 団 （現 ・

都市再生機構）が管理 の わ ずら わ し さを理由 に 伐採す る計画を立 て た こ と に ある。 こ れ を聞 い た

団地 の住人 は ，自分たち で 管理す る の で 保存す る よ うに 要望 し， こ れ が認め られた こ と か ら ， 公

園緑地 に 残 された竹林を 手入 れ しは じめ た 。
こ の 動きは ，

「鴨池公園愛護会 」 の 設立 へ とつ な が

り，そ の 後，自分 の 住む団地 の 保存緑地 を管理 する運動が 広が っ て い っ た 。
い つ し か ， こ の運動

は港北 ニ ュ

ー
タ ウ ン 全体へ と展開 し，1992年 11月に は ，こ うし た住民団体が 集ま っ て 「港北 ニ

ュ
ー

タ ウ ン 緑 の 会 」 が 発足 し た 。こ の よ うに ， ニ ュ

ー
タ ウ ン に 移り住ん だ新住民 に よ る里山ボ ラ

ン テ ィ ア 活動は ，自ら の 手 で 共同緑地を 管理 し よ うとする 自治管理へ の 強い 欲求か ら生じた もの

で ある 。

　  活動場 所 の 保護は ，「恩田 の 谷戸 フ ァ ン ク ラ ブ 」 に 代表的な 活動動機で あ る 。
こ の 団体は ，

民有地 の 谷戸 〔13）が 開発され る こ とを危惧 し て 1991年 に 設立 された。そ の 後，土地 所有者と交渉

して 民有地 の
一

部を利用 し
， 谷戸で 耕作する 農家を応援す る 立 場か ら，継続的 に 小川 の 保全や 田

畑の復元，雑木林 の管理な どを 実践し て い る 。
こ うし た 活動を 10 年以上 も続けて い る の は ，「フ

ィ
ー

ル ドに 貼 り付 い て
， 実践的な作業を し て い けば （社会 に ）ア ピー

ル で きる 」（14）と考え て い る

か らで ある 。
つ ま り，特定の 場所に か かわ り続ける こ とが社会的な注 目を喚起 し，ひ い て は 開発

行為 の 抑止 に つ なが る とい う見通 しか ら， こ うした運動戦略が とられ て い る 。

　  景観美 の 維持は，公 共緑地を管理す る場合，従来 か らあ る
一

般的な考え方で あ る 。 市 民 の 森

やふ れあ い の 樹林 〔15）とい っ た緑地 や 公園を管理 す る愛護会 は ，まず景観的に 美し い 場所 に する

こ とを求め られ る 。
こ の た め に ，そ うした場所 で 活動するボ ラ ン テ ィ ア に は ，お の ずと景観的に

美 し い 場所 を 作 り た い とい う動機が生 じ る 。 林床に 下草が茂 っ た り，枯損木が 目立 っ た り，見た

目に きた な い 場所を見つ け る と
， 草刈 りや 除間伐 な どに よ り景観的 にす っ きり と し た空間を創 り

出そ うとす る こ とは 多い
。 しか し，景観美 の 維持を優先する と生物多様性を 損な うこ と があ る の
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で ，生態学的ポ リ テ ィ ク ス とは 異な る方向性を示し て い る 。 実際に ，作業優先派 は 景観美の 維持

