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はじめに

十 ∴ ∴

はじめに

新入生のみなさん｡入学おめでとう｡これから､みなさんの大学

での学びが始まります｡大学の学びをはじめるにあたって､知って

ほしい言葉があります｡それが ｢ESD｣です｡みなさんは､ESDっ

て聞いたことがありますか｡

ESDは大変に大きな概念で､簡単な説明は難しいのですが､大切

な概念ですOこの肝子は､｢ESDとは何か｣について､新入生のみ

なさんに理解してもらうためにまとめたものです.ESDは､一言で

言うと､｢人間開発｣のための教育であり､｢世界の学習指導指針｣

であり､｢希望ある未来のための学び合い｣です｡

以下､4つの章でESDについて述べていきますD第1章では､｢ユ

ネスコ藤章の意義｣､第2輩では､｢持続可能な開発｣という概念の

誕生､第3草では､｢人間開発｣という考え方､そして第4章では ｢蘇

望のための学び｣について述べます｡最後に､岩手大学の人材養成

像をまとめますO

ぜひ､ESDの理解を深めて､これからの大学での学びに役立てて

下さい｡



第 l車 ユネスコ憲章

(I)国立大学は､2004年度に

国から離れて法人化し､6年
間の中期目標 ･中期計画を定

めて事業を行っていくことに

なりましたO その第 l期が

2009年 3月で終了 し､2010
年4月から第2朋の6年間が

始まります｡

(tt)｢21世把型市民｣とは､

中央教育審議会の答申 ｢我が

国の高等教育の将来像｣(2005
辛)で最初に使われた言葉

で､｢専攻分野についての専

門性を有するだけでなく､幅

広い教養を身に付け､志い公

共性 ･倫理性を保持しつつ､

時代の変化に合わせて税極的

に社会を支え､あるいは社会

を改善していく資質を有する

人材｣とされていますo

(…)世界のESDの取組は､

ホームページ (http://www.
desd.org/index.htm)で見る

ことができますQ∃-fjッパ

では､フィンランドなどの北

欧が先進的に取り組んでいま

すo

('…)国連による ｢00の
10年｣ というキャンペーン

は､1961年の ｢開発の10年J
(196卜1970)から始まりまし

た｡これを提案したのは､ア

メリカのケネディー大統領で

した｡その後､｢軍縮の10年j

(1970-1979)､｢女性の10年｣

(1976-1985)など多数が続き､

教育に関係するものでは ｢人

権教育の10年｣(1995-2004)､
｢万人のための教育の 10年｣

(2003-2012)などがありますO

2_

.一･ 農1_-昔 ･1ネ_-Aコ憲章:- ･

ESDを知らないと､ちょっとまずい !

岩手大学は､｢持続可能な共生社会の形成に寄与する人材｣の育

成を､2010年度から始まる第2期中期目標期間 (り の教育目標に

掲げています｡それは､21世紀の社会を支え､自立して行動でき

る ｢21世紀型市民｣('')の育成と言い換えることもできますo

ESDは､この目標達成のために岩手大学が掲げている ｢旗印｣

です.ESDは､EducationforSustainableDevelopment

の頭文字をとったもので､日本語では ｢持続可能な開発 (発展)の

ための教育｣とか､｢持続発展教育｣と訳されています｡それを､

｢ESD｣とアルファベット表記で使うのは､これが国連決議に基づ

いて､日本だけでなく世界で進められている国際的取組だからです

(t'')O

実は､2005年から2014年までを ｢ESDの10年｣(…つ とする

決議案を国連に提案したのは､他でもない日本なのです｡この日本

の決議案が2002年12月の第57回国連総会で全会一致で採択され､

その結果､いま世界各地でESDが取り組まれています｡ですので､

これは日本人としてESDを知っていないと､ちょっとまずいと思

いませんか?

