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は じ め に   

 

１ ． 研 究 の 目 的  

近 年 の 社 会 学 理 論 の 潮 流 の 一 つ と し て 、ア ー リ は「 グ ロ ー バ ル 化 」

と 「 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」 が 今 日 的 テ ー マ と な っ て い る と 論 じ て い る

（ Ur r y  2 0 0 0 a : 1 6 2 , 2 0 0 0 b : 6 2）。 ま た 岩 永 は 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を め

ぐ る 議 論 は 19 8 0 年 代 後 半 以 降 の 大 き な 社 会 変 動 で あ る グ ロ ー バ ル

化 の 進 展 の な か で 、19 9 0 年 代 初 頭 に そ の グ ロ ー バ ル 化 の 理 論 化 を め

ぐ り 発 展 し た 議 論 の 行 き 着 い た 先 の 一 つ と 指 摘 し て い る （ 岩 永

20 0 5： 2 2 4）。 こ う し た 社 会 学 理 論 の 流 れ を 受 け 、 本 論 で は グ ロ ー バ

ル 化 時 代 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に つ い て 論 考 す る 。  

グ ロ ー バ ル 化 と 個 人 化 が 進 む 社 会 に お い て 、 日 本 に お け る ロ ー カ

ル 空 間 と し て の コ ミ ュ ニ テ ィ の 課 題 は 、 人 口 の 少 子 高 齢 化 、 人 口 減

少 な ど 人 口 構 造 の 変 動 も 伴 い 、 複 雑 化 し 深 刻 さ を 増 し て い る 。 い か

に し て コ ミ ュ ニ テ ィ を 維 持 し 、 あ る い は 再 生 、 活 性 化 さ せ て い く の

か 。 そ の た め に 地 域 住 民 は ど の よ う に コ ミ ュ ニ テ ィ に 参 画 し て い く

こ と が 必 要 な の か 。 そ う し た コ ミ ュ ニ テ ィ の 課 題 を 考 察 す る 上 で 、

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 様 を 再 考 す る 必 要 が あ る と 考 え る 。 そ の た

め 、 特 に 参 加 、 ア イ デ ン テ ィ テ ィ と し て の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に 注 目

し 、 実 際 の ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 具 体 的 事 例 を 通 し 、 そ

の 変 容 と シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 現 代 性 に つ い て 実 証 的 に 考 察 を 試 み て

い く 。  

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 系 譜 と し て は 、 国 家 の 枠 組 み が 所 与 の も の

と さ れ て い た 時 代 に お け る ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 か ら 、

グ ロ ー バ ル 化 に よ り 国 家 が 相 対 化 さ れ て く る こ と で 論 じ ら れ る よ う

に な る ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 へ と 移 行 し て き た 経

緯 が あ る 。 近 年 で は 、 リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 台 頭 か ら 再 び ナ

シ ョ ナ ル な 社 会 的 統 合 の 色 彩 を 帯 び た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 へ の 流 れ

が で て き て い る が 、 本 論 に お い て は 、 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ 論 を 基 軸 に 、 グ ロ ー バ ル 時 代 に お け る ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ

テ ィ の 変 容 と そ れ に 伴 い 立 ち 現 れ て く る 新 た な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に

つ い て 論 じ る こ と と し た い 。  

 

２ ．ロ ー カ リ テ ィ と シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と を 結 び つ け る 議 論 の 重 要 性  

グ ロ ー バ ル 化 が 進 展 す る 今 日 、「ロ ー カ ル な 諸 課 題 は 不 可 避 的 に グ

ロ ー バ ル な 課 題 に 連 接 」 し て お り 、 そ の 「 グ ロ ー バ ル な 課 題 は 、 具

体 的 な 実 践 の 場 と し て ロ ー カ ル に 展 開 さ れ る 」 と 言 わ れ る （ 伊 豫 谷

2 0 0 2： 4 5）。 し か し 、 こ の よ う に グ ロ ー バ ル と ロ ー カ ル の 関 連 性 が

常 に 指 摘 さ れ 取 り 上 げ ら れ て い な が ら 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 一 般

に 抽 象 論 の 域 を で る こ と は な く 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 具 体 的 な 実 践
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の 場 と し て の ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ と 自 覚 的 に 結 び つ け て 議 論 す

る 研 究 が 展 開 さ れ て い る と は 言 い 難 い 。 具 体 的 な コ ミ ュ ニ テ ィ の 地

域 構 造 分 析 を ふ ま え た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 展 開 し て い な い の で あ

る 。 し か し 、 グ ロ ー バ ル 化 が 進 行 す る 時 代 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ 論 は 、 も は や 抽 象 的 、 理 念 的 な 議 論 を 超 え 、 具 体 的 、 実 践 的 レ ベ

ル で の 議 論 に 踏 み 込 む べ き 段 階 に き て い る の で は な い だ ろ う か 。  

そ こ で 、 本 論 で は 、 抽 象 的 、 理 念 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 だ け

で は な く 、 ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の

具 体 的 事 例 を も と に 、 具 体 的 、 実 践 的 要 素 を も つ 参 加 、 ア イ デ ン

テ ィ テ ィ と し て の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 に 力 点 を お く 。 ま た 、 そ の 際

に 、 マ ジ ョ リ テ ィ の 文 化 的 支 配 に 重 き を 置 く よ う な コ ミ ュ ニ タ リ ア

ニ ズ ム の 主 張 に 安 易 に 組 み 込 ま れ な い シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 方 、

差 異 を 認 め つ つ 公 共 性 を 維 持 し う る 、 ま た 多 様 な ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ

ニ テ ィ の あ り 方 に 寄 り 添 う シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 可 能 性 を 考 察 し た い 。 

   
３ ． 本 論 の 章 構 成  

本 論 の 章 構 成 で あ る が 、 ま ず 序 章 で は 、 新 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

論 の 動 向 で あ る リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 台 頭 を 背 景 に し た 議 論

に 言 及 し た う え で 、 そ こ か ら 本 論 に お い て 注 目 す る ポ ス ト ナ シ ョ ナ

ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 が ど の よ う な 位 置 づ け に あ り ど の よ う な 意

義 が あ る の か を 示 す 。  

第 １ 章 で は 、 こ れ ま で の 社 会 学 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 系

譜 を 改 め て 整 理 す る 。 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 社 会 学 的 研 究 の 先 駆 と さ

れ る マ ー シ ャ ル の 国 民 国 家 の 枠 組 み を 前 提 と し た ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ の 議 論 と そ の 批 判 的 議 論 を 整 理 し た う え で 、 ポ ス ト ・

ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 へ と 展 開 し て い く グ ロ ー バ ル 時 代

の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 論 点 と 課 題 を 論 じ る 。  

第 2 章 か ら 第 6 章 で は 、1 9 8 0 年 代 以 降 顕 著 に な っ て く る グ ロ ー バ

ル 化 や 少 子 高 齢 化 と い っ た 社 会 変 動 の 影 響 を 受 け て 変 容 を 余 儀 な く

さ れ て い く ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に つ い て の 具 体 的 事 例 を 示 す こ

と で 、 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 新 し い か た ち を 捉 え

て い く 。 社 会 変 動 に よ り 従 来 の 地 域 社 会 構 造 を 維 持 す る こ と は 困 難

に な り 衰 退 す る 時 代 を 迎 え る 。 そ う し た 「 不 幸 な る コ ミ ュ ニ テ ィ 」

の 経 緯 を 経 る こ と は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 社 会 関 係 に 変 化 が 生 じ

る こ と に な り 、 そ の こ と は ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ の 住 民 自 ら が コ

ミ ュ ニ テ ィ へ の 参 加 や 自 ら の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の あ り 方 を 再 考 す る

契 機 に な っ て い る 。  

こ う し た 変 容 の プ ロ セ ス を 、 第 2 章 で 1 9 8 0 年 代 以 降 川 崎 市 の 在

日 コ リ ア ン 集 住 地 区 に お い て 繰 り 広 げ ら れ た 外 国 人 の シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ を め ぐ る 運 動 、 第 3 章 で 秋 田 県 の 農 山 村 で あ る 羽 後 町 に お け る
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外 国 人 妻 の 社 会 参 加 、 第 4 章 で 秋 田 県 の 伝 統 的 地 場 産 業 で あ る 川 連

漆 器 産 業 集 積 地 の 湯 沢 市 （ 旧 稲 川 町 ） に お け る 漆 器 の 職 人 集 団 や 女

性 た ち の 関 係 性 の 変 容 、 第 5 章 で 横 手 市 増 田 地 区 （ 旧 増 田 町 ） に お

け る 内 蔵 の 文 化 資 源 化 と ま ち づ く り に よ る 住 民 参 加 変 容 、 第 6 章 で

湯 沢 市 に お け る 少 子 高 齢 化 、 家 族 変 動 に よ る 限 界 集 落 問 題 と 集 落 維

持 ・ 再 生 プ ロ セ ス の 事 例 を も と に 、 地 域 住 民 に よ る 参 加 や ア イ デ ン

テ ィ テ ィ の 変 容 が ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 新 た な シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ 生 起 の 契 機 に な っ て い る こ と を 示 す 。  
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序 章   ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 以 降 の 理 論 展 開 と そ

の 課 題  

 

１ ． は じ め に   

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 、1 9 8 0 年 代 に お け る サ ッ チ ャ リ ズ ム を 契 機

に 社 会 政 策 的 に 現 代 的 な 議 論 が 活 発 に な さ れ る よ う に な っ た が 、

1 9 9 0 年 代 初 頭 、ナ シ ョ ナ ル・シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 限 界 と い う 批 判 を

受 け 、 グ ロ ー バ ル 化 し た 社 会 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 方 を

議 論 す べ き と い う 論 調 が 高 ま り 、 ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論

か ら ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ へ の 議 論 が 提 唱 さ れ る よ

う に な っ た 。 し か し 、 こ う し た 議 論 は 、 「 グ ロ ー バ ル な 市 民 」 と い

う 構 想 を 強 調 す る あ ま り 、 人 々 が 実 際 の 生 活 を 営 む コ ミ ュ ニ テ ィ と

の 結 び つ き を 欠 い た ま ま の 議 論 に な り が ち で あ り （ D e l a n t y  

2 0 0 0 = 2 0 0 4） 、 ま た グ ロ ー バ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は コ ス モ ポ リ タ

ニ ズ ム に 起 因 す る 克 服 し が た い 問 題 を は ら ん で い る と い っ た 批 判 的

議 論 も だ さ れ る な ど （ B o w d e n  2 0 0 3）、 ナ シ ョ ナ ル か ら ポ ス ト ・ ナ

シ ョ ナ ル な 議 論 へ と 展 開 し て 以 降 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 議 論 は 停 滞

し た か の よ う に 見 受 け ら れ た 。  

し か し 1 9 9 0 年 代 後 半 以 降 、 2 0 0 0 年 代 に 入 る と 様 相 は 一 転 し て く

る 。 グ ロ ー バ ル 化 や 個 人 化 が 進 み 、 少 子 高 齢 化 や 人 口 減 少 に よ り 、

人 々 が 拠 り 所 と し て き た 家 族 や 地 域 と い っ た コ ミ ュ ニ テ ィ の 機 能 が

失 わ れ そ の 喪 失 感 が 大 き く な っ て い る 現 在 に お い て 、 リ ベ ラ ル ・ ナ

シ ョ ナ リ ズ ム 論 と い わ れ る 政 治 哲 学 的 な 議 論 が 注 目 さ れ る な か 、 新

た な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ へ の 新 た な 関 心 、 議 論 が 展 開 し て き て い る 。

グ ロ ー バ ル 化 が 進 み 人 々 が 帰 属 す る 場 と し て の コ ミ ュ ニ テ ィ の 喪 失

感 が 大 き く な っ て い る 反 動 と し て か え っ て コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 希 求 が

高 ま り 、 社 会 統 合 の 方 向 性 と し て リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム が 展 開

し て き て い る 。  

そ う し た な か 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は い か な る 方 向 へ 進 む の か 、

ま た そ の 議 論 の 意 義 は ど こ に あ る の か 。 新 た な 局 面 に 入 っ て き た シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ の 課 題 が こ こ に き て 浮 上 し て き て い る 。  

本 章 で は 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

か ら ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ へ の 変 遷 、 そ し て 新 た な

動 向 と し て リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム と シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 関 係

を 捉 え つ つ 、 改 め て ポ ス と ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 現 代

的 意 義 、 重 要 性 を 示 す こ と を 目 的 と す る 。  

 

２ ． シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 変 遷  

（ １ ） 社 会 学 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論  

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 議 論 す る 研 究 領 域 は 多 岐 に 渡 り 、 諸 分 野 に お
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い て シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 概 念 が 議 論 さ れ 援 用 さ れ て い る 。 し か し 、 ロ

ッ シ ェ （ R o c h e  1 9 9 2） に よ れ ば 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 社 会 学 は 十 分

に 展 開 さ れ て き て い な か っ た と い う 。 社 会 学 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

論 と し て 古 典 と さ れ る マ ー シ ャ ル ， T. H .の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 以 後

数 十 年 も の 間 、 政 治 的 議 論 に お い て も シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 活 発 に 議

論 さ れ て こ な か っ た （ H a l l  &  H e l d  1 9 8 9）。 1 9 7 0 年 代 後 半 に は す で

に 、「政 治 理 論 家 の あ い だ で シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 概 念 は 時 代 遅 れ に な

っ て し ま っ た 」と さ れ て い た（ Va n  G u n s t e r e n , H e r m a n , 1 9 7 8 : 9 - 3 5）。

例 外 的 に 人 種 や 移 民 問 題 を 対 象 と す る よ う な 研 究 を 除 け ば 、 シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ は 現 代 社 会 に お け る 一 般 的 な 人 々 に は あ ま り に も 当 然 の

も の と 思 わ れ て い る た め 軽 視 さ れ て き た と い う（ ロ ッ シ ェ 19 9 2 : 2）。 

社 会 学 に お い て シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 議 論 さ れ ず に き た 理 由 は 、 市

民 的 地 位 の 現 代 的 達 成 や 定 義 が 、「 ブ ル ジ ョ ア 」階 級 に 強 固 に 結 び つ

け ら れ た 権 利 概 念 と さ れ 、 マ ル キ ス ト や 左 派 の 研 究 者 か ら は シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ が イ デ オ ロ ギ ー 的 で あ る と し て 懐 疑 的 に み ら れ て き た 経

緯 が あ る と い う （ R o c h e  1 9 9 2 : 2）。 ま た 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 典 型

的 な 議 論 と し て 、 国 際 労 働 力 移 動 に よ っ て 生 み 出 さ れ る 移 民 労 働 者

や 難 民 問 題 を 対 象 と し た 、 国 籍 や 国 民 と い っ た 成 員 資 格 を め ぐ る 問

題 の よ う な 非 常 に 分 か り や す い 課 題 が 扱 わ れ る 傾 向 が 強 い 1 ）。 そ の

た め 、 部 分 的 に 取 り 上 げ ら れ る こ と は あ っ て も 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

が 社 会 学 の 主 題 と し て 論 じ ら れ る こ と は 、 日 本 に お い て は も ち ろ ん

世 界 的 に み て も ほ と ん ど な か っ た （ 岩 永  2 0 0 5： 2 2 4）。  

 

（ ２ ） サ ッ チ ャ リ ズ ム を 背 景 に し た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 興 隆  

1 9 8 0 年 代 以 降 に な る と 、シ テ ィ ズ ン シ ッ プ へ の 無 関 心 や 軽 視 さ れ

て い る 状 態 は 一 転 し 、 批 判 的 に 再 考 さ れ る よ う に な っ て く る 。 特 に

1 9 8 0 年 代 の 英 国 に お い て 、ギ デ ン ズ や タ ー ナ ー 、キ ン グ 、バ ー バ レ

ッ ト 、 ホ ー ル と ヘ ル ド と い っ た 社 会 政 治 論 者 が シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の

社 会 的 な 分 析 を 再 考 し 始 め た 。 (G i d d e n s  1 9 8 5 ,  Tu r n e r  1 9 8 6 , 1 9 9 0  

,  K i n g  1 9 8 7 ,  B a r b a l e t  1 9 8 8 ,  H a l l＆ H e l d  1 9 8 9 ,  e t  a l）。  

そ の 背 景 に は 、 英 国 に お け る 政 治 的 局 面 に お い て 、 ニ ュ ー ラ イ ト

と 位 置 づ け ら れ る 福 祉 国 家 の 再 編 に 切 り 込 ん だ サ ッ チ ャ リ ズ ム へ の

関 心 の 高 ま り が あ げ ら れ る 。1 9 7 0 年 代 の オ イ ル シ ョ ッ ク を 機 に 世 界

経 済 が 停 滞 期 に 入 る こ と で 福 祉 国 家 体 制 へ の 批 判 が 高 ま り 、 サ ッ チ

ャ ー 政 権 を 代 表 と す る 、 社 会 福 祉 政 策 を 切 り 捨 て る よ う な 新 保 守 主

義 政 権 が 確 立 す る な か で 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 、 特 に 福 祉 国 家 体 制 で

重 要 な 社 会 的 権 利 （ 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ ） が 軽 視 さ れ る 傾 向 と

な っ た こ と が 大 き い 。 こ う し た 政 治 局 面 、 特 に 社 会 福 祉 政 策 に お い

て 、 右 派 、 左 派 と も に シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 重 要 な 概 念 と し て 取 り 上

げ て 議 論 す る よ う に な っ て い く （ H a l l  &  H e l d 1 9 8 9）。  
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シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 概 念 は 、 右 派 、 左 派 両 派 の 主 張 の 根 拠 と し て 使

わ れ た 。 市 場 メ カ ニ ズ ム を 擁 護 す る ニ ュ ー ラ イ ト （ 新 自 由 主 義 ） と

し て は 、シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、「市 場 関 係 を 超 え そ れ を 修 復 す る 一 連

の 諸 権 利 を 意 味 し て い る 」（ M o o r  1 9 9 2） た め に 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

が 国 民 の ヴ ォ ラ ン タ リ ズ ム 、 多 元 的 共 存 、 自 助 を 衰 退 さ せ て い る 原

因 で あ る と 批 判 す る 。 そ こ に は い わ ゆ る 福 祉 家 族 の 「 依 存 文 化 」 に

対 す る 敵 意 （ B o t t o m o r e  1 9 9 2 : 1 9 5） が み ら れ る 。 こ う し た 右 派 、 保

守 党 政 府 の レ ト リ ッ ク と し て は 、義 務 の 強 調  が あ げ ら れ る（ L i s t e r  

1 9 9 0）。  

一 方 、 左 派 は 保 守 主 義 に よ り 批 判 さ れ る 福 祉 国 家 や 社 会 的 権 利 を

守 る べ き 立 場 、 つ ま り 本 来 で あ れ ば シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 擁 護 す る 立

場 で あ る は ず の 左 派 か ら は 、 結 局 の と こ ろ 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 完

全 な 平 等 社 会 を も た ら さ な い と い う 批 判 が だ さ れ る

（ Tu r n e r 1 9 9 3 : 1 5）。中 道 派 ・ 左 派 は 、民 主 主 義 の プ ロ セ ス に 参 加 す

る よ う な 権 利 を は じ め と し た 市 民 と し て の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

（ L i s t e r  1 9 9 0）や「 社 会 的 生 産 物 が 社 会 の す べ て の 住 民 の 快 適 で 文

化 的 な 生 活 の 実 現 の た め に 配 分 さ れ る べ き こ と 」 (B o t t o m o r e  

1 9 9 2 : 1 9 5 )を 強 調 す る 論 調 が ベ ー ス に な っ て い た 2 ）。  

こ の よ う に 、 英 国 で は サ ッ チ ャ リ ズ ム に 端 を 発 し 、 福 祉 国 家 や

社 会 福 祉 政 策 の 研 究 に お い て 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 、 特 に 社 会 的 シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ の 研 究 が 要 重 な 議 論 の 一 つ に な っ て い っ た の で あ

る （ G l e n n e r s t e r  1 9 8 3 ,  J o r d a n  1 9 8 9 ,  P l a n t  1 9 8 8 ,  A l o c k  1 9 8 9 ,  

Ta y l o r  1 9 8 9 ,  L i s t e r  1 9 9 0 ,  e t  a l .）。 こ う し て 、 1 9 9 0 年 ま で に 、

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は い か な る 政 治 的 立 場 を と る 政 治 思 想 家 の あ い

だ で も 「 流 行 語 」 と な っ て い た （ H e a t e r  1 9 9 0 : 2 9 3）。  

 

（ ３ ） ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 限 界  

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 国 家 の 枠 組 み を 前 提 と し て い た 時 代 背 景 に

も よ る が 、 当 初 、 国 家 内 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 平 等 性 を 重 視 し 、 そ

の 平 等 性 を 形 式 的 に 拡 大 す る よ う な 主 張 が 展 開 さ れ て き た 。 権 利 と

義 務 の 諸 形 態 に 関 心 を よ せ る 形 式 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に 関 す る 研 究

で あ る が 、 そ れ は 成 員 間 の 平 等 性 を 重 要 視 す る 点 で 国 家 に お け る 資

格 付 与 と し て の ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 限 界 を も つ 。 そ の

平 等 性 の 希 求 の な か で 外 国 人 の 権 利 拡 大 に 関 す る デ ニ ズ ン シ ッ プ の

扱 い を め ぐ る 議 論 な ど 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 拡 大 の 主 張 が な さ れ て き

た 傾 向 が あ る 3 ）。  

し か し 、 グ ロ ー バ ル 化 が 進 展 し た 時 代 に お い て は 、 国 境 を 越 え る

移 民 労 働 者 の 急 増 や 普 遍 的 人 権 意 識 の 高 揚 を 背 景 に ナ シ ョ ナ ル ・ シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 意 義 は 失 わ れ （ S o y s a l  1 9 9 4）、 形 式 的 な 平 等 性

を 重 視 し た 権 利 ・ 義 務 論 、 平 等 性 の 議 論 か ら 、 文 化 的 差 異 を 前 提 と
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し そ の 承 認 を 求 め る ア イ デ ン テ ィ テ ィ や 能 動 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と

し て の 参 加 の 議 論 に 関 心 が 寄 せ ら れ 、 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ 論 4 ） へ と 移 行 し て い く 。  

 

３ ． １ ９ ９ ０ 年 代 以 降 の 動 向  

（ １ ） グ ロ ー バ ル 化 と シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論  

英 国 を は じ め と し た 福 祉 国 家 体 制 の 再 編 が 議 論 さ れ た 1 9 8 0 年 代

か ら 1 9 9 0 年 代 に か け て は 、 世 界 的 に グ ロ ー バ ル 化 が 顕 著 に な っ て

く る 時 代 で あ り 、 ヨ ー ロ ッ パ を 中 心 に 移 民 や 若 年 層 の 失 業 問 題 な ど

が 顕 顕 在 化 し 、 社 会 的 排 除 、 社 会 的 包 摂 の 議 論 も 同 時 に 関 心 を も た

れ る よ う に な っ て い く 。そ し て 特 に 、1 9 9 0 年 代 は グ ロ ー バ ル な 統 治

へ の 期 待 が 高 ま っ た 時 代 と な っ た （ 安 達 2 0 1 3： 1 5） 5 ) 。 ま た 、 1 9 9 0

年 代 初 頭 に は 、 1 9 9 2 年 の マ ー ス ト リ ヒ ト 条 約 を 契 機 に 、 E U と い う

い わ ば 国 境 を 越 え た 共 同 体 が 誕 生 し E U 市 民 権 な る も の が 誕 生 す る 。

E U に よ っ て ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と は 質 の 異 な る 、 超 国

家 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 宣 言 さ れ 統 合 が 進 め ら れ た こ と に な る 。  

グ ロ ー バ ル 化 と い う 世 界 的 な 社 会 変 動 は 、 社 会 科 学 に お け る 社 会

の 概 念 自 体 の 再 考 を 促 し 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 概 念 は 、 従 来 の 国 民 国

家 シ ス テ ム を 無 条 件 に 前 提 と し て き た 社 会 科 学 に お け る 社 会 理 論 が

再 考 を 迫 ら れ る 、 一 つ の 重 要 な 概 念 、 ア プ ロ ー チ と し て も 位 置 づ け

る よ う に な っ て い く 6 ) 。  

こ の よ う に 「 グ ロ ー バ ル 化 」 と 「 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」 は 今 日 的 テ

ー マ と な っ て お り（ U r r y  2 0 0 0 a : 1 6 2 ,  2 0 0 0 b : 6 2）、ま た シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ は グ ロ ー バ ル 化 社 会 に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ の 課 題 と し て 議 論 さ

れ て い る 。 岩 永 に よ れ ば 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を め ぐ る 議 論 は 、 1 9 8 0

年 代 後 半 以 降 の 大 き な 社 会 変 動 で あ る グ ロ ー バ ル 化 の 進 展 の な か で 、

1 9 9 0 年 代 初 頭 に そ の グ ロ ー バ ル 化 の 理 論 化 を め ぐ り 発 展 し た 議 論

の 行 き 着 い た 先 の 一 つ で あ る と い う （ 岩 永 2 0 0 5： 2 2 4）。 グ ロ ー バ

ル 化 は 、 社 会 学 が シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 新 た な 研 究 へ と 向 か う 道 筋 を

つ く っ た と も い え る 。  

 

（ ２ ） ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と そ の 批 判  

1 9 9 0 年 代 初 頭 、こ う し て シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 、グ ロ ー バ ル 化 し

た 社 会 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 方 を 議 論 す べ き と い う 論 調

が 高 ま り 、ナ シ ョ ナ ル・シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 か ら ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル・

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 議 論 が 提 唱 さ れ る よ う に な っ た 。  

国 家 や 国 民 を 前 提 と し た ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 を 越 え

て 、 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 提 唱 を す る の が 、 コ ス

モ ポ リ タ ニ ズ ム に よ る 主 張 で あ る 。 コ ス モ ポ リ タ ン な コ ミ ュ ニ テ ィ

に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に 関 す る 議 論 は 、 デ ラ ン テ ィ に よ る と 、
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ハ ー バ ー マ ス 、 フ ォ ー ク 、 タ ー ナ ー 、 ア ー リ 、 リ ン ク レ ー タ ー 、 ヘ

ル ド 、 サ ッ セ ン 、 ギ デ ン ズ ら が 代 表 的 と さ れ る が （ D e r a n t y  2 0 0 0＝

2 0 0 4）、コ ス モ ポ リ タ ニ ズ ム は 国 内 外 に お け る 参 加 と 権 利 を 視 野 に

入 れ 、 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 多 元 性 を 強 調 す る 。  

し か し 、 コ ス モ ポ リ タ ニ ズ ム は 、 グ ロ ー バ ル 化 が も た ら し た 議 論

と は い え 、「 グ ロ ー バ ル な 市 民 」と い う 構 想 を 強 調 す る あ ま り に 人 々

が 実 際 の 生 活 を 営 む コ ミ ュ ニ テ ィ と の 結 び つ き を 欠 い た ま ま の 議 論

に な り が ち で あ る（ I b i d . , 2 0 0 0 = 2 0 0 4）。グ ロ ー バ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ に 関 し 、 そ れ が コ ス モ ポ リ タ ニ ズ ム に 起 因 す る 克 服 し が た い 問

題 を は ら ん で い る と い っ た 批 判 的 議 論 が だ さ れ て い る 。1 9 9 0 年 代 に

は グ ロ ー バ ル 化 し た 社 会 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 議 論 す べ き と

い わ れ て き た が 、現 在 は す で に 、そ の 批 判 的 検 証 の 時 期 に き て い る 。

グ ロ ー バ ル 、 ア ク テ ィ ヴ 、 と い っ た コ ン セ プ ト は 非 現 実 的 で あ り 、

望 み 薄 で あ る と さ え い わ れ た （ B o w d e n  2 0 0 3）。 ま た 、 ム フ も 「 人

類（ h u m a n i t y）と い う 抽 象 的 理 念 に の み 基 づ く よ う な 、世 界 市 民 主

主 義 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 可 能 性 を 想 像 す る こ と は 危 険 な 幻 想 で

あ る 。 民 主 主 義 は 、『 デ モ ス （ 人 民 ）』 を 限 定 す る こ と な し に 考 え る

こ と は で き な い 」（ M o u f f e  2 0 0 1＝ 2 0 0 1： 3 3）と 否 定 的 で あ る 。シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ 論 は ナ シ ョ ナ ル か ら ポ ス ト ・ ナ シ ョ ナ ル な 議 論 へ と ナ

シ ョ ナ ル な 枠 組 み を 超 え 拡 が り を み せ た 分 、 逆 に 迷 走 し て い っ た 側

面 が み ら れ る 。 こ う し て リ ベ ラ リ ズ ム と コ ミ ュ ニ タ リ ア ニ ズ ム 論 争

後 の 、 グ ロ ー バ ル 時 代 に 対 応 す べ く 提 唱 さ れ た ポ ス ト ・ ナ シ ョ ナ ル

な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 議 論 も 、 そ の 意 義 が 問 わ れ る こ と と な っ た 。  

一 方 で 、 コ ス モ ポ リ タ ン な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 流 れ の な か で 、 コ

ス モ ポ リ タ ニ ズ ム に 対 し 支 持 を 示 し つ つ も 批 判 的 な 立 場 を と っ て い

る デ ラ ン テ ィ は 、 個 人 的 権 利 へ の 関 心 に か わ り 集 団 的 権 利 や 文 化 的

権 利 が 台 頭 し て き た こ と を 指 摘 し て お り（ D e r a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4 :  v）、

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 文 化 の 領 域 に か か わ っ て い る 「 文 化 的 シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ 」 の 重 要 性 を 論 じ て い る I b i d .  2 0 0 0＝ 2 0 0 4） 。 こ れ は 同 質

と い う こ と で は な く 対 等 で あ る と い う 意 味 に お い て の 平 等 性 に 加 え 、

文 化 的 な 差 異 を 承 認 す る こ と を も 求 め る 、 つ ま り 対 等 で あ る が 差 異

が あ る と い う こ と を 意 味 す る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 考 え 方 で あ る

（ I b i d .  2 0 0 0＝ 2 0 0 4： 2 5 6） 。 1 9 9 0 年 代 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

の 論 点 は 、 こ の よ う に 国 家 を 超 え た と こ ろ に あ る と 同 時 に 、 ロ ー カ

ル な 場 に お い て 具 体 的 に 発 生 す る 文 化 的 差 異 と 関 連 さ せ た 議 論 が 重

要 な 要 素 と し て 示 さ れ て い る 。  

 

４ ． リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム と ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の

再 評 価 ― シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 再 転 回  

ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の な か で 触 れ た 、 文 化 的 シ
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テ ィ ズ ン シ ッ プ の よ う な 文 化 的 差 異 を 強 調 す る 議 論 は 、 多 文 化 主 義

を 基 調 と す る も の で あ る が 、 こ の 思 想 は グ ロ ー バ ル 化 が 進 展 し 社 会

が 多 様 化 し 、 移 民 や 難 民 と い っ た 存 在 が 増 大 す る に つ れ 、 今 日 、 社

会 を 分 断 す る と い っ た 批 判 を 受 け る よ う に な っ て い る 。 つ ま り 、 社

会 統 合 の 原 理 と し て の 支 持 を 失 っ て き て い る の で あ る （ 安 達 2 0 1 2 :  

2 7 5）  

そ れ に か わ っ て 支 持 さ れ て く る の が 、 「 社 会 的 結 束 と 文 化 的 多 様

性 の 両 立 の 実 現 を 目 指 す 」 リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム で あ る （ 安 達

2 0 1 3 : 5 1）。 リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム と は 、 安 達 の 整 理 に し た が っ

て 示 す と 、「ポ ス ト 多 文 化 主 義 に お け る 社 会 統 合 の 指 針 と し て 注 目 を

浴 び て い る 政 治 哲 学 的 潮 流 」で あ る が 、「社 会 的 連 帯 の 前 提 と し て ナ

シ ョ ナ リ テ ィ を 位 置 づ け 、 リ ベ ラ ル で 民 主 主 義 的 な 価 値 を 体 現 す る

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と 、 そ の 具 体 的 な 表 象 で あ る ナ シ ョ ナ ル な 文 化 や

ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 強 調 す る こ と を 通 し て 、 諸 民 族 の 多 様 性 の 承 認

と 民 族 間 の 平 等 と 連 来 を 目 指 す 」（ Ta m i r  1 9 9 3 = 2 0 0 6 ,  M i l l e r  

1 9 9 5 = 2 0 0 7 ,  K y m u l i c k a  2 0 0 1） 立 場 で あ る 。 こ の リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ

ナ リ ズ ム 論 へ の 支 持 は 、 2 0 0 0 年 代 に 入 る と 拡 大 し て い く （ 安 達

2 0 1 3： 1 5）。 そ の 主 要 な 主 張 点 は 、 代 表 的 な 論 者 で あ る ミ ラ ー が 主

張 す る よ う に 、「文 化 的 多 様 性 と 社 会 的 結 束 の 適 な バ ラ ン ス を と る

た め に も 、 あ る 種 の 共 通 の ナ シ ョ ナ リ テ ィ が 不 可 欠 で あ る （ Ta m i r  

1 9 9 3 = 2 0 0 6 : 2 3）」 と い う 点 で あ る 。  

ま た リ ベ ラ ル・ナ シ ョ ナ リ ズ ム 論 の 特 有 性 と し て 、「従 来 の リ ベ ラ

リ ズ ム が 等 閑 視 し て き た 社 会 的 結 束 、 多 文 化 主 義 が 軽 視 し て き た 福

祉 平 等 、 そ し て リ ベ ラ リ ズ ム や ナ シ ョ ナ リ ズ ム が 否 定 し て き た 文 化

的 多 様 性 へ の 承 認 と い う 、 社 会 的 統 合 を め ぐ る 三 つ の 価 値 に そ れ ぞ

れ 配 慮 す る 形 で 、 そ の 統 治 可 能 性 を 示 し た こ と 」 に あ る 。 そ の 要 と

な る の が 、「民 主 主 義 的 に 再 定 義 さ れ た『 ナ シ ョ ナ リ テ ィ 』の 共 有 で

あ る （ 安 達 2 0 1 3： 1 4）。 リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 主 張 は 、 社 会