を め ざし ， 自然保護派は生態系管理 を 日指す こ とが 多 く，団体 内で 対立する こ とが しば しば生 じ

る 。

　 こ の よ うな団体 と して の 管理 方針の ほ か に ，里山ボ ラ ン テ ィ ア
ー

人ひ と りに 対 し て 活動に 参加

して い る理 山を尋ね る と，保全活動を通 し て 仲間と
一

緒に 汗を流す こ と自体が 楽しみ や レ ク リエ

ーシ ョ ン の 機会 とな っ て い る とい う自己充足 的な動機を挙げ る人が 多い 。こ う し た気持ち か ら参

加す るボ ラ ン テ ィ ア が，それぞ れの 生 活 の 質を 高め る こ と に つ なが っ て い る な らば， こ の 実態を

生態学的ポ リ テ ィ ク ス か ら正す の で は な く，里 山に お い て 社会福祉サ ービ ス が提供 されて い る と

い う観点 で 考え て もよい だ ろ う。

　 こ の よ うに
，

塁 山ボ ラ ン テ ィ ア 団体と い っ て も，共通項は 里 山を活動場所に し て い る とい うだ

け で ，生態系管理 とは 異な る と こ ろ に 活動動機が ある こ とは少な くな い
。

こ うした 多様な考え方

が持ち込まれる こ と に よ っ て，人 と里 山 と の 関係性をめ ぐっ て 対立が 生じる と ともに ，さまざま

な関係性を 取 り結 べ る 可能性 も開か れて い くよ うに 思われ る 。

5．多様 な活動意欲を生 か す里 山づ くりの提案

　　　　　身近な環境調査に よる市民デザ イン に 向けて

　こ こ まで ，今月の 里山ボ ラ ン テ ィ ア 活動に は ，生態系管理 の た め の 順応的管理 を根づ か せ よ う

とす る生態学的ポ リ テ ィ ク ス が働 い て い る こ とを明 らか に し， こ の 力の 向ぎと異な る 視角か ら，

里 山保全運動の 拡が りを ，私たち と里山 との 関係性を豊か にす るた め の 運動 として 位置づ け直し

た 。 しか し，なぜ そ うし た とらえ直 しを試み る必 要があ る の だ ろ うか。そ の 理 由は ，多 くの ボ ラ

ン テ ィ ァ が，個人 と し て 団体 として ，多様な考えを も っ て 里 山 で 活動 し て い る現実が あるなか で ，

市民 に よ る里 rI保 全の あ るべ き姿を 生態学的な観点か ら評価す る と，見失わ れる部分が 多い と考

えた か らで ある。

　里 山ボ ラ ン テ ィ ア 活動の 今日的課題 と し て 指摘 されて い る こ と は，里山生態系 の 保全を最上 位

の 価値 と し た 生態学的な
一面か らで あ り，里山 との か か わ りに よ っ て 人び との 生活の 質が ど の よ

うに 高ま る の か と い う広義 の 福祉的な観点は ほ とん ど無視 さ れ て い る 。
つ ま り， 市民 は 里山保全

の た め に 振 る舞 うべ きと い う見方で 評価され る ばか りで ，
一

人 ひ と りが身近な 里山 の 将来を構想

しな が ら豊か に 生きる とい う方向性は考慮されて い な い 。こ の た め ，生態系管理 の た め の順応的

管理 とい う課題は
， 現実に は現場に まで届かずに 解決され な い か ， 届 くときに は 欠如モ デル に よ

る見方が現場 に 持ち込 まれ ，ボ ラ ン タ リーな活動意欲が損なわれ る可能性が ある 。

　 こ の よ うに ，ボ ラ ン テ ィ ア に 働 く政治性を 明 らか に し て 批 判す る こ とは 重要な作業で あ り，近

年の ネ オ リベ ラ リ ズ ム を 批判す る研 究に ，そ うし た 動向が認め られ る （中野， 1999 ；渋 谷，

2003）。し か し，それが批判 に とどま っ て い る だ け で は ，ボ ラ ン テ ィ ァ に 潜在する 力を 働か せ る

方向性が見通 せ な い
。 だ か ら，ポ リ テ ィ ク ス を 見きわ め た うえ で ，何が 可能 で あ る の か を 最後に

検討 し て お きた い
。

　 こ れま で の 議論を踏 まえ て 先に結論を述 べ る と，フ ィ
ール ドに か か わ る人び と の 活動意欲を 生
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かす よ うに 努め なが ら，現在 の 里 山ボ ラ ン テ ィ ァ活動を，人 と里 山 と の関係性を豊か に 描 き直そ