｢学びの銀河｣ロゴマーク
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ESDはちょっとわかりにくい

そうなのですが､ESDはちょっとわかりにくいのです｡という

のも､ESDは､国語や数学､あるいは環境教育やキャリア教育の

ような､内容を限定した教科や ｢○○教育｣とは違って､もっとス

ケールが大きいのです｡というよりも､ESDは､これまでの教科

や専門に分化が進み､次々と○○教育が生まれてきた教育の流れを

逆に戻して､教育を領域横断的に総合して行く取組なのですo

ですから､従来型の発想 (')でESDを見ると､中身が唆味でわ

かりにくい印象を持ってしまいます｡その意味でESDは､ビジョ

ンや理念に近いかもしれません｡つまり､｢持続可能な共生社会｣

という目標を共有化して､様々な教育分野に通底する価値観を確認

し､目標に向かって教育相互の連携の輪を広げていく取組なのです

('りoこのため､ESDには領域や対象に限定がありません｡社会の

あらゆる学びと教育を領域とし､また､幼児から学生､社会人まで､

すべての人を対象としていますO

-言で言うと､それは ｢人間開発 (HumanDeve一opment)｣

のための教育です｡迫り来る地球温暖化や深刻化する格差 ･貧困の

問題､人口減少やコミュニティーの崩壊などの持続性が危うい世界

を持続可能な社会に変えていくために､人間自体が考え方やライフ

スタイルを変えなければなりません｡そのための教育がESDです｡

｢ユネスコ憲章｣に立ち返る

歴史を振 り返ってみると､この ｢人間開発｣に近い考え方は､

1945年11月に採択された ｢ユネスコ褒章｣の中に見ることができ

ます ('事つ｡

｢戦争は人の心の中に生まれるものであるから､人の心の中に平

和のとりでを築かなければならない｣という有名な一節で始まるユ

ネスコ窓車は､｢政府の政治的及び経済的取組のみに基づく平和は､

世界の諸人民の､一致した､しかも永続する誠実な支持を確保でき

る平和ではない｣と断言しています｡

なぜなら､｢ここに終りを告げた恐るべき大戦争は､人間の尊厳 ･

平等 ･相互の尊重という民主主義の原理を否認し､これらの原理の

代わりに､無知と偏見を通じて人間と人種の不平等という教兼をひ

(つ ここで ｢従来型の発想｣

とは､学問体系を重視する考

え方を念頭に置いています｡

19世紀末頃､扱う領域に応じ

て､いわゆる人文科学､社会

科学､自然科学の学問的体系

がほぼ整いましたO分野だけ

ではなく､基礎と応用といっ

た防腐的な構造もできまし

た｡教育も､こうした学問体

系に対応して分野が整理され

たのです｡しかし､実際の世

界は複雑に絡み合っているの

で､研究の進展と共に学問分

野は分化､細分化して行きま

した.情報科学や環境科学な

ど学際的な分野が生まれたり､

ジェンダー研究といった新し

い分野が生まれたりしまし

た｡それに対応して､教育も

枝分かれし､環境教育やジェ

ンダー教育等々､新しい教育

も次々と生まれてきたので

す｡それらはオーバーラップ

しており､対象領域を限定す

る学問体系重視の発想では捉

えきれなくなってきたのですC

('')ESDは､いかなる専門

分野も現実の複雑な問題の前

では自己完結するものではな

いという認識の下に､体系よ

りもネットワーク重視の発想

に立って､巨標の共有によっ

て分野間の壁を低くし､教育

相互の連携の輪を広げていく

ことを目指しています｡

(■H)ユネスコ(UNESCO)と

は､UnFtedNatl0nSEduca･

tJOnaJ.SclentLflCandCul-

turalOrganlZat10∩の頭文字

をとったもので､日本語では

国連教育科学文化機関と訳さ

れています｡1945年10月の国

連発足と同時に設立の整備が

開始され､11月に ｢ユネスコ

窓車｣が発表され､翌1946年
11月に20ケ箆の批准により

発足しましたC

垣二 二~_=



(･)ユネスコは､1922年に

当時の国際連盟に設置された

国際知的協力委員会 (ECC
lnternatl0nalCommLtteeOn
lntellectualCorporatlon)香

前身としていますQこの委員

会は､第1次世界大戦の反省

から､国際連盟が目標とした

r平和と安全保障｣に対して､

知識人がどのように貢献でき

るかを格討するために設置さ

れたものでしたo委員にはア

インシュタインやキューリー

夫人など､当時の世界第一級

の科学者が参加し､事務を担

当していたのは､当時､国際

連盟事務局次長であった岩手

県出身の新渡戸稲造でした｡

ユネスコについては､野口昇

Fユネスコ50年の歩みと展望1

シングルかノト祉 (1996)が

その全体像をまとめています｡

('')日本国憲法の平和主菜

をめくっては､様々な議論が

あります｡太田光 ･中沢新一

訂蜜法九条を世界道産にj鉱

英社新香 (2006)は興味深い

観点を提示しています｡

【~'一二 _≠

ろめることによって可能にされた戦争であった｣と述べています｡

｢よって平和は､失われないためには､人類の知的及び精神的連

帯の上に築かなければならない｣というのですo

そのために､｢文化の広い普及と正義 ･自由 ･平和のための人類

の教育は､人間の尊厳に欠くことのできないものであり､且つすべ

ての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなければ

ならない神聖な義務である｣と述べています｡

このように､第2次世界大戦の反省と教訓から､政治的､経済的

取組だけではなく､人間自身の心の問題を明確に取り上げて､教育

の果たすべき役割を確認し､世界の一致した取組を宣言したのもが

ユネスコ窓車だったのです (りO

ユネスコのエムブレム

竪 !:ii:;璽

加圧小指持垂加
UnitedNations

Educatjonal,Scientificand
CuEturaIOTganization

｢世界の学習指導指針｣

ユネスコ憲章第1条には､｢正義､法の支配､人権及び基本的自

由に対す る普遍的な尊重を助長するために教育､科学及び文化を通

じて諸国民の間の協力を促進することによって､平和及び安全に貢

献する｣ことが目的として記されています｡

このユネスコ藩章と同株の精神は､1946年11月3日に公布され

た日本国憲法にも体現されています (料).基本的人権の尊重､平

和主義､三権分立､民主主義 ･国民主権､法の支配などは､日本国

藩法の基本的な柱ですoとりわけ､その平和主発は､怒法の前文に､

粒界ぜんたいの幸福を追求する姿勢として､次のように述べられて

います｡

｢われらは､平和を維持し､専制と隷属､圧迫と偏狭を地上から

永遠に除去しようと努めている国際社会において､名誉ある地位を

占めたいと思う｡われらは､全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏か

ら免かれ､平和のうちに生存する権利を有することを確認する｡｣
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また､この恋法を受けて翌年の1947年に制定された教育基本法