統 合 と し て の ナ シ ョ ナ リ テ ィ （ 国 民 性 ） と 多 文 化 主 義 の 融 合 を 目 指

す も の と い え る 。  

そ う し た リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ ル ズ ム へ の 関 心 が 高 ま る な か 、 1 9 9 0

年 代 後 半 に な る と 、 こ れ ま で 終 焉 を 迎 え た と 評 さ れ て い た ナ シ ョ ナ

ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 再 び 評 価 さ れ る 流 れ が 生 じ て く る 。 安 達 は

そ の 背 景 と し て 、「ポ ス ト 冷 戦 体 制 と い う グ ロ ー バ ル な 統 治 体 制 が 進

展 す る 中 で 急 激 に 高 ま る 文 化 的 多 様 性 を 前 に し て 、 ナ シ ョ ナ ル な 共

通 性 の 再 構 築 が 求 め ら れ る よ う に な っ た 」 こ と を 指 摘 し て い る

（ I b i d . , 2 0 1 3 : 1 4）。  

こ の ナ シ ョ ナ リ テ ィ を 担 保 す る の が 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と い う こ

と に な り 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 台 頭

に よ っ て 、 ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 へ の 回 帰 の よ う な 様 相
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を 示 す か た ち に な っ て い る 。 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が も つ 共 通 価 値 や 市

民 と し て の 義 務 を 強 調 す る 側 面 が 重 要 な 要 素 と し て 位 置 づ け ら れ る

の で あ る （ Ta m i r  1 9 9 3 = 2 0 0 6）。  

 

５ ． リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ 問 題 ― 「 コ ミ

ュ ニ テ ィ の 復 権 」 と リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 接 近  

1 9 9 0 年 代 に お け る ナ シ ョ ナ ル・シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 限 界 、そ の

後 に 生 じ た ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 、 そ し て 政 治 哲

学 的 理 論 か ら 台 頭 し て き た リ ベ ラ ル・ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 流 れ に よ り 、

2 0 0 0 年 代 に 入 り 再 び ナ シ ョ ナ ル・シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 再 評 価 さ れ て

き て い る 流 れ を 概 観 し て き た 。   

 こ こ で シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 と し て 問 題 と な る の は 、 リ ベ ラ ル ・ ナ

シ ョ ナ リ ズ ム が 、 ナ シ ョ ナ リ テ ィ す な わ ち 「 ナ シ ョ ナ ル な 共 通 性 の

再 構 築 」（ 安 達 2 0 1 3 : 1 4）を 重 要 視 す る な か で 、シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論

は 、 再 び ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ へ の 回 帰 と い う 方 向 性 を た

ど る の で あ ろ う か 、 と い う こ と で あ る 。  

伊 豫 谷 は 、「今 日 、コ ミ ュ ニ テ ィ と い わ れ る も の の 復 権 が 世 界 的 な

規 模 で 声 高 に 叫 ば れ 」、そ れ が リ ベ ラ ル・ナ シ ョ ナ リ ズ ム と 共 鳴 し て

い る と 指 摘 す る （ 伊 豫 谷 2 0 1 3 : 8 7）。 ま た 、「 グ ロ ー バ ル へ の 対 抗 と

し て ロ ー カ ル が 、 そ し て コ ミ ュ ニ テ ィ の 復 権 が 叫 ば れ る 際 に 、 し ば

し ば ナ シ ョ ナ ル な 領 域 が 、 暗 黙 の う ち に 、 想 定 さ れ て い る 」 と 危 惧

し 、 ナ シ ョ ナ ル な 境 界 を 超 え る コ ミ ュ ニ テ ィ を ど の よ う に 構 想 し う

る の か を 問 う て い る （ I b i d . , 2 0 1 3 : 8 7）。  

常 に 繰 り 返 さ れ て き て い る こ と で あ る が 、 社 会 的 な 結 束 に ほ こ ろ

び が 見 出 さ れ る よ う な 危 機 の 時 代 に 叫 ば れ る の が 、「コ ミ ュ ニ テ ィ の

復 権 」 で あ る 。 グ ロ ー バ ル 化 に よ っ て 「 社 会 の 不 安 定 化 が 進 む に し

た が っ て 、 安 全 と 自 由 の 要
かなめ

と し て 、 コ ミ ュ ニ テ ィ が 求 め ら れ る 」 の

で あ る （ Ib i d . , 2 0 1 3 : 8 4）。  

吉 原 は 、 日 本 社 会 に も た ら さ れ た 大 き な 社 会 変 動 と も い え る で あ

ろ う 東 日 本 大 震 災 ― 3 . 11 が 、そ の 後 の 社 会 に 様 々 な 議 論 を も た ら し

て い る と し 、 特 に 「 コ ミ ュ ニ テ ィ に た い す る 過 剰 な 期 待 や 願 望 が コ

ミ ュ ニ テ ィ の 実 態 か ら 乖 離
か い り

し た と こ ろ で 一 方 的 に ふ く ら む と い っ た

『 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ イ ン フ レ ー シ ョ ン 』 の 状 態 ― コ ミ ュ ニ テ ィ に た い

す る 過 剰 な 期 待・願 望 論 が 高 ま り 続 け て い る 」と す る（ 吉 原 2 0 11 : 4 5、

2 0 1 3 : 9 2）。 ま た 吉 原 は 、 リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム に つ い て 「 文 化

＝ 『 文 化 的 な も の 』 を 取 り 込 む こ と に よ っ て 、 帰 属 意 識 、 忠 誠 心 、

そ し て 連 帯 に 基 づ く ナ シ ョ ナ リ テ ィ を 蘇 え ら せ よ う と す る 」 も の と

平 易 に 説 明 し て い る が 、 そ の 視 角 か ら 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 論 が 「 リ ベ ラ
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ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム に よ っ て 新 し い 解 釈 が 加 え ら れ て い る ナ シ ョ ナ

ル ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 深 部 を な す 『 文 化 的 な も の 』 に 根 を 下 ろ す

こ と に よ っ て 、 リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム に 深 く 結 び つ い て 」

（ Ib i d . , 2 0 1 3 : 1 0 2 ） お り 、 そ う し た コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 過 大 な 期 待 、

願 望 が 、「 リ ベ ラ ル・ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 裾 野 を 広 げ る こ と に 貢 献 し て

い る 」 と し て い る （ Ib i d . , 2 0 1 3 : 1 0 6）。  

こ こ に あ げ た 伊 豫 谷 、 吉 原 の リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム に 対 す る

通 底 し た 思 考 は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ が 過 度 に 期 待 さ れ て い る と い う 視 点

か ら リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム が 評 価 さ れ る こ と へ の 警 鐘 と 読 み 取

れ る が 、 こ れ は コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る メ ン バ ー シ ッ プ を ど の よ う に

想 定 し う る の か と い う シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 課 題 と し て も 看 過 で き な

い 指 摘 と い え よ う 。  

 

６ ． お わ り に  シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 現 在 性  

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 に お け る ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ か ら

ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ へ の 変 遷 、 そ し て 新 た な 動 向

と し て リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 台 頭 か ら ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ 論 が 再 評 価 さ れ て き て い る 動 き を 捉 え た が 、 改 め て 本 章 の

論 題 で あ る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 現 在 的 意 義 、 特 に ポ ス ト ナ シ ョ ナ

ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 重 要 性 を 示 す と す れ ば 、 ど の よ う な こ と

が い え る だ ろ う か 。 つ ま り 、 な ぜ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 を 改 め て 問 う

必 要 が あ る の か と い う こ と で あ る 。  

逆 説 的 で は あ る が 、 リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 台 頭 の 時 点 で 、

ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に つ い て 改 め て 再 考 さ れ う る

余 地 が 生 じ て き て い る の で は な い か 。 た と え ば 、 移 民 や 難 民 の 増 加

に 伴 う 文 化 的 多 元 性 を 考 え る と き 、 そ こ に は 伊 豫 谷 が 指 摘 し た よ う

に 、「ナ シ ョ ナ ル な 境 界 を 超 え る コ ミ ュ ニ テ ィ を ど の よ う に 構 想 し う

る の か 」（ 伊 豫 谷 2 0 1 3 : 8 7） を 問 い 続 け る 姿 勢 が 必 要 に な っ て く る 。 

実 際 に 、 グ ロ ー バ ル 化 へ の 反 動 と し て の ナ シ ョ ナ リ ズ ム へ の 傾 倒 は

ア メ リ カ の 自 国 主 義 や 英 国 の E U 脱 退 の 政 治 的 経 済 的 動 向 と し て 具

現 的 に 捉 え ら れ る よ う に な っ て き て い る 。  

グ ロ ー バ ル 化 が 進 む ほ ど に 、 ロ ー カ ル ・ レ ベ ル で の コ ミ ュ ニ テ ィ

に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 が 必 要 に な っ て き て い る と 考 え ら え る 。 

こ こ に シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 現 在 性 を 問 う 必 要 が あ る の で は な い か 。 

た だ し そ れ は 、 国 家 に か ら め と ら れ 利 用 さ れ る 危 惧 の あ る ナ シ ョ

ナ ル・シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 で は な い 。コ ミ ュ ニ テ ィ 再 生（ 地 域 創 生 ）

を 掲 げ る コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 は 、 国 家 が 先 導 す る か た ち で 各 自 治 体 が

進 め て い る が 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 が ナ シ ョ ナ ル ・ レ ベ ル の 文 化 や 伝

統 と い っ た も の を 旗 印 に コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 期 待 を 膨 ら ま せ て い る こ

と に は 改 め て 注 意 を 払 っ て い く 必 要 が あ る 。 ま た コ ミ ュ ニ テ ィ に コ
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ミ ッ ト す る に あ た っ て 、 コ ミ ュ ニ タ リ ア ニ ズ ム に み る よ う な マ ジ ョ

リ テ ィ の 文 化 的 支 配 に よ り 閉 じ ら れ た コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ 論 に 陥 る こ と も 危 険 で あ る 。ロ ー カ ル・コ ミ ュ ニ テ ィ は 、

か つ て の 村 落 と し て の 社 会 的 統 合 、 閉 鎖 性 、 排 除 性 を 伴 う コ ミ ュ ニ

テ ィ と は 異 な る 、 多 様 性 や 流 動 性 を 含 み も つ も の へ と 変 容 を 遂 げ つ

つ あ る 。 改 め て 、 市 民 社 会 に お け る ア ソ シ エ ー シ ョ ン 的 な ま と ま り

に お い て 培 わ れ 、 多 様 性 を 含 み も つ メ ン バ ー シ ッ プ の あ り 方 が 問 わ

れ る と 考 え ら れ る 。  

以 上 、 な ぜ 今 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 な の か 、 つ ま り シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ の 現 在 性 を 問 う こ と の 意 義 を 簡 単 に 示 唆 し た 。 次 に 続 く 第 1 章 で

は 、 改 め て 社 会 学 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 系 譜 を 戦 後 の シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 先 駆 者 と し て 注 目 さ れ た マ ー シ ャ ル の 議 論 ま で 遡

っ て 整 理 し て い く な か で 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 現 在 性 の 意 義 を 浮 き

彫 り に す る 契 機 を つ か み た い 。  
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第 1 章  シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 系 譜 ― ナ シ ョ ナ ル か ら ポ ス ト ・ ナ シ

ョ ナ ル へ  

 

 本 章 で は 、 ま ず 1 9 8 0 年 代 後 半 以 降 の グ ロ ー バ ル 化 に よ る 社 会 変

動 が 、 国 民 国 家 の 枠 組 を 前 提 と し て い た ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ 論 の 限 界 を 明 ら か に し 、 文 化 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を は じ め と し

た ポ ス ト ・ ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 へ の 展 開 を も た ら し た

議 論 の 流 れ を み る 。 そ し て 、 グ ロ ー バ ル 化 の な か で 様 々 な 変 容 を 余

儀 な く さ れ る ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の

議 論 の 必 要 が あ る こ と を 論 じ た い 。  

 

１ ． ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 系 譜 と 課 題   

（ １ ） 古 典 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 － 権 利 ・ 義 務 を 中 心 と す る 議 論  

古 典 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 、 従 来 ほ と ん ど 規 範 的 政 治 理 論 に

よ っ て 占 め ら れ て き た 。 こ の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 主 要 な 論 点 は 、

コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 成 員 の 資 格 に つ い て で あ り 、 大 半 が こ の 点 に

関 す る 研 究 で あ る 。つ ま り 、「 シ テ ィ ズ ン と は 誰 か 、何 を 為 し 、ど の

よ う な 資 格 で 、 い か な る 特 権 ・ 権 利 ・ 義 務 ・ 責 任 ・ 徳 を 有 す る の か

と い う 議 論 の 総 体 と し て 、 政 治 学 の メ イ ン テ ー マ の 一 つ 」 と な っ て

い た （ 岡 野 20 0 9： 2 2）。 こ れ は シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の な か で は リ ベ ラ

ル 論 と し て 位 置 づ け ら れ る 議 論 で あ る 。  

 

（ ２ ） 近 代 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ ー ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論  

1 7世 紀 以 降 に な る と 、 国 家 の 成 立 、 生 ま れ な が ら に し て あ る 権 利

― 生 存 権 の よ う な 古 典 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と は 異 な る 、 人 々 の 自

由 と 平 等 を 実 現 す る た め の 国 家 の あ り 方 に 関 わ っ て 、 国 民 の 権 利 と

義 務 と し て の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 が で て く る 。 こ こ か ら が 社 会 学 的

な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 と 関 連 し て く る 議 論 で あ る 。 社 会 学 に お い て

は 、 マ ー シ ャ ル が 社 会 政 策 と の か か わ り で 論 じ た の が 始 ま り と さ れ

る 1 ）。  

マ ー シ ャ ル の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 、 戦 後 に お け る シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ 論 の 特 に 社 会 学 に お け る 古 典 と 位 置 づ け ら れ 、 常 に 再 考 の 対 象

と さ れ る マ ー シ ャ ル は 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 「 あ る 共 同 体 （ コ ミ ュ

ニ テ ィ ） の 完 全 な 成 員 で あ る 人 び と に 与 え ら れ た 地 位 身 分 」

（ M a r s h a l l  1 9 6 3 : 8 7） で あ り 、「 共 同 体 （ コ ミ ュ ニ テ ィ ） 自 体 に よ

っ て 創 出 さ れ 、 そ の 市 民 の 地 位 に 付 随 し て い る 諸 権 利 」（ M a r s h a l l  

1 9 8 1 : 8 8）と 定 義 し 、「こ の 地 位 身 分 を 持 っ て い る す べ て の 人 び と は 、

そ の 地 位 身 分 に 付 与 さ れ た 権 利 と 義 務 に お い て 平 等 」（ M a r s h a l l  

1 9 6 3 : 8 7 ） で あ る と し た 。 コ ミ ュ ニ テ ィ 内 の 権 利 と 義 務 に お い て 、

成 員 同 士 が 互 い に 平 等 、対 等 で あ る こ と を 示 す も の で あ る 。そ し て 、
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そ れ は 市 民 的 、 政 治 的 、 社 会 的 と い う 三 つ の 束 で 構 成 さ れ る も の と

説 明 す る 。市 民 的 権 利（ 身 体 の 自 由 、言 論 、思 想 、信 教 の 自 由 な ど ）、

政 治 的 権 利（ 参 政 権 、自 治 権 な ど ）、そ し て 社 会 的 権 利（ 教 育 を 受 け

る 権 利 、 労 働 の 権 利 、 経 済 的 福 祉 へ の 権 利 、 文 化 的 生 活 を 営 む 権 利

な ど ） の 三 要 素 で あ る 。  

マ ー シ ャ ル に よ れ ば 、市 民 的 権 利 は 1 8～ 1 9世 紀 に か け 、信 仰 の 自

由 、 人 身 保 護 、 カ ト リ ッ ク 解 放 な ど の 一 連 の 動 き に よ る 権 利 保 障 と

し て 形 成 さ れ た 。政 治 的 権 利 は 1 9世 紀 の 普 通 選 挙 法 制 定 と い う 民 主

主 義 の 動 き と 結 び つ い た 権 利 と し て 形 成 さ れ た 。 社 会 的 権 利 は 、 2 0

世 紀 の 社 会 保 障 や 社 会 保 険 と い っ た 社 会 的 な 平 等 を 達 成 す る た め の

権 利 保 障 と し て 形 成 さ れ た 。 こ れ ら 三 つ の 権 利 は 、 そ れ ぞ れ 異 な る

形 成 史 を も ち な が ら 発 展 し 、 2 0世 紀 に な る と 「 一 本 の 織 り 糸 へ と よ

ら れ 」 一 応 の 完 成 を み る （ M a r s h a l l  a n d  B o t t o m o r e 1 9 9 2 : 8）。 こ う

し て 近 代 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 段 階 を 経 て 社 会 全 体 へ 拡 大 し 、 つ

ま る と こ ろ 国 家 の 成 員 資 格 と し て 完 成 し た の で あ る 。 そ れ は 特 権 階

級 か ら 労 働 者 、 女 性 へ と 拡 大 し 、 グ ロ ー バ ル 化 時 代 に お い て は 外 国

人 を 含 む 形 で 拡 大 し た 。  

な か で も 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 福 祉 国 家 と い う 政 治 経 済 体

制 が 確 立 し た 戦 後 以 降 の 重 要 な 構 成 要 素 と し て 位 置 づ け ら れ て い る 。

マ ー シ ャ ル は 、こ れ が 福 祉 国 家 の 核 心 と な る 理 念 で あ る と 主 張 し た 。

そ し て 福 祉 国 家 の 興 隆 を 背 景 に し て 、「福 祉 国 家 」概 念 の 内 実 を 権 利

概 念 で あ る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に よ っ て 理 念 化 し よ う と し た （ 岡 野

20 0 9 : 3 7）。  

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 マ ー シ ャ ル が 定 義 し て い る よ う に 、 基 本 的

に コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー シ ッ プ と い う 性 格 を も つ 。と い う こ と は 、

第 一 義 的 に は 必 ず そ こ に メ ン バ ー と そ う で な い も の と の 区 分 が つ く

ら れ る 性 格 を も つ も の と 考 え ね ば な ら な い 。 つ ま り 、 シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ に は 、 メ ン バ ー 内 に お け る 平 等 原 理 と そ れ 以 外 を 排 除 す る 差 別

す る と い う 問 題 が 必 然 的 に 付 随 し て く る こ と に な る 。 よ っ て 、 シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ の 権 利 ･義 務 の 拡 大 は 社 会 学 的 に も 論 点 の 一 つ と な る 。 

近 代 的 な 、 つ ま り 普 遍 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に お い て は 、 公 共 性

は 、一 般 性 、共 通 性 を 具 体 化 す る も の で あ る 。シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、

そ れ が も つ 平 等 性 を 同 等 性 、 共 通 性 の 意 味 合 い に す り 替 え て 理 解 す

る こ と に よ っ て 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 内 部 の 成 員 間 で の 権 利 と 義 務 に お い

て 平 等 性 を 帯 び る こ と に な り 、 そ れ は 権 利 の 対 象 者 を 拡 大 さ せ る こ

と に な っ た 。 し か し 、 一 方 で は 、 な ん ら か の 差 異 の あ る 成 員 や 集 団

に 対 し 同 一 性 を 強 制 し 、 そ う で な け れ ば 排 除 、 差 別 、 不 平 等 の 問 題

を 生 じ る 火 種 に も な る 。  

 

（ ３ ） T.H.マ ー シ ャ ル の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 理 論 と そ の 批 判    
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１ ） T.H.マ ー シ ャ ル の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 理 論  

 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 概 念 は 、 西 洋 に 特 有 の 概 念 で あ り 、 あ る 社 会 へ の 完

全 な 参 加 成 員 で あ る 市 民 に 付 与 さ れ る も の で あ る 。そ の 概 念 は ギ リ シ ャ 、

ロ ー マ 時 代 に 起 源 を も ち 、 中 世 都 市 国 家 を 経 て 、 近 現 代 的 な 資 本 主 義 社

会 に 至 る ま で 、 発 展 、 拡 大 さ れ て き た 。 そ の 概 念 は 、 そ も そ も 公 正 、 権

利 、 義 務 、 社 会 契 約 を 議 論 す る 政 治 哲 学 の 理 論 の 中 心 に 位 置 す る も の で

あ る （ Turner  1993 :Pre face ,x )。 そ し て 従 来 、 そ れ は 社 会 政 策 の 分 析 に

よ く 使 わ れ て き た の だ が 、 概 念 自 体 が 分 析 、 議 論 の 対 象 に な る こ と は 、

政 治 学 的 領 域 以 外 に お い て は ほ と ん ど な か っ た （ Roche  1989 :363） 。  

 そ う し た な か で 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 理 論 の 社 会 学 的 研 究 を 先 駆 的 に 行

っ た の が マ ー シ ャ ル で あ る 。 マ ー シ ャ ル の 理 論 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ は 、 前 述 し た よ う に 「 コ ミ ュ ニ テ ィ の 完 全 な 成 員 に 与 え ら れ る 地 位 」

（ Marsha l l  1963 :87） で あ り 、 「 コ ミ ュ ニ テ ィ そ れ 自 体 に よ っ て 創 出 さ

れ 、市 民 の 地 位 に 付 随 し て い る 諸 権 利 」と 定 義 さ れ る（ Marshal l  1981 :88）。

ま た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 そ れ を 有 す る 「 す べ て の 人 が 、 そ の 地 位 が 付

与 す る 権 利 と 義 務 に お い て 平 等 で あ る 」 と い う 平 等 主 義 的 な 性 格 を も つ

（ Marsha l l  1963 :87） 。  

 こ う し た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 、 マ ー シ ャ ル は 、 形 式 的 な 国 籍 や 参 政 権

と し て で は な く 、 い く つ か の 実 質 的 な 諸 権 利 、 つ ま り 市 民 的 権 利 （ 身 体

の 自 由 、 言 論 、 思 想 、 信 教 の 自 由 な ど ） 、 政 治 的 権 利 （ 政 治 的 権 力 の 行

使 へ の 参 加 の 権 利 ） 、 社 会 的 権 利 （ 教 育 制 度 や 社 会 的 サ ー ビ ス に 結 び つ

い て い る 、 低 限 の 経 済 的 福 祉 と 安 全 へ の 権 利 か ら 社 会 的 遺 産 を 十 分 に

共 有 す る 権 利 や 社 会 の 支 配 的 基 準 に 見 合 っ た 文 化 的 な 生 活 を 営 む 権 利 ）

と い う 三 要 素 の セ ッ ト と し て 捉 え 、そ れ ぞ れ 18 世 紀 、 19 世 紀 、 20 世 紀

に 、 独 自 の 原 理 に 基 づ き 異 な る 速 度 で 展 開 し て き た と す る

（ Ib id . ,1963 :73 -74） 。  

 ま ず 、 市 民 的 権 利 は 、 17 世 紀 か ら 19 世 紀 に か け 、 奴 隷 身 分 の 消 滅 を

経 、 自 由 が 普 遍 的 な も の と な る こ と で シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 地 方 的 な 制 度

か ら 全 国 的 な も の へ と 成 長 し て い き 、 す べ て の 成 人 成 員 に 対 し て 与 え ら

れ る よ う に な っ た （ Ib id . ,1963 :77 -79） 。 政 治 的 権 利 は 、 市 民 的 権 利 に

比 べ 、 民 主 主 義 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と い う 基 準 か ら み て 分 配 の あ り 方

に 欠 点 が あ り 、 限 ら れ た 経 済 的 階 級 に 与 え ら れ て い た も の で あ っ た が 、

そ れ が 19 世 紀 に お い て 経 済 的 な 競 争 で 成 功 を お さ め た 人 々 を 承 認 す る

よ う に な り 、20 世 紀 に 至 っ て よ う や く そ の 基 準 が 経 済 的 資 産 か ら 人 間 と
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し て の 地 位 へ と 転 換 し 、 成 年 男 子 の 普 通 選 挙 が 採 用 さ れ て い く

（ Ib id . ,1963 :80 -81） 。 こ れ ら の 市 民 的 権 利 、 政 治 的 権 利 は 、 不 平 等 を

残 存 し な が ら も 、徐 々 に 人 々 の 権 利 の 拡 大 を も た ら し て い っ た と い え る 。 

 一 方 で 、こ れ ら の 二 つ の 権 利 に 比 較 し も 遅 く 発 展 す る 社 会 的 権 利 は 、

一 様 に 前 進 的 な 経 緯 を た ど る も の で は な く 、 性 格 を 異 に し て い る 。 そ れ

は も と も と 地 方 の コ ミ ュ ニ テ ィ や 職 能 組 織 の 成 員 性 で あ り 、 救 貧 法 や 賃

金 規 制 シ ス テ ム に よ っ て 補 完 さ れ て い た の だ が 、 次 第 に そ れ ら に と っ て

代 わ ら れ て い く 。 さ ら に 後 者 は 18 世 紀 に 衰 退 し 、 残 る 救 貧 法 が 賃 金 体

系 の 領 域 や 自 由 市 場 に 介 入 し 、 社 会 保 障 の 進 展 の 兆 し を み せ て い た の だ

が 、19 世 紀 の 新 救 貧 法 へ の 改 正 で 、そ う し た 介 入 の 働 き が 弱 ま り 、年 齢

や 疾 病 に よ っ て 生 存 競 争 を 続 け ら れ な い 人 々 、 慈 善 を 請 う よ う な 弱 者 に

対 し て の み 救 済 を 施 す と い う か た ち に な る 。 し か し 、 そ の 施 し を 受 け る

こ と は す な わ ち 、 自 ら の 市 民 で あ る 地 位 を 放 棄 す る 代 償 と し て 得 ら れ る

も の で あ る こ と を 意 味 し 、 そ の こ と に よ っ て 社 会 的 権 利 は シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ の 要 素 と し て 後 退 を み せ 、そ れ か ら 切 り 離 さ れ 、20 世 紀 に 至 っ て よ

う や く 再 確 立 さ れ て い く （ Ib id . ,1963 : 81 -86） 。  

 マ ー シ ャ ル の 理 論 で 特 徴 的 な の は 、 資 本 主 義 に お け る 市 場 原 理 と シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ の 原 理 と の 緊 張 関 係 あ る い は 矛 盾 を 捉 え て い る 点 で あ る 。

つ ま り 、 資 本 主 義 が 社 会 階 級 に お け る 不 平 等 を 内 包 し て い る の に 対 し 、

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 諸 権 利 の 平 等 な 分 配 を 求 め る も の で あ る 。 こ れ ら の

資 本 主 義 と 民 主 主 義 の 両 原 理 は 、 古 典 的 な 社 会 理 論 に お い て は 両 立 不 可

能 と さ れ て き た が 、 マ ー シ ャ ル は 、 そ れ ら が 実 際 に は 同 時 期 に 発 展 し て

き て い る こ と に 注 目 し 、 両 立 し う る 説 明 と し た 。 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 、

社 会 的 、 経 済 的 不 平 等 を 基 礎 と す る 資 本 主 義 の 発 展 と 調 和 し 、 さ ら に は

そ の 不 平 等 を 解 消 し て い く 装 置 で あ る と 捉 え た の で あ る

（ Ib id . ,1963 :88） 。  

 

２ ）  国 民 国 家 の 所 与 性 と エ ス ニ シ テ ィ  

 こ う し た マ ー シ ャ ル の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 理 論 に 対 し て は 、 多 く の 論 者

が 批 判 検 討 を お こ な っ て き て い る 2 ） 。 主 な 批 判 を 整 理 す る と 、 第 一 に 、

マ ル ク ス 主 義 論 者 を 中 心 に 、 マ ー シ ャ ル の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 歴 史 的 展

開 の 叙 述 が 進 化 論 的 で あ り 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 含 む 諸 権 利 が 階 級 間 の

闘 争 に よ り 媒 介 さ れ 、 そ れ ら の 力 関 係 に よ っ て そ の 範 囲 が 決 定 さ れ う る

こ と を 看 過 し て い る と す る 批 判 が あ る （ Mishra  1981 : 37 ,  G iddens  
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1982 :171-172） 。  

 第 二 に は 、 マ ー シ ャ ル が 、 戦 後 直 後 の 同 質 的 な イ ギ リ ス 社 会 、 よ り 狭

義 に は イ ン グ ラ ン ド を 考 察 対 象 に し て お り 、 彼 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 理 論

は 他 の 諸 国 に も 適 用 で き る 普 遍 的 モ デ ル に な り え な い と い う 批 判 で あ る

（ Bottomore ,T . ,1992 :65）。マ ー シ ャ ル が 戦 争 直 後 の イ ギ リ ス （ イ ン

グ ラ ン ド ） と い う 同 質 的 な 社 会 を 対 象 に シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 発 展 を

考 察 し た 点 で 、 現 代 的 文 脈 と し て は 適 当 で は な い と 指 摘 し て い る

（ Ib id . , 1 9 9 2 : 1 5 4）。  

 第 三 に 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 三 要 素 間 の 関 係 に つ い て の 理 論 的 分 析 が

不 十 分 で あ る と い う 点 で あ る 。 例 え ば 、 マ ー シ ャ ル が シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

の 三 要 素 を 説 明 す る 際 、 そ れ ら の 間 に は 、 価 値 と 原 理 に お い て 規 範 的 な

葛 藤 が ほ と ん ど 存 在 し な い も の と 考 え て い た と い う 批 判 が あ る （ Ro che  

1987 ,p .372） 。  

 こ う し た 批 判 が 多 く の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 者 に よ っ て 指 摘 さ れ 、 再 考

さ れ て き た が 、 本 章 で は 、 特 に グ ロ ー バ ル 化 に よ る 国 民 国 家 の 枠 組 の 相

対 化 を 象 徴 的 に 示 す 問 題 で あ る エ ス ニ シ テ ィ と の 関 連 性 に 限 り 、 マ ー シ

ャ ル 理 論 が な ぜ こ の 問 題 に 言 及 し て い な い の か 、 そ の 理 論 的 前 提 を 整 理

し て み る 。 現 代 日 本 で よ り 一 層 重 要 性 、 喫 緊 性 を 帯 び て き て い る 移 民 、

移 動 の 問 題 に 焦 点 を 当 て る 意 味 で も 、 特 に 言 及 す べ き 課 題 で あ る と い え

よ う 。  

ま ず 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 発 展 に お け る 進 化 論 的 な 叙 述 で あ る が 、 こ

れ は ギ デ ン ズ（ Giddens  1982 :171 -172）が 指 摘 し て い る よ う に 、諸 権 利

が 階 級 間 の 力 関 係 に よ っ て 決 定 さ れ 、 あ る 社 会 に お い て よ り 権 力 を も ち

う る 集 団 が よ り 権 利 の 獲 得 に 優 位 で あ る 点 を 看 過 し て い る 。 多 様 な 価 値

観 、 生 活 様 式 を も っ た 人 々 か ら 構 成 さ れ て い る 現 代 社 会 で は 、 競 合 す る

諸 集 団 が 社 会 サ ー ビ ス の 分 配 を め ぐ っ て 闘 争 が 生 じ 、 そ の と き シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ は 特 定 の 地 位 集 団 に 、 既 得 権 を 与 え た り 、 あ る い は ス テ ィ グ マ

を 付 与 し た り す る こ と で 、新 た な 不 平 等 を 生 み だ す 原 因 と な り や す い（ 伊

藤 1996 :175 ,190）。マ ー シ ャ ル の 進 化 論 的 な 議 論 は 、闘 争 に お い て よ り

不 利 な 状 況 に お か れ た エ ス ニ ッ ク ・ マ イ ノ リ テ ィ が 諸 権 利 を 獲 得 す る こ

と の 困 難 さ を 捉 え え な か っ た こ と に な る 。 こ れ に 関 し て 、 李 光 一 は 、 諸

権 利 獲 得 に お け る か つ て の 在 日 韓 国・朝 鮮 人 の 処 遇 の 歴 史 や 、近 年 の EC

統 合 の 背 後 で 行 わ れ て い る 国 籍 法 の 「 修 正 」 に よ り 、 市 民 の 地 位 に あ っ

た 者 が 、 外 国 人 の 地 位 に 逆 戻 り す る と い う 、 「 後 退 」 の 史 実 を も と に 批

判 を し て い る （ 李 1995 :56） 。  
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 ま た 、 マ ー シ ャ ル が 対 象 と し た イ ギ リ ス は 、 外 国 人 の 定 義 そ の も の に

特 殊 性 が あ り 、伝 統 的 に 服 従 者 個 人 と 君 主 と い う 臣 従 と い う 関 係 で 法 的 、

政 治 的 地 位 が 考 え ら れ 、 自 ら を 国 民 国 家 と し て 定 義 し て こ な か っ た 。 こ

の た め 、 ブ ル ベ イ カ ー は 、 戦 後 に 大 英 帝 国 が 解 体 し 、 か つ て の 植 民 地 か

ら 大 量 の 移 民 が 移 り 住 ん だ が 、 当 初 ほ と ん ど の 移 民 が イ ギ リ ス へ の パ ス

ポ ー ト を も っ た 英 国 臣 民 （ Bri t i sh  sub jec t） で あ り 、 ほ と ん ど 外 国 人 と

み な さ れ な か っ た と い う 例 外 的 な 状 況 が あ る と 指 摘 す る （ Brubaker   

1989a :10 -11 )。 リ ー ス は 、 マ ー シ ャ ル が シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 議 論 を 展 開