うとする運動 として 展開 して い くこ と，これを提案 したい 。つ ま り，私た ちが身近 な 自然 とど う

や っ て 付き合 っ て い くの か，付き合い た い の かを，実1祭の フ ィ
ー

ル ドに お い て 考 え，試み て い く

場 と し て 里山 に か か わ っ て い く。そ うい う場 と し て 里 山を 社会の な か に 定位し，多くの 人び とが

自分と の位置関係に つ い て 思 い を め ぐらせ る こ とを め ざす の で ある 。

　 そ の こ と を
，

こ こ で は 里山 の 市民 デ ザ イ ン と名づ け よ う 。
デ ザ イ ン の 語源が ラ テ ン 語 の desig−

nate （指し不 す） で あ る こ とか ら， こ の 言葉に は ，里 山 との 望 ま しい 関係性 の 方向を市民が 指

し示 し て い くとい う意味が込め られて い る。 こ の用語 は
， ただ里山の 生態系管理 の た め に実作業

をお こ な う市民 参加 との 違 い を 明確に で きる し，計画 に 加 わ る市民参画 とい う言 葉よ りも，将来

の 里山 の イ メ ージを描 くこ とが表現で ぎるよ うに 思われる。

　里 山 の 市民 デザ イ ン を実践す る 1 つ の 方法 として ，次の よ うなや り方が ある （16）。まず，ボ ラ

ン テ ィ ァ が か か わ る個別 の フ ィ
ー

ル ドの な か で ，それぞれ里 山の 将来を ど の よ うに し た い の か を

考 える 。
こ の とき重要な の は ， 自分たち が作業で きる 力量を考慮し，地 形に 応 じ て 20mX20m

程度ご と に 土 地 を区切 り
， 某体的 に 目標を イ メ

ージ し て 描 くの で ある 。 狭 い 面積で あ っ て も，さ

まざま な資源が あ るか もしれ な い の で ，現況 を つ ぶ さに 観察する こ とは 欠か せ な い
。 そ し て ，各

人が 目標像を表現 で ぎる よ うに な っ て きた ら ，
ワ
ーク シ ョ ッ プをお こ な っ て ，こ れ を フ ィ

ー
ル ド

に かか わ る 人び との 間で 共有化す る 。 活動面積が広い と区画が増え る の で 大変だが ，団体内 で意

見の 対立があ っ て もt 区画 ごとに 目慄 を変え られる の で t 多様なボ ラ ン テ ィ ァ の 願 い を受け人れ

られ る 可能性 も高 くな る 。
こ の よ うに 現場 に 即 して ，きめ 細か く 目標を立 て る こ とに よ り，人 と

里 山 との 関係性 を拡げ る こ とが で きる だ ろ う。

　里山は ，そこ に か か わ る人び と に と っ て ，た とえば，「作業し て 汗を流す場 」 「環境教育 の 場」

「植物を 観察す る 場 」 「ク ラ フ トの 材料 を集め る場 」 「歩い て 心 が癒され る 場 」 「犬を 散歩 さ せ る

場」 「果樹を取 る場」 「野外料理 を楽 しむ場 」 な ど，さまざまな場 となる可能性を秘め て い る 。 里

山 の 市民デザ イ ン で は ，こ うし た 多様な関係性 を重ね 合わ せ た り，す み 分 け た り し な が ら，さ ま

ざまな人 び との 思 い を表現で きる よ うに 考え て い く。 また
，

こ う し て 区 画 ご とに 目標を立 て た と

ぎに は ，1 つ ひ とつ の 面積が広 くな い の で ，作業計画 も立 て られ て い る は ず で ある 。 そ して ，作

業をお こ な い ，目標に 照 らし て 結果を評価 し，必要ならば 目標を 改め て い く。 これは順応的管理

の 考え方で あるが，里 山の 生態系管理 の た め に お こ な うの ではな く，人び との 思い どお りに 里山

との 関係性が豊か に な っ て い る か を確認するた め に お こな うの で ある 。

　 こ の よ うな提案が，生態学的ポ リ テ ィ ク ス とは別の 思想性を帯び る こ とは承知 し て い る。しか

し，今 日 の 里 山ボ ラ ン テ ィ ア に 働い て い る 力に抗お うとすれば，そ の こ と自体避ける こ とは で き

な い 。生態系管理 の 担 い 手 と して 里 山ボ ラ ン テ ィ ァ に 期待 して も，現実 の ボ ラ ン テ ィ ァ の 参加動

機は 多様で あ る の で実態に は 合わな い
。 む し ろ，実際 に 活動 し て い る ボ ラ ン テ ィ ア の 力が生 きる

よ うに 考え よ うとすれ ば
，

さ ま ざ ま な デザ イ ン を 競 うこ と の で きる場 と して 里 山を位置 づ けた方

がよ い
。

こ の よ うに考え，生態学的ポ リテ ィ ク ス とは 意図的 に 異なる方向性を示 した の で あ る 。

だか ら，
こ の こ と の 是非は ， 現実 の 社会に よ っ て 問われ る べ きだろ う。

　生態系管理を い っ た ん 括弧に くくり，人び と の 思い を優先 させ て 里山 との 関係性を結び直す こ

とを提案す ると，自然が破壊 され る と危惧され るか もしれな い
。 しか し，市 民に よ る 里 山保全活
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松 村 ：里山ボ ラ ン テ ィア に か か わる生態学 的ポ リテ ィ クス へ の 抗い 方