には､ユネスコ窓車と同株に､教育の果たすべき役割が次のように

述べられていますo

｢われらは､さきに､日本国慈法を確定し､民主的で文化的な国

家を建設して､世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を

示した｡この理想の実現は､根本において教育の力に待つべきもの

である｡｣(り
このように､ユネスコ窓車は､分野､領域の違いを越えて､あら

ゆる学びと教育が共通に依拠すべき価値観と目標を世界に示したも

のと言うことができますOその意味で､ユネスコ窓車は､世界の教
たと

育に対する ｢学習指導指針｣に替えることもできるでしょう｡

ただし､そこには未だ､環境問題に対する認識はなかったのです｡

そこから､いよいよ現在のESDにつながる話しが始まります｡

㍗)教育基本法は､2006年12
月に改正され､この前文は､

以下のように変わっていま

す｡r我々日本国民は､たゆ

まぬ努力によって築いてきた

民主的で文化的な国家を更に

発展させるとともに､世界の

平和と人類の福祉の向上に貢

献することを願 うものであ

るO｣

岩手大学創立60周年宣言

岩手大学は､2009年に創立60周年を迎え､それを記念して ｢岩手大学創立60周年宣言｣

を公表しました｡

その前文は次のように書かれています｡

｢岩手大学は､1949年の創立以来､真理を探究する教育研究の場として､独創的 学際

的な研究を通じて優れた学術文化を創造しつつ､幅広い教養と深い専門性を備えた人

材を育成し､社会への貢献を行ってきた｡岩手大学は､これからも持続可能な社会づ

くりに寄与すべく､地球的視野に立って地域社会とともに共生の時代を切り開いてゆく｡

この志のもと､岩手大学は､知と文化の拠点として培ってきた誠実で粘り強い学風

を堅持しつつ､■■イーハトーブの学び舎''として 『学生を主人公に､地域に開かれ､広

く世界へ発信する』大学づくりに取り組む｡｣

その上で､以下の5つの方針を示しましたC

1.持続可能な社会づくりに主体的に参画する人間の育成

2 自由で独創的な研究と特色ある学際的研究の推進

3地域の課題解決に向けた連携と教育研究成果の社会への還元

4 世界の平和と幸福に資する国際交流と連携の推進

5.自主 ･自律の原則に立って社会の信索引こ応える大学運営

互 二 二 ~



第2牽 環境と開発

. 帯星章 靖観と開発

環境問題の認識

1962年に刊行されたレイチェJt,･カーソン 『沈黙の春 (Silent

ド)杏樹望一訳 r沈実式の剰 Spring)A(')は､世界を変えた一冊と言われています01950年
新潮文庫 (1974)｡

('')この反響の中には､賓資
の声の一方で､全米農薬協会

などからの激しい非安住もあり

ました｡そうした点を含めて

レイチェル ･カーソンについ

ては､生誕百年を記念してま

とめられた上岡克己 .上遠恵

子 ･原強編著 Fレイチェル .

カーソンj ミネルヴァ零房

(2007)を参照してくださいo

代のアメリカでは､｢害虫駆除｣の目的で､DDTなどの農薬や殺

虫剤が大量散布され､小さな生き物たちの ｢みな殺し｣が展開され

ていました｡ジョンス ･ホプキンス大学で生物学を専攻し､修士号

を取得したレイチェJt,･カーソンは､農薬や殺虫剤の大量散布に

よって､｢生命の連鎖が毒の連鎖にかわる｣メカニズムをこの本の

中で科学的に論証し､大きな反響を呼び起こしました (事').