し 始 め る 1949 年 と い う 年 代 的 な 問 題 を あ げ 、 こ う し た 植 民 地 か ら の 大

規 模 な 移 民 が 予 期 さ れ ず 、 国 家 の 成 員 性 （ membersh ip） の 問 題 が 政 治

的 関 心 事 と し て 喚 起 さ れ え な か っ た 点 を 指 摘 し て い る（ Rees  1996 :17）。

し か し 、 マ ー シ ャ ル は 、 後 の エ ス ニ シ テ ィ の 問 題 に 言 及 し た 著 作

（ Marsha l l  1965)、 そ し て そ の 1975 年 の 改 訂 版 に お い て も 、 人 種 差 別

問 題 は 将 来 的 に 解 消 さ れ う る と い う 楽 観 的 見 解 を 示 す に と ど ま っ て い る

（ Rees  1996 :17） 。  

 も ち ろ ん 、 社 会 学 に お け る イ ギ リ ス と ア メ リ カ の 研 究 の 方 向 性 の 違 い

が 、 エ ス ニ ッ ク 問 題 に 対 す る 研 究 へ の 関 心 の 度 合 い に 影 響 し て い る 点 は

否 め な い 。 エ ス ニ シ テ ィ の 議 論 は 、 も と も と ア メ リ カ 社 会 学 の 潮 流 で あ

り 、 社 会 学 の な か で は 、 例 え ば パ ー ソ ン ズ が シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 市 民 革

命 以 後 の 平 等 主 義 思 想 と 密 接 な 関 連 を み せ つ つ 発 展 し て き た 「 社 会 コ ミ

ュ ニ テ ィ の 包 容 の 基 盤 」 と し て 捉 え 、 ア メ リ カ の 人 種 問 題 の 解 決 に 向 け

た 理 論 と し て マ ー シ ャ ル の 理 論 を 援 用 し て き た（ Parsons  1969=1973）。

こ う し て ア メ リ カ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 理 論 へ の 着 目 は 、 一 般 に 、

人 種 問 題 （ race  re la t i ons ） 、 社 会 正 義 （ soc ia l  jus t i ce ） 、 国 家 形 成

（ nat ion -bu i ld ing ） の 観 点 か ら 論 じ ら れ て き た と い う こ と が で き る

（ Turner  1993 :Pre face  x） 。  

 し か し 、1960 年 代 か ら ヨ ー ロ ッ パ に エ ス ニ ッ ク な 変 化 が 生 じ た 。非 ヨ

ー ロ ッ パ 系 、 第 三 世 界 及 び 南 欧 か ら の 移 民 労 働 者 の 大 量 流 入 で あ る 3 ） 。

そ し て 1980 年 代 か ら 明 瞭 に な っ て き た 事 実 は 、 多 く の 国 で の 移 民 労 働

者 の 定 住 化 傾 向 で あ る 。 移 民 の 増 加 を 危 惧 し た 各 国 の 移 民 制 限 政 策 の 強

化 が 、 か え っ て 、 再 入 国 で き な い こ と を 恐 れ た 移 民 労 働 者 の 家 族 の 呼 び

寄 せ を 増 加 さ せ る 結 果 と な り 、 子 ど も の 出 生 、 家 族 ぐ る み の 市 民 生 活 へ

の 参 加 に よ っ て 、 移 民 は 一 世 代 か ら 二 、 三 、 あ る い は 四 世 代 に 至 っ て お

り 、ホ ス ト 社 会 の 中 に あ る 一 定 の 地 位 を 占 め る よ う に な っ て い る（ 宮 島・
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梶 田 1991 :5）。こ の 移 民 の 変 容 は 、近 年 の 世 界 的 な 経 済 変 動 に 伴 い 、移

民 労 働 者 が 本 質 的 に 自 由 性 を も っ て い る 労 働 市 場 に 参 入 す る 機 会 を 相 対

的 に 増 や し 、 結 果 的 に 福 祉 国 家 の 閉 鎖 性 と 市 場 の 自 由 性 の 矛 盾 を 大 き く

し 、福 祉 国 家 の 社 会 政 策 に 動 揺 を も た ら し た の で あ る（ Fr eeman 1986）。  

 重 要 な の は 、 マ ー シ ャ ル の 理 論 で は 、 近 代 国 家 の 成 立 以 後 の シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ が 考 察 の 対 象 と な っ て い る こ と で あ る 。 マ ー シ ャ ル は シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ を 、 そ も そ も の 定 義 か ら し て 国 民 的 （ nat iona l） な も の で あ る

と す る （ Marshal l  1963 :75） 。 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 概 念 は 、 都 市 国 家 の

成 員 性 や 、 キ リ ス ト 教 の 普 遍 主 義 的 な 議 論 の な か に 、 す で に み ら れ る も

の で あ る が （ Turner  1986 :13 -17） 、 フ ラ ン ス 革 命 以 後 、 ナ シ ョ ナ リ ズ

ム の 確 立 の 中 で 、シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 中 世 以 前 の そ れ と は 性 質 を 異 に し 、

国 民 国 家 の 成 員 、 す な わ ち 「 国 民 」 と の 整 合 性 で 定 義 づ け ら れ る よ う に

な っ た の で あ る 4 ） 。国 民 国 家 は 、そ の 成 立 以 後 、資 本 主 義 が 世 界 的 に 発

展 し て い く た め の 条 件 を 確 実 な も の に し 、 合 理 的 な 行 政 の た め の イ ン フ

ラ と 、個 人 、集 団 が 自 由 に 行 動 す る た め の 法 的 枠 組 み を 提 供 し 、さ ら に 、

統 一 的 な 言 語 政 策 、 教 育 政 策 、 福 祉 政 策 な ど に よ っ て 、 国 民 統 合 を 意 図

的 に 推 進 す る 文 化 的 民 族 的 同 質 性 の 基 礎 さ え 築 い て き た （ Habarmas  

1992＝ 1996 :185-186）。バ ー バ レ ッ ト は 、マ ー シ ャ ル が こ う し た 国 民 国

家 の あ り 方 を 所 与 の も の と 捉 え 、 そ の 意 義 を シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 理 論 に

反 映 さ せ る こ と に 失 敗 し た と し て い る（ Barba le t  1988 : 109）。タ ー ナ ー

も 同 様 に 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 理 論 が 国 家 の 理 論 を 生 み 出 さ な く て は な

ら な い も の で あ る に も か か わ ら ず 、 マ ー シ ャ ル の 理 論 は こ の 側 面 に お い

て 、 ほ と ん ど 発 達 さ せ ら れ て い な い こ と を 指 摘 し て い る （ Turner  

1990 :193） 。  

 マ ー シ ャ ル の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 説 明 に は 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 近 代

的 な 意 味 と し て ナ シ ョ ナ ル な も の で あ り 、 ま た す べ て の 成 人 成 員 に 対 す

る 地 位 で あ る と い う と き の そ の 成 員 が 、成 人 男 子 を 指 し 、そ こ に は 女 性 、

貧 民 が 含 ま れ な い こ と を 明 確 に 指 摘 し 、 い わ ゆ る 国 民 国 家 内 部 に お け る

排 除 に 対 す る 視 点 が あ る 。し か し 、そ れ は 国 民 国 家 の 枠 組 み を 前 提 と し 、

そ の 相 対 化 が 示 さ れ ず 、 結 果 的 に 国 家 外 、 あ る い は 国 家 間 関 係 に お け る

排 除 構 造 に は 言 及 さ れ て い な い た め で あ る 。 マ ー シ ャ ル は 、 実 質 的 な シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ に 注 目 す る こ と に よ っ て 、 国 家 の 内 部 的 な 排 除 の 問 題 に

は 関 心 を も ち え た が 、 し か し 、 国 民 国 家 の 境 界 外 に つ い て の 議 論 が 展 開

さ れ ず （ Rees  1992 :17） 、 こ の こ と が 形 式 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ へ の 議
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論 を 軽 視 し 、 ホ ス ト 社 会 に お け る 国 籍 を も た な い が 、 長 期 に わ た り 居 住

し 生 活 基 盤 を も つ 移 民 の 、 完 全 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 享 受 へ の 議 論 的 な 関

心 を 示 さ な い 結 果 を も た ら し た と い え よ う 5 ） 。  

 

（ ４ ） ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 問 題 点  

ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 市 民 ＝ 国 民 と い う メ ン バ ー

構 成 の ナ シ ョ ナ ル ･ア イ デ ン テ ィ テ ィ と 結 び つ い て い る 。 し か し 、

グ ロ ー バ ル 化 が 進 む 現 代 に お い て 、 国 民 国 家 と い う 政 治 的 な 共 同

体 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ で は 説 明 で き な く な り 、 ナ シ ョ ナ

ル ･ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 有 し な い 存 在 へ の 排 除 的 問 題 を 包 含 す る

意 味 で 再 考 を 必 要 と し て い る 。 こ こ に お い て 、 ナ シ ョ ナ ル を 前 提

と し た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 限 界 が 示 さ れ る こ と と な る 。  

 

１ ）形 式 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 ― 権 利 と 義 務 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論

の 限 界  

権 利 と 義 務 の 諸 形 態 に 関 心 を よ せ る 形 式 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 研

究 は 、 成 員 間 の 平 等 性 を 重 要 視 す る 点 で 、 こ れ も 国 家 に お け る 資 格

付 与 と し て の 、 ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 限 界 を も つ も の と

い え る 。 そ の 平 等 性 の 希 求 の な か で シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 拡 大 の 主 張 が

な さ れ て き た 傾 向 が あ り 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 議 論 の 深 ま り と い う よ

り は 、 シ テ ィ ズ シ ッ プ 論 に よ る 対 象 の 拡 大 に 対 す る 議 論 を 生 ん だ に

す ぎ な い 。 権 利 ・ 義 務 の 観 点 を 重 視 し た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ の 対 象 が 移 民 、 女 性 、 子 ど も 、 高 齢 者 、 同 性 愛 者 、 環

境 、 動 物 … と 拡 大 を 示 す 6 ）。 こ れ ら は 、 タ ー ナ ー に よ る 同 性 愛 者 や

H I V 感 染 者 な ど の マ イ ノ リ テ ィ や 、は て は 動 物 や 自 然 環 境 に い た る

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 拡 大 の 議 論 や 人 権 へ の 言 及（ Tu e n e r  1 9 8 6 , 1 9 9 3）

に よ っ て も た ら さ れ て い る と 考 え ら れ る 7 ）。 こ の 主 張 か ら 派 生 し た

諸 議 論 は 、 単 に 資 格 付 与 問 題 と し て の 権 利 拡 張 の 主 張 を す る か 、 あ

る い は そ の 権 利 の 強 調 へ の 反 動 か ら く る 義 務 を 強 調 す る 議 論 の 枠 組

み を 超 え な い 。 こ の 点 を 補 う 形 で 義 務 の 側 面 を 主 張 す る の が コ ミ ュ

ニ タ リ ア ン の 議 論 で あ る 。 ま た 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を シ ス テ ム 化 し

権 利 に ア ク セ ス 可 能 に さ え な れ ば そ れ で よ い と い う 帰 結 に な り が ち

で 、 実 質 的 、 能 動 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と し て の 参 加 に 関 わ る 議 論

を 深 め る も の で は な い 。  

さ ら に 、 人 々 の グ ロ ー バ ル な 存 在 状 況 に い か に 対 応 す る の か と い

う と き 、 ど の よ う な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 資 格 付 与 を 認 め あ る い は 制

限 し て い る の か と い う 国 家 間 の 制 度 的 比 較 研 究 を も っ て シ テ ィ ズ ン

シ ッ プ 論 と さ れ る 傾 向 が 、 形 式 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 研 究 に は み ら れ

る 。 樽 本 は 、 社 会 学 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 研 究 の 現 状 と し て 、
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そ の 理 論 的 視 角 自 体 が な ん ら 検 証 も な さ れ な い ま ま 、 比 較 移 民 政 策

論 に お い て 「 理 論 」 と し て 用 い ら れ て い る 点 を 指 摘 し 、 形 式 的 な メ

ン バ ー シ ッ プ の 状 態 を 各 国 間 比 較 す る と い う こ う し た 研 究 の 積 み 重

ね に 対 し 疑 問 を 付 し て い る （ 樽 本  2 0 0 0）。  

ブ ル ベ イ カ ー （ B r u b a k e r  1 9 8 9） は 、 移 民 の 増 加 に よ っ て 国 家 の

枠 外 と の 関 係 で シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 考 察 す る 糸 口 を 、 マ ー シ ャ ル が

軽 視 し た と す る 形 式 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 議 論 に お い て 再 考 し て い

る 。 ブ ル ベ イ カ ー は 、 移 民 の 社 会 的 経 済 的 な 権 利 が 拡 大 さ れ る こ と

で 国 籍 を 取 得 し な く と も 生 活 の 諸 問 題 が ク リ ア さ れ て い る 現 状 を 示

し 、 非 市 民 の 形 式 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 形 骸 化 し て 市 民 と 永 住 外

国 人 の 差 は あ ま り な い と い う シ ュ ッ ク（ S h u c k  1 9 8 9）の 研 究 を 引 き 、

外 国 人 へ の 完 全 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 付 与 に 賛 意 を 示 す 。    

ハ マ ー は 、 デ ニ ズ ン ： 定 住 化 し た 外 国 人 の 存 在 に 関 す る 議 論 と し

て 、 デ ニ ズ ン シ ッ プ 論 を 提 示 し た 。 戦 後 先 進 諸 国 の 定 住 外 国 人 の 増

加 は 不 可 避 の 趨 勢 で あ る と し て 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 国 民 ／ 外 国 人

モ デ ル で は な く 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 拡 大 の 理 論 で あ る シ テ ィ ズ ン ／

デ ニ ズ ン ／ エ イ リ ア ン （ 一 般 外 国 人 ） の モ デ ル を 提 示 し た 。 定 住 外

国 人 の 増 加 は 不 可 避 の 趨 勢 と し て 、 デ ニ ズ ン シ ッ プ と 参 政 権 を 主 張

し 、 受 入 れ 社 会 に お け る 長 期 に わ た る 居 住 が 根 拠 と な る 居 住 主 義 を

主 張 し た （ H a m m a r  1 9 9 0＝ 1 9 9 9）。  

こ う し た ブ ル ベ イ カ ー や ハ マ ー に 代 表 さ れ る 移 民 を 対 象 と し た シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 、 ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の も つ 限 界 を

示 し た こ と に よ っ て 、 国 民 国 家 を 相 対 化 す る 視 点 を も た ら し た と い

え る 。 し か し 、 そ れ は 各 国 家 の 枠 組 み に よ っ て 制 約 さ れ 、 あ る 国 家

の 完 全 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 付 与 こ そ 重 要 で あ る と い う 主 張 を し て

い る 点 で （ B r u b a k e r  1 9 8 9 ,  H a m m e r  1 9 8 9）、 形 式 的 な シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ の 権 利 ・ 義 務 論 に お け る 理 論 的 枠 組 み を 超 え る も の で は な い 。  

 

２ ） ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と し て の 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ の 限 界  

と こ ろ で 、 ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に つ い て 、 特 に 社 会 的

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 特 徴 に 言 及 し て お く 必 要 が あ る だ ろ う 。 社 会 的

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 そ の 出 自 か ら し て 市 民 的 権 利 の 概 念 に 反 す る

よ う な 権 利 要 求 で あ る と い わ れ る （ 岡 野 2 0 0 9 : 4 1）。 そ れ は つ ま り 、

市 民 的 権 利 が 勝 ち 取 っ て き た 個 人 と し て の 自 由 （ 国 民 と し て  資 本

社 会 が 作 り 上 げ て き た 契 約 、 結 社 、 移 動 … な ど の 自 由 ） を 制 約 す る

よ う な 性 格 を も つ も の で あ る 。 資 本 制 に よ っ て 覆 さ れ た は ず の タ ウ

ン や ギ ル ド な ど の ロ ー カ ル な 複 数 の 共 同 体 の 精 神 を 継 承 し て い る

（ 岡 野 2 0 0 9 : 4 2）。こ れ は 、再 配 分 に よ る 平 等 で は な く 、社 会 保 障 へ

の ア ク セ ス を 保 障 す る こ と を 目 的 と し て い る 。 そ の た め 、 国 家 と 個
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人 と い う よ り も 共 同 体 に お け る 相 互 扶 助 と い う 理 念 の 下 に 、 市 民 に

連 帯 、 忠 誠 を 要 請 し 、 か つ そ れ ら を は ぐ く む 契 機 を 内 包 し て い る

（ B u l m e r  & R e e s  1 9 9 6）。個 人 は 国 家 に 独 立 し た 存 在 で あ り な が ら 、

国 家 が 共 同 体 の 拡 大 版 で あ る 以 上 、 個 人 は そ の 中 の 相 互 扶 助 ― 権 利

と 義 務 － に 縛 ら れ る こ と に な る 。 そ う い う 意 味 で 、 シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ は 、 個 人 の 自 由 を 尊 重 す る の か 、 そ れ と も 公 共 の 益 、 平 等 性

を 重 視 す る の か と い う 問 題 を 生 じ さ せ て い る 。  
社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に 関 す る 研 究 は 、 福 祉 国 家 や 社 会 政 策 の

研 究 に お い て 重 要 な 課 題 の 一 つ に な っ て い る と い え る ( G l e n n e r s t e r  

1 9 8 3 ,  J o r d a n  1 9 8 7 ,  P l a n t  1 9 8 8 ,  A l o c k  1 9 8 9 ,  Ta y l o r 1 9 8 9 ,  L i s t e r  

1 9 9 0 ,  F i n l a y s o n  1 9 9 0）。 福 祉 国 家 体 制 に お い て 確 立 し て き た 背 景

を も つ 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 国 民 を 対 象 と し た 社 会 保 障 を

前 提 と す る が ゆ え に 、 グ ロ ー バ ル 化 が 進 む ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル な 時

代 に お い て は 、 も っ と も シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 問 題 が 先 鋭 化 さ れ て

み え て く る 議 論 と い え る 。  

 

３ ） 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に 対 す る 批 判  

現 代 の 福 祉 国 家 と 密 接 に 関 連 し た 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に は 多

く の 批 判 的 議 論 が あ る 。1 9 8 0 年 代 、グ ロ ー バ ル な 資 本 主 義 に お け る

構 造 的 な 再 組 織 化 に よ っ て 、 福 祉 国 家 体 制 に 対 す る 懸 念 が 社 会 科 学

に お け る 議 論 で 高 ま り を み せ る と（ Tu n e r  1 9 9 0： 1 8 9）、そ れ に 対 す

る 新 自 由 主 義 や マ ル ク ス 主 義 か ら の 福 祉 国 家 批 判 が 生 じ た 。 だ が 、

1 9 8 0 年 代 後 半 に は フ ェ ミ ニ ズ ム 、反 レ イ シ ズ ム や さ ら に は 反 エ イ ジ

ン グ の 視 点 か ら の 批 判 が 本 格 化 し （ Tu n e r  1 9 9 0、 伊 藤 周 平 1 9 9 6：

３ ）、国 家 を 前 提 と し た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 へ の 批 判 が 繰 り 返 し な さ

れ る よ う に な り 、 そ れ は と り わ け 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ へ の 批 判

と い う か た ち で あ ら わ れ た 。 マ ー シ ャ ル が 福 祉 国 家 成 立 に お い て 重

視 し た 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 権 利 へ の ア ク セ ス 手 段 を 得 に く

い 貧 困 者 や 失 業 者 、 人 種 的 マ イ ノ リ テ ィ 等 が 社 会 的 サ ー ビ ス の 受 給

権 を 得 る か た ち で 国 家 に 依 存 す る 構 造 を つ く り だ す 、 受 動 的 性 格 を

も つ と さ れ る 。 こ の た め 、 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 制 度 化 さ れ て

福 祉 国 家 が 確 立 し て い く な か で 、 本 来 そ な わ っ て い た シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ の 能 動 的 な 側 面 の 理 念 で あ る 参 加 や 自 己 実 現 の 権 利 が 希 薄 化 さ

れ て き た （ 伊 藤 1 9 9 6 : 1 5 0 - 1 5 5 , 1 8 4 - 1 8 5）。  

一 般 に 福 祉 国 家 体 制 は 、 福 祉 政 策 を 通 し た 統 制 的 機 能 が 働 き や

す く 、 人 々 の 能 動 的 性 格 つ ま り 主 体 的 参 加 が 弱 め ら れ る 。 福 祉 依

存 の 問 題 は 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 剥 奪 の 問 題 と 、 そ れ に よ り 生 じ

る 社 会 的 不 平 等 ― 差 別 問 題 と 結 び つ く 要 素 も も っ て い る 。   

し か し 、 マ ー シ ャ ル の 議 論 で は 、 市 場 原 理 に よ り も た ら さ れ る 社

会 的 不 平 等 を 、 国 家 が 社 会 保 障 に よ っ て 介 入 す る こ と で 緩 和 す る と
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考 え ら れ た た め 、 そ れ 以 上 議 論 さ れ る こ と は な く （ D e l a n e y  2 0 0 0＝

2 0 0 4 : 3 5 , 4 2 ）、 結 果 的 に 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 福 祉 国 家 の 制

度 の 枠 組 み に 制 約 さ れ る 諸 権 利 と い う 性 格 を 帯 び る こ と と な っ た 。

と り わ け グ ロ ー バ ル 化 時 代 に お い て は 、1 9 8 0 年 代 以 降 顕 著 化 し て き

た 移 民 の 定 住 化 に よ っ て 、 非 市 民 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 諸 問 題 を 生

じ さ せ て き た 。 定 住 化 し た 移 民 の 実 際 の 地 域 生 活 面 で 特 に 重 要 と な

っ て く る の は 、雇 用 や 医 療 、教 育 な ど の 社 会 的 経 済 的 な 保 障 で あ る 。

し か し こ れ ら に 関 わ る 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 各 国 家 の 社 会 保

障 制 度 に よ っ て 排 他 的 に 決 め ら れ 、「ト ラ ン ス ナ シ ョ ナ ル な 福 祉 国 家

と い う も の は い ま の と こ ろ 存 在 し な い 」（D e l a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4：1 2）

た め 、 ま さ に そ の ト ラ ン ス ナ シ ョ ナ ル な 場 に 生 じ て く る こ う し た 文

化 的 差 異 の 問 題 に 十 分 対 応 で き な い こ と に な る （ I b i d . , 2 0 0 0 ＝

2 0 0 4 : 3 6 - 4 2）。  

伊 藤 は 、「主 と し て 左 派 や フ ェ ビ ア ン 主 義 の 論 者 か ら 、市 民 権 、特

に 、 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を た ん に 社 会 サ ー ビ ス を 要 求 し 、 受 給

す る 権 利 に と ど ま ら ず 、 個 人 の 自 律 や 自 己 実 現 、 さ ら に 、 積 極 的 な

社 会 的 、 政 治 的 参 加 を 保 障 す る た め の 権 利 と し て 位 置 づ け よ う と す

る 議 論 」が 主 張 さ れ て い る と し 、た と え ば プ ラ ン ト（ P l a n t  1 9 8 5）、

ホ ー ル と ヘ ル ド（ H a l l  a n d  H e l d  1 9 8 9 )、や パ ー カ ー（ P a r k e r  1 9 7 5）

を あ げ る （ 伊 藤 1 9 9 6）。 し か し 、 こ れ ら の 主 張 の 意 義 を み と め つ つ

も 、 そ こ で は 自 己 実 現 や 政 治 参 加 に お け る 国 家 の 積 極 的 な 役 割 が 前

提 と さ れ て お り 、 従 来 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 枠 組 み を 越 え る も の で

は な い と い う 点 で 問 題 点 も あ る と い う 。 そ し て 、 福 祉 国 家 が 個 人 の

社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 保 障 す る も 有 力 な 機 構 で あ る 以 上 、 保

障 の 範 囲 が 広 が る こ と は 、 一 方 に お い て 国 家 権 力 の 拡 大 を も 意 味 す

る （ P i e r s o n  1 9 9 1 : 2 0 2 - 2 0 3 ,  P l a n t  1 9 8 5 : 2 4）。 こ の 点 で い え ば 、 社

会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 限 界 は 、 い ま だ 明 確 な 形 で 克 服 さ れ て は い

な い こ と に な る 。  

 

（ ５ ） 定 住 外 国 人 と 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を め ぐ る 議 論  

 1 9 8 0 年 代 後 半 以 降 、米 ソ 冷 戦 構 造 の 崩 壊 、社 会 主 義 国 家 の 解 体 と

そ れ に と も な う 民 族 紛 争 の 噴 出 、そ し て ヨ ー ロ ッ パ 連 合 の 展 開 な ど 、

国 民 国 家 を 前 提 と し た 社 会 シ ス テ ム が 変 容 を 迫 ら れ て い る 。 労 働 市

場 の グ ロ ー バ ル 化 は 新 し い 移 民 労 働 者 の 増 加 を も た ら し 、 彼 ら は 一

時 的 な 短 期 滞 在 か ら 長 期 滞 在 、 さ ら に は 定 住 へ 、 つ ま り 移 民 労 働 者

か ら あ る コ ミ ュ ニ テ ィ の 住 民 、 市 民 へ と い う 多 様 性 を も つ 存 在 に な

っ て お り （ 宮 島 ・ 梶 田 編 19 9 6）、 そ の 多 様 性 に 直 面 す る 社 会 的 現 実

と 、 彼 ら を 労 働 者 と し て 一 元 的 に 捉 え て き た 従 来 の 社 会 制 度 と は 大

き な 乖 離 を み せ は じ め て い る 。  

 そ の よ う な な か 、 社 会 理 論 再 構 築 の 試 み と し て 近 年 社 会 学 的 に 注
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目 さ れ て い る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 議 論 に お い て 、 社 会 的 マ イ ノ リ テ ィ

の 諸 権 利 の 保 障 を め ぐ る 議 論 が な さ れ て い る 。シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、

市 民 的 権 利（ 身 体 の 自 由 、言 論 、思 想 、信 教 の 自 由 な ど ）、政 治 的 権

利 （ 参 政 権 、 自 治 権 な ど ）、 そ し て 社 会 的 権 利 （ 教 育 を 受 け る 権 利 、

労 働 の 権 利 、 経 済 的 福 祉 へ の 権 利 、 文 化 的 生 活 を 営 む 権 利 な ど ） の

三 要 素 か ら 構 成 さ れ る が 、 な か で も 社 会 的 権 利 は 、 福 祉 国 家 と い う

政 治 経 済 体 制 が 確 立 し た 戦 後 以 降 の 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 重 要 な 構

成 要 素 と さ れ る 。 し か し 、 こ の 社 会 的 権 利 は 「 国 家 に よ っ て 保 障 さ

れ る 給 付 へ の 要 求 」（ M a c q p k e r s o n  1 9 8 5 : 2 3）と い う 性 格 を も ち 、貧

困 者 、 失 業 者 、 人 種 的 少 数 者 の あ い だ に 国 家 へ の 依 存 構 造 を つ く り

だ す 問 題 が 指 摘 さ れ て い る （ Wo l i n  1 9 8 7）。 本 来 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

自 体 に は 市 民 の 主 体 的 な 参 加 的 要 素 が あ る が 、 福 祉 政 策 を 通 し た 統

制 機 能 が は た ら く 福 祉 国 家 体 制 下 で は そ の 能 動 的 性 格 が 弱 め ら れ 、

受 動 的 な 受 給 資 格 と い う 側 面 が 強 調 さ れ る こ と に な る （ 伊 藤

1 9 9 6 : 1 5 4）。 さ ら に 、 社 会 的 サ ー ビ ス の 受 給 は 、 国 家 の 分 配 政 策 や

労 働 組 合 等 の 交 渉 に よ る 利 害 調 整 に よ っ て 左 右 さ れ う る 。 こ の こ と

は 利 害 調 整 の た め の 集 団 に ア ク セ ス す る 手 段 を も つ 者 と も た な い 者

の 間 に 社 会 構 造 上 の 不 平 等 を 生 み だ し 、 社 会 的 権 利 を 行 使 す る こ と

に よ っ て 得 ら れ る 利 益 を 受 け ら れ な い 状 況 を 引 き 起 こ す

（ I b i d . 1 9 9 6 : 1 5 0 - 1 5 5）。  

 こ の よ う な 社 会 的 マ イ ノ リ テ ィ の 権 利 保 障 問 題 が あ る な か で 、 定

住 外 国 人 の 場 合 に は 、 国 籍 を 有 す る 国 民 を 前 提 に し た 近 代 国 家 成 立

以 降 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に よ っ て コ ミ ュ ニ テ ィ か ら 排 除 さ れ る 問 題

も 生 じ る 。 W. R .ブ ル ベ イ カ ー は 、 定 住 外 国 人 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を

議 論 す る 際 に 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 国 籍 を 有 す る 完 全 な 市 民 に 与 え

ら れ る 政 治 的 権 利 と 、 定 住 に よ っ て 非 市 民 で あ る 移 民 に も 与 え ら れ

る と す る 社 会 的 、 経 済 的 権 利 と に 区 分 す る 。 そ し て 定 住 外 国 人 に 社

会 的 、 経 済 的 権 利 が 享 受 さ れ て い る 欧 米 ６ カ 国 の 事 例 か ら 国 籍 に よ

る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 形 骸 化 し て い る こ と を 示 し 、 そ こ か ら 国 籍 の

区 別 な く 定 住 外 国 人 に も 政 治 的 権 利 を ふ く め た 完 全 な シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ を 付 与 す べ き と い う 立 場 を と る （ B r u b a k e r, ( e d . )  1 9 8 9） 8 ）。 し

か し 、 ブ ル ベ イ カ ー の 議 論 で は 、 社 会 的 、 経 済 的 権 利 が 人 種 的 差 別

に よ っ て 保 障 さ れ て い な い 実 態 が 深 く 追 究 さ れ ず 、 そ れ 以 上 の 展 開

が な い 9 ）。 日 本 社 会 に お け る 定 住 外 国 人 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 議 論 も

近 年 展 開 さ れ つ つ あ る が 、 こ の 場 合 も 具 体 的 に 議 論 し や す い 地 方 参

政 権 の 取 得 が 中 心 と な る こ と が 多 く 、 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に つ

い て の 議 論 は 十 分 と は い え な い 。  

例 え ば 清 野 （ 1 9 9 3）、 中 野 （ 1 9 9 3） な ど は シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 日

本 の 定 住 外 国 人 問 題 研 究 の 視 角 と し て 提 言 す る が 、 具 体 的 な 議 論 に

は な っ て い な い 。駒 井（ 1 9 9 4）は 具 体 的 な 事 例 を も と に し て い る が 、
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シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 定 住 の 程 度 に 応 じ 段 階 的 に 外 国 人 に も 認 め て い

く べ き と い う 提 言 に と ど ま る 。 姜 （ 1 9 9 6） は 民 主 主 義 と の 関 係 で 在

日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を と り あ げ る が 、 具 体 的 な 権 利

内 容 の 議 論 で は な い 。 具 体 的 な 問 題 の 議 論 と し て は 、 徐 （ 1 9 9 5）、

近 藤 （ 1 9 9 6） な ど が あ る が 、 参 政 権 を 主 と し た 政 治 的 権 利 の 議 論 に

限 定 さ れ て い る 。 こ れ に 対 し 宮 島 （ 1 9 9 3）、 梶 田 （ 1 9 9 4） ら は 社 会

的 権 利 に つ い て も 言 及 す る も の の 、 ニ ュ ー カ マ ー の 問 題 が 中 心 に な

っ て い る 。 李 （ 1 9 9 5） は 、 社 会 的 権 利 お よ び 政 治 的 権 利 へ の ア ク セ

ス が ど れ ほ ど 保 障 さ れ て い る か を 欧 州 の 事 例 で 分 析 し 、 ま た 伊 藤

（ 1 9 9 6）は 社 会 的 権 利 へ の 言 及 で 日 本 に お け る 社 会 福 祉 サ ー ビ ス の

ア ク セ ス 問 題 を 指 摘 し て い る も の の 、 両 者 と も 日 本 に お け る 定 住 外

国 人 の 問 題 と し て は 、 具 体 的 な 議 論 に 至 っ て い な い 。  

  

２ ． ナ シ ョ ナ ル か ら ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ー グ ロ ー バ ル へ   