動が盛ん で ，全国で も 2番 目に 団体数が 多い とされ る神奈川県で さえ，手入 れを し て い る 面積は

1％ に 過 ぎな い と言 われ て い る （中川 ，2004：28）。まずは ，多 くの 人び とが里 山に 一歩で も足

を踏み入 れ，自分 と里 山との か か わ り方を 考える こ とが重要 で は な い だ ろ うか 。

注

（1）「里山 」 を冉 評価す る動きで は，木を 1本 も伐 る こ とが 許 さ れな い よ うな 原生 白然に 対して ，適切 に

　管理 す る こ とで 保全 さ れ る 二 次的白然 の 象徴 と し て 「里山」 を 定位す る とい う構図を示 して きた。雑木

　林，マ ッ林，採草地 な どの 二 次林 ・草地 （ヤ マ ）を （狭義 の ）「里山 」 とし，農地 （ノ ラ ）や集落 （ム

　 ラ ）を 含め た 領域を 「里 地 」 と呼 ん で 区別す る こ と もある が （武 内ほ か 編，2001），
一

般 に は そ の 範囲

　 も含め て 「里 山 」 と 呼ばれ る こ とが 多い 。こ れ は ，「里 山 」 とい う言葉 が，身近な二 次的自然を表象 し

　て い る こ とを示 し て い る。こ うした実態 を重視 して ，本稿で は，人 び とが 日常的 ・継続的 に か か わ っ て

　 きた 集落 を と りま く二 次林や 農地，た め 池，草原 な どを 「里 山 」 と し て と ら え る 。な お，環境省 は 「里

　地 」 と狭義 の 「里 山 」 を 概念 E区別す るが，それぞれ の 言葉 の 定義 が 確定 し て い な い と し て ，広義 の

　 「里 山」 に 相当す る 言葉と して 「里 地 里 山 」 を使用 して い る 。 日木 に は ，二 次林 が 約 800 万 ha，農地 な

　 どが 約 700 万 ha あ り，国土 の 4割程度を 占め る （環境省，2001）。

（2） こ の 調査 に お け る 「森林づ くり活動 」 とは ，「目的 とす る 森林を造成 ，維持す るた め に ，植え 付け，

　 ド刈 り，除伐，問伐，枝打 ち な どの 作業 を 行 う こ と 」 と され て い る 〔林野庁，2004）。

（3）筆客 は ，2003 年 4 月か ら 05 年 3 月 まで ，特定非営利活動法人 よ こ は ま里 山 研 究所 の 研究員 と な っ て

　参 ケ観察を お こ な っ た
。

こ の 期間，こ の NPO は 横浜市か ら 「市 民 に よ る 里 山 育 成 事業 」 を 受託 し て い

　た 。 な お，横浜市の r邑山ボ ラ ン テ ィ ァ 支援事業や，市内の 里山ボ ラ ン テ ィ ァ 活動の 事例 を もと に 議論す

　 るた め に ，都市住民が身近な 里 山 で 活動す る と い う形態を 念頭 に 置 い て い る。全国的に 見 て ，里 山 ボ ラ

　 ン テ ィ ァ 活動 は 都市近郊 に お い て 活発 に 展開さ れ て い る こ とか ら，こ の 事例 の 代表性 は 高 い と考えられ

　 る。

（4）本稿 で は
，
r里 山 ボ ラ ン テ ィ ア 」 を 「二 次 的 な 自然 を 活 動 の 場 とす る ボ ラ ン テ ィ ア 」 とす る 。

「森林ボ

　 ラ ン テ ィ ァ 」 と重複す る こ と は 多い が ，「里 山 ボ ラ ン テ ィ ア 」 に は 領域 と し て 農 地 ・
草地 ・