時のケネディ一 ･アメリカ大統領は､いち早く特別の委員会の設

置を指示し､農薬の使用に関する調査が開始されました｡そして､

翌 1963年に発表された報告書は､農薬が環境を破壊する危険性を

持つことをはじめて公的に認めたのです｡

日本においても､熊本県水俣市でチッソ水俣工場が排出するメチ

ル水銀を原因とする水俣病が最初に確認されたのは1956年でした0

水俣病は､環境汚染による食物連鎖が引き起こした病気であり､｢公

害の原点｣といわれています｡その他にも､新潟水俣病､イタイイ

タイ病､四日市ぜんそくなど､1950年代から1960年代にかけて､

高度経済成長と共に環境破壊が公害問題として大きな社会問題と

(…)日本の公吾間顎について なったのです (*■')o

…篭 芸畠芸iJ岩禁 警 慧 このように､1960年代を通じて､世界各地で環境開削 ミ顕在化し､

めにj世界思想社 (2008)が その深刻さが認識されるようになりました01972年にスウェーデ
参考になりますo

ンの首都ストックホルムで国連人間環境会請 (TheUnitedNa-

tionsConferenceoftheHumanEnvironment)が開催さ

れたのは､こうした環境問題への認識の高まりを背景にしたもので

した｡

ストックホルム宣言

｢かけがえのない地球 (OnlyOneEarth)｣のキャッチフレー

ズの下､ストックホルム会議には113ヶ国の代表が集まりました｡

二二 二 互



窮2華 環境と開発

6月5日から6月16日まで12日間にわたって開催された会議で採

択されたのが､｢ストックホルム宣言｣です｡この宣言には､｢人間

環境の保全と向上に関し､ui･界の人々を励まし､導くため｣に､7

項目の共通理解と26項目の共通原則が述べられています｡

共通理解の第6項目には､以下のようにあります｡

｢われわれは歴史の転回点に到達した.いまやわれわれは陛界中

で､環境への影響に一層の思慮深い注意を払ながら､行動をしなけ

ればならない｡撫知､軸関心であるならば､われわれは､われわれ

の生命と福祉が依存する地球上の環境に対し､重大かつ取り返しの

つかない害を与えることになる｡｣
さらに､｢現在および将来の世代のために人間環境を擁護し向上

させることは､人類にとって至上の目標､すなわち平和と､世界的

な経済社会発展の基本的かつ確立した目標と相並び､かつ調和を

保って追求されるべき目標となった｣とも述べられています｡

このように､ストックホルム会談は､環境問題の解決を平和や経

済発展と並ぶ人類共通の目標と宣言したのですo

同じ1972年は､世界の学識経験者によって作られたローマクラ

ブ (つが 『成長の限界』という報告書をまとめた年でもありましたO

この報告番は､世界が現在の成長を続ければ､天然資源の枯渇や環

境の悪化､人口増加等によって､100年以内に成長が限界点に達し､

制御不能となると欝告したものでしたo

このように､1972年は､環境保全がRL界平和と並んで人類の主

要な課題として明確にされた年だったのです (*り｡

環境と開発

ス トックホルム宣言は､｢世界人権宣言｣にも匹敵すると言われ

ています｡しかし､ストックホルム会言削ま決してスムーズに進んだ

わけではなく､今日まで続く先進Blと発展途上国との対立の始まり

でもありました｡例えば､共通理解に続く､共通原則の第1項目は､

次のようなものでした｡

｢人は､尊厳と福祉を保つに足る環境で､自由､平等および十分

な生活水準を享受する基本的権利を有するとともに､現在および将

来の世代のため環境を保護し改善する厳珊な変任を負うOこれに関

し､アパルトハイト､人種差別､差別､植民地主義その他の圧制お

(')E]-マクラブは､世界の

学識経験者100人によって地

球規模の問題を研究するため

に組放された民間のシンクタ

ンクで､1970年に発足し､第

1次報告を1972年にまとめま

したo

('')この年の第27回国連総

会で､日本は1つの決議を提

案し､全会一致で採択されま

したOそれは､6月5日を｢世

界環境デー (WorldEnvlrOn-
mentDay)｣とする提案です｡
この6月5日は､ス トックホ

ルム会議が開催された日で､

それを記念したものでした｡

それ以後､毎年､6月5日は

テーマが決められ､ホス ト掬

によって各種のイベントが展

開されていますO

互 二 二_
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よび外国支配を促進し､または恒久化する政策は非難され､排除さ

れなければならない｡｣

ここでは､多くの発展途上国で未だ人の尊厳を保つに足る最低限

の生活水準すら満たされていない貧困の間畏雷が示唆されていますo

ですから､第8項目では､｢経済的および社会的開発は､人にとっ

て好ましい生活環境と労働環境の確保に不可欠なものであり､かつ､

生活の質の向上に必要な条件を地球上につくりだすために不可欠の

ものである｣という原則も確認されました｡

つまり､｢開発｣が ｢環境破壊｣と同義語になりつつあった先進

国に対して､発展途上国では人間らしい最低限の生活のために､｢開

発｣が最優先事項だったのです｡だからこそ､先に豊かな社会を達

成した先進国が､自らがもたらした環境問題を理由として､発展途

上国の ｢開発｣の権利すらも制限するかのごとき動きに対しては､

発展途上国は強く反発したのですQ

こうして､｢人間｣｢環境｣に加えて､｢環境｣と ｢開発｣が人類

の大きな課題であることを明確にしたのもストックホルム会議でし

た｡

｢持続可能な開発｣

ス トックホルム宣言が明確にした ｢環境｣と ｢開発｣という宿

題に対する解答を求めて､1984年に国連に設置されたのが ｢環境

と開発に関する世界委員会 (WorldCommissiononEnviron-

mentandDevelopment)｣ですO実は､この委員会の設置を

国連に決議案として提案したのも日本でした｡この委員会は､委員

長となったノルウェーの女性首相プルントラントの名前をとってプ

ルントラント委員会と呼ばれました｡

この委員会は､4年後の1987年に､検討結果を 『我ら共有の未

来 (OurCommonFuture)』という報告書 (通称､｢ブルント

(I)日本では､F地球の未来 ラント報告｣)(')にまとめます.この報告書は､｢環境｣と ｢闘

志芸孟宗?,Lg=jh等L91;与二レで 発｣を対立ではなく､両立し得るものとして提起したところに最も

大きな意義がありますOそれが ｢持続可能な開発 (Sustainable

development)｣という概念の提起でしたO

この新しい概念は､｢将来の世代のニーズを満たす能力を損なう

ことなく､現在の世代のニーズを満たすような開発｣と定義されま

二 二 _'亙
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したoそれは､ある意味で ｢将来世代のために｣という目標を共有