（ １ ） シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 再 考 の 社 会 的 背 景  

１ ） 国 民 国 家 の 相 対 化    

1 9 8 0 年 代 後 半 以 降 の 社 会 変 動 を 概 観 し て み よ う 。国 家 の あ り 方 そ

の も の に 対 す る 社 会 変 動 と し て 、 ま ず 資 本 主 義 と 社 会 主 義 あ る い は

自 由 主 義 と 社 会 主 義 の 対 立 と し て 描 か れ て き た 冷 戦 構 造 の 崩 壊 が あ

げ ら れ る 。 こ の 東 西 イ デ オ ロ ギ ー 対 決 の 消 失 は 、 ア メ リ カ ン ・ イ デ

オ ロ ギ ー と 称 さ れ る 個 人 的 自 由 、 市 場 原 理 主 義 、 民 主 主 義 、 人 権 思

想 の グ ロ ー バ ル 化 を も た ら し た 。 そ し て 1 9 8 9 年 の ベ ル リ ン の 壁 の

消 失 に 象 徴 さ れ る 東 欧 ・ 旧 ソ 連 な ど 社 会 主 義 国 家 の 解 体 で 、 統 一 ド

イ ツ が 誕 生 し 、 旧 ド イ ツ 東 側 の 民 主 化 、 自 由 化 が 進 ん だ 。 そ の 一 方

で 、 た と え ば 旧 ソ 連 各 共 和 国 内 ・ 間 の 民 族 紛 争 が 激 化 す る こ と に よ

り 、 難 民 問 題 が 生 じ た 。 こ れ ら は 国 家 の あ り 方 が 変 化 す る こ と に よ

り 、東 側 か ら 西 側 へ の 移 民 ､難 民 の 大 量 流 入 と い う グ ロ ー バ ル な 人 口

移 動 が も た ら さ れ た こ と を 意 味 す る 。ま た 、1 9 7 0 年 代 後 半 か ら 経 済

成 長 の 停 滞 を 機 に 、 経 済 成 長 を 前 提 と し て 築 か れ て き た 福 祉 国 家 体

制 の 危 機 論 が 批 判 の か た ち を 変 え つ つ 論 じ ら れ て き た 。 さ ら に 、

1 9 9 0 年 代 初 頭 か ら の Ｅ Ｕ の 展 開 は 、通 貨 統 合 を は じ め 、共 通 外 交（ 政

治 的 統 合 ）、 安 全 保 障 （ 軍 事 ）、 司 法 ・ 内 務 協 力 等 の ナ シ ョ ナ ル な 枠

組 み を 超 え た 政 治 経 済 的 な シ ス テ ム の 可 能 性 を 追 究 す る よ う に な っ

た 。  

こ う し た 国 家 の 変 化 は 、 国 家 を 所 与 の も の と し た 社 会 科 学 の 理 論

的 パ ラ ダ イ ム に 大 き な 動 揺 と 新 た な 論 考 の 必 要 を も た ら し た 。 国 際

社 会 学 と 称 す る 社 会 学 の 領 域 が 脚 光 を 浴 び る よ う に な る の も 、 こ う

し た 背 景 に よ る も の で あ る 。  
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２ ） 社 会 の 文 化 に よ る 構 造 化  

さ て 、 こ う し た 国 家 的 レ ベ ル で の 社 会 変 化 と 時 を 重 ね る よ う に 、

ア イ デ ン テ ィ テ ィ な ど の 文 化 的 諸 問 題 に か か わ る 社 会 変 化 も 生 じ て

き た 。 ナ シ ョ ナ ル な 枠 組 み の 相 対 化 は 、 従 来 の 国 家 を 所 与 の も の と

し て き た 社 会 科 学 の 理 論 的 パ ラ ダ イ ム に も 大 き な 動 揺 を も た ら し 、

社 会 理 論 に 再 考 を 迫 る こ と と な っ た 。 グ ロ ー バ ル 化 を 端 的 に 表 す 移

民 労 働 者 の 増 加 に よ っ て 、 一 方 で 移 民 排 斥 運 動 や 暴 動 に 典 型 的 に み

ら れ る ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 激 化 と と も に 、 他 方 で 属 性 に よ る 差 別 問 題

へ の 関 心 が 高 ま り 、 社 会 学 に お い て レ イ シ ズ ム に 対 す る エ ス ニ シ テ

ィ の 議 論 、 ま た 同 様 に セ ク シ ズ ム に 対 す る ジ ェ ン ダ ー 研 究 、 エ イ ジ

ズ ム に 対 す る エ イ ジ ン グ 研 究 が 展 開 し た 。 そ れ と と も に 、 国 家 の 相

対 化 の 上 に 近 代 の 再 考 を 促 す ポ ス ト ・ コ ロ ニ ア リ ズ ム や フ ェ ミ ニ ズ

ム 、 カ ル チ ュ ラ ル ・ ス タ デ ィ ー ズ 等 も 注 目 さ れ る よ う に な っ た 。  

 こ う し た 国 民 国 家 を 前 提 と し た 社 会 構 造 お よ び 社 会 理 論 が 再 考 を

迫 ら れ る に 至 っ た 背 景 に は 、 多 文 化 主 義 、 相 違 へ の 権 利 、 普 遍 的 な

人 権 と い っ た 思 想 へ の 関 心 の 高 ま り が あ る 。 こ う し た 思 想 的 な 変 化

と し て 、 た と え ば ソ イ ザ ル は 、 普 遍 的 な 人 権 と 、 国 民 以 外 の 存 在 に

対 し て 排 他 性 を も つ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と の パ ラ ド キ シ カ ル な 関 係 を

指 摘 し 、 こ の ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 限 界 と 普 遍 的 人 権 の

優 位 性 を 強 調 し て い る （ S o y s a l  1 9 9 4） 1 0 ）。 タ ー ナ ー は 、 こ う し た

思 想 を 基 盤 に し て 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 拡 大 に 対 す る 関 心 を 寄 せ て

お り 、 多 様 な 国 家 に お け る リ ベ ラ リ ズ ム の 多 様 な 歴 史 と 、 現 代 に お

け る ジ ェ ン ダ ー 、ア ボ リ ジ ニ 、移 住 者 、多 文 化 主 義 と デ ィ ア ス ポ ラ 、

豊 か で 安 定 し た 国 家 に お け る 大 量 の 難 民 ・ 亡 命 者 や 移 民 の シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ の 諸 問 題 、ま た ホ モ セ ク シ ュ ア ル の 権 利 闘 争 や A I D S  被 害

者 の 社 会 的 権 利 、 国 家 や 親 に よ る 児 童 虐 待 に 対 す る 子 ど も た ち の 権

利 、 女 性 に よ っ て 選 択 さ れ る 中 絶 の 権 利 な ど を 扱 う 新 し い シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ の 概 念 の 必 要 性 を 提 起 し て い る（ Tu r n e r  1 9 8 6 ,  1 9 9 3  : 1 3）。

ま た タ ー ナ ー は 、 ど の よ う な 社 会 に お い て も 、 そ の 発 展 や 近 代 化 と

い う の は 、 共 有 の コ ミ ュ ニ テ ィ の な か で 平 等 な メ ン バ ー シ ッ プ の シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ の 権 利 を 確 立 す る た め の 闘 争 と し て 捉 え る こ と が で

き る と す る 。（ Tu r n e r 1 9 8 6 : 6 5）  

2 0 0 1 年 9 月 に 起 き た ア メ リ カ に お け る 同 時 多 発 テ ロ に 象 徴 さ れ

る よ う に 、 冷 戦 構 造 の 次 に 現 わ れ て き た 社 会 構 造 と し て 、 世 界 の ア

メ リ カ 化 を も た ら す グ ロ ー バ リ ズ ム へ の 対 抗 に よ る 世 界 構 造 の 変 化

が 論 じ ら れ る よ う に な っ た 。 す な わ ち 、 こ れ ま で は み ら れ な か っ た

文 化 の 政 治 的 問 題 化 が 生 じ て 、 社 会 構 造 が 文 化 に よ り 構 造 化 さ れ て

く る こ と が 議 論 の 中 心 に 加 わ っ て き た 。  
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（ ２ ） ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論  

グ ロ ー バ ル 化 時 代 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 議 論 に お い て 、 文

化 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を は じ め と し た ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ の 議 論 が 台 頭 し て き て い る 。 国 民 国 家 を 前 提 と し た マ ー シ

ャ ル の 議 論 だ け で な く そ の 批 判 的 議 論 を 含 め 、 従 来 の シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ 論 は 、 結 果 的 に 国 家 を 前 提 と し た 議 論 の 枠 組 み を 越 え ず 、 あ る

コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 平 等 性 を 重 視 し た 形 式 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の

議 論 に 終 始 し て き た 。 そ こ で は 国 家 内 の 平 等 性 を 根 拠 に し た 権 利 や

義 務 の 拡 大 、 あ る い は そ の 縮 小 が 議 論 の 中 心 と な り 、 文 化 的 差 異 を

ふ ま え た 参 加 の 議 論 （ 実 質 的 、 能 動 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ ） を 十 分

展 開 し て こ な か っ た 。 こ う し た 従 来 の ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ シ ッ プ

は 、 産 業 経 済 の グ ロ ー バ ル 化 の 進 む 今 日 、 国 境 を 越 え る 移 民 労 働 者

の 急 増 や 普 遍 的 人 権 意 識 の 高 揚 を 背 景 に 、 そ の 意 義 を 失 っ て き て い

る （ S o y s a l  1 9 9 4）。 で は 、 ポ ス ト ・ ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

論 に お い て は 、 こ の 文 化 的 差 異 を 重 視 し た 参 加 の 議 論 は 、 ど の よ う

に 展 開 さ れ う る の だ ろ う か 。  

 

１ ） 文 化 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ   

グ ロ ー バ ル 化 社 会 に お い て は 、 国 家 を 前 提 と し た シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ の あ り 方 で は 捉 え き れ な く な っ て き た 諸 問 題 が 生 じ 、 ナ シ ョ ナ

ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 限 界 を 超 え 、 グ ロ ー バ ル 化 時 代 に お け る ポ

ス ト ･ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と し て シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 再

編 し よ う と す る 動 き が で て く る 。そ の な か で 、人 権 の 問 題 の 高 揚 と

あ い ま っ て 台 頭 し て く る の が 文 化 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ で あ る 。こ の

こ と は 、 従 来 前 提 と し た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 平 等 性 に よ っ て か た

ち づ く ら れ て き た 公 共 性 が 、 差 異 の 存 在 に よ っ て 議 論 を 突 き つ け

ら れ て い る こ と を 意 味 す る 。   

一 般 に は 、公 共 性 に は 平 等 性 が 意 味 さ れ て お り 、そ れ と 差 異（ 卓

越 性 、 多 様 性 ） は 両 立 し が た く 矛 盾 す る と い う 問 題 が 生 じ る 。 そ

う い う 問 題 が 交 差 す る 場 に シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を め ぐ る 諸 問 題 が

存 在 し て お り 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 そ う し た 問 題 を 読 み 解 く 際

の キ ー と な る 概 念 、 理 論 と し て 考 え ら れ る 。 そ も そ も 、 差 異 を 認

め つ つ 公 共 性 を 維 持 し う る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 可 能 な の だ ろ う か 。  

ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 、 国 内 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の

平 等 性 を 重 視 し 、 そ の 平 等 性 を 形 式 的 に 拡 大 す る 主 張 を し て き た 。

し か し 、グ ロ ー バ ル 化 時 代 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 研 究 の 動 向 は 、

形 式 的 な 平 等 性 を 重 視 し た 権 利 ・ 義 務 論 、 平 等 性 の 議 論 か ら 、 社 会

変 動 を と も な っ て 生 じ て く る 文 化 的 差 異 を 前 提 に し 、 承 認 を 求 め る

ア イ デ ン テ ィ テ ィ 、 参 加 の 議 論 に 移 行 し て い る 。 そ こ で 注 目 さ れ て

き て い る の が デ ラ ン テ ィ の い う 文 化 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ で あ る 。 た
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と え ば 、 タ ー ナ ー は 、 ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 侵 食 に つ い

て 、 マ ー シ ャ ル の 示 し た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 三 要 素 が 、 グ ロ ー バ ル

な 権 利 、 い わ ゆ る 環 境 や 土 着 の 文 化 的 権 利 に よ っ て 議 論 さ れ て き て

い る と す る （ Tu r n e r  2 0 0 1）。 そ れ は 、 同 質 と い う こ と で は な く 対 等

で あ る と い う 意 味 に お い て の 平 等 性 に 加 え 、 文 化 的 な 差 異 を 承 認 す

る こ と を も 求 め る も の で あ る （ D e l a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4： 2 5 7） 1 1 ）。 グ

ロ ー バ ル 化 の 進 む 今 日 、 国 境 を 超 え る 移 民 労 働 者 の 急 増 や 普 遍 的 人

権 意 識 の 高 揚 を 背 景 に ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 意 義 は 失

わ れ （ S o y s a l  1 9 9 4）、 そ れ に 代 わ っ て 上 述 の よ う な 文 化 的 シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ を は じ め と し た ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 議

論 が 台 頭 し て き て い る 。  

 デ ラ ン テ ィ は 、 こ う し た 変 化 の 理 由 と し て 、 第 一 に ほ と ん ど の 市

民 的 、 社 会 的 権 利 が 出 生 で は な く 居 住 に よ り 決 定 さ れ て い る こ と 、

第 二 に 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と 国 籍 と の 関 係 が 曖 昧 に な っ て き た こ と

に 加 え 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と 人 権 の 区 分 が 曖 昧 に な っ て き て お り マ

イ ノ リ テ ィ は 人 権 に 訴 え る こ と で 権 利 を 要 求 す る よ う に な っ て い る

こ と 、 第 三 に 新 し い テ ク ノ ロ ジ ー の 開 発 は 、 社 会 の 性 質 と 人 格 的 個

性（ p e r s o n h o o d）を 変 え る 力 が あ る た め シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 意 味 自

体 を 転 換 し う る と い う こ と 、 第 四 に フ ェ ミ ニ ズ ム の 主 張 に よ る シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ の 私 的 な も の へ の 拡 大 が シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を ア イ デ ン

テ ィ テ ィ の 権 利 と し て 議 論 す る 方 向 を つ く り だ し た こ と 、 余 暇 活 動

と 消 費 に も と づ く サ ブ カ ル チ ャ ー へ の 関 心 へ 、 芸 の 結 婚 な ど ア イ デ

ン テ ィ テ ィ を 表 現 す る た め の 権 利 へ 。 第 五 に 平 等 か ら 集 団 の 差 異 へ

の 関 心 に 置 き 換 わ っ て き て お り 、 集 団 的 権 利 や 文 化 的 権 利 が 台 頭 し

て き た こ と を あ げ 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 文 化 の 領 域 に か か わ っ て き

た こ と を 強 調 し て い る （ D e l a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4： i v－ v,  3 5 - 4 2）。 こ の

こ と は 同 時 に 、 マ ー シ ャ ル の 議 論 に お い て 福 祉 国 家 の 成 立 と 密 接 に

関 連 す る 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 、 こ う し た 文 化 的 権 利 に 対 し て

対 応 で き な い 排 除 の 問 題 を 含 み も つ 点 で 批 判 さ れ る こ と に な る

（ I b i d . ,  2 0 0 0＝ 2 0 0 4： 3 7）。  

デ ラ ン テ ィ は 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 近 代 国 家 が 住 民 を 統 制 し 、 文

化 的 同 質 性 を つ く り だ す 道 具 と し て 役 立 っ て き た が 、 今 日 に お い て

は 、 国 籍 と シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と の 関 係 を 曖 昧 に し て い る と す る 。 こ

う し た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 展 開 を 整 理 し て 、 デ ラ ン テ ィ は 、 シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ が 文 化 の 領 域 に 入 り 込 ん で き た と す る 。  

今 日 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 論 点 は 、 こ の よ う に 国 家 を 超 え

た と こ ろ に 発 生 す る と 同 時 に 、 き わ め て ロ ー カ ル な 場 に お い て 具 体

的 に 発 生 す る 文 化 的 差 異 と 関 連 さ せ た 議 論 が 非 常 に 重 要 に な っ て き

て い る と 考 え ら れ る 。  
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２ ） 平 等 か ら 差 異 へ  

文 化 的 多 元 主 義 に お い て 議 論 に で て く る テ イ ラ ー や ヤ ン グ は 、 い

わ ば こ の 参 加 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 重 視 す る 側 の コ ミ ュ ニ タ リ ア ン

の 論 者 と し て 位 置 づ け ら れ る 。 も ラ デ ィ カ ル に 差 異 を 主 張 し た の

が ヤ ン グ で あ る 。 普 遍 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 、 公 共 性 と し て 平 等 性

を 重 要 視 す る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 方 を 批 判 し 、 マ イ ノ リ テ ィ の

集 団 的 権 利 を 主 張 し た 。  

 「 普 遍 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」 の 理 念 は 、 解 放 へ と 向 か い 近 代 政

治 史 の 流 れ を 推 し 進 め て き た 動 員 で あ っ た （ Yo u n g  1 9 9 5）。 女 性 や

ユ ダ ヤ 人 、 黒 人 、 が 地 位 を 手 に 入 れ る た め の こ う し た 普 遍 的 シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ は 、「平 等 性 を 同 等 性 と し て 理 解 す る こ と を 通 じ て 、す べ

て の 者 に 対 す る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 拡 大 と い う 意 味 に 加 え て 、 少 な

く と も 二 つ の 意 味 を 帯 び る こ と と な っ た 」。す な わ ち 、第 一 は 、市 民

の 多 様 性 と は 逆 に 、 市 民 の 共 通 性 を 表 す 意 味 ＝ 一 般 性 と し て 規 定 さ

れ た 普 遍 性 で あ る 。 第 二 は 、 個 人 や 集 団 の 差 異 に 無 関 係 に 適 用 さ れ

る 法 規 や 規 則 を あ ら わ す 意 味 ＝ 万 人 に 対 し 、 同 一 を 求 め 、 同 一 に 適

用 さ れ る と い う 意 味 で の 普 遍 性 」（ Yo u n g  1 9 8 9 = 1 9 9 5： 9 9）で あ る 。

こ の こ と は 、「市 民 が 共 有 す る 視 座 や 利 益 と し て 表 現 さ れ る シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ か ら な る 公 的 領 域 の 理 念 は 、 実 際 に は 市 民 間 の 同 質 性 を 求

め る 要 求 と し て 作 用 し て き た 。 今 世 紀 以 前 に は 、 差 異 を 有 す る と 規

定 さ れ た 集 団 は 明 ら か に 排 除 さ れ て い た 」 こ と を 意 味 す る （ Yo u n g  

1 9 8 9 = 1 9 9 5 : 1 0 1）。  

「 普 遍 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と い う 理 念 に よ っ て 、公 共 性 と は 、個 別

性 に 対 置 さ れ る 一 般 性 を 体 現 す る も の で あ り 、 差 異 と 対 置 さ れ る 共

通 性 を 具 体 化 す る も の で あ る こ と が 明 ら か に 示 さ れ て い る 。 こ の よ

う な 普 遍 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と い う 理 念 を 実 現 し よ う と す る と 、 す

べ て の 集 団 に 平 等 な 市 民 と し て の 地 位 が 形 式 的 に は 与 え ら れ て い る

場 合 で あ っ て も 、 排 除 さ れ 、 不 利 益 な 立 場 を 押 し つ け ら れ る 集 団 が

生 じ が ち で あ る 。 普 遍 的 な も の と し て 公 共 性 の 理 念 を 捉 え 、 そ れ に

伴 っ て 個 別 性 を 私 的 な も の と 同 一 視 す る こ と に よ り 、 同 質 性 が 公 的

参 加 の 前 提 条 件 と し て 求 め ら れ る よ う に な る 」（ Ib i d . ,  

1 9 8 9 = 1 9 9 5 : 1 0 5）。こ う し た ヤ ン グ の「 集 団 の 差 異 」や「 普 遍 的 シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ 」 を 代 替 す る 「 差 異 化 さ れ た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」 は 、

公 共 性 と し て 平 等 性 を 重 視 す る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 方 を 批 判 し

て い る 。  

 

３ ． 参 加 と し て の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論  

こ こ で 、 再 度 デ ラ ン テ ィ の 議 論 を も と に 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 議 論

に お け る 、文 化 的 権 利 と 参 加 を め ぐ る 主 張 の 違 い を 整 理 し て お こ う 。 
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（ １ ） リ ベ ラ リ ズ ム に お け る 参 加 の 議 論 へ の 無 関 心  

デ ラ ン テ ィ は 、 リ ベ ラ ル 派 が 市 場 と 国 家 を 中 心 に 考 え 、 主 に 権 利

と 義 務 の 形 式 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 主 張 を し 、 ア イ デ ン テ ィ テ ィ

の 承 認 や 参 加 の 権 利 を 自 明 視 す る こ と に よ っ て 文 化 的 差 異 や 参 加 に

関 す る 考 察 に 関 心 を 示 さ な か っ た と す る（ D e l a n t y  2 0 0 0）。さ ら に 、

ネ オ リ ベ ラ ル に 至 っ て は 、 福 祉 国 家 批 判 を 展 開 し 社 会 的 シ テ ィ ズ ン

シ ッ プ を 軽 視 し た（ 伊 藤 1 9 9 6： 11 9）。そ し て 市 民 に 代 わ っ て 消 費 者

を 設 定 し 、 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 消 費 世 界 へ と 拡 張 し 、 そ れ に

よ っ て シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 平 等 化 す る 機 能 を 失 い 、 社 会 的 、 経 済 的

不 平 等 を 拡 大 さ せ 、 か え っ て 規 制 の 要 求 を つ く り 出 し た と す る

（ D e l a n t y  2 0 0 0 = 2 0 0 4： 4 2）。  

 

（ ２ ） 参 加 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 議 論 へ  コ ミ ュ ニ タ リ ア ニ ズ ム の

理 論   

一 方 、 コ ミ ュ ニ タ リ ア ン に お い て は 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 「 政 治

化 」 し 、 「 参 加 」 を 強 調 し た 。 こ の 参 加 を 重 視 す る 議 論 は 、 コ ミ ュ

ニ タ リ ア ン の 主 張 す る と こ ろ で あ る が 、 そ れ は 「 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

の 政 治 化 」（ D e l a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4： 4 7） と い え る 。 ロ ー カ リ テ ィ に

着 目 し コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 主 張 す る の も コ ミ

ュ ニ タ リ ア ン か ら 出 て き て い る 議 論 で あ る 。  

 リ ベ ラ ル 理 論 に お い て 中 心 的 で あ っ た 成 員 資 格（ 法 的 地 位 ）、権 利

と 義 務 の 議 論 で は 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 受 動 的 な 側 面 が 強 調 さ れ る

傾 向 が あ る 。 こ う し た 受 動 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 側 面 を 議 論 し て

き た の が 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の リ ベ ラ ル 論 で あ る が 、 権 利 と 義 務 の

遂 行 は 、 そ れ を 現 実 の 社 会 に お い て 行 動 に 起 こ す 能 動 的 な 側 面 、 つ

ま り 社 会 参 加 の 問 題 を 抜 き に は 展 開 し 得 な い 。 ま た 、 社 会 運 動 に 関

わ る こ と に よ っ て 権 利 ･金 の 拡 大 が 可 能 に な る と も い え る 。ア ク テ ィ

ヴ な 側 面 の 議 論 が あ っ て 初 め て 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 展 開 す る と

い え る 。  

そ こ で 参 加 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 重 視 す る 議 論 が で て く る 。 こ れ

ら を 重 視 す る の が コ ミ ュ ニ タ リ ア ン に お け る 議 論 で あ る 。 コ ミ ュ ニ

タ リ ア ン に お け る 議 論 は 、 権 利 と 義 務 で は な く 、 参 加 と ア イ デ ン テ

ィ テ ィ を 重 視 す る 。 文 化 的 多 元 主 義 に お い て 主 張 し て い る テ イ ラ ー

や ヤ ン グ は 、 こ の 参 加 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 従 事 す る 側 の コ ミ ュ ニ

タ リ ア ン の 論 者 と し て 位 置 づ け ら れ る 。 テ イ ラ ー （ Ta y l o r  

1 9 9 4 = 1 9 9 6 ） の 「 承 認 を め ぐ る 政 治 」、 キ ム リ ッ カ (K y m l i k a  

1 9 9 5 = 1 9 9 8 )の「 集 団 的 権 利 」、ヤ ン グ ( Yo u n g  1 9 9 0 )の「 集 団 の 差 異 」、

「 差 異 化 さ れ た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」な ど が 鍵 概 念 と し て 主 張 さ れ る 。 

デ ラ ン テ ィ は コ ミ ュ ニ タ リ ア ン を 3 つ に 分 け て 議 論 し て お り 、 そ

の う ち リ ベ ラ ル な コ ミ ュ ニ タ リ ア ン に つ い て 言 及 す る 。 そ の 代 表 と
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さ れ る テ イ ラ ー （ T a y l o r  1 9 9 4 = 1 9 9 6） は 、 リ ベ ラ リ ズ ム を 文 化 的 差

異 の 現 実 と 文 化 的 共 同 体 を 保 護 す る 必 要 の 両 方 に 適 応 さ せ て 修 正 し

よ う と す る 立 場 を と る（ D e l a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4： 5 3）。 彼 は シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ を 文 化 的 差 異 の 承 認 と し て 理 解 し つ つ 、 文 化 的 共 同 体 を 承

認 す る コ ミ ュ ニ タ リ ア ン の 主 張 と の 折 り 合 い を つ け る 契 機 を 示 し て

い る 。  

権 利 ・ 義 務 を 強 調 す る リ ベ ラ リ ズ ム に 対 し て 、 コ ミ ュ ニ タ リ ア ン

は 「 参 加 」 と 「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」 へ の 道 筋 を つ け た も の の 、 し か

し デ ラ ン テ ィ （ I b i d . ,  2 0 0 0 - 2 0 0 4） や ヘ ル ド （ H e l d  1 9 9 5） の い う よ

う な 、 民 主 主 義 の 議 論 に は 結 び つ け ら れ な か っ た 。 つ ま り 、 ラ デ ィ

カ ル ・ デ モ ク ラ シ ー が 主 張 す る よ う な 、 マ イ ノ リ テ ィ に 対 す る 文 化

的 差 異 の 承 認 に 結 び つ く よ う な 考 察 ま で は い た ら な い 。 コ ミ ュ ニ タ

リ ア ン が 文 化 と い う と き 、 そ れ は 集 団 的 な 文 化 的 絆 、 コ ミ ュ ニ テ ィ

に 限 定 さ れ て お り 、「政 治 的 共 同 体 が 成 立 す る 基 盤 に 歴 史 的 に 先 行 す

る 文 化 的 含 意 を 仮 定 し て い る 」（ D e l a n t y  2 0 0 0： 8 0） と さ れ る か ら

で あ る 。 デ ラ ン テ ィ に お い て は 、 リ ベ ラ リ ズ ム と 同 様 に コ ミ ュ ニ タ

リ ア ニ ズ ム も 、 討 議 的 な 民 主 主 義 を 考 慮 し な い 主 張 と し て 批 判 さ れ

て い る 。  

 

（ ３ ） ラ デ ィ カ ル ･デ モ ク ラ シ ー に も と づ く シ テ ィ ズ ン シ ッ プ  

デ ラ ン テ ィ 同 様 に 、ラ デ ィ カ ル ･デ モ ク ラ シ ー 論 の 立 場 か ら 新 た な

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 概 念 を 提 供 し よ う と す る の が ム フ で あ る 。ム フ は 、

「 従 属 に 対 し て 抵 抗 す る 多 く の 異 な っ た 闘 争 が 、 自 由 に 参 入 す る 共

通 の 空 間 を 備 え た 一 つ の 地 平 」 と し て 、 政 治 的 左 派 の あ り か た を 定

義 し 直 す 必 要 性 を 説 く （ M o u f f e  1 9 9 3 = 1 9 9 8 : 1 3）。  

ム フ は 、ラ デ ィ カ ル ･デ モ ク ラ シ ー の 議 論 に お い て 、フ ェ ミ ニ ズ ム

や ヤ ン グ の 「 差 異 化 さ れ た 集 団 」（ Yo u n g 1 9 8 9 = 1 9 9 5 ) に お け る シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ 概 念 の 考 え 方 を 批 判 し て い る 。 た と え ば 、 ペ イ ト ソ ン

ら 他 の フ ェ ミ ニ ズ ム の 主 張 と 同 様 で 、 ヤ ン グ が 女 性 の 「 集 団 と し て

の 差 異 」 を 主 張 す る こ と は 、 結 果 的 に 既 存 の 利 害 関 係 や ア イ デ ン テ

ィ テ ィ を 擁 護 す る こ と に 変 わ り な く 、「み ず か ら が 批 判 す る 利 益 集 団

多 元 主 義 と さ し て か わ ら な い 」 と 批 判 す る 。 こ れ に 対 し 、 ム フ の ラ

デ ィ カ ル ･デ モ ク ラ シ ー と し て の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 議 論 の 方 向 性 は 、

「 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 近 代 的 概 念 の 限 界 に 対 す る 処 方 箋 は 、 シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ の 定 義 に 政 治 的 に 妥 当 な 性 差 も 設 け る こ と に で は な く 、

性 差 が 実 際 に 無 関 係 に な る よ う な 新 し い 市 民 概 念 を 構 築 す る こ と 」

（ M o u f f e  1 9 9 3 = 1 9 9 8 : 1 6 5） で あ る 。 そ し て 、「 新 し い 平 等 主 義 的 な

社 会 関 係 、 慣 習 、 諸 制 度 を 通 じ て 明 確 化 さ れ る 新 た な ヘ ゲ モ ニ ー 確

立 の 条 件 を 作 り 出 す 、 共 通 の 政 治 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 構 築 で あ る

べ き で あ る 。 こ れ は 。 既 存 の 諸 種 の 主 体 位 置 の 変 容 な し に は 成 し 遂
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げ ら れ な い 」（ I b i d . , 1 9 9 3 = 1 9 9 8 : 1 7 2 - 1 7 3）、「 ヘ ゲ モ ニ ー 的 接 合 の 政

治 的 過 程 の 結 果 」（ I b i d . , 1 9 9 3 = 1 9 9 8 : 1 7 3） と し て の み 、 諸 集 団 の 要

求 が 終 息 し 、 新 し い ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 作 り 出 さ れ る 。 ム フ は 、 コ

ミ ュ ニ タ リ ア ン を 支 持 す る 側 に 立 ち つ つ 、 そ の 危 険 性 を 回 避 す る 必

要 を 主 張 す る 。 前 近 代 的 な 概 念 に 立 ち 返 る こ と は で き な い 、 個 人 を

市 民 の た め に 犠 牲 に は で き な い と し て 、「 現 代 に あ っ て シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ を 構 想 し て い く 場 合 、 多 元 主 義 と 個 人 的 自 由 の 尊 重 を 出 発 点 と

す る 必 要 が あ る 」 と 説 く （ M o u f f e 1 9 9 3  = 1 9 9 8 : 11 3）。    

 

（ ４ ） コ ス モ ポ リ タ ン な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ  

こ う し て 、 リ ベ ラ リ ズ ム は 参 加 を 軽 視 し 、 一 方 で コ ミ ュ ニ タ リ ア

ン は 参 加 に つ い て 主 張 し シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 政 治 化 を 主 張 し て い る

も の の 、マ ジ ョ リ テ ィ の 文 化 的 支 配 に 重 き を お い て い る と い う 点 で 、

双 方 と も シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 民 主 主 義 と シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 関 係 を

無 視 し て 展 開 し て い な い 、 と い う デ ラ ン テ ィ の 整 理 を 参 考 に み て き

た 。 こ れ ら は 国 家 や 国 民 と い っ た ナ シ ョ ナ リ テ ィ と 密 接 に 結 び つ い

た 議 論 に と ど ま っ て い る （ D e l a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4： 9 7－ 9 8）。  

ま た 、「差 異 」に つ い て の 見 解 は 異 な り 、リ ベ ラ ル に お い て は 個 人

の 自 由 を 、 コ ミ ュ ニ タ リ ア ン に お い て は 個 人 の 自 由 を 制 限 す る 集 団

の 文 化 的 権 利 と し て 捉 え ら れ て お り （ B a u m a n  1 9 9 3）、 両 者 は と も

に 文 化 的 差 異 を 主 張 す る フ ェ ミ ニ ス ト や 多 文 化 主 義 者 が 問 題 と す る

参 加 の 政 治 的 問 題 、 つ ま り 参 加 す る う え で 必 要 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン 手 段 が そ も そ も 得 に く い と い う 問 題 を 看 過 し て い る こ と に な る 。  

こ う し た 国 家 や 国 民 に 関 心 を 寄 せ る ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ 論 を 越 え て 、 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 提 唱 を す る

の が コ ス モ ポ リ タ ニ ズ ム に よ る 主 張 で あ る 。 コ ス モ ポ リ タ ン な コ ミ

ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に 関 す る 議 論 は 、ハ ー バ ー マ ス ,

Ｊ ．、 フ ォ ー ク , Ｒ ．、 タ ー ナ ー , Ｂ ．、 ア ー リ , Ｊ ．、 リ ン ク レ ー タ ー ,

Ａ ．、 ヘ ル ド , Ｄ ．、 サ ッ セ ン , Ｓ ．、 ギ デ ン ズ , Ａ ． ら が 代 表 的 で あ る

（ D e l a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4）。 コ ス モ ポ リ タ ニ ズ ム は 国 内 外 に お け る 参

加 と 権 利 を 視 野 に 入 れ 、 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 多 元 性 を 強 調 す る 。 し

か し 、 コ ス モ ポ リ タ ニ ズ ム は 、 グ ロ ー バ ル 化 が も た ら し た 議 論 と は

い え 、 そ れ は 「 グ ロ ー バ ル な 市 民 」 と い う 構 想 を 強 調 す る あ ま り 、

人 々 が 実 際 の 生 活 を 営 む コ ミ ュ ニ テ ィ と の 結 び つ き を 欠 い た ま ま の

議 論 に な り が ち で あ る 点 で 、 デ ラ ン テ ィ は 支 持 を 示 し つ つ も 批 判 的

な 立 場 を と る 。 こ の ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル な 議 論 に よ る コ ミ ュ ニ タ リ ア

ン へ の 批 判 も 、 コ ミ ュ ニ タ リ ア ン に よ る ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル な 議 論 へ

の 批 判 も 、 そ れ ら が 代 替 的 な も の で あ れ ば い ず れ も そ の 論 拠 を 失 う

と し 、 双 方 の 過 剰 な 主 張 を 退 け 、「「 ポ リ ス 」 と 「 コ ス モ ス 」 の ど ち

ら も 必 要 で あ る 」（ D e l a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4： 2 7 2）と 主 張 す る 。こ こ か
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ら 彼 は 、文 化 的 基 盤 を 重 視 し 、「討 議 を と お し て 構 成 さ れ た コ ミ ュ ニ

テ ィ 」（ D e l a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4： 2 7 9）、 つ ま り 対 話 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン の 本 質 と し て の コ ミ ュ ニ テ ィ と の 関 連 を 重 視 す る 。 こ の 立 場 を