湿 地 な どで

　 活動す る 場合も含 まれ る 。

（5）2004年 2 月 22 日に ，兵庫県加西市の 山林 で 間伐作業を して い た 市民ボ ラ ソ テ ィ ア が 倒木の
一
F敷きに

　 な り，腹部な ど を強く打っ て 死 亡 す る とい う事故が起 こ っ た。こ の 事故を契機 と して ，里 山ボ ラ ン テ ィ

　 ア 活動 に お け る 安 奈管理 を徹底 し よ うとす る 動 きが 強 ま っ た 。

（6）森づ くりフ ォ
ー

ラ ム は ，森林ボ ラ ン テ ィ ァ 団体 ・森林所有者 ・行政関係者 ・企業な どとネ ッ トワ
ー

ク

　 を 築 ぎ，「森 と と もに 暮らす社会 」 の 創出を め ざ し，森づ く りに か か わ る 団体支援，調査研究 ・政策提

　 言などをお こ な っ て お り，国内を 代表す る 環境 NPO で あ る。

〔7）2003年 6月 28H ，雑木林ボ ラ ン テ ィ ァ の A さん に イ ン タ ビ ュ
ー
調査を お こ な っ た 。

（8） よ こ は まの 森フ ォ
ー

ラ ム （2001） で は ，「よ こ は ま の 森管理 マ ニ ュ ァ ル
〜初級編 」 とい う章 で ，雑木

　 林，ス ギ ・
ヒ ノ キ，竹林 の 3林相に 分け て管理 方法が説明 され て い る。

〔9） もち ろ ん ，竹林や 人工 林で あ っ て も，さ ま ざ ま な視点か ら評 価す る こ とを妨げ る もの で は な い 。む し

　 ろ，資源生産 の 場 とし て の 経済的な価値が 低下 し て い る の で，従来 とは 異 な る 価値づ けが必要とされ て

　 い る 。 た と え ば，2004咋 に 森林療法を医療行為 と し て 確 立 す る た め に 「森林セ ラ ピ ー研 究会 」 が 設立

　 さ れ る な ど，癒 し の 場 と して の 期 待 は近年急速 に 高 ま っ て い る。

（10）そ の と ぎの シ ナ リオ を
一

部 抜粋す る 。
マ ユ ミ ： 「ち ょ っ と，草払 い 機止 め て よ。ね えね え，ア オ キ さ

　 ん
，

ど う し て あ の 谷戸 の 斜 而 の 草 刈 り しち ゃ っ た の ？ あ そ こ は ，す ご く貴重 な植生があ る か ら，専門

　 家を呼 ん で ぎち ん と調査を して ，貴重 な もの に は 印を つ けて ，それを よ けな が ら草刈 りを しな きゃ な ら
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　 な い の に ，苧：払い 機で 令部刈 っ ち ゃ っ た で し ょ ？」 ア オ キ ：「
一

回 ぐら い 刈 っ た っ て ，植物は 強 い か ら

　 大丈夫だ よ。また，出て くる よ。それ に，マ ユ ミ さん の よ うに の ん び りや っ て い る と，い つ まで た っ て

　 も調査ぱ っ か りで ，ち っ と も作業が で きな い よ。」 マ ユ ミ ： 「そ うや っ て ，大丈夫，大丈夫 っ て い っ て 刈

　 っ ち ゃ うか ら，．横浜 か ら貴重 な植物が消え て い くの よ 。 」 エ ノ キ ：「あ そ こ も刈 っ ち ゃ ダメ，こ っ ち も刈

　 っ ち ゃ ダ メ っ て い う と，あ ち こ ち が 草だ らけ に な っ ち ゃ い ます よ 。 」 ア オ キ ：「そ うそ う。 実 際 に 見 た 目