することで､先進国と発展途上国､環境と開発の融和を図ったもの

と言うこともできます｡この定義は ｢世代間責任の原則｣として､

ESDの1つの重要な原則となっています｡

また､この報告書では､｢持続可能な開発｣の担い手として､国

際機関や政府､企業､地方自治体と並んで､NGO･NPO(つや市民､

住民等の草の根的な遊動が必要であることを提起した点でも意藤深

いものでした｡

リオ地球サミット

この ｢持続可能な開発｣を21世紀の最重要課題として世界が認

知したのが､1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された

国連 ｢環境と開発に関する国際会議 (UnitedNationsConfer-

enceonEnvironmentandDevelopment)｣ですOこの会

議には､176ヶ国の代表に加えて､NGOも多数参加して､参加者

は4万人にまでなり､｢地球サミット (theEarthSummit)｣と

呼ばれました｡

この会誌で重要なことは､持続可能な開発のためには､環境､経

済､社会の3つが切り離すことができない領域であるという認識が

明確にされたことです｡これは､｢トリプル ･ボ トムラインの原則｣

と呼ばれています｡

(★)NGO は､NonGovern-

mentalOrgamzat10∩の略で､

非政府組拭oNPOは､Non

ProfltOrganlZat10nの略で､

非営利組紙です｡ですから､

両者はほとんど重なっていま

す.日本では､阪神淡路大虞

災を期にボランティア活動が

活発 となり､ その実施､支

拝粗放としてNPO法が1998
年に成立 しています｡

(=)このセバン･スズキの
スピーチは､インターネット

また､この会議の最終馴二は､カナダの子ども環境NGOを代表 冨畏 崇 elfp簡単に見るこ

して､日系4世で12歳の少女セバン･スズキが6分間のスピーチ

を行いましたO｢どうやって直すかわからないものを､こわしつづ

けるのはやめてください｣というフレーズを含む6分間のスピーチ

は､大きな反響を呼び､｢伝説のスピーチ｣といわれています ('')0

リオ地球サミットは､気候変動枠組み条約 (糊)や生物多様性条約

の署名など､多数の環境に関する世界的な取り決めがなされましたo

中でも持続可能な開発のための世界の行動計画として ｢アジェンダ

21｣(…つ が採択され､具体的な行動が提起されたことが重要です｡

この ｢アジェンダ21｣の中には､第36章として､｢教育､意識啓

発及び訓練の推進｣も含まれていました｡そこでは､｢教育は持続

可能な開発を推進し､環境と開発の問題に対処する市民の能力を高

めるうえで重要である｣ことが確認されていたのです｡

(●七つこのサミットで調印さ
れた気候変動枠組条約によ

り､1997年に先進国が温室

効果カスの削減を約束する京

都議定密が発効することとな

りました｡

(…')｢アジャンダ21｣ は､

呑会議の最大の争点であった

地球の生態系(環境)の維持と

開発(とりわけ経済開発)の両

立を図り､貧困の克服のため

に世界全体で協力すべき行動

計画 を示 した文番で､ヰo垂

400ページにわたって詳細な

合意内容が記されています

(EsD-Jのホームページカー

ら)0

…_亨二 二 て
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(')日本政府は､ヨハネスブ

ルク･サミットに先立って､

日本国内で世界に対して日本

が提案するアイディアを公賓

しましたoこの公募に対して､

日本のNGO･NPOが共同で

提案 したのが､国連 ｢ESD

の10年｣です｡日本政府は､

この提案を受けて､サミット

の場で､日本政府と日本の

NGOとの共同提案としたの

です｡

第3華 人問開発

ヨハネスブルク･サミット

リオの地球サミットから10年後の2002年8月､南アフリカのヨ

ハネスブルクで ｢アジェンダ21｣の実施状況を検証し､新しい行

動計画を作ることを目的としたサミットが開かれました.｢持続可

能な開発に関する世界首脳会議 (WorldSummitonSustain-

ableDevelopment)｣､通称､ ヨハネスブルク ･サ ミットで

すOそのサミットには､世界192ヶ国の代表に加えて1万人以上の

NCO･NPOが参加して､10EI問にわたって会議が開催されましたO

このサミットで､日本政府と日本のNGOは､共同で碇案を行い

ました (+)Oそれが､国連 ｢ESDの10年｣ですoこの提案は､参

加者の賛同を得て､最終の実施文番に採用されました｡この提案を

行った小泉首相は､演説の中で次のように､持続可能な開発にとっ

ての ｢人｣と ｢教育｣の重要性を説いています｡

｢持続可能な開発を手に入れるための最大のポイントは何でしょ

うか ?私の答えは 『人』ですoE]本は天然資源に恵まれない中､人

的資源を礎として今日の日本を築いて参りました｡日本は､発展の

礎として教育を最重要視してきました｡なればこそ､『持続可能な

開発のための教育の10年』を国連が宣言するように､日本のNGO

とともに提案しました｡｣

このサミットでの採択を踏まえて､日本は2002年12月の第57

回国連総会において､2005年から2014年までの10年を国連 ｢ESD

の10年｣とする決議案を提案したのです｡この決議案は､全会一

致で採択され､その推進機関としてユネスコが指名されたのです｡

世界と日本

この国連 ｢ESDの10年｣は､日本にとって､どのような意義を

持つものでしょうか｡

日本は､20世紀はじめに遅れて帝国主義国の仲間入りをし､第1

次世界大戦で漁夫の利を得たことを足がかりに､東アジアを自らの

帝国の経済的 ｢生命線｣として支配に乗り出しました｡しかし､第

1次牡界大戦を期に､世界は帝国主義的支配を許さない新しい秩序
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lil= =