「 市 民 的 コ ス モ ポ リ タ ン 」 と 称 す る （ D e l a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4： 2 7 9）。 

デ ラ ン テ ィ は 、「コ ス モ ポ リ タ ン な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の ほ と ん ど の

構 想 は 、実 際 に グ ロ ー バ ル な 市 民 社 会 の 見 通 し に 関 す る も の で あ り 、

統 治 の 法 的 、 政 治 的 形 態 の 可 能 性 に 関 係 す る 」 と し 、 私 見 と し て 、

よ り 重 要 な 問 題 は 、「ト ラ ン ス ナ シ ョ ナ ル な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 統

治 の 領 域 と し て 、 か つ ま た 国 家 や サ ブ ナ シ ョ ナ ル な レ ベ ル の よ う な

国 内 に お け る 公 共 圏 の 変 形 と し て コ ス モ ポ リ タ ン な 公 共 圏 が あ り う

る か ど う か と い う 可 能 性 に 関 係 し て い る 。 … 。 し か し 、 コ ス モ ポ リ

タ ニ ズ ム は グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン と 同 じ も の で は な い し 、 ま た そ れ

ゆ え ト ラ ン ス ナ シ ョ ナ ル な レ ベ ル の も の に 取 っ て 代 わ る も の で も な

い 。 だ か ら こ そ 、 コ ス モ ポ リ タ ニ ズ ム が グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン に 抵

抗 す る 力 を 引 き 出 す 市 民 共 同 体 と 結 び つ く な ら ば 、 コ ス モ ポ リ タ ニ

ズ ム が 成 功 す る 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ る 」（ D e l a n t y  2 0 0 0＝ 2 0 0 4）

と す る 。  

 

４ ． ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 必 要 性   

ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 再 評 価 す る リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ

リ ズ ム で も な く 、 マ ジ ョ リ テ ィ の 文 化 的 支 配 に 重 き を お く コ ミ ュ ニ

タ リ ア ニ ズ ム で も な く 、「グ ロ ー バ ル な 市 民 」の 構 想 を 強 調 す る あ ま

り 、 実 際 の 生 活 を 営 む コ ミ ュ ニ テ ィ と の 結 び つ き を 欠 い た コ ス モ ポ

リ タ ニ ズ ム で も な い 、 市 民 共 同 体 （ 市 民 社 会 ） に お け る シ テ ィ ズ ン

シ ッ プ ― ロ ー カ ル・コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 参 加 の 議 論 が 必 要 で あ る 。 

デ ラ ン テ ィ が 批 判 し つ つ も 議 論 の 余 地 を 残 す コ ス モ ポ リ タ ン の シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 実 は 具 体 的 な ロ ー カ リ テ ィ と の 関 係 が 明 ら か で

な い と い う 問 題 を 抱 え て い る 。 実 際 に 文 化 的 差 異 が あ る ロ ー カ ル ・

コ ミ ュ ニ テ ィ に 存 在 す る と き に 、 そ う し た 背 景 を も つ 他 者 同 士 が 地

域 コ ミ ュ ニ テ ィ に 参 加 す る た め の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に 関 す る 議 論 は 、

十 分 に 展 開 さ れ て い る と は 言 い 難 い 。 ま た 、 グ ロ ー バ ル 化 の 議 論 が

な さ れ る ほ ど ロ ー カ ル な 次 元 で 立 ち 現 れ る も の に 目 を 向 け る 必 要 が

あ る と す る な ら ば 、 コ ミ ュ ニ タ リ ア ン に お け る 文 化 的 基 盤 と シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ の 葛 藤 の 問 題 に 、 再 度 立 ち 戻 っ て 考 察 す る 必 要 も あ る の

で は な い だ ろ う か 。  

生 活 す る 者 に と っ て 、 ど の 程 度 か は 別 と し て 、 何 ら か の 居 住 を 伴

わ ず し て 生 活 す る こ と が 不 可 能 で あ る こ と を 考 慮 す る な ら ば 、 必 然

的 に い ず れ か の 歴 史 的 、 文 化 的 基 盤 を も っ た 場 所 を 起 点 と せ ざ る を

得 な い 。 し た が っ て 、 デ ラ ン テ ィ も 指 摘 し た よ う な ロ ー カ リ テ ィ を

度 外 視 す る コ ス モ ポ リ タ ン な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 批 判 の 対 象 と な



34 
 

る 。  

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 そ も そ も 地 域 的 な も の か ら 成 り 立 つ も の で

あ り （ M a r s h a l l  1 9 6 3 : 7 9）、 ま た 都 市 国 家 の 起 源 に 遡 れ ば 、 都 市 的

な も の で あ っ た （ 斉 藤 ・ 岩 永 1 9 9 6 : 2 6 4）。 ち な み に マ ー シ ャ ル は 、

福 祉 国 家 に お い て 重 要 視 さ れ て く る 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 起 源

に つ い て も 、 そ れ が 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ や 機 能 的 な ア ソ シ エ ー シ ョ ン

の メ ン バ ー シ ッ プ で あ っ た と 論 じ て い る （ I b i d . , 1 9 6 3 : 8 1）。  

ま ず 、 討 議 を お こ な う 複 数 の 相 互 に 異 質 な 文 化 的 基 盤 の 存 在 が 先

行 す る 。 そ し て 、 住 民 が 実 際 に 生 活 す る ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ が

討 議 の 場 ―「 コ ス モ ポ リ タ ン な 公 共 圏 」（ D e l a n t y  2 0 0 0 = 2 0 0 4）に な

ら ざ る を え な い 。 地 域 が な ん ら か の 文 化 的 基 盤 を も っ た 現 実 の 生 き

ら れ た 世 界 で あ る 以 上 、 そ の 文 化 的 差 異 の 生 じ て い る 現 実 か ら 、 い

か に 対 話 に よ る 文 化 的 変 容 の 可 能 性 が 立 ち 現 れ る の か を 見 出 す 必 要

が あ る の で は な い だ ろ う か 1 2 ）。  

そ の こ と に よ っ て 、 ナ シ ョ ナ ル ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ で は な く 、 ロ

ー カ ル 空 間 に 焦 点 を 据 え る よ う な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 展 開 に 気 づ

く こ と に な ろ う 。 そ し て そ れ が ま ち づ く り な ど に お け る 住 民 参 加 に

関 す る 議 論 に 結 び つ く 。こ れ が 例 え ば バ オ ベ ッ ク の い う と こ ろ の「 ス

テ ー ク ホ ル ダ ー ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」（ S t a k e h o l d e r  C i t i z e n s h i p）

の 展 開 、「 あ る 政 治 的 共 同 体 の 繁 栄 と 自 分 自 身 の 将 来 に わ た る 自 律 や

福 祉 、 人 生 の 展 望 を 結 び つ け 、 そ の 政 治 的 共 同 体 の 未 来 を か た ち づ

く る 集 合 的 意 思 決 定 に 参 加 し た い と 考 え る よ う な 諸 個 人 」（ B a u b ö c k  

2 0 0 7 : 2 4 2 2） の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に つ な が る 。  

こ の よ う に 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 、 グ ロ ー バ ル 化 に お け る ロ ー

カ ル 空 間 で 再 度 捉 え 返 し て い く 必 要 が あ る 。 コ ミ ュ ニ テ ィ と シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ の 議 論 の 方 向 性 も 、 一 般 論 と い う よ り も 、 よ り ロ ー カ リ

テ ィ を 踏 ま え た 具 体 個 別 的 な あ り 方 を 念 頭 に お い た 議 論 を す る 必 要

が あ る 。 ち な み に 斎 藤 ・ 岩 永 は 、 国 民 国 家 の 枠 を 抜 け 出 し た 市 民 社

会 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を「 都 市 住 民 権 」と 称 し 、「 都 市 は 、グ

ロ ー バ ル 化 と ロ ー カ ル 化 が 進 行 す る な か で 、 都 市 を 基 軸 と し た 市 民

権 の 多 重 性 が 進 ん で い る と す る （ 斉 藤 ・ 岩 永 1 9 9 6 : 2 6 6）。 ま た 彼 ら

に よ る と 、 都 市 住 民 権 は 「 国 民 的 同 質 性 に 基 づ く の で は な く 、 居 住

地 域 に 対 す る 政 治 的 な 責 任 に も と づ き 、都 市 住 民 の 民 族 的・文 化 的・

宗 教 的 な 多 様 性 を 尊 重 す る 」（ I b i d . , 1 9 9 6 : 2 6 9）。  

 

そ こ で 、 次 章 以 降 、 具 体 的 な ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 様 を 、事 例 研 究 を 通 し て み て い く こ と に す る 。 

 ま ず 、 第 ２ 章 、 第 ３ 章 で は 、 ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 限

界 と 、 ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が ポ ス ト

ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 特 性 の 一 つ で あ る 多 重 性 、 多 様 性
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を 含 み も つ も の へ と 変 貌 を 遂 げ る 過 渡 期 の 状 況 や ア イ デ ン テ ィ テ ィ

を め ぐ る 問 題 を 捉 え る 事 例 を 示 す 。 第 ２ 章 は 、 在 日 韓 国 人 の 多 住 地

域 で あ る 川 崎 市 沿 岸 部 の 地 域 を 舞 台 に 繰 り 広 げ ら れ て き た 民 族 差 別

に 抗 す る 一 連 の 運 動 の 展 開 を 契 機 に 、 ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ の 限 界 と そ れ が グ ロ ー バ ル 化 の な か で 外 国 人 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

の 受 容 拡 大 と い う 新 た な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 在 り 方 に つ い て 再 考 せ

ざ る を 得 な い 状 況 、 過 渡 期 に き て い る こ と を 示 す 。 第 3 章 は 、 川 崎

市 と は 対 照 的 な 地 方 小 規 模 自 治 体 の 国 際 結 婚 し た い わ ゆ る 外 国 人 妻

た ち が 日 本 語 教 育 を 受 け る こ と に よ っ て 、 彼 ら が 地 域 住 民 と し て の

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 獲 得 し 、 地 域 の 生 活 者 と し て 社 会 参 加 を 遂 げ て

い く プ ロ セ ス を 追 っ て い る 。 こ れ も 第 2 章 と 同 様 に ロ ー カ ル ・ コ ミ

ュ ニ テ ィ に お い て ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に は 収 ま り き ら な

い 存 在 に 対 す る ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 捉 え る 事 例

と な る 。  

 第 ４ 章 、 第 ５ 章 、 第 ６ 章 で は 、 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ が 重 要 視 す る 参 加 の 問 題 を 、 地 域 文 化 資 源 を 利 用 し た ま ち づ く

り や 、 限 界 集 落 化 す る 小 規 模 集 落 に お け る 住 民 参 加 の 変 容 プ ロ セ ス

を 通 し て 捉 え て い く こ と に す る 。 第 4 章 は 、 秋 田 県 に お け る 伝 統 的

地 場 産 業 で あ る 川 連 漆 器 の 職 人 集 団 に お け る 社 会 関 係 の 変 容 か ら 新

た な 地 域 住 民 権 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 捉 え よ う と し た も の で あ る 。 

旧 来 の 徒 弟 制 度 や 親 方 を 中 心 と し た タ テ の 社 会 関 係 を 築 い て き た 地

域 社 会 構 造 は 、 グ ロ ー バ ル 化 、 少 子 高 齢 化 と い っ た 社 会 変 動 の 影 響

に よ り 変 化 を 余 儀 な く さ れ 、 新 た な 職 人 個 人 同 士 の ヨ コ の つ な が り

に よ る 社 会 関 係 や こ れ ま で 表 に で て こ な か っ た 女 性 た ち が 活 動 に 係

る こ と に よ り 、 多 様 な 連 携 を 産 み だ す シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 捉 え る こ

と に な る 。 第 5 章 で は 、 近 世 か ら 近 代 に か け 商 人 町 と し て 栄 え た 秋

田 県 の 旧 増 田 町 の 、 商 人 た ち の 所 有 す る 内 蔵 と い う 地 域 文 化 資 源 の

発 見 と 再 評 価 を 通 し 、 一 般 住 民 が 主 体 と な っ て ま ち づ く り が 展 開 し

て い く な か で 、 多 様 な 階 層 の 人 々 に よ る 新 た な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が

醸 し 出 さ れ る プ ロ セ ス を 示 す 。第 6 章 は 、限 界 集 落 の 問 題 を 背 景 に 、

小 規 模 高 齢 化 し た 集 落 が 、 一 度 は 廃 れ た 集 落 の 祭 礼 を 、 多 様 な 「 よ

そ 者 」 と の 出 会 い 、 交 流 を き っ か け に 、 衰 退 し 続 け る 集 落 を 維 持 、

再 生 し よ う と す る 活 動 の 展 開 プ ロ セ ス を 通 し 、 地 域 文 化 へ の 誇 り 、

地 域 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 取 り 戻 す シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 変 容 を 示 す 。 

 こ う し た 事 例 か ら 、 ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と は 次 元 の 異

な る 新 た な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と し て の 多 様 性 、 流 動 性 を 含 み も つ ポ

ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お

い て 生 ま れ 展 開 し て き て い る 状 況 を 示 す こ と と し た い 。  
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第 ２ 章  定 住 外 国 人 の 社 会 的 権 利 と コ ミ ュ ニ テ ィ  

１ ． 定 住 外 国 人 と 社 会 的 権 利 を め ぐ る 議 論  

 １ ９ ８ ０ 年 代 後 半 以 降 、 米 ソ 冷 戦 構 造 の 崩 壊 、 社 会 主 義 国 家 の 解

体 と そ れ に と も な う 民 族 紛 争 の 噴 出 、 そ し て ヨ ー ロ ッ パ 連 合 の 展 開

な ど 、 国 民 国 家 を 前 提 と し た 社 会 シ ス テ ム が 変 容 を 迫 ら れ て い る 。

労 働 市 場 の グ ロ ー バ ル 化 は 新 し い 移 民 労 働 者 の 増 加 を も た ら し 、 彼

ら は 一 時 的 な 短 期 滞 在 か ら 長 期 滞 在 、 さ ら に は 定 住 へ 、 つ ま り 移 民

労 働 者 か ら あ る コ ミ ュ ニ テ ィ の 住 民 、 市 民 へ と い う 多 様 性 を も つ 存

在 に な っ て お り （ 宮 島 ・ 梶 田  1 9 9 6）、 そ の 多 様 性 に 直 面 す る 社 会 的

現 実 と 、 彼 ら を 労 働 者 と し て 一 元 的 に 捉 え て き た 従 来 の 社 会 制 度 と

は 大 き な 乖 離 を み せ は じ め て い る 。  

 そ の よ う な な か 、 社 会 理 論 再 構 築 の 試 み と し て 近 年 社 会 学 的 に 注

目 さ れ て い る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ １ ）議 論 に お い て 、社 会 的 マ イ ノ リ テ

ィ の 諸 権 利 の 保 障 を め ぐ る 議 論 が な さ れ て い る 。 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

は 、市 民 的 権 利（ 身 体 の 自 由 、言 論 、思 想 、信 教 の 自 由 な ど ）、政 治

的 権 利（ 参 政 権 、自 治 権 な ど ）、そ し て 社 会 的 権 利（ 教 育 を 受 け る 権

利 、労 働 の 権 利 、経 済 的 福 祉 へ の 権 利 、文 化 的 生 活 を 営 む 権 利 な ど ）

の 三 要 素 か ら 構 成 さ れ る が 、 な か で も 社 会 的 権 利 は 、 福 祉 国 家 と い

う 政 治 経 済 体 制 が 確 立 し た 戦 後 以 降 の 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 重 要 な

構 成 要 素 と さ れ る 。 し か し 、 こ の 社 会 的 権 利 は 「 国 家 に よ っ て 保 障

さ れ る 給 付 へ の 要 求 」（ M a c q k e r s o n  1 9 8 5 : 1 5 4） と い う 性 格 を も ち 、

貧 困 者 、 失 業 者 、 人 種 的 少 数 者 の あ い だ に 国 家 へ の 依 存 構 造 を つ く

り だ す 問 題 が 指 摘 さ れ て い る （ Wo l i n  1 9 8 9）。 本 来 シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ 自 体 に は 市 民 の 主 体 的 な 参 加 的 要 素 が あ る が 、 福 祉 政 策 を 通 し た

統 制 機 能 が は た ら く 福 祉 国 家 体 制 下 で は そ の 能 動 的 性 格 が 弱 め ら れ 、

受 動 的 な 受 給 資 格 と い う 側 面 が 強 調 さ れ る こ と に な る（ 伊 藤 1 9 9 6：

1 5 4）。 さ ら に 、 社 会 的 サ ー ビ ス の 受 給 は 、 国 家 の 分 配 政 策 や 労 働 組

合 等 の 交 渉 に よ る 利 害 調 整 に よ っ て 左 右 さ れ う る 。 こ の こ と は 利 害

調 整 の た め の 集 団 に ア ク セ ス す る 手 段 を も つ 者 と も た な い 者 の 間 に

社 会 構 造 上 の 不 平 等 を 生 み だ し 、 社 会 的 権 利 を 行 使 す る こ と に よ っ

て 得 ら れ る 利 益 を 受 け ら れ な い 状 況 を 引 き 起 こ す こ と に な る

（ I b i d . 1 9 9 6 : 1 5 0 - 1 5 5）。  

 こ の よ う な 社 会 的 マ イ ノ リ テ ィ の 権 利 保 障 問 題 が あ る な か で 、 定

住 外 国 人 の 場 合 に は 、 国 籍 を 有 す る 国 民 を 前 提 に し た 近 代 国 家 成 立

以 降 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に よ っ て コ ミ ュ ニ テ ィ か ら 排 除 さ れ る 問 題

も 生 じ る 。 W. R .ブ ル ベ イ カ ー は 、 定 住 外 国 人 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を

議 論 す る 際 に 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 国 籍 を 有 す る 完 全 な 市 民 に 与 え

ら れ る 政 治 的 権 利 と 、 定 住 に よ っ て 非 市 民 で あ る 移 民 に も 与 え ら れ

る と す る 社 会 的 、 経 済 的 権 利 と に 区 分 す る 。 そ し て 定 住 外 国 人 に 社

会 的 、 経 済 的 権 利 が 享 受 さ れ て い る 欧 米 ６ カ 国 の 事 例 か ら 国 籍 に よ
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る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 形 骸 化 し て い る こ と を 示 し 、 そ こ か ら 国 籍 の

区 別 な く 定 住 外 国 人 に も 政 治 的 権 利 を ふ く め た 完 全 な シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ を 付 与 す べ き と い う 立 場 を と る（ B r u b a k e r  1 9 8 9）2 ）。し か し 、

ブ ル ベ イ カ ー の 議 論 で は 、 社 会 的 、 経 済 的 権 利 が 人 種 的 差 別 に よ っ

て 保 障 さ れ て い な い 実 態 が 深 く 追 究 さ れ ず 、 そ れ 以 上 の 展 開 が な い

（ I b i d .  1 9 8 9）。日 本 社 会 に お け る 定 住 外 国 人 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 議

論 も 近 年 展 開 さ れ つ つ あ る が 、 こ の 場 合 も 具 体 的 に 議 論 し や す い 地

方 参 政 権 の 取 得 が 中 心 と な る こ と が 多 く 、 社 会 的 権 利 に つ い て の 議

論 は 十 分 と は い え な い 3 ）。  

 と こ ろ で 、 近 年 の ニ ュ ー カ マ ー 定 住 化 の 増 加 と 関 係 し た コ ミ ュ ニ

テ ィ 研 究 が 蓄 積 さ れ て き て い る （ 宮 島 ・ 梶 田 1 9 9 6 ,  奥 田 ・ 広 田 ・

田 島 1 9 8 4 ,他 ）。た し か に ニ ュ ー カ マ ー へ の 視 点 は 、彼 ら が 労 働 者 か

ら 住 民 、 市 民 へ と 変 化 し 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 に い か に 関 係 し て い る

の か 、 そ の プ ロ セ ス を 捉 え る 意 味 で 重 要 で あ る 。 し か し 、 コ ミ ュ ニ

テ ィ 形 成 と か か わ っ て 問 わ れ る べ き は 、 ニ ュ ー カ マ ー よ り む し ろ 定

住 化 が 進 ん で い る 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 を 代 表 と す る 永 住 権 を も つ 外 国

人 と の 関 係 性 で あ る 。  

 周 知 の と お り 、 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 に 関 す る 研 究 は 古 く か ら 歴 史 的

研 究 の 蓄 積 が あ る が 、 そ れ ら の 研 究 は 彼 ら を コ ミ ュ ニ テ ィ の 生 活 者

と し て 捉 え る 視 点 が 希 薄 で あ っ た 。 し か し 、 ニ ュ ー カ マ ー の 増 加 が

そ う し た 視 点 の 重 要 性 を 認 識 さ せ 、 日 本 社 会 に お け る エ ス ニ シ テ ィ

研 究 を 展 開 す る に は 、 ま ず 長 い 定 住 の 歴 史 を も つ 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人

の 存 在 を こ そ コ ミ ュ ニ テ ィ の 住 民 、 市 民 と し て 捉 え 直 し 、 コ ミ ュ ニ

テ ィ 形 成 に お い て 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 が ど の よ う に 関 係 し て く る の か

を 問 う 必 要 が で て き て い る 。 そ の な か で 、 た と え ば 谷 富 夫 は 在 日 韓

国 ・ 朝 鮮 人 多 住 地 域 を 対 象 と し た エ ス ニ ッ ク ・ コ ミ ュ ニ テ ィ の 研 究

を 展 開 し て い る 。 し か し 、 コ ミ ュ ニ テ ィ の 民 族 関 係 か ら は 、 今 の と

こ ろ 階 層 的 ・ 地 域 的 な 剥 奪 関 係 し か コ ミ ュ ニ テ ィ の 共 同 性 を 契 機 づ

け る 要 因 が み あ た ら な い 「 不 幸 な る コ ミ ュ ニ テ ィ 」 の 実 状 が 浮 き 彫

り に さ れ て い る か 、 そ う で な け れ ば セ グ リ ゲ ー シ ョ ン が 進 ん で い る

と い う 指 摘 に と ど ま り（ 谷 1 9 9 3 : 1 8）、変 容 す る コ ミ ュ ニ テ ィ の 今 後

の 形 成 が 、 定 住 外 国 人 を 交 え た コ ミ ュ ニ テ ィ の 生 活 者 全 体 に い か に

還 元 さ れ て い く の か と い う 積 極 的 な 議 論 は 蓄 積 が 少 な い ４ ）。  

 そ こ で 、以 下 、２ .で は 、在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 が 集 住 し 、民 族 的 多 様

性 を も つ 川 崎 市 川 崎 区 で 展 開 さ れ た 地 域 運 動 を 概 観 し 、 そ し て 共 生

の ま ち づ く り の 一 環 と し て 開 設 さ れ た 施 設 設 立 を め ぐ る 運 動 の 一 連

の 過 程 で み い だ さ れ た コ ミ ュ ニ テ ィ の 民 族 関 係 を 捉 え 、３ .で 住 民 を

対 象 と し た 地 域 と 教 育 に 関 す る 意 識 調 査 結 果（ 高 橋・内 藤・石 沢 1 9 9 6）

を 交 え な が ら 、 定 住 外 国 人 の 権 利 保 障 制 度 と 主 体 的 な コ ミ ュ ニ テ ィ

参 加 と の 関 係 を 整 理 し 、 ４ .で 総 括 と 今 後 の 課 題 を 提 示 す る 。  
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２ ． 川 崎 市 に お け る 在 日 韓 国 人 の 地 域 運 動  

（ １ ）  在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 多 住 地 域 の 概 況  

 1 9 9 4 年 現 在 、日 本 に お け る 外 国 人 登 録 者 数 は 1 3 5 万 4 , 0 11 人 で 、

う ち 6 7 万 6 , 7 9 3 人 が 韓 国 ・ 朝 鮮 籍 で あ る 。 韓 国 ・ 朝 鮮 籍 は 、 1 9 1 0

年 代 以 降 1 9 8 0 年 代 頃 ま で は 外 国 人 登 録 人 口 総 数 に 対 し 圧 倒 的 多 数

を 占 め て い た が 、 1 9 8 0 年 代 後 半 か ら ニ ュ ー カ マ ー の 増 加 や 在 日 韓

国 ・ 朝 鮮 人 の 帰 化 者 の 増 加 、 高 齢 化 に よ る 人 口 減 少 な ど で 相 対 的 な

減 少 傾 向 を み せ て い る 。川 崎 市 に お い て も 、1 9 8 5 年 の 外 国 人 の 内 訳

で は 韓 国 ・ 朝 鮮 籍 人 口 が 約 8 3 %  を 占 め て い た の に 対 し 、 1 9 9 6 年 で

は 約 4 7 %  と な っ て い る 。  

  本 稿 で 対 象 と す る 桜 本 地 区 は そ の 川 崎 市 南 部 に 位 置 し 、 桜 本 中 学

校 区 ５ 町 を 指 し て い う 地 域 で あ る 。1 9 9 0 年 の 資 料 に な る が 、桜 本 地

区 に お け る 韓 国 ・ 朝 鮮 籍 人 口 は 、地 区 全 体 の 約 1 2  %を 占 め る 。当 年

の 川 崎 市 で 0 . 6 %、 ま た 桜 本 地 区 の あ る 川 崎 区 で 2 . 1 %で あ る こ と と

比 較 し て も 、現 在 も こ の 地 区 は 相 対 的 な 集 住 性 を も つ と い っ て よ い 。

こ の 地 区 は 、 京 浜 工 業 地 帯 の 中 核 都 市 で あ る 川 崎 市 の な か で も も

工 場 の 密 集 し た 地 域 で あ り 、戦 中 の 軍 需 工 業 、戦 後 の 経 済 成 長 期 と 、

工 業 地 帯 の 労 働 者 の 生 活 の 場 と し て 発 展 し た 。 韓 国 ・ 朝 鮮 人 も 古 く

か ら 生 活 し 、 地 区 の 一 角 に バ ラ ッ ク 小 屋 を 立 て る な ど し て 、 や が て

ス ラ ム 街 が 形 成 さ れ て い く 。 し か し 、 旧 ・ 日 本 鋼 管 の 所 有 地 を 不 法

占 拠 す る か た ち だ っ た こ と か ら 行 政 の 手 が 入 り に く く 、 工 場 に 隣 接

し 大 気 汚 染 、 騒 音 な ど 劣 悪 で あ っ た 生 活 環 境 に も か か わ ら ず 地 域 の

開 発 ・ 改 善 が 先 送 り さ れ て き た 。 一 帯 は か つ て 「 ブ ラ ッ ク ホ ー ル 」

（ 川 崎 市 1 9 8 5 : 5 7） と 言 い 表 さ れ 、 貧 困 、 住 環 境 の 悪 さ 、 子 供 の 低

学 力 化 、 非 行 と い っ た 問 題 に は 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 に 対 す る 民 族 差 別

が 内 包 さ れ て き た と い え る 。  

 

（ ２ ） 在 日 韓 国 人 の 教 育 運 動  

 こ う し た 地 域 を 中 心 に 、 在 日 韓 国 人 を 中 心 と し た 権 利 保 障 の た め

の 地 域 運 動 が 展 開 し て き た 経 緯 が あ る 。運 動 の 発 端 は 、「在 日 大 韓 基

督 教 川 崎 教 会 」に よ る 地 域 の 奉 仕 活 動 の 一 環 と し て 、「近 隣 に 密 集 し

て 生 活 す る 労 働 者 の 、 特 に 共 稼 ぎ 夫 婦 の 便 宜 を は か っ て あ げ た い 」

（ 社 会 福 祉 法 人 青 丘 社 桜 本 保 育 園 1 9 7 4 : 4）と 、無 認 可 か ら は じ め ら

れ た 「 桜 本 保 育 園 」 の 保 育 活 動 で あ っ た 。 196 9 年 に 開 園 し 、 19 7 3

年 1 0 月 に 教 会 を 母 体 と し た「 社 会 福 祉 法 人 青 丘 社 」（以 下「 青 丘 社 」）

が 設 立 、 保 育 活 動 を 支 援 し 19 7 4 年  2 月 に は 市 の 保 育 園 と し て 認 可

さ れ た 。 園 児 は 入 園 す る に あ た っ て 全 員 本 名 を 使 用 す る と し 、 民 族

教 育 の 方 針 が 打 ち 出 さ れ た 。  

 保 育 か ら 始 ま っ た 教 育 活 動 は や が て 学 校 教 育 に も 広 が り 、「青 丘 社 」

職 員 、 在 日 韓 国 人 児 童 ・ 生 徒 の 母 親 、 高 校 教 員 ら で 結 成 し た 「 在 日
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韓 国 ・ 朝 鮮 人 教 育 を す す め る 会 」（ 以 下 「 す す め る 会 」） が 学 校 教 育

に お け る 民 族 差 別 の 認 識 、 中 ・ 高 校 生 の 進 路 実 態 調 査 、 教 育 環 境 の

整 備 な ど を 求 め る 要 望 書 を 川 崎 市 教 育 委 員 会（ 以 下「 市 教 委 」）に 提

出 し た 。 そ し て ３ 年 あ ま り の 長 い 交 渉 で 、 市 教 委 側 が 学 校 に お け る

民 族 差 別 の 実 態 を 認 識 し て い く な か 、19 8 6 年 に は「 在 日 外 国 人 教 育

基 本 方 針 － 主 と し て 韓 国 ・ 朝 鮮 人 － 」 の 制 定 を み る ５ ）。 市 教 委 は そ

の 後 、「同 和 教 育 に 関 す る 基 本 的 な 考 え 方 」(1 9 8 2 )お よ び 上 述 の 教 育

基 本 方 針 に 基 づ き 学 校 教 育 、 社 会 教 育 の 場 を は じ め そ の 他 の 機 会 を

通 し て 「 す べ て の 人 々 が 互 い に 人 権 を 尊 重 し 合 い 、 と も に 生 き る 地

域 社 会 の 創 造 」 を め ざ す 方 向 を 打 ち 出 し て い っ た ６ ）。  

 

（ ３ ）「 ふ れ あ い 館 」 設 立 を め ぐ る 対 立 と 合 意  

 「 す す め る 会 」 が 市 教 委 と 交 渉 し た 学 校 教 育 に お け る 運 動 と 平 行

し 、「青 丘 社 」が こ れ ま で の 地 域 教 育 活 動 の 実 績 を ふ ま え 、行 政 と の

連 携 を 求 め て 施 設（ 後 の「 ふ れ あ い 館 」）設 立 を 要 望 す る 運 動 が 展 開

し て い た 。 一 般 に 「 ふ れ あ い 館 」 ７ ） と 呼 ば れ る こ の 施 設 は 、「 川 崎

市 ふ れ あ い 館 」と「 桜 本 こ ど も 文 化 セ ン タ ー 」と の 統 合 施 設 で 、19 8 8

年 川 崎 市 が 設 置 、「青 丘 社 」が 運 営 を 委 託 さ れ 、現 在 館 長 に 在 日 韓 国

人 が 就 任 し て い る 。 地 域 住 民 、 学 識 経 験 者 、 学 校 関 係 者 ら に よ る 運

営 協 議 会 が 設 置 さ れ 、「日 本 人 と 韓 国・朝 鮮 人 を 主 と す る 在 日 外 国 人

が 、 市 民 と し て 子 ど も か ら お 年 寄 り ま で 相 互 の ふ れ あ い を す す め 」

る こ と を 通 し 、「差 別 を な く し 、共 に 生 き る 地 域 社 会 を 創 造 し て い く 」

こ と が め ざ さ れ て い る 。「青 丘 社 」に と っ て 川 崎 市 へ の 施 設 設 立 の 要

望 は 、 桜 本 地 区 に お け る 地 域 教 育 活 動 の な か か ら 認 識 さ れ て い っ た

差 別 問 題 を 行 政 当 局 に 問 い 、 行 政 の 責 任 に お い て 「 差 別 の な い ま ち

づ く り 」 を 具 体 的 に 推 進 し て い く こ と を 求 め る も の で あ っ た が 、 こ

の 運 動 は 、 上 述 の 「 と も に 生 き る 地 域 社 会 の 創 造 」 へ の 実 践 の 第 一

歩 と し て 位 置 づ け る こ と が で き る 。  

 そ こ で 以 下 で は 、こ の「 ふ れ あ い 館 」設 立 過 程 に お け る「 青 丘 社 」、

川 崎 市 、 地 元 町 内 会 役 員 の 三 者 関 係 を と お し 、 定 住 外 国 人 が 集 住 す

る コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 の 一 過 程 を 捉 え る こ と に す る 。  

 

１ ）「 青 丘 社 」 の 要 望 と 川 崎 市 の 対 応  

 先 の 保 育 活 動 の 場 と し て 使 わ れ て き た の は 「 在 日 大 韓 基 督 教 川 崎

教 会 」 の 教 会 堂 で あ っ た が 、 保 育 か ら 学 童 保 育 、 そ し て 中 ・ 高 校 生

へ と 教 育 活 動 を 拡 大 し て い く な か で 、 施 設 の 手 狭 さ や 老 朽 化 、 ま た

設 備 や 運 営 資 金 の 不 足 が 切 迫 し た 問 題 と な っ て い っ た 。 こ う し た 物

理 的 問 題 を ふ く め 、「青 丘 社 」は 地 域 教 育 活 動 の な か で 突 き 当 た っ て

き た 差 別 問 題 を 、 行 政 の 「 差 別 の な い ま ち づ く り 」 に よ っ て 具 体 的

に 推 進 し て い く こ と を 第 一 に 求 め る 要 望 書 を 川 崎 市 に 提 出 す る 。  
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 そ れ を 受 け た 川 崎 市 は 、 施 設 設 立 を 先 述 の 「 川 崎 市 在 日 外 国 人 教