　 に も問題 が あ る し。利用者か ら も rもっ と きれ い に しろ 』 っ て 文句が 出る よ。」 マ ユ ミ ： 「私 た ち は 業者

　 じゃ な い ん だか ら，見た 目が きれい ，とい うの で は な く，多様な植生 を守 らなけれ ぽ ならない の よ。」

（11）50音順 に 示す と，次 の とお りで あ る。荒井沢市民 の 森愛護会，市沢
・
仏向の 谷戸 に 親 し む会，大塚

　 歳勝 ：L遺跡公園愛護会，恩 田 の 谷戸 フ ァ ン ク ラ ブ，か なざわ森沢山 の 会 ， 鳥山公園愛護会 ， 港北 ニ
ュ
ー

　 タ ウ ン 緑 の 会，茅 ヶ 崎 公 園自然生態園管理 運営委員会，都筑巾央公園 ng．LLt倶楽部，犬 王 森泉公 園愛護会，

　 新治市民 の 森愛護会，日本の 竹フ ァ ン ク ラ ブ，東寺尾ふ れ あい の 樹林愛護会，舞岡公園 ・小谷戸の 單管

　 理運営委員会 （や とひ と未来），み ど りの 学校，宮沢 の 森愛護会，横浜自然観察の 森友 の 会，楽竹会。

（12） 港北 ニ ュ
ー

タ ウ ン で は ，民 有地部分 の 緑地 を 横浜市の 「緑 の 環境を つ く り育て る 条例 」 で 保存緑地 と

　 して 位置づ け，永続的な 担保を 図 っ て い る 。
こ の緑地は，土地所有者が保存，管理 す る、こ とに な っ て い

　 る 。

（13）谷戸 とは，小川 の 源流が E 陵地 を 削 っ て で きた 小 さな谷地 形を意味す る。場 所 に よ っ て は，谷津，谷

　 地な ど と も呼ば れ る、

（14）2000年 1 月 7 日 の T さ ん の 言葉。「恩 田 の 谷戸 フ ァ ン ク ラ ブ 」 は ，こ れ ま で の 活動 が 評価 さ れ ，04

　 年に は 「日本の 里 地 里 山 30一 保全活動 コ ン テ ス ト」 （読売新聞主催 ・環境省共催）に 選定 され た 。

（15）市 民 の 森 とふ れ あ い の 樹林 は ，私 有緑地 に 開発制 限 を か け る 代 わ りに ，土 地 所 有 者 に 優遇 措 置 を 講 じ

　 る 契約 を 10年 以 E結 び，散策路等を 整備 し て
一

般 に も開放す る とい う横浜市独 自の 制度 に 基づ い た緑

　 地 で あ る。

（16）2003年 6 月 22 日，横浜 市 主 催 「里 山 の 人 材 育成研修 」 里 山 の 計画 コ
ース で 講師を つ とめ た 久 保 田 繁

　 男氏 （西多摩自然 フ ォ
ー

ラ ム ）の 講義 に ヒ ン トを 得た。
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   In recent  years 
`satayama'

 areas,  the  traditional  rural  landscape, have  been highly

evaluated  for their rich  diversity and  have  been the focus of  much  public  attention  in Ja-
pan. Correspondingly, the number  of  volunteers  willing  to help to conserve  thern has

been increasing rapidly  since  the late 1980s, However,  as  the conservation  of  
`satoyama'

movements  has come  to prevail  all over  the country,  we  can  recognize  that some  prob-

lematic aspects  have emerged  from the conservation  movements.

   The purpose of  this paper  is to clarify the problematic  aspects  of  political power  op-

erating  in ecological  Inovements by investigating the process  of  how  conservation  plans

are  made.  The politics of  ecology  do not  always  conform  to what  citizens  wish  to achieve

through  their voluntary  activities  in the  conservation  movements  in 
`satqyama

 
'

 areas.

   It is irnportant to understand  correctly  why  more  and  more  people  are willing  to par-
ticipate in conservation  activities.  Their prime  interest rests  upon  an  enrichment  of  the

relationship  between  humans  and  nature  rather  than  an  increase of  biodiversity in the
`satayama'

 areas,  In order  to facilitate their high spirit in the voluntary  activities,  I

would  like to suggest  that volunteers  should  be allowed  to fully participate  in making  up

a  conservation  plan  as  well  as  the  environmental  assessment  of  their  local 
`satayarna'

 ar-

eas.
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