へ向けた胎動をはじめていたのです｡

その歴史の動きを見誤った日本は､中国との､アジアの諸国との､

そしてアメリカを代表とする連合国との戦争に突入し､取り返しの

つかない惨禍を世界にも､国内にももたらしてしまったのです｡

戦後の日本は､この反省に立って平和主糞を根源とする窟法を制

定し､世界で一旦は地に落ちた評価の再興を囲ってきました.経済

的な成功が､世界の日本の評価を高めるのに大いに貢献するもので

あったことは､間違いありません｡しかし､アメリカに次ぐ第2の

経済大国の地位も中国に譲ることが確実となりましたo トヨタのリ

コールで､品質神話も揺らぎつつありますO

いま改めて､歴史を振り返ってみると､日本は1972年に ｢世界

環境デー｣を提案し､1984年に ｢環境と開発に関する世界嚢員会｣

を提案し､そして2002年に｢ESDの10年｣をER-界に提案しました｡

この ｢環境｣と教育 (ESD)の分野で､日本がとってきたリーダー

シップは､これからの世界で､日本が窓法前文にある ｢名誉ある地

位｣を得ようとするとき､大きな足がかりとなるものでしょう｡

2009年9月､鳩山首相は国連の気候変動に関する会議の場で､

C02を1990年比で25%削減することを表明し､環境の分野で世界

をリードしていく姿勢を明確にしましたOこの達成のためには､日

本国民一人ひとりが変わっていく必要があります｡そのためにも､

｢人間開発｣としてのESDが必要なのです｡

｢開発｣概念の進化

国連 ｢ESDの10年｣で重要なことは､｢開発｣という概念が進

化を遂げてきているという点です｡1972年にストックホルム会議

で提起された ｢開発｣は､主に ｢経済開発｣が意識されていました｡

この経済開発と環境との調和が問題とさjtる中で､｢持続可能な開

発｣の概念が生まれ､｢世代間責任の原則｣が問われることになり

ました0

1992年のリオ地球サミットでは､環境と経済に加えて社会の問

題､すなわち基本的人権や民主主義の問題も環境や経済と切り離せ

ない領域であるという ｢トリプル ･ボ トムラインの原則｣が示され

ました｡この時､｢開発｣は ｢経済開発｣から ｢社会開発｣をも含

むものへと進化しました｡



そして､2002年の国連 ｢ESDの 10年｣では､｢経済開発｣､｢社

会開発｣からさらに進んで､｢持続可能な開発｣のための ｢人間開

発 (HumanDevelopment)｣を目指す ものに進化 したと佐藤真久

氏は言います｡

すなわち､｢『経済開発』､『社会開発』の文脈では､人間は目的を

達成するために必要なマンパワーとして捉えられ､目的達成のため

(つ佐藤喪久 ｢持続可能な社 の投資として人材育成が行われてきたのです｣(')｡これに対して､

含慧笥呈苧温 濫 警霊宝 国連rESDの10年｣が削 旨すものは､｢人間そのものの発展 欄 発(人

品芸芸悪 霊 琵言霊 慧 間開発)｣であり､そのためには､教育の在 り方も ｢従来の効果的 ･
効率性を重視した一般的知識の移転とその押し付けではなくて､人

間自らが主体的に学び､社会改善にむけて行動していくことが重要

視され｣(同)るようになったのですO

｢参加型学習｣とコンビテンシー

(')教育の分野でコンビテン
シーという言葉は､2つの方
向から注目されるようにな
りましたclつは､企業が人
材の採用にあたって､知識以
上に､姿勢･落度を含むコン
ビテンシー (行動特性)を面
接の際に重視するようになっ
たことですOもう-つは㌧
OECD がPISAの名前で有名
な世界学力テストを実施する
にあたって､基本に据えたの
がキーコンビテンシ-という
考え方だったことですQ

二 二 〉~~~l~う三

その際のキーワー ドは ｢参加型学習｣ですDいま､教育に限らず､

あらゆる分野で ｢参加｣がキーワー ドとなっています｡たとえば､

地域振興は､ハー ド面の整備はもちろん､コミュニティーの再構築

というソフト面も含めて､住民参加を抜きに語ることはできません｡

今後､話題となっていく ｢地域主権｣も市民参加が不可欠です.

｢人間開発｣と表現したESI)も､知識伝達型の教育から､学習者

自身が具体的な問題の解決に向けて､互いに協力しながら学び合う

という体験的で､参加型の教育が重要となってきますoそれは知識

伝達型の教育の否定ではなく､それに参加型学習が軌合して､新た

な力の育成が可能となるという意味です｡

みなさんは､｢コンビテンシー｣という言兼を聞いたことがあり

ませんか (')Oこの言葉は､単に知識や技能ではなく､姿勢や態度

を含めて､それらを活用して具体的な課題に行動を伴って対応でき

る能力として使われています｡

情報化社会となって､知識はインターネット等で比較的容易に手

に入り､入手した知識や情報をいかに活用するかが重要視されるよ

うになりました｡また､グローバル化の進展により､異なる文化や

価値観の人たちとも協力して解決にあたる能力も強く求められてい

ますo

ESDが目指 しているのは､自然や人に対する思いや りと倫理観
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をしっかり持って､知識やスキルを行動につなげることができるコ

ンビテンシーの高い人間の育成なのです｡

｢世界の学習指導指針｣の改訂
たと

第 1章では､ユネスコ窓車の意義を ｢tLf-界の学習指導指針｣に替

えましたoLu･界平和という人類共通のEl標のために､教育の果たす

べき役割を認め､一致した行動を提起したものでしたoただし､環

境問題の認識がなかったことも付け加えました｡環境問題は1972

年に平和に並ぶ人類の目標として認識されましたが､そこでは ｢環

境｣と ｢開発｣という新しい課題が明確となりましたo

この間題に答えるために ｢持続可能な開発｣の概念が提示され､

その内容が ｢世代間責任の原則｣｢トリプル ･ボ トムラインの原則｣

によって明確にされ､浸透していく中で､2002年に日本によって

｢ESDの 10年｣が捷起されたのです｡

ESDは､｢持続可能な開発｣のために､人間自身の発達 ･開発を

目指す取親ですoその推進機関が､ユネスコであることからも､そ

れは戟後､ユネスコ憲章が示した ｢世界の学習指導指針｣の60数

年ぶりの改訂と替えることもできます｡

国連｢ESDの10年｣の開始を受けて､ユネスコは2005年10月に｢国

際実施計画｣をまとめました｡世界各国は､それを指針として ｢国

内実施計画｣をまとめて実施することとなり､日本でも2006年3月

に ｢国内実施計画｣がまとまりました｡また､その基本的考え方は､

2008年 3月に公示された ｢新 しい学習指導要領｣にも盛 り込まれ

ていますo

さらに､2008年 7月に閣議決定さjtたわが国最初の ｢教育振興

基本計画｣(つ においても､｢地球規模での持続可能な社会の構築は､

我が国の教育の在り方にとっても重要な理念の一つである｣と書き

込まれています｡

このようにES工)は､Ltf-界がもう一皮､人類的な目標を共有して､

教育を通じて平和で持続可能な共生社会を作っていくための領域検

断的な取組なのです｡

(')2006年に教育基本法が

改正され､新しく教育の操典

を言十画的に進めるために教育

掠興基本計画を定める条項が

加わりましたoこの条項に基

づいて､初めて策定されたの

がこの r教育振興基泰計画｣

です｡この計画には今後 10

年間を通じて目指すべき教育

の姿と5年間に取り組む施策

などが盛り込まれています｡

旦 二 _:
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鼎4章 希望参る未来のF=めに.