育 基 本 方 針 」 の 理 念 を 社 会 教 育 の 領 域 で 具 体 的 に 施 策 展 開 す る 出 発

点 と し て 推 進 す べ く（ 星 野 1 9 9 3 : 1 8 4 - 1 8 6）、民 生 局 を 窓 口 と し て「 青

丘 社 」 と の 交 渉 に あ た り 、 両 者 に よ る 「 研 究 協 議 会 」 の 場 で 、 在 日

韓 国 ・ 朝 鮮 人 の 歴 史 と 現 状 そ し て 今 後 の 課 題 に つ い て の 学 習 会 に 参

加 し て い っ た 。さ ら に 、第 二 次 の 要 望 書（ 1 9 8 4 年 ）を 受 け 、全 庁 あ

げ て の 取 り 組 み と し て 、 民 生 局 、 企 画 調 整 局 、 市 教 委 、 市 民 局 の ４

局 に よ る 「〈 仮 称 〉 ふ れ あ い 社 会 館 設 置 構 想 委 員 会 」 を 組 織 し 、「 構

想 施 設 に 関 す る 新 プ ロ ジ ェ ク ト の 見 解 に つ い て 」、「〈 仮 称 〉桜 本 ふ れ

あ い 社 会 館 に か か る 討 議 経 過 の ま と め （ 試 案 ）」 が 策 定 さ れ た 。  

 こ の「 試 案 」に は 、ひ と つ に は 、「 す す め る 会 」と の 交 渉 の な か で

ま と め ら れ た「 在 日 外 国 人 教 育 基 本 方 針（ 試 案 ）」と と も に 在 日 韓 国・

朝 鮮 人 差 別 問 題 へ の 市 の 取 り 組 み へ の 意 志 表 明 と し て の 意 味 と 、 そ

し て 川 崎 市 に よ る 設 置・「 青 丘 社 」へ の 運 営 委 託 、運 営 委 員 会 の 設 置 、

「 こ ど も 文 化 セ ン タ ー 」 の 機 能 、 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 の 高 齢 化 に 対 応

す る 施 設 機 能 、 日 本 人 と の 「 ふ れ あ い 」 の 拠 点 と し て の 機 能 と い っ

た 、「ふ れ あ い 館 」の も 基 本 と な る 点 が 示 さ れ た（ 川 崎 市 ふ れ あ い

館 ・ 桜 本 こ ど も 文 化 セ ン タ ー  1 9 9 3）。こ の 試 案 に 基 づ い た 建 設 予 算

が 19 8 6 年 3 月 に 市 議 会 を 通 過 し 、「 ふ れ あ い 館 」 建 設 着 工 日 程 が 決

定 さ れ 、 翌 年 に オ ー プ ン の 予 定 と な っ た 。  

 

２ ） 町 内 会 役 員 に よ る 委 託 ・ 建 設 へ の 反 対 と 三 者 の 合 意  

 し か し 一 方 で 、 建 設 着 工 が 間 近 に 迫 っ た 1 9 8 6 年 8 月 に な り 開 始

さ れ た 市 に よ る「 ふ れ あ い 館 」建 設 に つ い て の 地 元 町 内 会 説 明 会 で 、

地 元 町 内 会 役 員 た ち か ら 反 対 の 声 が あ が っ た 。 役 員 た ち は 、 市 の 説

明 会 の 約 １ 年 前（ 1 9 8 5 年 ７ 月 頃 ）に は す で に「 ふ れ あ い 館 」建 設 を

知 る こ と と な る が 、 そ れ は 市 あ る い は 「 青 丘 社 」 か ら で は な く 「 あ

る 方 面 か ら の 情 報 」 で あ っ た と い う 。 そ こ か ら 建 設 予 定 地 に あ た る

桜 本 １ 丁 目 町 内 会 役 員 た ち は 、 保 守 系 市 議 会 議 員 を 交 え た 民 生 局 の

職 員 と の 話 し 合 い で「 青 丘 社 」へ の 運 営 委 託 反 対 を 表 明 し 、「青 丘 社 」

と は 別 に 「 老 人 い こ い の 家 」 と 「 こ ど も 文 化 セ ン タ ー 」 建 設 の た め

の 要 望 書 を 市 へ 提 出 し て い く こ と に な る （ 同 年 11 月 ）。  

 以 後 、 市 と 町 内 会 役 員 と の 話 し 合 い を 経 て 、 説 明 会 は ５ つ の 町 内

会 を 対 象 に ２ 回 、 と く に 反 対 の 声 が 強 い 桜 本 １ 丁 目 町 内 会 で ３ 回 開

催 さ れ た が 、 そ の 間 町 内 会 一 部 役 員 に よ る 市 長 へ の 公 開 質 問 状 が 提

出 さ れ た り 、反 対 を 訴 え る ビ ラ 4 0 0 0 枚 が 市 役 所 前 で 撒 か れ た り 、「 ふ

れ あ い 館 」 建 設 予 定 地 に 立 て 看 板 が 設 置 さ れ る な ど 、 町 内 会 役 員 の

動 き は 「 民 間 委 託 ・ 建 設 反 対 」 を 掲 げ る 反 対 運 動 の 様 相 を 帯 び る よ

う に な っ て い っ た 。  

 町 内 会 役 員 の 反 対 に 対 し て 市 は 、 社 会 福 祉 法 人 と し て の 実 績 を 評
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価 し 「 青 丘 社 」 委 託 の 妥 当 性 を 説 い た 。 こ の 委 託 と い う 形 態 は 、 国

籍 条 項 に よ り 公 務 に 就 く 機 会 が 限 ら れ て い る な か で 、「差 別 を な く し 、

共 に 生 き る 市 民 社 会 を つ く っ て い く 」 仕 事 を 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 が 公

的 に 行 え る 場 を 開 く 意 味 で 、重 要 な 要 素 で あ っ た（ 斐 重 度 1 9 9 5：1 7 8）。

し か し 、説 明 会 で の 話 し 合 い は 、川 崎 市 が「 ふ れ あ い 館 」設 立 と「 青

丘 社 」 へ の 委 託 と い う 原 則 を 堅 持 し つ つ 妥 協 案 を 提 示 し て い く の に

対 し 、 町 内 会 役 員 は 市 の 対 応 に つ い て の 「 不 満 」 と 「 青 丘 社 」 委 託

へ の「 懸 念 」を 繰 り 返 す の に 終 始 し た 。そ の 一 方 で 、「 青 丘 社 」は 川

崎 市 か ら の 妥 協 案 を 受 け 入 れ な が ら 、町 内 会 役 員 の 反 対 が「 青 丘 社 」

の 活 動 へ の 誤 解 に 基 づ く も の と の 判 断 か ら 、 役 員 に 川 崎 市 と の 三 者

協 議 を ね ば り 強 く 呼 び か け て い っ た 。  

 そ う し た な か 、 町 内 会 役 員 か ら の 公 開 質 問 状 を 受 け た 市 長 は 「 建

設 に 強 い 意 欲 」 を 示 し 、 ま た 新 聞 報 道 は 町 内 会 役 員 に 批 判 的 な 色 調

を 強 め て い く 。こ の こ ろ か ら 町 内 会 側 の 対 応 に も 変 化 が み え は じ め 、

1 9 8 7 年 ６ 月 の 後 の 説 明 会 に 至 っ て「 ふ れ あ い 館 」の 建 設 を 前 提 と

し た 妥 協 点 を め ぐ る 話 し 合 い が 進 め ら れ る こ と と な り 、 や が て 三 者

は 対 立 か ら 合 意 に 達 し て い く 。 1 9 8 8 年 「 ふ れ あ い 館 」 は 開 設 さ れ 、

そ の ２ 年 後 に 、 在 日 韓 国 人 が 館 長 に 就 任 し た 。  

 

３ ． 定 住 外 国 人 の 権 利 保 障 政 策 と コ ミ ュ ニ テ ィ の 現 状  

（ １ ） 川 崎 市 の 定 住 外 国 人 に 対 す る 権 利 保 障  

 ２ で 、「 在 日 外 国 人 教 育 基 本 方 針 」や「 ふ れ あ い 館 」の 設 立 に み た

よ う に 、 川 崎 市 は 革 新 市 政 の 方 向 性 と し て 外 国 人 施 策 に 対 し 積 極 性

を 示 し て き た こ と が う か が え る 。 日 韓 条 約 直 後 の 1 9 6 7 年 に は 永 住

許 可 者 に 対 し 国 民 健 康 保 険 の 適 用 、1 9 7 2 年 に は 市 内 在 住 の 全 外 国 人

に 広 げ て い る 。 ま た 1 9 7 5 年 に は 児 童 手 当 支 給 、 市 営 住 宅 入 居 が 実

現 し て い る 。 こ れ ら は 国 に よ る 国 民 年 金 や 児 童 手 当 な ど の 適 用 が

1 9 8 2 年 、国 民 健 康 保 険 が 1 9 8 6 年 で あ っ た こ と と 比 較 し て も 早 い 段

階 の 取 り 組 み と し て 位 置 づ け ら れ る 。 さ ら に 1 9 8 5 年 に は 指 紋 押 捺

拒 否 者 に 対 し 告 発 を し な い 旨 の 声 明 を 市 長 が 発 表 し て い る が 、 こ れ

ら の 背 景 に は 、先 の 教 育 運 動 で み た「 青 丘 社 」の 、地 域 の 在 日 韓 国 ・

朝 鮮 人 問 題 に 取 り 組 む 諸 団 体 の 活 動 拠 点 と し て の 側 面 も 大 き く 影 響

し て い る 。 一 在 日 韓 国 人 青 年 が 韓 国 籍 で あ る こ と を 理 由 に 採 用 内 定

を 取 り 消 さ れ た 事 件 を き っ か け に し て は じ ま っ た 「 日 立 就 職 差 別 裁

判 闘 争 」が 1 9 7 0 年 か ら 日 本 人 青 年 、在 日 青 年 を 交 え た 支 援 団 体「 朴

君 を 囲 む 会 」ら に よ っ て 展 開 さ れ 、1 9 7 4 年 裁 判 で 勝 訴 す る 。そ れ を

契 機 に 在 日 韓 国 人 と 日 本 人 と の 共 闘 、 連 帯 感 が 生 ま れ て い っ た 。 こ

う し た 「 青 丘 社 」 を 拠 点 と し た 様 々 な 運 動 が 革 新 市 政 と 連 動 し 、 定

住 外 国 人 の 権 利 保 障 政 策 が 今 日 ま で 展 開 さ れ て き て い る の で あ る 。

近 年 で は 、1 9 9 6 年 に 政 令 指 定 都 市 以 上 の 自 治 体 と し て は じ め て 地 方
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公 務 員 採 用 の 国 籍 条 項 を 条 件 つ き な が ら 撤 廃 し 、 ま た 「 川 崎 市 外 国

人 市 民 代 表 者 会 議 」 を 発 足 す る な ど 、 外 国 人 市 民 の 権 利 問 題 を コ ミ

ュ ニ テ ィ 全 体 の 課 題 と し て の と り く み が 続 い て い る （ 表 １ ）。  

 

表 １  シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 三 要 素 別 に み た 川 崎 市 の 定 住 外 国 人 に 対 す る  

人 権 保 障 政 策  

市 民 的 権 利  

 

「 人 種 差 別 撤 廃 条 約 早 期 批 准 を 求 め る 」 地 方 議 会 で 意 見 書 採 択  

「 川 崎 市 外 国 人 市 民 施 策 推 進 幹 事 会 」 、 ２ ４ 項 目 の 検 討 課 題 を 提 起

（ 1 9 8 9 . 1 2）  

川 崎 市 国 際 政 策 の ガ イ ド ラ イ ン づ く り の た め の 提 言 （ 1 9 9 3 . 3）  

政 治 的 権 利  市 議 会 「 地 方 参 政 権 の 付 与 を 求 め る 」 意 見 書 採 択 （ 1 9 9 4 . 1 0）  

「 川 崎 市 外 国 人 市 民 代 表 者 会 議 」 発 足 （ 1 9 9 7）  

社 会 的 権 利  ＜ 公 務 就 任 権 ＞   

高 卒 採 用 で 専 門 職 の 一 部 を 外 国 人 に 開 放 （ 1 9 9 5）  

政 令 指 定 都 市 以 上 の 自 治 体 で 初 の 条 件 付 き 国 籍 条 項 撤 廃 （ 1 9 9 6）  

（ 「 公 権 力 の 行 使 」 に あ た る 業 務 、 「 公 の 意 思 の 形 成 に 参 画 す る 」

役 職 へ の 昇 進 の 制 限 ）  

＜ 教 育 ＞  

常 勤 講 師 採 用 に 制 限 な し  

民 族 学 校 に 設 備 教 材 等 補 助 、 幼 稚 園 児 奨 励 補 助 、 朝 鮮 学 校 児 童 等 保

護 者 補 助 金  

「 川 崎 市 在 日 外 国 人 教 育 基 本 方 針 － 主 と し て 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 － 」

制 定 （ 1 9 8 6 )  

「 人 権 尊 重 教 育 」 実 践 （ 1 9 9 0 -）  

＜ 労 働 ＞  

地 方 自 治 体 に よ る 啓 発 活 動  市 民 局 勤 労 市 民 室 「 共 に 働 く 職 場 を め

ざ し て 」  

＜ 社 会 保 障 ・ 年 金 ・ 生 活 保 護 ＞  

地 方 自 治 体 で 独 自 給 付  

  永 住 許 可 者 に 国 民 健 康 保 険 の 適 用 （ 1 9 6 7） 、 後 に 市 内 の 全 外 国 人

に 拡 大 （ 1 9 7 2）  

  児 童 手 当 （ 1 9 7 5）  

  市 民 生 局 「 外 国 人 高 齢 者 福 祉 手 当 」 、 「 外 国 人 障 害 者 福 祉 手 当 」

（ 1 9 9 4）  

＜ 居 住 ＞  

市 営 住 宅 入 居 （ 1 9 7 5）  

集 住 地 域 の 住 環 境 改 善  川 崎 区 池 上 町 、 幸 区 戸 手 ４ 丁 目  

資 料 ： 宮 島 喬 ・ 梶 田 孝 道 編 『 外 国 人 労 働 者 か ら 市 民 へ 』（ 有 斐 閣 1 9 9 6）、  

『 仮 称・外 川 崎 市 国 人 市 民 代 表 者 会 議 調 査 報 告 書 』（1 9 9 6）を 参 考 に 作 成 。  
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（ ２ ） 町 内 会 役 員 と 「 青 丘 社 」 の 関 係 か ら み え る も の  

 し か し 、 こ う し た 制 度 上 の 整 備 に は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 現 状

が 必 ず し も 対 応 し な い 問 題 が 残 る 。 こ こ で 「 ふ れ あ い 館 」 設 立 過 程

で み た 町 内 会 役 員 と 「 青 丘 社 」 の 関 係 を ふ り か え っ て お き た い 。  

 町 内 会 役 員 の 反 対 の 背 後 に は 、 町 内 会 が 一 般 に 「 行 政 の 末 端 補 完

機 能 を 果 た す 」 側 面 （ 倉 沢 1 9 9 0： 4 - 7） を も っ て き て い た に も か か

わ ら ず 、「青 丘 社 」と 市 と の 交 渉 が 町 内 会 を 除 外 し た か た ち で 進 め ら

れ た こ と に 対 す る 大 き な 「 不 満 」 が み て と れ る 。 話 し 合 い に お い て

対 立 点 と な っ た の は 、ま ず「 青 丘 社 」へ の 民 間 委 託 の 問 題 で あ っ た 。

こ れ ま で に な か っ た こ の 施 設 の 経 営 形 態 は 、 地 域 の 形 成 に み た よ う

な 「 ダ ー テ ィ ー な イ メ ー ジ 」 ８ ） に よ っ て 特 別 視 さ れ て い る と い う 、

町 内 会 役 員 の 一 種 の 被 害 者 意 識 を 助 長 す る も の で あ っ た と い え る 。

ま た 「 青 丘 社 」 の そ れ ま で の 民 族 差 別 撤 廃 運 動 の 展 開 は 、 公 的 施 設

が 過 激 な 政 治 活 動 の 拠 点 と な る の で は な い か 、 日 本 人 が 施 設 を 利 用

で き な く な る の で は な い か と い う 「 懸 念 」 を 生 ん だ 。 こ う し た 意 識

が 町 内 会 役 員 に 、「青 丘 社 」と の コ ン タ ク ト を と る こ と な く 独 自 に 施

設 設 立 を 要 望 し 、 三 者 協 議 の 呼 び か け も 無 視 す る と い う 態 度 を と ら

せ た と い え よ う 。一 方 の「 青 丘 社 」も 、「 ふ れ あ い 館 」設 立 を 構 想 し

要 望 し た 当 時 、 町 内 会 組 織 に お い て 定 住 外 国 人 が 役 員 等 に な る こ と

が な か っ た 状 況 と あ い ま っ て 、「町 内 会 の 人 た ち に 回 る だ と か 、礼 を

尽 く す だ と か い う 実 践 論 は 何 も も っ て い な か っ 」 た こ と が 、 両 者 の

溝 を 深 め る か っ こ う に な っ た ９ ）。  

 

（ ３ ） コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 関 心 と 閉 じ ら れ た 主 体 的 参 加  

 さ ら に 、 住 民 意 識 調 査 か ら 地 域 活 動 の 参 加 、 帰 属 意 識 等 を 国 籍 別

に 比 較 分 析 し て み る と 、以 下 の 点 が み と め ら れ る 1 0 ）。地 域 の 環 境 を

よ く す る た め の 活 動 に 協 力 を 求 め ら れ た ら ど う す る か と い う 質 問 で 、

「 積 極 的 に 協 力 す る 」 か ら 「 ま っ た く 協 力 し な い 」 ま で の ４ 段 階 で

選 ん で 回 答 し て も ら っ た と こ ろ 、「積 極 的 に 協 力 す る 」、「で き る だ け

協 力 す る 」 を あ わ せ 「 日 本 」 が 8 7 . 8 %、「 韓 国 ・ 朝 鮮 」 が 8 7 . 3 %で 、

９ 割 近 く が 地 域 活 動 に 協 力 す る と い う 傾 向 で あ っ た が 、 そ の な か で

若 干 で は あ る が 、「 積 極 的 に 協 力 す る 」で「 韓 国 ・ 朝 鮮 」の 回 答 が 高

か っ た （「 日 本 」： 7 . 4 %、「 韓 国 ・ 朝 鮮 」： 9 . 5 %）。  

 ま た 、地 域 で の 出 来 事 や 動 向 に 対 す る 関 心 の 程 度 を「 関 心 が あ る 」

か ら「 関 心 が な い 」ま で ４ 段 階 に 分 け 選 択 し て も ら っ た と こ ろ 、「関

心 が あ る 」、「 ど ち ら か と い え ば 関 心 が あ る 」 を あ わ せ た 回 答 が 「 日

本 」（ 7 0 . 4 %） も 「 韓 国 ・ 朝 鮮 」（ 6 3 . 5 %） も 過 半 数 を 占 め た が 、「 ど

ち ら か と い う と 関 心 が な い 」「 関 心 が な い 」 と い う 回 答 は 「 日 本 」

（ 2 6 . 7 %） に 比 べ 「 韓 国 ・ 朝 鮮 」 で 高 く な っ た （ 3 3 . 4 %）。 さ ら に 、



44 
 

図 １ に み る よ う に 、 １ ４ の 集 団 ・ 組 織 そ れ ぞ れ に 対 し 、 自 分 が そ こ

に 属 し て い る と い う 感 じ を ど の 程 度 も っ て い る か 、「そ う 感 じ る 」「ど

ち ら か と い え ば そ う 感 じ る 」「 ど ち ら か と い え ば そ う 感 じ な い 」「 そ

う 感 じ な い 」「わ か ら な い 」の な か か ら 選 ん で も ら っ た 結 果 、「家 族 」

や 「 親 類 」、「 川 崎 市 あ る い は そ の 市 民 」、「 日 本 あ る い は 日 本 に 暮 ら

す 人 々 」 に 対 す る 帰 属 意 識 に 国 籍 に よ る 違 い が み ら れ な い 一 方 で 、

「 町 内 の 人 々 」、「 町 内 会 」、「 労 働 組 合 」 な ど で 「 韓 国 ・ 朝 鮮 」 の 低

さ が 、 そ し て 「 同 じ 民 族 」 で 高 く な る 傾 向 が み ら れ た 。  

 全 体 に い っ て 国 籍 別 に よ る 住 民 の 意 識 の 違 い は そ れ ほ ど 顕 著 で は

な く 、 一 般 的 に 意 識 調 査 に み ら れ る コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 関 心 度 、 参 加

の 低 さ と 類 似 し た 傾 向 を 示 し て い る 。し か し 、「 韓 国 ・ 朝 鮮 」に お い

て よ り 地 域 へ の 関 心 が 低 く 、 ま た 「 町 内 の 人 々 」、「 町 内 会 」 や 「 労

働 組 合 」 な ど へ の 帰 属 意 識 の 低 さ が 目 立 つ 一 方 で 、 地 域 活 動 協 力 に

は 、 微 少 な が ら 「 日 本 」 よ り も む し ろ 「 韓 国 ・ 朝 鮮 」 の 積 極 性 が み

ら れ る 。  

 

図 １  集 団 ・ 組 織 へ の 帰 属 感 ： 国 籍 別  

注 ： 図 中 の 数 値 は 、 回 答 の 段 階 ご と に 1 0 点 、 5 点 、 － 5 点 、 － 1 0 点 、  

0 点 と し 、 そ の 平 均 値 を 算 出 し た も の で あ る 。 点 数 が 高 い ほ ど 帰  

属 意 識 が 高 い こ と を 表 す 。  

 

 川 崎 市 に お い て 、 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 を 主 と し た 政 策 は 全 国 に 先 駆

け た か た ち で 取 り 組 ま れ て き て い る 。 し か し そ の 一 方 で 、「 青 丘 社 」
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と 町 内 会 と の 関 係 は 、 同 じ 地 域 に 生 活 し な が ら 、 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人

住 民 と 日 本 人 住 民 の 民 族 関 係 に お け る セ グ リ ゲ ー シ ョ ン 的 状 況 を 示

し て お り 、 両 者 と も に 定 住 外 国 人 多 住 地 域 に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ の

共 同 性 の 問 題 へ の 共 通 認 識 が 希 薄 で あ っ た こ と が み え て く る 。 そ し

て 調 査 結 果 は 、 定 住 外 国 人 の 意 識 を み た と き 、 地 域 へ の 関 心 や 帰 属

意 識 、 参 加 意 識 に ず れ が あ る こ と を 示 し た と い え よ う 。  

 

４ ． 総 括 と 今 後 の 課 題  

 以 上 、 １ で は 定 住 外 国 人 の 社 会 的 権 利 と コ ミ ュ ニ テ ィ を 関 係 さ せ

た 研 究 の 重 要 性 を 示 し 、 ２ で 事 例 的 に 川 崎 市 の 在 日 韓 国 人 の 地 域 運

動 の 経 緯 を 追 い 、 施 設 設 立 の 過 程 で 町 内 会 組 織 と の 対 立 、 葛 藤 を 生

む 民 族 関 係 を 捉 え 、 ３ で 革 新 市 政 と の 連 携 に よ る 権 利 保 障 の 制 度 上

の 整 備 が 展 開 さ れ る 一 方 で 、 住 民 意 識 調 査 か ら は 、 韓 国 ・ 朝 鮮 籍 の

住 民 に お い て 、 現 状 の コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 関 心 の 低 さ と 、 コ ミ ュ ニ テ

ィ 活 動 参 加 へ の 積 極 性 と い う 一 見 す る と 矛 盾 す る 結 果 が 得 ら れ た 。  

 こ こ か ら ど の よ う な こ と が い え る だ ろ う か 。 第 一 に 、 在 日 韓 国 人

の 地 域 運 動 か ら 市 に よ る 定 住 外 国 人 政 策 が 展 開 さ れ 、 一 定 程 度 の 社

会 保 障 が 制 度 上 整 備 さ れ て き た 一 方 で 、 権 利 の 能 動 的 な 行 使 と し て

の コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 主 体 的 参 加 の 回 路 は 、 現 実 の コ ミ ュ ニ テ ィ に お

い て 絶 た れ て き た 実 状 が 浮 か び 上 が る 。「青 丘 社 」側 、町 内 会 役 員 側

が 互 い に 直 接 的 な 接 触 を は か る こ と な く 市 と の 交 渉 を も っ た 経 緯 を

ふ り か え る と 、 そ れ は 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 に と っ て 、 町 内 会 組 織 が コ

ミ ュ ニ テ ィ へ の 主 体 的 参 加 の 手 段 と し て 開 か れ て き て い な か っ た こ

と を 示 す 。そ の 点 で 、「 ふ れ あ い 館 」の 民 間 委 託 と い う 経 営 形 態 、在

日 韓 国 人 の 館 長 就 任 と い う 条 件 は 、 定 住 外 国 人 の コ ミ ュ ニ テ ィ へ の

主 体 的 参 加 を 開 く 上 で 大 き な 意 味 合 い を も つ も の で あ っ た こ と が 、

あ ら た め て 確 認 さ れ る 。  

 第 二 に 、 町 内 会 側 が 川 崎 市 と 「 青 丘 社 」 に よ る 交 渉 の 外 に お か れ

た こ と は 、 在 日 外 国 人 の 問 題 を 日 本 人 住 民 も 含 め コ ミ ュ ニ テ ィ 全 体

で 受 け と め る 視 点 の 希 薄 さ を 意 味 し よ う 。 そ れ は 多 様 性 を も つ コ ミ

ュ ニ テ ィ へ の 成 熟 の 可 能 性 を 阻 害 す る 要 因 と な り う る 。  

 し か し 、「ふ れ あ い 館 」設 立 過 程 に お け る 桜 本 地 区 住 民 の 対 立 の 意

味 を ポ ジ テ ィ ヴ に 捉 え か え す な ら ば 、 施 設 設 立 と い う 共 通 の 課 題 を

め ぐ り 三 者 の 激 し い 対 立 や 葛 藤 が 表 面 化 し た こ と 自 体 は 、 コ ミ ュ ニ

テ ィ に 内 包 す る 問 題 へ の ま な ざ し を 培 い 、 異 質 性 と の 現 実 的 な 出 合

い を 生 み 、 新 し い 共 同 性 を も つ コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 の 可 能 性 を 開 く 契

機 と い う こ と も で き る 。  

 こ こ に 、 ま さ に 「 コ ミ ュ ニ テ ィ 自 体 に よ り 創 出 さ れ 市 民 の 地 位 に

付 随 し て い る 」 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 方 を 問 う 重 要 性 が み え て く

る 。 多 様 性 を 抱 え 込 み な が ら 成 熟 す る コ ミ ュ ニ テ ィ は 、 国 家 レ ベ ル
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よ り 現 実 に 根 ざ す 空 間 で あ り 、 住 民 の 主 体 的 な 社 会 参 加 へ の 足 が か

り と し て 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 再 構 築 し う る 基 盤 で あ る 。 な か で も

定 住 外 国 人 の 社 会 的 権 利 に 目 を 向 け る こ と は 、 受 動 的 な 享 受 だ け に

と ど ま ら ず 地 域 運 動 を 通 し 主 体 的 参 加 の た め の 手 段 、 回 路 を 開 い て

い く 能 動 性 が 、「不 幸 な る コ ミ ュ ニ テ ィ 」の 現 状 を 打 開 し 、新 た な コ

ミ ュ ニ テ ィ 形 成 の 可 能 性 を つ く り だ す と い う 、 権 利 と コ ミ ュ ニ テ ィ

の 関 係 を 検 討 す る う え で 重 要 と な る だ ろ う 。  

 今 後 の 課 題 と し て 、 本 稿 で 十 分 で な か っ た 社 会 的 権 利 の 具 体 的 問

題 の 整 理 や 、 そ の 権 利 の 能 動 的 側 面 を め ぐ る 議 論 と コ ミ ュ ニ テ ィ と

い う 公 共 的 空 間 と の 関 係 の 理 論 的 考 察 を 展 開 す る 必 要 が あ る 。 そ こ

に は 定 住 外 国 人 自 身 の み の 問 題 と し て で は な く 、 彼 ら の 存 在 に よ り

変 容 を 迫 ら れ る コ ミ ュ ニ テ ィ の 住 民 全 体 の 問 題 と し て 捉 え る 視 点 も

必 要 と な る 。 ま た 本 稿 で は 、 在 日 外 国 人 と い っ て も ス テ レ オ タ イ プ

で 議 論 で き な い 現 実 を 十 分 捉 え ら れ て い な い 。 そ こ に は 、 一 方 で 同

化 、 統 合 シ ス テ ム が 残 存 し た ま ま の コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 参 加 が は た し

て 本 当 の 意 味 で の 主 体 的 な 参 加 と い え る か 、 そ し て ま た 同 化 、 統 合

で は な い 共 生 が は た し て 実 現 可 能 な の か と い う 問 題 が 残 さ れ よ う

（ 千 葉 1 9 9 5 : 1 4 1 - 1 4 7 , 2 2 9）。 こ う し た 参 加 、 ま た 共 生 思 想 の 意 義 を

再 考 す る 意 味 で も 、「差 異 へ の 権 利 」、「市 民 的 不 服 従 」な ど の 議 論 を

交 え な が ら 、 多 様 性 を 包 摂 す る コ ミ ュ ニ テ ィ が つ く り だ す 定 住 外 国

人 の 社 会 的 権 利 の 理 論 的 展 開 を 試 み て い き た い 。  
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第 ３ 章  社 会 参 加 支 援 と し て の 定 住 外 国 人 教 育 の 役 割 と 課 題 ― 秋

田 県 羽 後 町 の 日 本 語 教 育 を 事 例 と し て ー  

 

は じ め に    

1 9 9 0 年 代 後 半 以 降 、 秋 田 県 は 全 国 と 比 べ る と 約 10 年 遅 れ で 外 国

人 登 録 者 数 の 増 加 率 の 伸 び が 顕 著 に な っ て き て お り 、 近 年 定 住 外 国

人 の 生 活 支 援 へ の 対 応 が よ り 具 体 的 な 地 域 的 課 題 に な っ て き て い る 。

す で に 拙 稿（ 石 沢 2 0 0 4）に お い て 、秋 田 県 の 動 向 お よ び 羽 後 町 の 国

際 結 婚 に よ る 定 住 外 国 人 の 増 加 を み な が ら 、 東 北 地 域 に お い て は 定

住 外 国 人 を 交 え た 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成 は こ れ か ら の 課 題 と な る

と 指 摘 し て き た と こ ろ で あ る が 、 本 稿 で は こ の 論 点 を 受 け 、 外 国 人

に と っ て 生 活 の 基 盤 と な り 社 会 的 権 利 と し て 保 障 さ れ る べ き 教 育 、

特 に 日 本 語 教 育 を 中 心 と し た 外 国 人 へ の 生 活 支 援 と そ れ に よ っ て 地

域 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 相 互 補 完 的 な 社 会 参 加 が み い だ さ れ る 具 体

的 状 況 に つ い て 示 す １ ）。 そ の 際 に 、 国 際 都 市 と し て の 市 政 を 打 ち 出

し 外 国 人 施 策 を 先 駆 的 に 展 開 し て き た 川 崎 市 に お け る 、1 9 8 0 年 代 の

在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 を 中 心 と し た 多 文 化 教 育 の 展 開 と の 時 代 的 な 対 比

を み な が ら 、 秋 田 県 に 先 駆 け て 国 際 結 婚 に よ る 定 住 外 国 人 へ の 生 活

支 援 を 行 っ て き た 羽 後 町 の 事 例 を 捉 え 返 し て み る こ と に す る 。  

 

１ ． 定 住 外 国 人 と 多 文 化 教 育  

（ １ ） 移 民 労 働 者 の 定 住 化 が も た ら す も の ― 「 生 活 者 」 と し て の 問

題  

高 度 経 済 成 長 期 、 欧 州 先 進 諸 国 は 労 働 力 不 足 を 補 う た め 移 民 労 働

者 を 政 策 的 に 受 け 入 れ て き た 経 緯 が あ る が 、 第 一 次 石 油 危 機 を 契 機

と し た 経 済 停 滞 に よ り 、 移 民 規 制 政 策 へ と 方 向 転 換 し て い く 。 し か

し 、 こ の 時 期 す で に 先 進 国 に 滞 在 し て い た 移 民 労 働 者 は 、 ホ ス ト 社

会 へ の 滞 留 や 母 国 か ら の 家 族 呼 び 寄 せ に よ る 家 族 再 結 合 の 傾 向 を 示

し 定 住 化 し て い き 、 そ れ が 結 果 的 に 1 9 8 0 年 代 以 降 の 移 民 問 題 を 顕

著 化 す る こ と に つ な が っ た と さ れ る ２ ）。  

移 民 が 定 住 化 す る と い う こ と は 、 彼 ら が ホ ス ト 社 会 に お け る 一 時

的 な 滞 在 者 、 単 な る 「 労 働 力 」 と し て の 存 在 か ら 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ

ィ に お け る 「 生 活 者 」 と し て 立 ち 現 れ て く る こ と を 意 味 し 、 そ れ に

よ っ て 、 地 域 住 民 と し て 生 活 の 糧 を 得 る た め に 不 可 欠 の 雇 用 や 医 療

福 祉 、 教 育 な ど 、 い わ ば 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に 関 わ る 諸 問 題 が

生 じ て く る こ と に な る 。 な か で も 教 育 に 関 す る 問 題 は 、 移 民 一 世 だ

け で な く 次 世 代 以 降 へ の 影 響 も 大 き く 、 移 民 の 大 量 流 入 に よ り 社 会

的 問 題 が 深 刻 化 し て き た 英 国 な ど を 中 心 に 多 文 化 教 育 の 議 論 の 必 要

を 喚 起 さ せ て き た ３ ）。  
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２ ． 外 国 人 教 育 の 転 換  