希望だけがない

作家の村上龍氏は､新開記事の中で書いています｡｢この国には

何でもあるO本当にいろいろなものがあります.でも､希望だけが

(～)村上龍 ｢希望再興への ないo｣ (～)と01990年代から長期の経済的停滞が続き､その間に

ビジョンを描け｣柑 本経 市場競争優先の政策が展開され､格差や貧困が拡大していきましたO清新間j2009年 1月6日｡

人口減少が始まり､財政赤字やコミュニティーの崩壊も深刻ですo

そこに追い打ちをかけるように､2008年9月､再び世界的な金融危

機がはじまったのですo確かに､いまの日本に ｢希望｣を兄いだす

のは､難しいかもしれませんO

ところで､｢希望｣とはいったい何でしょうか｡ギリシャ神話では､

人類の最初の女性であるパンドラが好奇心からパンドラの箱を空け

てしまい､あらゆる悪いものが溢れ出た時に､澱後に箱の底に残っ

たのが ｢希望｣だったと言われますoだから､人類は様々な災厄に

見舞われながらも希望だけは失わず生きていくことになったのであ

('*)プリ-百科事典 rウキ ると (?り｡
ペデイア｣から｡

アメリカのオバマ大統領は､2008年 11月の選挙勝利演説の中で

次のように述べています｡｢生きているかぎり､希望を捨ててはい

けませんoどうせ無理だと疑う時もあるでしょうOできるわけがな

いと言われるときもあるでしょう｡そんなときは､いつの時代に

も我々国民の精神を体現してきた､あの信条で答えるのです｡Yes,

WeCan.｣

また､大統領就任演説では､｢今日､私たちがここに集まってい

るのは､恐れよりも希望を､対立や不和よりも共通の目的に向かっ

てまい進すること､つまり融和を選択したからです｣とも述べてい

ますO

こうしてみると､｢希望｣とは､むしろ絶望的な時にこそ､意識

して兄いださねばならないものであり､また､与えられるものでは

なく､自ら兄いだして行かなければならないものだと言えそうです｡
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希望のための学び

希望を兄いだしていく上で､一番大切なことは何でしょうかOそ

れはまず､自分を好きになること､すなわち､自尊心 ･自己肯定感

情 (セルフエステイーム)を育んでいくことであると言われていま

す (')｡ (')ティビット･セルビへ
グラハム ･パイク著 Fクロー

自尊心とは､決して威張ることではなく､欠点や生い立ちを含め パル ･クラスルームj明石審

て自分を受け入れ､肯定的な生き方をしていくことです｡自己に肯 宿 (2007)