（ １ ） マ イ ノ リ テ ィ の 社 会 運 動 と 教 育 ― 川 崎 市 の 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人

の 事 例  

さ て 、 こ う し た 時 期 の 日 本 に お け る 多 文 化 教 育 に 関 す る 動 向 を み

る と 、在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 を 対 象 と し た 調 査 研 究 が 、1 9 8 0 年 代 後 半 か

ら 多 文 化 教 育 の 実 践 事 例 と し て 注 目 さ れ て い く 経 緯 を 捉 え る こ と が

で き る ４ ）。 川 崎 市 に お け る 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 の 民 族 差 別 撤 廃 運 動 や

保 育 活 動 、 社 会 福 祉 施 設 の 設 立 、 さ ら に 市 民 代 表 者 会 議 の 発 足 と い

っ た 一 連 の 運 動 の 歴 史 は 、 多 種 多 様 な 背 景 を も つ 住 民 の 社 会 参 加 を

推 し 進 め る 展 開 を 示 し て い る が 、 な か で も 1 9 8 0 年 代 に 展 開 し た 教

育 運 動 は 、 マ イ ノ リ テ ィ に 関 す る 教 育 行 政 自 体 を 同 化 政 策 的 な も の

か ら 多 文 化 教 育 的 方 向 へ と 転 換 さ せ る 契 機 と な り 、 日 本 に お け る 外

国 人 教 育 に 関 す る 研 究 を 展 開 さ せ た と い え る ５ ）。  

 

（ ２ ） 定 住 化 す る 外 国 人 の 生 活 保 障 と し て の 日 本 語 教 育  

一 方 、 東 北 地 域 の 農 村 部 で 顕 著 に み ら れ る 国 際 結 婚 に よ る 東 ア ジ

ア 系 外 国 人 女 性 の 定 住 化 は 、 農 村 の 過 疎 化 、 農 業 後 継 者 不 足 、 結 婚

難 を 背 景 に し た 1 9 8 0 年 代 の 行 政 主 導 型 の 施 策 を 発 端 に 増 加 し 、 地

域 生 活 基 盤 と し て の 日 本 語 教 育 の 充 実 な ど が 地 域 的 な 課 題 と な っ て

い る 。 ま た 、 入 管 法 改 正 に よ る 日 系 南 米 人 労 働 者 等 の 増 加 や 中 国 を

中 心 と し た 外 国 人 研 修 ・ 技 能 実 習 制 度 に よ る 外 国 人 が 増 加 し は じ め

て い る 。こ う し た 状 況 の 変 化 に よ り 、「多 文 化 」化 の 様 相 は 外 国 人 人

口 の 過 半 数 が 在 日 に よ っ て 占 め ら れ て い た 1 9 8 0 年 代 の 状 況 か ら 一

転 し 、 日 本 語 教 育 が 必 要 な 外 国 人 が 地 域 生 活 の さ ま ざ ま な 場 面 に 、

そ し て そ う し た 労 働 者 の 家 族 で あ る 子 ど も た ち が 学 校 教 育 の 現 場 に

も 顕 在 化 し て く る こ と に な る ６ ）。  

こ の 日 本 語 教 育 に 関 わ っ て 、 ユ ネ ス コ の 近 年 の 動 向 を 示 す こ と が

で き る ７ ）。 世 界 的 に 移 民 が 顕 在 化 す る 時 期 と 軌 を 一 に し て 、 ユ ネ ス

コ は 1 9 8 4 年 に「 識 字 に 関 す る ユ ネ ス コ ― Ｎ Ｇ Ｏ 協 議 会 」を 設 立 し 、

1 9 8 5 年 の 第 4 回 ユ ネ ス コ 国 際 成 人 教 育 会 議 に お い て 「 学 習 権 宣 言 」

を 採 択 し て い る 。 こ れ は 成 人 教 育 史 上 重 要 な 意 味 も ち 、 自 立 的 な 力

量 形 成 の た め に 発 展 途 上 地 域 の エ ン パ ワ メ ン ト 、 女 性 の 自 立 と 社 会

参 加 な ど と 並 び た て て 識 字 教 育 の 重 要 性 を 指 摘 し て お り 、 実 践 の 中

で の 人 び と の 知 的 な 覚 醒 の 必 要 を う た っ た も の で あ る 。そ し て 1 9 9 0

年 の 「 国 際 識 字 年 」 を 契 機 に 、 各 地 で 識 字 教 育 に 関 す る 議 論 や 実 践

が 盛 ん に な っ て い く ８ ）。 1 9 9 6 年 、 ユ ネ ス コ の 「 2 1 世 紀 教 育 国 際 委

員 会 」 報 告 書 『 学 習 ― 秘 め ら れ た 宝 』 に お い て 、 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ

ョ ン が す す む 国 際 社 会 の 民 主 的 発 展 に は 成 人 教 育 が 重 要 で あ る と し 、

1 9 9 7 年 の 第 ５ 回 ユ ネ ス コ 国 際 成 人 教 育 会 議（ ハ ン ブ ル ク ）に お い て 、

成 人 学 習 は ２ １ 世 紀 へ の 鍵 で あ る 」 と い う 「 成 人 学 習 に 関 す る ハ ン
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ブ ル ク 宣 言 」が 採 択 さ れ て い る 。こ う し た ユ ネ ス コ の 動 向 も 背 景 に 、

多 様 な 外 国 籍 住 民 の 増 加 に よ っ て 、 日 本 に お い て は 日 本 語 教 育 が 重

要 性 を お び て く る 。  

佐 藤 一 子 は 生 涯 学 習 論 の 視 点 か ら 、「学 校 で 十 分 に 学 ぶ 機 会 が な か

っ た 人 び と 、高 齢 者 や 社 会 的 な 弱 者 、ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ を も つ 人 々 、

言 葉 に も 困 難 を も つ 外 国 人 な ど に と っ て は 、 生 涯 学 習 の 機 会 は 生 き

る こ と と 等 し い 切 実 な 意 味 を も つ 、 生 活 を 切 り 開 く た め の 社 会 参 加

の き っ か け と な る 場 」（ 佐 藤 1 9 9 8： 8 )と し て い る 。生 涯 学 習 は マ イ ノ

リ テ ィ に と っ て 死 活 問 題 と 位 置 づ け て い る な か で 、 特 に 外 国 人 に と

っ て の 識 字 教 育 は 非 常 に 重 要 な フ ァ ク タ ー と な ろ う 。 彼 ら の 生 活 そ

の も の の 豊 か さ に 直 結 す る で あ ろ う 日 本 語 の 習 得 問 題 は 、 子 ど も の

成 長 の 過 程 で 生 じ て く る 就 学 に お け る 教 育 の 課 題 だ け で な く 、 地 域

住 民 と し て 地 域 生 活 を 営 む 成 人 定 住 外 国 人 す べ て に と っ て も 重 要 な

問 題 で あ る と い え る 。  

 

（ ３ ） 教 育 に よ る 実 際 的 な 社 会 参 加 へ  

以 上 み た よ う に 、1 9 8 0 年 代 後 半 の 在 日 外 国 人 の 多 文 化 教 育 を 経 て 、

1 9 9 0 年 代 か ら は 国 際 結 婚 に 加 え 日 系 労 働 者 等 の 人 口 増 加 を 伴 い 、生

涯 学 習 論 の 視 点 か ら の 識 字 教 育 の 重 要 性 が 論 じ ら れ て く る 経 緯 を 捉

え る こ と が で き る 。 マ イ ノ リ テ ィ の 権 利 に 関 わ る 社 会 運 動 か ら 多 文

化 教 育 へ 、 そ し て 生 涯 学 習 と し て 位 置 づ け ら れ る よ う に な っ て き た

識 字 教 育 に い た る ま で 、 こ れ ら は 外 国 人 の 教 育 問 題 と し て 理 解 す る

こ と が で き 、 ま た 行 政 に よ る 教 育 支 援 の 展 開 と し て 共 通 点 が み い だ

せ る 。  

し か し 、 こ れ ら は 別 の 角 度 か ら の 捉 え 方 も で き る だ ろ う 。 都 市 コ

ミ ュ ニ テ ィ と し て の 川 崎 市 の 時 代 的 背 景 と 、1 9 9 0 年 代 後 半 以 降 、東

北 地 域 で 増 加 し て き た 農 村 部 に お け る 国 際 結 婚 や 日 系 ブ ラ ジ ル 人 の

労 働 者 増 加 に よ る 定 住 化 を 背 景 に し た 識 字 教 育 の 展 開 は 、 様 相 の 異

な る 動 き と し て 捉 え ら れ る 。 一 方 の 川 崎 市 で は 、 文 化 的 差 異 に も と

づ く マ イ ノ リ テ ィ の 権 利 問 題 、、文 化 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 議 論 、ア

イ デ ン テ ィ テ ィ 問 題 と い っ た マ イ ノ リ テ ィ の 社 会 運 動 の 展 開 や 政 治

思 想 的 議 論 に む す び つ く 。 こ れ に 対 し 、 日 本 語 教 育 は 、 行 政 に よ る

生 活 支 援 を 地 域 生 活 に 密 着 し た か た ち で 、 社 会 保 障 を は じ め と し た

政 策 的 議 論 に つ な が る 。 そ こ で は い か に そ の 地 域 に お い て 現 実 的 に

生 活 し う る か と い う 、 実 践 的 手 立 て と し て の 議 論 の 重 要 性 が よ り 際

立 っ て く る 。 こ れ は 日 本 社 会 に お け る 参 加 者 と し て 就 業 の 機 会  雇

用 機 会 に 直 接 結 び つ く 点 で 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 実 践 的 な 性 格 の 諸

問 題 、 つ ま り 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 実 際 的 な 社 会 参 加 の 課 題 と

し て 議 論 さ れ う る 。 も ち ろ ん 、 一 方 で 日 本 語 教 育 は マ イ ノ リ テ ィ の

同 化 政 策 と し て 捉 え ら れ る 側 面 を も ち 、 マ イ ノ リ テ ィ へ の 差 別 構 造
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を 温 存 さ せ て い く 危 険 も は ら ん で い る 。 し か し 、 こ こ で は 識 字 に よ

り 社 会 参 加 が 可 能 に な る 面 に よ り 注 目 し て い く こ と を 断 っ て お く 。  

こ う し た 後 者 の 方 向 性 は 、 よ り 現 実 的 な 社 会 参 加 を 議 論 す る ス テ

ッ プ と し て 、 具 体 的 な 方 策 と し て 、 い か に 生 活 し う る か を よ り リ ア

ル に 捉 え る 議 論 と な り う る 。 後 述 す る 羽 後 町 は 、 い わ ば こ の 日 本 語

教 育 の 展 開 に み る 、 社 会 保 障 問 題 や 社 会 参 加 の 実 際 の 手 立 て に 密 接

に 結 び つ く 議 論 の 事 例 と し て 位 置 づ け る こ と が で き る 。  

 

３ ．定 住 外 国 人 の 生 活 支 援 と し て の 日 本 語 教 育 と 社 会 参 加 ― 羽 後 町

の 事 例  

（ １ ） 秋 田 県 の 外 国 人 人 口 の 増 加 と 日 本 語 指 導 ・ 学 習 支 援 事 業  

さ て 、 羽 後 町 の 事 例 を も と に 定 住 外 国 人 の 社 会 参 加 に つ い て 具 体

的 に み て い く こ と に す る が 、そ の 前 に 1 9 9 0年 代 以 降 の 急 速 な 外 国 人

の 増 加 に 伴 い 外 国 人 へ の 生 活 へ の 対 応 策 が 急 務 に な っ て き て い る 秋

田 県 の 概 況 と 教 育 に 関 す る 支 援 事 業 の 動 向 を 記 し て お く こ と に す る 。 

2 0 0 4（ 平 成 1 6）年 1 2月 末 現 在 に お け る 秋 田 県 内 の 外 国 人 登 録 者 数

は 4 , 9 6 3人 （ 全 人 口 の 0 . 4％ ） で 、 秋 田 県 は 全 国 で も も 少 な い 地 域

と し て 位 置 づ け ら れ る が 、 し か し 近 年 そ の 増 加 傾 向 は 著 し く 、 1 0年

前 の 1 9 9 4 年 と 比 較 し て 約 2 . 2 倍 と な っ て お り 全 国 の 1 . 4 倍 よ り も 上

回 っ て い る （ 図 １ ）。 性 別 で い う と 、 女 性 の 割 合 が 高 い の が 東 北 地 域

の 特 徴 と し て あ げ ら れ る が 、 な か で も 秋 田 県 は 高 い 傾 向 を 示 す 。 在

留 資 格 お よ び 国 籍 別 に み る と 、 「 永 住 者 」 が も 多 く 1 , 2 6 4 人 で 、

そ の う ち 「 （ 韓 国 ・ 朝 鮮 国 籍 の ） 特 別 永 住 」 が 5 4 0人 、 中 国 籍 が 2 8 7

人 、 フ ィ リ ピ ン 国 籍 が 2 5 2人 、 韓 国 ・ 朝 鮮 が 1 1 2人 で あ る （ 図 ２ ） 。

「 日 本 人 の 配 偶 者 等 」は 7 5 8人 で 、う ち 3 5 7人 が 中 国 籍 、次 い で フ ィ

リ ピ ン 国 籍 が 2 1 3人 、 韓 国 ・ 朝 鮮 国 籍 が 6 1人 で あ る 。「 研 修 」 は 7 5 2

人 で 、 う ち 7 4 2人 ま で が 中 国 籍 で 、 つ い で ベ ト ナ ム 4人 で あ る 。 「 特

定 活 動 」は 7 8 0人 で 、う ち 7 5 4人 が 中 国 籍 、つ い で 2 0人 が イ ン ド ネ シ

ア 国 籍 で あ る 。 1 9 0 0 年 代 に 増 加 し て き た 国 際 結 婚 と 同 時 に 、 研 修

生 ・ 技 能 実 習 生 と い っ た 政 策 に よ る 外 国 人 人 口 の 増 加 に お い て も 、

秋 田 県 の 外 国 人 人 口 の 5 1 ％ は 中 国 籍 外 国 人 の 多 さ が 目 立 つ の も 特

徴 で あ る ９ ） 。  

ち な み に 、 新 の 外 国 人 人 口 統 計 と し て 、全 国 の 平 成 3 0年 1 2月 の

在 留 外 国 人 数 は 2 , 7 3 1 , 0 9 3人 （ 前 年 比 ＋ 6 . 6％ ） で 、 過 去 高 と な っ

て い る 。 総 人 口 に 占 め る 割 合 は 平 成 2 9年 末 時 点 で 2 . 0 2％ で あ る 。 国

籍 別 で は 、 中 国 7 6 4 , 7 2 0人 （ 構 成 比 2 8 . 0％ ） （ 前 年 比 ＋ 4 . 6％ ） 、 韓

国 4 4 9 , 6 3 4人（ 1 6 . 5％ ）（ － 0 . 2％ ）、ベ ト ナ ム 3 3 0 , 8 3 5人（ 1 2 . 1％ ）

（ ＋ 2 6 . 1％ ） 、 フ ィ リ ピ ン 2 7 1 , 2 8 9人 （ 9 . 9％ ）（ ＋ 4 . 1％ ） ブ ラ ジ ル

2 0 1 , 8 6 5人 （ 7 . 4％ ） （ ＋ 5 . 5％ ） 、 ネ パ ー ル 8 8 , 9 5 1人 （ 3 . 3％ ） （ ＋

1 1 . 1％ ） 、 イ ン ド ネ シ ア 5 6 , 3 4 6人 （ 2 . 1％ ）（ ＋ 1 2 . 7％ ） と な っ て い
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る 。前 年 比 増 減 で み る と 、韓 国 が 0 . 2％ 減 と な っ て い る 一 方 、ベ ト ナ

ム 、 イ ン ド ネ シ ア 、 ネ パ ー ル の 増 加 が 目 立 っ て き て い る （ 平 成 3 0年

版 「 出 入 国 管 理 」 参 照 ） 。  

ま た 、秋 田 県 で は 、平 成 2 9年 1 2月 末 現 在 の 数 値 と し て 、総 数 3 , 7 1 4

人 、 中 国 1 , 0 9 5人 、 フ ィ リ ピ ン 7 9 0人 、 韓 国 ・ 朝 鮮 2 1 6・ 5 9人 、 ベ ト

ナ ム 3 0 8人 、米 国 2 1 6人 、ネ パ ー ル 8 0人 、タ イ 7 9人 、イ ン ド ネ シ ア 6 3

人 と な っ て い る （ 平 成 3 1年 版 秋 田 県 県 勢 要 覧 参 照 ） 。  

さ て 、 外 国 人 の 急 増 を 受 け て 、 秋 田 県 の 教 育 庁 生 涯 学 習 振 興 課 で

は 、 1 9 9 5年 度 か ら 日 本 語 学 習 支 援 事 業 と し て 、成 人 を 対 象 と す る 日

本 語 教 室 を 県 内 1 0地 域 に 開 設 し た 。 当 初 4年 計 画 だ っ た が 、 各 市 町

村 に お け る 支 援 体 制 が 整 っ て い な い 状 況 が あ り 、 2年 延 長 し 2 0 0 0年

度 ま で 行 わ れ た 。 こ う し た 県 を あ げ て の 日 本 語 教 室 開 設 支 援 は 、 全

国 で も 少 な い 事 業 で あ る 。 背 景 に は 、 上 述 の よ う に 県 内 に 急 激 に 増

加 し た 外 国 人 に 対 し 、 各 地 域 レ ベ ル で の 対 処 が 非 常 に 困 難 で あ り 、

緊 急 の 対 策 と し て 県 主 導 で 対 応 せ ざ る を 得 な か っ た 事 情 が あ っ た か

ら で あ る 。そ の 後 、 2 0 0 1年 度 か ら は 市 町 村 が 単 独 で 実 施 す る よ う に

変 更 さ れ 、 そ の 後 県 で は 、 日 本 語 教 室 の 運 営 が 市 町 村 に 切 り 替 わ る

の を 機 に 、 1 9 9 9年 度 よ り 「 国 際 交 流 推 進 委 員 」 7人 に 日 本 語 教 室 の

指 導 を 委 嘱 し て い た も の を 変 更 し て 2 0 0 2年 度 か ら は「 外 国 籍 県 民 等

交 流 サ ポ ー ト セ ン タ ー 」 を 県 内 9地 域 （ 9市 ） に 設 置 し 、 そ れ ぞ れ の

ブ ロ ッ ク に「 国 際 交 流 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 」や「 国 際 交 流 サ ポ ー タ ー 」

を 配 置 し て 、 市 町 村 の 日 本 語 教 室 と 連 携 し て 地 域 の 支 援 を す る シ ス

テ ム を つ く っ た １ ０ ） 。  

ま た 県 内 の 雇 用 対 策 で あ る 「 緊 急 雇 用 創 出 特 別 基 金 事 業 」 の 一 環

と し て 、 義 務 教 育 課 に お い て 「 日 本 語 指 導 支 援 事 業 」 が 2 0 0 1（ 平 成

1 3） 年 度 （ 2 0 0 2年 1月 ） か ら 行 わ れ て い る 。 帰 国 子 女 等 の 日 本 語 が

不 自 由 な 児 童 生 徒 に 対 し 、 個 別 学 習 、 生 活 支 援 を お こ な う 非 常 勤 講

師 を 配 置 し て い る 。こ れ は 地 域 内 に 日 本 語 が 必 要 な 児 童 生 徒 が 1 0名 、

ま た は 5 校 以 上 あ る 地 域 で 、 講 師 は 複 数 の 市 町 村 を 担 当 す る 。 県 内

を 3ブ ロ ッ ク に 区 分 し 、 年 度 に よ り 指 定 地 域 が 異 な る が 、 2 0 0 3（ 平

成 1 5） 年 度 は 小 中 学 校 あ わ せ て 県 北 で 3人 、 県 央 1 1人 、 そ し て 羽 後

町 が 含 ま れ る 県 南 に は 1 5 人 配 置 さ れ て い る 。 2 0 0 2 年 度 は 大 曲 市 、

2 0 0 3年 度 は 山 内 村 と な っ て い る 。人 選 は 各 地 域 に 委 任 さ れ 、講 師 は

県 と 地 域 の コ ー デ ィ ネ ー タ ー 役 と し て ボ ラ ン テ ィ ア や 教 員 の 指 導 、

相 談 に あ た っ て い る １ １ ) 。 2 0 0 1年 度 に は 2 8 7万 8千 円 の 事 業 額 で 9人

の 新 規 雇 用 が 、 2 0 0 2（ 平 成 1 4） 年 度 は 2 , 7 9 1万 円 で 1 6人 が 新 規 雇 用

さ れ た 。 2 0 0 3（ 平 成 1 5） 年 度 は 予 算 計 上 で 3 , 6 0 0万 円 、 2 0人 の 派 遣

で あ る 。 ま た 参 考 ま で に 、 国 際 交 流 課 に お い て は 、 2 0 0 2年 度 に 「 に

ほ ん の く ら し 情 報 ・ 支 援 事 業 」 と し て 、 外 国 籍 県 民 に 対 す る 母 国 語

に よ る 生 活 関 連 情 報 の 提 供 、 相 談 に 1 , 2 5 6万 円 、 1 0人 の 新 規 雇 用 が
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な さ れ た １ ２ ） 。  

   

     注 ： 秋 田 県 学 術 国 際 部 2 0 0 5 『 秋 田 の 国 際 化 の 現 状  平 成 1 7 年 度 』  

を 参 考 に 作 成  

 

注 ： 秋 田 県 学 術 国 際 部 （ 2 0 0 5 ）『 秋 田 の 国 際 化 の 現 状  平 成 1 7 年 度 』  

を 参 考 に 作 成  

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

計 1,447 1,627 1,922 1,825 2,344 2,289 2,132 2,352 2,612 2,947 3,324 4,022 4,382 4,648 4,826 4,963

その他 102 112 130 132 228 163 191 196 223 252 291 348 349 334 364 358

ブラジル 6 12 20 43 21 25 54 32 68 94 65 78 69 72 53 41

インドネシア 1 10 7 7 20 14 33 22 10 21 46 59 62 68 100 105

タ イ 28 3 23 30 26 39 64 57 45 45 42 64 37 35 41 42

米 国 59 130 198 178 243 190 177 188 176 152 146 132 132 157 126 144

フィリピン 169 286 438 344 661 642 378 506 581 622 688 825 794 807 860 939

中 国 146 157 199 176 259 288 322 450 643 898 1,195 1,646 2,063 2,328 2,457 2,507

韓 国 936 917 907 915 886 928 913 901 866 863 851 870 876 847 825 827
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図１ 秋田県における国籍別外国人登録者数の推移

35.6％

（1264人）

21.9％

（780人）

21.3％

（758人）

21.2％

(752人)

図２ 秋田県における主要在留資格別外国人登録者数

（2004年末現在）
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（ ２ ） 羽 後 町 の 外 国 人 に 対 す る 生 活 支 援   

１ ） 羽 後 町 町 民 課 の 外 国 人 に 対 す る 生 活 支 援 事 業  

以 上 秋 田 県 の 教 育 事 業 を 概 観 し た 上 で 、 次 に 羽 後 町 の 動 向 を み て

み る 。 羽 後 町 は 秋 田 県 の 南 部 、 山 形 県 境 に 近 く 、 町 の 面 積 は 2 3 0 , 7 5

㎢ 、 3分 の 2の 1 5 3 . 6 4㎢ が 山 林 で 占 め ら れ て い る 。 平 野 部 は 町 東 部 の

湯 沢 市 や 十 文 字 町 に 接 し 横 手 盆 地 が 広 が り 、 西 部 は 東 由 利 町 や 鳥 海

町 、 雄 勝 町 に 接 し 出 羽 丘 陵 の 山 地 に な っ て い る 。 1 9 5 5（ 昭 和 3 0） 年

4月 に 西 馬 音 内 町 、 三 輪 村 、 新 成 村 、 明 治 村 、 元 西 馬 音 内 村 、 田 代

村 、 仙 道 村 が 合 併 し 、 県 内 大 の 人 口 数 と な っ た 。 平 成 の 市 町 村 合

併 の 動 向 に お い て は 、2 0 0 2（ 平 成 1 2）年 1 1月 1 5日 に 湯 沢 市 よ り 2 0 0 5

（ 平 成 1 7） 年 3月 ま で の 合 併 を 前 提 と し た 「 湯 沢 市 雄 勝 郡 に よ る 任

意 の 合 併 協 議 会 」へ の 参 加 要 請 が あ っ た が 、時 期 尚 早 と し て 1 2月 2 4

日 に 協 議 会 へ の 参 加 を し な い 旨 の 回 答 を 出 し １ ３ ) 、 現 在 合 併 せ ず 独

立 の か た ち を と っ て い る 。  

2 0 0 5（ 平 成 1 7）年 3月 現 在 総 人 口 は 1 8 , 9 8 9人 、世 帯 数 は 5 , 4 0 7世 帯

で 、 高 齢 化 率 は 2 7 . 4％ で あ る 。 2 0 0 0（ 平 成 1 2） 年 の 国 勢 調 査 結 果 よ

り 産 業 構 造 を み る と 、 第 一 次 産 業 従 事 者 数 が 1 , 8 3 6人 ( 1 9 % )、 そ の う

ち 9 8 . 4 % （ 1 , 8 0 7人 ） が 農 業 従 事 者 で あ る 。 第 二 次 産 業 で は 4 , 0 1 0人

( 4 1 . 6 % )、そ の う ち 製 造 業 が 2 , 7 4 0人 ( 6 8 . 3 % )と な っ て い る 。第 三 次 産

業 は 3 , 7 4 0人 ( 3 9 . 4 % )で あ る 。 こ の う ち 製 造 業 の 業 種 別 事 業 所 数 を み

る と 、 衣 服 関 係 が 3 7事 業 所 で 4 6％ を 占 め 、 次 い で 電 気 機 械 の 9事 業

所 、 11％ と な っ て い る 。 従 業 者 数 は 衣 服 の 6 3 5人 （ 3 8％ ） 、 電 気 機

械 の 6 0 5人 （ 3 6％ ） が 多 い １ ４ ) 。  

国 際 結 婚 へ の 取 り 組 み は 、 他 県 と 同 様 に 農 村 に お け る 結 婚 難 、 後

継 者 不 足 問 題 に 対 応 す る 行 政 主 導 型 の 結 婚 対 策 の 延 長 と し て 始 ま っ

た が 、 秋 田 県 内 で も っ と も 早 く 制 度 を 導 入 し た の は 県 南 部 の 旧 皆 瀬

村 （ 現 湯 沢 市 ） で 1 9 8 3（ 昭 和 5 8） 年 で あ る 。 本 稿 で 対 象 と し て い

る 羽 後 町 は 、 結 婚 相 談 所 の 開 設 で 注 目 さ れ 、 1 9 8 8（ 6 3） 年 に は 係 員

2 名 を 配 し て 町 民 課 内 に 新 設 さ れ た 。 ま た 農 業 委 員 会 に は 結 婚 相 談

を 含 め た 後 継 者 問 題 の 相 談 委 員 を 委 嘱 し て き た（ 佐 藤 隆 夫 1 9 8 9：1 2 1

－ 1 2 2）。  

 1 9 9 0年 代 に は い る と 、羽 後 町 の 外 国 人 登 録 者 数 は 急 激 に 増 加 す る 。

そ の 推 移 を み る と 、1 9 9 1（ 平 成 3）年 で は 全 登 録 数 が 4人 だ っ た の が 、

1 9 9 7（ 平 成 5）年 に 3 5名 と な り 、以 後 1 0年 間 に 中 国 国 籍 の 急 増 で 1 0 0

人 を 越 す 人 数 と な っ て い る 。 国 際 結 婚 数 で み る と 、 こ れ も 登 録 者 数

の 増 加 と と も に 1 9 9 7年 か ら 増 加 し 始 め 、2 0 0 2（ 平 成 1 4）年 現 在 に お

い て 6 1組 に 達 し て い る １ ５ ） 。 秋 田 県 の 資 料 に よ る と 、 2 0 0 2年 に 1 1 0

人 、 2 0 0 3（ 平 成 1 5）年 は 一 時 減 少 し て 9 4人 に な っ た が 、 2 0 0 4（ 平 成

1 6 ） 年 末 現 在 で は 再 び 増 加 し 1 1 1 人 と な っ て い る 。 こ の 1 1 1 人 中 8 4
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人 が 中 国 籍 で あ り 、 次 い で フ ィ リ ピ ン 1 9人 、 韓 国 、 朝 鮮 が 6人 と な

っ て い る 。 在 留 資 格 で は 、 3 5人 が 「 日 本 人 の 配 偶 者 等 」（ 3 5人 中 2 5

人 が 中 国 籍 、 8人 が フ ィ リ ピ ン 国 籍 ） 、  2 9人 が 「 永 住 者 」 （ う ち

1 9人 が 中 国 、 5人 が フ ィ リ ピ ン ） 1 2人 が 「 研 修 」 （ 全 員 中 国 籍 ） 、

1 4人 が 「 特 定 活 動 」 （ 全 員 中 国 籍 ） で あ る １ ６ ） 。  

参 考 ま で に 、 そ の 後 の 羽 後 町 の 在 留 外 国 人 数 の 推 移 を 簡 単 に 示 す

と 、 2 0 0 7 年 の 1 3 9 人 を ピ ー ク に 減 少 傾 向 が 続 き 、 2 0 1 5 年 に 1 0 8 人 ま

で 減 少 し た が 、 そ の 後 ま た 増 加 傾 向 に 転 じ 、 2 0 1 8年 現 在 で は 1 2 0人

と な っ て い る （ 秋 田 県 国 際 課 2 0 1 8）  

こ の 羽 後 町 で は 、 1 9 9 9（ 平 成 1 1）年 7月 か ら 日 本 語 検 定 1級 を 取 得

し て 羽 後 町 に 生 活 し て い る 外 国 人 女 性 に 、 国 際 結 婚 の 家 族 に 対 応 す

る 相 談 員 を 委 嘱 し 、 月 2回 の 国 際 結 婚 者 向 け の 相 談 事 業 を お こ な っ

て き て い る 。 2 0 0 0（ 平 成 1 2） 年 4月 に は 町 民 課 に 「 交 流 定 住 担 当 」

を 設 置 し て い る 。 国 際 結 婚 の 夫 婦 が 安 心 し て 暮 ら せ る よ う 生 活 全 般

に わ た り 支 援 し 定 住 を 確 か な も の に す る こ と を 目 的 と し た 「 交 流 定

住 担 当 事 業 計 画 」 が 作 成 さ れ 、 よ り 細 か な 対 応 が で き る よ う 工 夫 さ

れ て き て い る 。具 体 的 な 取 り 組 み と し て は 、相 談 員 に よ る 毎 週 火 曜 、

木 曜 の 国 際 結 婚 者 生 活 相 談 （ 月 2回 か ら 毎 週 2回 に 増 加 ） 、 家 庭 や 職

場 訪 問 、 研 修 （ 地 域 社 会 の 制 度 、 文 化 を 学 ぶ 機 会 ） 、 情 報 誌 「 虹 た

よ り 」 （ 日 本 語 と 中 国 語 ） の 発 行 、 交 流 会 開 催 、 「 コ ス モ ス の 会 」

（ 1 9 9 7年 に 発 足 の 国 際 結 婚 者 に よ る 自 助 グ ル ー プ ）へ の 事 務 的 支 援

ア ド ヴ ァ イ ス 、 海 外 研 修 視 察 （ 外 国 人 妻 の 故 郷 を 訪 問 す る 交 流 会 ）

な ど を 行 っ て い る １ ７ ) 。  

 

２ ） 日 本 語 学 習 講 座   

羽 後 町 で は 、 町 全 体 で 住 民 と な る 外 国 人 を 支 援 す る に は 、 そ の シ

ス テ ム づ く り が 重 要 で あ る と い う 認 識 の も と 、 新 し く 町 に 移 住 し 生

活 す る こ と に な っ た 外 国 人 が 住 民 登 録 を す る 際 、 日 本 語 学 習 講 座 へ

の 参 加 案 内 も 同 時 に 行 わ れ 、 行 政 内 に お け る 管 轄 を 超 え 支 援 の 連 携

が み ら れ る 。し か し 、 1 9 9 0年 代 後 半 に 中 国 籍 外 国 人 が 急 増 し た 当 初

は 、 羽 後 町 で も 民 間 の 国 際 結 婚 斡 旋 業 者 が 急 増 し 、 そ れ ら の 仲 介 し

て き た 外 国 人 女 性 が 自 宅 に も ど ら な く な っ た り 、 離 婚 者 が 増 え た 時

期 も あ っ た １ ８ ) 。 ま た 日 本 語 学 習 受 講 者 は 、 か つ て は 広 域 の 日 本 語

教 室 と し て 湯 沢 市 に で き た 教 室 に 通 っ て お り 、 交 通 費 や 交 通 手 段 の

問 題 が あ っ て 不 便 を か け て も い た 。  

こ う し た 問 題 か ら 、 新 し く き た 外 国 人 妻 た ち に 、 「 旦 那 さ ん は 羽

後 町 の 方 で す か ら 、 地 域 で 支 え な け れ ば 。 町 民 と し て 町 の 生 活 に 早

く な じ ん で ほ し い 。 」 、 「 地 域 全 体 で 支 え て 、 町 の 人 と の 交 流 も で

き る よ う に し よ う 」 と 、 1 9 9 7（ 平 成 9） 年 1 1月 に 湯 沢 教 室 の 分 教 室

が 町 に 開 設 さ れ た 。 そ し て 、 「 今 後 も （ 外 国 人 が ） 国 際 結 婚 で 羽 後
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町 に 来 る と い う 情 報 も あ っ て 」、翌 1 9 9 8年 度 後 半 か ら は 秋 田 県 の 補