走的な人がはじめて､他者に対しても信頼や寛容さをもって接する

ことができるからです｡

自分を肯定できる人は､自分の学ネ交や自分の地域も肯定できる人

であり､同時に他の学校や地域にも､引け目を感じたり､逆にバカ

にしたりすることなく､敬意を持って付き合うことができる人と言

えます｡

この10数年間､日本では政府やマスコミによって､社会のあら

ゆる分野で､競争と ｢勝ち組｣がもてはやされ､その中で子どもや

若者､そして大人から自熟 し･自己肯定感情が失われて行き､同時

に ｢希望｣もなくなってきたとは言えないでしょうか｡

自尊心 ･自己肯定感情の高い人は､自らを磨いていくことにも誠

実です｡この自らを磨く学びこそが､｢希望のための学び｣と言え

ます｡ただし､｢希望のための学び｣は､決して自分の幸福だけを

求めるものではないでしょう｡自分が好きな家族や地域､社会の幸

福も学びの目標となるはずです｡その目標が他の人と共有され､孤

立や疎外ではなく､人と人とのつながりとして広がっていくとき､

希望がより碓かなものとなっていくのではないでしょうか｡

ESDは､まさに ｢持続可能な共生社会｣を ｢希望ある未来｣と

して多くの人が共有して､日掛 トを持ち､他者を思いやって共に学

び合うものです｡だから､ESDは､｢希望ある未来のための学び合い｣

と特徴づけることもできるのです｡

｢T字型人間｣

岩手大学は､ESDの領域横断的な ｢つなげる力｣に着目してい

ます｡学問には､無数といって良いほどの専門分野があります｡大

学では､怒法が保障する学問の自由に基づいて､好奇心や興味､ま

匝 二二二



第4華 希望ある未来のために

くつ｢T字型人間｣ とは､社

会が求める人間像として､特

にビジネスの世界で使われて

います｡Googleで ｢T字型

人間｣を模索してみましょう｡

たとえば､｢ゼネラリストで

もスペシャリストでもないO

シャ-プが求めるのは TT字

型人間J｣というように､企

業の新卒採用においても､｢T
字型人間｣はキーワードの1

つとなっています｡

-tld_

た社会の要請に基づいて､英に多様な研究が展開されていますOこ

の多様性こそ､大学の命であり､生命力の源泉と言うことができます0

しかし､大学のもう一つの使命である人材育成のためには､この

多様な専門分野が有機的に連携しあって力が発揮されなければなり

ません｡専門分化が進んだ現在､それは､決して簡単なことではな

いのですO例えば､日本の大学教育は､｢教義教育｣と ｢専門教育｣

を2つの柱としていますが､両者の関係は､必ずしも明確なわけで

なく､それぞれの大学で位置づけがまちまちなのです｡

岩手大学は､この両者を園のように ｢T字型｣に結んで､両者の

関係を ｢幅広い教養と深い専門性｣と表現しています｡横軸は全学

共通に学ぶ教養教育､縦軸は4つの学部で学ぶ専門教育ですOその

上で､最も重要な人材養成目的を､第1章の冒頭で述べたように､

｢持続可能な共生社会の形成に寄与する人材｣の育成としたのです｡

この日標の共有によって､授業科EEの間や専門分野を越えて､人

材育成に向けて共通理解と連携が進むことを目指しています｡また､

学ぶ側の学生にも､｢幅広い教養と深い専門性｣を身に付け､｢持続

可能な共生社会の形成に寄与する人材｣を目標としてもらいたいと

思っています｡そして1つ 1つの授業を受けるときも､｢持続可能

な社会｣を意識して､学びの内容をつか デで理解するように心がけ

てほしいと思っていますO

T字型人間 (*)
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宮沢賢治

岩手大学の卒業生である宮沢賢治 (')は､『農民芸術概論要綱』

において ｢世界がぜんたい幸福とならないうちは個人の幸福はあり

えない｣と述べていますoまた､『銀河鉄道の夜』では､主人公で

あるジョバン二に｢僕もうあんな大きな階のなかだってこわくない｡

きっとみんなのほんとうの率いをさがLに行く｡どこまでもどこま

でも僕たち一緒に進んで行こう｣と語らせています｡

｢世界ぜんたいの幸福｣や ｢みんなのほんとうの率い｣は､あま

りにも理想的､抽象的と感じるかもしれません｡しかし､ユネスコ

窓車の前文や日本国窓法の前文､またリオ地球サミットで12歳の

少女が行った ｢伝説のスピーチ｣等にも､同様の言葉が人類の普遍

的な願いとして述べられています.そして､そうした言葉が私たち

の精神を揺さぶり､希望や勇気を与えてきたのです｡

宮沢賢治の作品にみられる宇宙感覚や彼の生き様は､日本国内は

もちろんのこと､粒界の多くの人の心をつかんで離さない力を持っ

ています｡岩手大学は､卒業生である宮沢賢治をESDの中心にあ

る自然や他者に対す る思いやりの心を代表する存在として大切にし

て行きたいと考えています｡

国連 ｢ESDの10年｣を受けてユネスコが作成した ｢国際実施計

画｣は､持続可能な社会づくりに向けて､それぞれの地域に培われ

てきた価値観を大切にすることを提起していますoそれは､ESDが､

それぞれの地域が誇りを取り戻す取組となることが期待されている

からです｡宮沢賢治は､まさに岩手が生んだ日本を代表するESD

のシンボルとして､岩手大学のESDでも中心に置くと共に､世界

にアピールしていきたいと考えていますO

｢学びの銀河｣-まずは教養教育から-

ESDとは何か､少し理解できたでしょうか｡環境問題に関する

知識と行動に関する学びは､ESDの重要な部分で､欠かせないも

のです｡岩手大学は､すべての学生が環境について学べるように､

環境教育科目を開講していますOまた､実践的な環境マネジメント

のスキルを身につけ､｢環境管理実務士｣という資格を取得するた

めのプログラムも準備していますo

(')宮沢賢治は､岩手大学の

前身の1つである盛岡高等農

林学校に1915(大正4)年に

入学し1918(大正7)年に卒

業しましたCその後､研究生

となり､1920(大正9)年に

修了しました｡

‡1二if ._.:a_
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しかし､繰り返しになりますが､ESDは領域横断的な概念です｡

ESDの トリプル ･ボ トムラインの原則で述べたように､環境問題

は､経済､社会の問題と切り離すことはできません｡教養科Elの ｢人

間と社会｣の区分には､経済を知る科目､社会を知る科目がありま

す｡基本的人権や民主主義､平和といったユネスコ窓車の精神を学

ぶのも､｢人間と社会｣の区分ですOぜひ､それらを環境問題や人

類的な課題とつなげて学んでみてください｡

さらに､環境､経済､社会を大きく包んでいるのが､文化ですQ

文化は､持続可能な社会づくりの価値観に関わるものが多数ありま

すoそうした観点から｢人間と文化｣の科目を受講してみてくださいo

ESDは､知織を行動に移す実践的な力の育成を重視しています｡

この観点から岩手大学は､授業科目を4つのタイプに分けました｡

｢関心の喚起｣(タイプ1)､｢理解の深化と広がり｣(タイプ2)､｢学

生参加型｣(タイプ3)､｢問題解決の体験｣(タイプ4)です｡

岩手大学の全学共通教育科目は､この4つのタイプと4つの領域

[環境 (E)､経済 (M)､社会 (S)､文化 (C)]を組み合わせて､

｢学びの銀河｣を構成しています｡ぜひ､この4×4の観点を持って

教養科目を受諮して､｢T字型｣の横軸を作ってください｡
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サ ~~~~:~~~~

おわりに
ESDの液も重要な特徴は､世界的な取組であること､そして､

異なる教科 ･領域､専門､また異なる組織や社会を ｢つなげる力｣

を持っていることです｡｢持続可能な共生社会｣という人類的な目

標の共有によって､違いを超えて対話や連携が可能になるからですo

岩手県では､2008年7月に開催された幼稚園から小学校 .中学

校 ･高等学校､高等専門学校､大学､専門学校によるESDサミッ

トをきっかけとして､幼稚園から大学までの校種､公私立を越えた

横断的な円卓会議が生まれています｡こうした幅広い､そして対等 ･

平等な対話と連携の組織は､過去にありませんでしたOこの円卓会

議の呼びかけで､2009年には ｢テレビ･ゲーム ･パソコンを消し

て読書する共同行動｣が取 り組まれ､2万人以上の参加とC02の6

トン削減という成果も生まれました｡

幼稚園児と大学生が一緒の取組に参加できるのも､ESDが持っ

ている ｢つなげる力｣です｡岩手大学は､この取組で中心的な役割

を果たしています｡これからも､地域社会や世界とも連携 して､

ESDの推進に取 り組んで行きたいと考えています｡新入生のみな

さんの積極的な参加を期待していますo
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ESD関連年表

1945.8 第二次世界大戦終結

1945.10 匡‖祭連合発足

1945.11 ユネスコ憲章採択

1946,11 日本国怒法公布

1947.3 教育基本法施行

1956 水俣病確認

1962 レイチェル ･カーソン 『沈黙の春』刊行

1972.6 国連 ｢人間環境会議｣(ストックホルム会議)

1984 国連 ｢環境と開発に関する世界委員会｣設置

1987 報告書 ｢我ら共有の未来｣発行 (｢持続可能な開発｣の

概念誕生)

1992 国連｢環境と開発に関する国際会議｣(リオ地球サミット)

20028 国連 ｢持続可能な開発に関する世界首脳会議｣(ヨハネ

スブルク.サミット)

2002.12 第57回国連稔会 ｢ESDの10年｣を採択

2005.1 匡【連 ｢ESDの10年｣始まる (2014年まで)

200510 ユネスコ ｢ESDの10年国際実施計画｣公表

2006.3 日本 ｢ESDの10年国内実施計画｣公表

2008.3 文部科学省 ｢新しい学習指導要領｣

2008.7 教育振興基本計画

2009.9 鳩山首相C02の25%削減を表明
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