助 事 業 を 受 け る か た ち で 、町 単 独 で の 日 本 語 学 習 講 座（ 現 在 名 称「 日

本 語 学 習 講 座 ・ 羽 後 町 教 室 」 ） を 開 設 す る に 至 っ た  １ ９ ) 。 2 0 0 0年 か

ら は 、羽 後 町 教 育 委 員 会 の「 社 会 参 加 促 進 事 業（ 人 権 教 育 促 進 事 業 ）」

に よ る 補 助（ 費 用 の 2分 の 1の 5 0万 円 ）を 受 け て 講 師 謝 礼 等 と し て 使

わ れ て い る 。  

前 述 し た 秋 田 県 の 支 援 事 業 は 、あ く ま で も 雇 用 事 業 の 一 環 で あ り 、

ま た 「 サ ポ ー ト セ ン タ ー 」 で は 、 一 人 の 講 師 が 複 数 の 市 町 村 を 担 当

し て い る な ど 、 各 市 町 村 の 諸 事 情 に 合 わ せ た き め 細 か な 対 応 は 難 し

い 状 況 に あ る 。 そ こ で 羽 後 町 で は 、 「 緊 急 雇 用 創 出 基 金 事 業 」 の 市

町 村 事 業 と し て「 国 際 交 流 外 国 文 化 講 座 開 設 事 業 」を 行 い 、2 0 0 2（ 平

成 1 4） 年 度 に 1 1 0万 円 、 新 規 に 3人 を 雇 用 し た 。 ま た 「 日 本 語 学 習 サ

ポ ー ト 事 業 」 と し て 、 親 の 国 際 結 婚 に よ り 来 日 し た 外 国 籍 児 童 ・ 生

徒 に 対 す る 日 本 語 指 導 の 臨 時 講 師 配 置 に 、6 8万 4千 円 で 1人 新 規 雇 用

し て い る 。  

日 本 語 学 習 講 座 は 、 羽 後 町 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー に お い て 教 育 委

員 会 の 担 当 に よ り 、 1 9 9 9（ 平 成 1 1） 年 以 前 は 毎 週 水 曜 日 、 金 曜 日 の

午 前 の み 開 設 さ れ て い た が 、 日 中 の 就 業 者 が 受 講 し や す い よ う に 、

ま た 夫 な ど 家 族 が 外 国 人 妻 の 母 国 語 （ 中 国 語 、 英 語 ） を 受 講 で き る

よ う に す る 等 の 理 由 で 、 2 0 0 0（ 平 成 1 2） 年 か ら は 午 前 （ 水 曜 日 ： 1 0

－ 1 2時 ）と 午 後（ 金 曜 日 1 9時 － 2 0時 3 0分 ）に 変 更 さ れ た 。日 本 語 指

導 者 養 成 講 座 の 講 習 を 受 け た 講 師 （ 含 む 協 力 員 ） が 6人 （ 日 本 人 ）

と 平 成 1 5年 か ら は 国 際 結 婚 し て い る 中 国 人 妻 に も 頼 ん で い る 。昼 は

3人 、 夜 は 4人 （ う ち 中 国 人 1人 ） 体 制 で お こ な っ て き て い る 。 し か

し 、 2 0 0 3（ 平 成 1 5）年 か ら は 国 際 結 婚 者 増 加 も ピ ー ク を 過 ぎ て 受 講

者 数 も 落 ち 着 い て き た と い う 判 断 で 、 通 年 の 開 催 だ っ た も の を 期 間

限 定 （ 3月 か ら 1 2月 ま で ） に な っ た 。 ち な み に 平 成 1 7年 度 の 日 本 語

学 習 支 援 の 状 況 は 、 毎 週 金 曜 日 1 9： 0 0～ 2 1： 0 0（ 4月 ー 1 2月 ） と な

っ て い る 。 2 0 0 0年 時 点 で は 、 当 初 の 昼 間 の 教 室 に 加 え 、 夜 間 を 開 設

す る か た ち で 増 設 し て き た わ け だ が 、 現 在 は 昼 間 の 教 室 を 中 止 し た

形 で 開 設 数 が 減 っ た こ と に な る ２ ０ ）。  

 

３ ） 外 国 人 妻 に よ る 小 ・ 中 学 校 で の 学 習 支 援  

次 に 、学 校 教 育 の 現 場 に お け る 支 援 状 況 に つ い て 説 明 す る 。 2 0 0 3

年 現 在 、 羽 後 町 に は 小 学 校 が 1 1 校 、 中 学 校 が 3 校 、 高 等 学 校 が １

校 で 、 児 童 ・ 生 徒 数 は そ れ ぞ れ 1 , 0 8 6 名 、 6 7 8 名 、 4 7 0 名 で あ る 。

同 年 7 月 現 在 、「 国 際 結 婚 の 子 供 」と し て 、就 学 前 の 子 ど も（ 0 歳 ～

5 歳 ） は 3 5 人 、 小 学 生 は 7 人 、 中 学 生 は 1 人 の 計 4 3 人 で あ る 。 ま

た 、「 外 国 籍 の 子 供 」 は 中 学 生 4 人 、 高 校 生 が 2 人 の 6 人 で あ る 。

こ れ ら を 合 計 し て 4 9 人 の 子 ど も た ち が い る ２ １ ) 。こ の う ち「 外 国 籍
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の 子 供 」 は 、 母 国 で 成 長 し そ の 学 校 教 育 を 受 け 、 途 中 か ら 来 日 し て

き た 子 ど も た ち で あ り 、 そ の ま ま で は 日 本 語 の 習 得 や 教 科 の 学 習 に

困 難 が あ り 、 進 学 や 就 職 の 問 題 を 抱 え る 可 能 性 が で て く る 。 こ う し

た 母 国 か ら 呼 び 寄 せ ら れ た 外 国 籍 の 子 ど も た ち の 教 育 へ の 配 慮 も 支

援 事 業 と し て 行 わ れ て い る 。  

前 述 の 秋 田 県 の「 緊 急 雇 用 創 出 基 金 事 業 」の 市 町 村 事 業 で あ る「 日

本 語 学 習 サ ポ ー ト 事 業 」 に よ っ て 、 町 内 3 校 の う ち 2 つ の 中 学 校 に

在 籍 す る 生 徒 た ち に 対 し て 個 別 学 習 や 生 活 支 援 を お こ な っ て い る 。

2 0 0 2 年 度 か ら 県 教 委 か ら 派 遣 さ れ た か た ち 。講 師 は 町 の 日 本 語 学 習

講 座 の 修 了 者 で 、 日 本 語 検 定 で 1 級 取 得 す る な ど 日 本 語 能 力 の 高 い

黒 龍 江 省 出 身 の 外 国 人 妻 が 2 名 で 担 当 し て い る 。 学 校 に は 毎 日 い ず

れ か の 講 師 が つ き 、 生 徒 が 日 本 語 を 理 解 で き な い う ち は 、 授 業 に つ

い て 通 訳 を す る よ う な 形 で 担 当 し て も ら い 、 日 本 語 学 習 の 時 間 は 、

日 本 人 の 生 徒 の 国 語 や 理 科 、 社 会 、 道 徳 な ど の 時 間 に 担 当 し て も ら

っ て い る 。 実 際 こ う し た 講 師 た ち の 積 極 的 な 支 援 に よ っ て 、 2 0 0 3

年 4 月 に は 、 2 0 0 2 年 2 月 に 来 日 し た あ と 羽 後 町 の 中 学 校 に 1 年 在

籍 し た 2 人 の 吉 林 省 出 身 の 中 学 生 姉 妹 が 町 内 の 高 校 に 進 学 を 果 た し

た 。現 在 も 2 つ の 中 学 校 に そ れ ぞ れ 2 人 ず つ い る 中 学 生 の 授 業 の 補

助 や 、 学 校 生 活 や 家 庭 生 活 な ど 様 々 な 事 に 関 し て の 相 談 相 手 に も な

っ て い る 。  

2 0 0 3 年 9 月 現 在 、羽 後 中 学 校 に は 2 名 の 外 国 籍 生 徒 が 通 学 し て い

る 。 1 年 生 の 女 子 生 徒 は 2 0 0 3 年 小 学 校 6 年 生 の 3 月 か ら 来 日 し て

お り 、2 年 年 生 男 子 生 徒 は 2 0 0 2 年 、中 1 の 途 中 か ら 来 日 し た 。現 在

は 、 英 語 や 数 学 、 技 能 教 科 等 は 日 本 人 生 徒 と 同 じ 授 業 を 受 け る が 、

国 語 、 理 科 、 社 会 、 道 徳 の 時 間 は 時 間 割 を 調 整 し て 、 ふ た り 一 緒 に

日 本 語 の 授 業 を 受 け ら れ る よ う に し て い る 。 生 徒 が 来 日 間 も な い 頃

は 、 一 般 の 授 業 で 脇 に 講 師 に つ い て 通 訳 を し て も ら い な が ら 授 業 を

受 け て い た が 、 場 合 に よ っ て 、 た と え ば 受 験 シ ー ズ ン で 日 本 人 生 徒

が 通 訳 等 で 集 中 で き な か っ た り 、 双 方 の 生 徒 に ス ト レ ス が 生 じ て し

ま っ た り す る 恐 れ が あ る と き は 、 別 々 に 授 業 す る な ど 配 慮 し て き て

い る 。 教 員 側 で は 、 中 学 に 受 け 入 れ る 前 か ら 母 親 、 生 徒 、 教 員 で 面

談 を し た り 、 在 校 し て い る 小 学 校 と の 情 報 交 換 を す る よ う に 工 夫 し

て い る 。 そ の 際 に 、 た と え ば 日 本 語 が ま だ 理 解 で き な い こ と に 配 慮

す る た め に 、 仲 の よ い 児 童 と 同 じ ク ラ ス に し て ほ し い と い っ た 親 側

の 相 談 に の る な ど の 対 応 を し て き て い る 。  

 一 方 で 、ク ラ ス の あ る 担 当 教 員 は 、「何 よ り も 町 の 対 応 が 重 要 、学

校 だ け で は で き な い こ と も あ る 」 と い う 。 学 校 を 卒 業 し た 後 、 子 ど

も た ち は な か な か 日 本 語 を 勉 強 で き る 場 が な く 、 そ う い っ た 生 徒 た

ち を 支 援 す る に は 町 の 教 育 方 針 が 重 要 で あ り 、 今 後 も そ の 役 割 を 果

た し て ほ し い と い う 期 待 を も っ て い る よ う だ 。  
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 も う 一 つ の 高 瀬 中 学 校 に も 二 人 の 外 国 籍 生 徒 が 在 籍 し て い る 。

2 0 0 3 年 現 在 3 年 生 （ 1 4 歳 ） の 女 子 生 徒 は 、 2 0 0 1 年 1 2 月 、 中 学 1

年 生 の と き に 来 日 し て い る 。 2 年 生 （ 1 3 歳 ） の 男 子 生 徒 も 2 0 0 1 年

暮 れ に 来 日 し 、 当 初 は 小 学 校 の 6 年 に 編 入 学 し た 。 二 人 と も 日 本 語

が 全 く 話 せ な い 状 態 だ っ た 。 こ ち ら の 中 学 校 で も 特 別 な 対 応 は し て

い な い 。 た だ 週 3 回 、 日 本 人 の 生 徒 の 国 語 の 時 間 に 、 講 師 が 日 本 語

指 導 を し て い る 。 あ と は 特 に 問 題 も な く 、 学 校 の 教 育 方 針 も 特 に な

い と い う 。 他 の 生 徒 と 全 く 同 じ で 、 そ れ ぞ れ 運 動 部 に 所 属 し て が ん

ば っ て い る と い う 。  

そ も そ も 、 日 本 語 学 習 が 必 要 な 生 徒 が 羽 後 町 の 中 学 校 に 入 学 し て

き た の が 2 0 0 1 年 以 降 と 日 が 浅 い こ と も あ り 、 以 上 み て き た よ う に

十 分 に 制 度 的 に 対 応 が 検 討 さ れ て 特 別 に プ ロ グ ラ ム 等 が 組 ま れ て い

る と い う わ け で は な い 。 し か し 、 中 国 で は 教 育 に 対 し て 非 常 に 熱 心

と い う こ と が あ り 、 し か も 講 師 の 生 徒 へ の 対 応 も 生 徒 の 方 も 、 高 校

へ の 進 学 と い う 課 題 に 向 け て か な り 熱 心 に 勉 強 に 励 ん で い る こ と 、

ま た 人 数 が 少 な い た め 講 師 も 個 別 に 対 応 で き る 、 と い っ た 好 条 件 に

支 え ら れ て お り 、 特 に 支 障 な く 学 校 で の 支 援 体 制 が と ら れ て い る と

い う の が 現 状 の よ う で あ る 。  

 

４ ． 相 互 に 支 え あ う シ ス テ ム へ  

（ １ ） 日 本 語 教 育 と 就 業 機 会 の 結 び つ き  

羽 後 町 の 教 育 面 に お け る こ う し た 支 援 事 業 は 、 結 果 的 に 、 定 住 外

国 人 が 教 育 を 受 け た こ と に よ っ て 就 業 の 機 会 を 得 る シ ス テ ム づ く り

の 試 み と な っ て い る と い え る 。 「 2 年 ぐ ら い 日 本 語 を 勉 強 し て い た

だ い て 、マ ス タ ー し た 人 は ど ん ど ん 社 会 に 出 て も ら お う 」 ２ ２ ） と い

う 方 針 の も と で 、 単 に 羽 後 町 に 移 住 し て き た 外 国 人 と そ の 家 族 に 対

す る 生 活 支 援 、 日 本 語 教 室 等 の 教 育 支 援 と い っ た 一 般 的 な 外 国 人 施

策 を 行 う だ け で は な く 、 そ う し た 支 援 に よ り 日 本 語 に 支 障 が な く な

り 地 域 生 活 に 溶 け 込 ん で き た 外 国 人 妻 に 、 今 度 は ま た 新 し く 来 た 外

国 人 妻 や そ の 子 ど も た ち へ の 支 援 者 と し て 働 い て も ら う よ う に と 考

え 、 町 の 相 談 員 や 日 本 語 や 英 語 、 中 国 語 学 習 の 講 師 、 通 訳 の 仕 事 、

学 校 教 育 に お け る 児 童 生 徒 の 日 本 語 支 援 な ど を 、 県 や 町 の 事 業 を 通

し て 実 際 的 な 就 業 に つ な げ て い る 。 外 国 人 が 地 域 住 民 と し て 生 活 す

る 基 盤 を 地 域 雇 用 に よ っ て つ く り だ す こ と は 、 結 果 的 に は 地 域 コ ミ

ュ ニ テ ィ に お け る 教 育 を 充 実 さ せ て い く こ と に つ な が り 、 相 互 に 支

え あ え る シ ス テ ム に な り つ つ あ る 。  

 こ こ で 外 国 人 妻 の 聞 き と り の 事 例 か ら 、 日 本 語 の 教 育 と 、 そ こ か

ら 地 域 へ の 社 会 参 加 へ と つ な が っ て い く 状 況 を み て み よ う 。  

 
Ｂ さ ん  
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中 国 黒 龍 江 省 出 身 。3 0 代 前 半 。夫 と 二 人 の 幼 い 子 ど も 、義 母 の 5 人 家 族 。

永 住 権 を 取 得 し て い る 。中 国 で は 、多 兄 弟 の 末 子 で 、父 親 は 早 く に 亡 く な る 。

会 計 専 門 学 校 を 修 了 し た 後 し ば ら く 実 家 に い た が 、残 留 孤 児 の 親 族 と し て 既

に 日 本 で 暮 ら し て い た 姉 家 族 を 訪 問 す る た め 1 9 9 4 年 に 母 親 と 来 日 す る 。 母

親 の 中 国 帰 国 後 、彼 女 は 日 本 に 残 っ て 姉 家 族 と と も に し ば ら く 生 活 し 、そ の

後 働 き 口 を み つ け 独 り で 生 活 は じ め る 。 1 9 9 5 年 に 知 人 の 紹 介 で 出 稼 ぎ に き

て い た 羽 後 町 の 現 在 の 夫 と 知 り 合 い 、結 婚 し て 羽 後 町 に 移 住 し た 。日 本 語 教

室 で 日 本 語 を 習 い 日 本 語 検 定 １ 級 を 取 得 し 、 そ れ が き っ か け で 1 9 9 9 年 か ら

町 の 国 際 結 婚 家 族 の 相 談 担 当 を 委 任 さ れ 現 在 に 至 る 。 ま た 2 0 0 0 年 か ら は

小・中 学 校 に 在 籍 す る 外 国 籍 児 童・ 生 徒 の 日 本 語 の 講 師 や 相 談 役 を す る よ う

に な っ た 。  

 

Ｄ さ ん  

フ ィ リ ピ ン 共 和 国 出 身 。 3 0 代 後 半 。 夫 と 幼 い 子 ど も 二 人 、 義 母 の 5 人 家

族 。永 住 権 を 取 得 し て い る 。フ ィ リ ピ ン の 父 親 は 大 工 を し て い た が 既 に 他 界 、

母 と 兄 ５ 人 姉 ２ 人 の 末 子 。フ ィ リ ピ ン の 大 学 院 を 中 退 、高 等 学 校 の 教 員 を し

て い た が 、既 に 来 日 し て 結 婚 し 生 活 し て い た 親 族 の 紹 介 で 羽 後 町 出 身 の 夫 と

出 会 い 、 2 0 0 0 年 春 に 来 日 し 結 婚 し た 。 羽 後 町 に き て 一 時 英 会 話 の 講 師 を し

て い た が 、出 産 を 機 に 中 断 し た 。地 域 の 女 性 と 趣 味 の サ ー ク ル な ど で 交 流 を

楽 し ん で い る が 、現 在 は 乳 幼 児 を 抱 え 子 育 て に 忙 し い 。ま だ 日 本 語 は 不 自 由

で 、子 ど も が 就 学 す る 年 齢 に な っ た と き 日 本 語 が 理 解 で き な い こ と へ の 不 安

が あ り 、は や く 日 本 語 を 覚 え た い と 思 っ て い る 。今 後 は ま た 英 語 講 師 な ど 何

ら か の か た ち で 羽 後 町 で 教 育 関 係 の 仕 事 を し て い き た い 希 望 を も つ 。  

 

Ｂ さ ん は 、 学 校 教 育 に お い て 外 国 籍 児 童 ・ 生 徒 の 日 本 語 学 習 の 支

援 等 を 行 っ て い る 外 国 人 妻 の 一 人 で あ る 。 こ の Ｂ さ ん の 事 例 に み る

よ う に 、 羽 後 町 は 、 日 本 語 が 上 達 し た 彼 女 た ち を 、 今 度 は 新 し く 羽

後 町 に や っ て く る 外 国 人 妻 た ち の 生 活 相 談 や 日 本 語 学 習 、 ま た 日 本

語 の 理 解 が 十 分 で な い 児 童 生 徒 へ の 学 校 に お け る 学 習 を 支 援 す る ス

タ ッ フ と し て 活 躍 さ せ て い る 。 こ の こ と は 、 支 援 す る 彼 女 た ち に と

っ て は 働 く 場 を 得 る こ と に な り 、 地 域 に お い て 一 住 民 と し て 協 力 し

あ っ て 生 活 し て い る と い う メ ン バ ー シ ッ プ を 得 る こ と に も な る 。 彼

女 た ち が そ う し た 機 会 を 得 る こ と に よ っ て 、 今 度 は 実 際 に 援 助 を 受

け 助 け ら れ て い く 地 域 住 民 も で て く る 。 彼 女 た ち の 日 本 語 学 習 へ の

意 欲 は 、 単 に 日 常 的 な 意 思 疎 通 の レ ベ ル で は な く 、 日 本 語 を 上 達 さ

せ る こ と に よ っ て 、 就 業 機 会 を 得 た い と い う よ う な 新 た な 生 活 を ス

タ ー ト さ せ た 日 本 に お け る 自 己 実 現 を 果 た す 第 一 歩 と し て も 位 置 づ

け ら れ る 。  

こ の 羽 後 町 の 事 例 は 、 行 政 に よ る 単 な る 受 動 的 な サ ー ビ ス 提 供 で 終

わ ら な い 、 地 域 雇 用 に 連 動 さ せ る た め の 日 本 語 教 育 の 支 援 と 、 そ れ
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を ス テ ッ プ に し て 新 来 の 外 国 人 妻 と そ の 子 供 た ち へ の 地 域 生 活 の 支

援 を す る 定 住 外 国 人 の 就 業 を 通 し た 能 動 的 な 社 会 参 加 が 、 相 互 補 完

的 な 地 域 シ ス テ ム づ く り の 第 一 歩 を 踏 み 出 し て い る こ と を 示 し て い

る 。  

ま た 、 母 国 で 教 師 を し て い た フ ィ リ ピ ン 出 身 の Ｄ さ ん は 仕 事 に つ い

て こ う 話 す 。「 も ち ろ ん 、仕 事 し た い で す 。教 員 と し て 。」「 家 で も い

い 、 学 校 で も い い 。 許 さ れ る な ら 、 教 え る 機 会 が あ れ ば 、 こ こ の 羽

後 町 の 小 学 校 で 教 え た い で す ね 。」「 英 語 を 教 え た い で す 、 教 員 免 許

も ほ し い で す 。日 本 で の 免 許 を ね 。」 ２ ３ ）。彼 女 は 自 ら の 教 育 経 験 を

い か し た い と い う だ け で は な く 、 そ の 活 躍 の 場 を 、 現 在 の 生 活 の 場

で あ る 羽 後 町 に 求 め て お り 、 羽 後 町 の 住 民 た ち の 教 育 面 に 関 わ っ て

い き た い と 願 っ て い る 。  

日 本 語 教 育 は 、 こ の 羽 後 町 に お い て 、 定 住 外 国 人 の 就 業 機 会 を 創

出 す る 役 割 を 果 た し て い る 。 そ う し た な か で 、 そ れ が 成 人 教 育 や 成

人 学 習 と 関 わ る 議 論 が 出 て く る こ と で 、 教 育 は い わ ば 集 団 の 意 思 決

定 プ ロ セ ス か ら 排 除 さ れ が ち な 社 会 的 マ イ ノ リ テ ィ が 地 域 コ ミ ュ ニ

テ ィ に お け る 実 際 の 社 会 参 加 の た め の 重 要 な ア ク セ ス 手 段 に な る と

い う こ と が 、 外 国 人 の 識 字 教 育 と 通 し て 捉 え る こ と が で き る 。  

 

（ ２ ） さ ら な る 日 本 語 学 習 の 需 要 と 生 活 支 援 事 業 の ゆ く え  

と こ ろ で 、 あ る 程 度 日 本 語 が 話 せ る よ う に な っ た 場 合 、 そ の 後 は

学 習 が 必 要 な い か と い う と そ う で は な く 、 彼 女 た ち は よ り レ ベ ル の

高 い 授 業 の 提 供 を 望 ん で い る 。 羽 後 町 の 日 本 語 教 室 の 運 営 側 や 講 師

の 立 場 か ら は 、「新 し く き た 花 嫁 さ ん へ の 便 宜 、な か な か 続 け て 来 れ

な い 人 が 、 い つ で も 再 開 し や す い よ う に 」 と い う 配 慮 が 重 要 と 考 え

ら れ て 初 級 レ ベ ル の 教 授 内 容 に な っ て い る と い う 。 慣 れ な い 土 地 に

き て 子 育 て に 追 わ れ て い る 外 国 人 妻 た ち の お か れ た 状 況 を 考 え て の

対 処 で あ る 。 し か し 、 日 本 語 の 学 習 は 職 を 得 る に し て も 、 子 ど も の

教 育 の 面 で も 大 き な 課 題 と な っ て き て い る 。 学 習 の 機 会 を 保 障 す る

の は 、 そ の 後 の 地 域 で の 自 立 し た 生 活 に 欠 か せ な い 。 そ う な れ ば 、

や は り 上 達 に 応 じ た 適 切 な 日 本 語 の 授 業 を 受 け て い き た い と い う 要

望 も ま た 無 視 で き な い 一 面 で あ る 。 羽 後 町 で の 生 活 が 長 く な っ て き

た 外 国 人 妻 た ち か ら は 、「同 じ こ と を 繰 り 返 し て い る の で 、教 室 で は

上 達 で き な い 」 と い う 声 も 聞 か れ 、 レ ベ ル に 合 っ た 学 習 の 場 を 求 め

て い る こ と が わ か る 。  

ま た 学 校 と の 関 係 で い う と 、 や は り 子 ど も た ち の 学 校 生 活 に 、 親

と し て 関 わ っ て い く と き 、 日 本 語 の 読 み 書 き 能 力 は と て も 重 要 で あ

る 。 さ ま ざ ま な 連 絡 事 項 な ど の 情 報 を 知 る 必 要 、 ま た 親 だ け で な く

子 ど も た ち が そ れ に よ っ て つ ら い 思 い を し な い た め に 、 日 本 語 を 覚

え た い と い う 。「 子 ど も が 学 校 に 行 く よ う に な っ て 、（ 学 校 か ら の ）
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お 知 ら せ の 内 容 が わ か ら な か っ た り 、 日 本 語 が う ま く し ゃ べ れ な か

っ た り す る と 、 子 ど も が か わ い そ う で し ょ う ？ 『 お 母 さ ん が 日 本 語

わ か ら な い な ん て 、 な ん て か わ い そ う 』 っ て み ら れ る （ の は い や で

す ）」 ２ ４ ）。  

し か し 、こ う し た 日 本 語 教 室 へ の 需 要 は あ る 一 方 、2 0 0 1 年 、県 は 市

町 村 に 日 本 語 教 室 の 運 営 を 託 し 「 サ ポ ー ト セ ン タ ー 」 へ と 機 能 を 変

え た 。 ま た 、 県 の 対 応 に 先 駆 け て 独 自 で 日 本 語 教 室 を 開 設 し て き た

羽 後 町 も 、 男 性 中 高 年 齢 層 の 結 婚 希 望 の 動 向 が 一 段 落 し て 終 息 し つ

つ あ り 、 そ れ に 呼 応 し て 、 統 計 上 羽 後 町 の 外 国 人 登 録 数 の 増 加 に も

鈍 り が み ら れ る よ う に な っ た と こ ろ か ら 、2 0 0 3 年 度 か ら 開 設 を 通 年

か ら 短 縮 し 、 新 た な 運 営 方 針 を 模 索 し 始 め て い る 。  

外 国 人 住 民 へ の 対 応 が 遅 れ て い た が ゆ え に 、 県 や 市 町 村 の 行 政 の

役 割 が 大 き く 、ま た 早 急 な 対 応 を せ ま ら れ て き た 。だ か ら こ そ 、1 9 9 5

年 か ら 県 を あ げ て の 日 本 語 支 援 事 業 、 そ の 他 日 本 語 指 導 者 の 養 成 講

座 等 が 展 開 さ れ 全 国 で も 数 少 な い 日 本 語 教 育 シ ス テ ム が 築 か れ た 。

そ し て 羽 後 町 は 、 県 の 支 援 を 受 け つ つ 独 自 の 判 断 を し て 地 域 コ ミ ュ

ニ テ ィ 全 体 で 外 国 人 妻 を 住 民 と し て 迎 え 入 れ る 積 極 的 な 意 識 を も ち

地 道 な 体 制 づ く り を 続 け て き た 。 早 い 時 期 か ら 自 覚 的 に 地 域 の 課 題

と し て 外 国 人 妻 の 増 加 の 背 景 に あ る 問 題 を 見 据 え 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ

ィ へ の 定 着 こ そ 重 要 で あ る と し て 、 外 国 人 を 地 域 住 民 と し て 迎 え い

れ 暮 ら し て も ら う た め 取 組 ん で き た 羽 後 町 は 、 行 政 の 役 割 を 十 全 に

発 揮 し て き た と い え る だ ろ う 。 日 本 語 能 力 を 認 め ら れ て 職 を 得 る 場

合 、教 育 と 雇 用 の 場 の 連 携 に よ り 相 互 に 支 援 し あ う 関 係 が つ く ら れ 、

そ れ を き っ か け に 地 域 社 会 と の 関 係 を 築 い て い く こ と が 可 能 に な り 、

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 新 し い 創 生 が な さ れ て い く 第 一 歩 を 、 羽 後 町 は

確 実 に 進 め て き た と い え る 。  

こ う し た 役 割 か ら の 後 退 と も い え る 県 や 町 の 行 政 の 動 き は 、 一 方

で 県 全 体 の 課 題 を 残 し つ つ も 、そ れ ぞ れ の 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 の 、

次 の 段 階 へ の 移 行 を 考 え る 時 期 に 差 し か か っ て い る こ と を 示 唆 し て

い る ２ ５ ) 。  

 

お わ り に  な お 残 さ れ た 課 題  

秋 田 県 を は じ め 東 北 地 域 は 、1 9 9 0 年 代 後 半 か ら 国 際 結 婚 や 研 修 生 、

技 能 実 習 生 の 増 加 な ど が 顕 著 化 し そ の 後 の 急 速 な 増 加 が み ら れ る 。

こ う し た 経 緯 は 、 川 崎 市 が 経 て き た よ う な マ イ ノ リ テ ィ の 社 会 運 動

や 長 い 文 化 的 葛 藤 の プ ロ セ ス を 経 て き た う え で の 多 文 化 教 育 の 展 開

な ど と は 異 な り 、 急 激 に 「 多 文 化 」 化 さ れ は じ め 、 そ う し た 変 化 へ

の 社 会 情 勢 の 要 請 が 識 字 教 育 の 展 開 に 向 か わ し め る 上 か ら の 働 き か

け が み え て く る 。 つ ま り 、 多 文 化 共 生 の 思 想 と そ の 批 判 論 も 含 め た

議 論 の 成 熟 期 間 を 一 直 線 に 飛 び 越 え た か た ち で 迎 え る に い た っ て い
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る 日 本 語 教 育 の 事 業 展 開 は 、 新 し い 世 代 が 今 後 育 っ て い く 過 程 で 、

何 ら か の 多 文 化 教 育 的 な 課 題 を 残 す こ と に な っ て は い な い だ ろ う か 。 

以 前 の よ う な 急 激 的 な 外 国 人 妻 の 増 加 は 今 後 な い と 関 係 者 は み て い

る が 、 一 方 で 、 定 住 化 し た 外 国 人 の 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ と の 関 係 は 、

子 ど も た ち が 成 長 し 小 中 学 校 の 児 童 生 徒 数 が 増 え た り 、 高 等 教 育 へ

の 進 学 や 就 職 の 節 目 ご と に 、 あ る い は 親 世 代 の 高 齢 化 に よ る 看 護 、

介 護 の 問 題 が 生 じ た り と い っ た さ ま ざ ま な 場 を 通 し て 次 の 段 階 で の

対 応 を 迫 ら れ る と き が く る だ ろ う （ ２ ６ ) 。  

外 国 人 妻 た ち の 日 本 語 教 育 は 、 彼 女 た ち 自 身 の 生 活 だ け で は な く 、

子 ど も た ち の 教 育 、 長 じ た 後 の 生 活 に も 深 く 関 わ っ て い く だ け に 、

こ れ ま で 手 厚 く 教 育 支 援 が な さ れ て き た 羽 後 町 に お い て さ え も 、 今

後 の 「 多 文 化 」 化 の も う 一 方 の 側 面 は な お 残 る 課 題 で あ ろ う 。  
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第 ４ 章  グ ロ ー バ ル 化 に み る 地 場 産 業 と 住 民 参 加 の 変 容 ― 稲 川 町

の 川 連 漆 器 産 業 を 事 例 と し て ―  

 

１ ． は じ め に   

旧 稲 川 町（ 現 湯 沢 市 稲 川 地 区 ）は 、秋 田 県 南 部 の 雄 勝 郡 に 位 置 し 、

横 手 盆 地 南 東 の 山 間 の 町 で あ る 。1 9 0 2（ 明 治 3 5）年 に 稲 庭 村 か ら 稲

庭 町 に な り 、1 9 5 6（ 昭 和 3 1）年 に 稲 庭 町 、川 連 町（ 川 連 町  駒 形 村 ）、

三 梨 村 が 合 併 し 稲 庭 川 連 町 と な り 、1 9 6 6（ 昭 和 4 1）年 に 稲 庭 川 連 町

か ら 稲 川 町 に 改 称 さ れ た 。そ し て 2 0 0 5（ 平 成 1 7）年 、（ 旧 ）湯 沢 市 、

雄 勝 郡 雄 勝 町 ・ 皆 瀬 村 と 合 併 し 、 現 在 の 新 湯 沢 市 に な っ て い る 。  

本 論 の 対 象 地 で る こ の 旧 稲 川 町 は 、 川 連 漆 器 、 秋 田 仏 壇 、 川 連 こ

け し 、 稲 庭 う ど ん 、 三 梨 牛 、 駒 形 り ん ご と い っ た 特 産 品 を 産 出 し 、

他 の 周 辺 町 村 に は な い 独 自 の 地 場 産 業 に よ っ て 地 域 経 済 が 発 展 し 、

ま た 鎌 倉 時 代 か ら の 歴 史 文 化 が 蓄 積 さ れ て き た 地 域 で あ る 。 そ う し

た と こ ろ か ら 、 川 連 漆 器 に つ い て は 、 徒 弟 制 度 の 歴 史 学 的 考 察 （ 半

田 市 太 郎 1 9 7 0， 1 9 7 5） や 職 人 制 度 の 社 会 学 的 研 究 （ 佐 藤 守 ・ 羽 田

新 1 9 6 4）、 地 場 産 業 集 積 地 域 に 関 す る 経 済 学 （ 酒 井 宣 昭 20 0 3） や 地

理 学 （ 斉 藤 実 則 1 9 8 2， 上 野 和 彦 他 1 9 8 4） か ら の 研 究 、 ま た 工 業 デ

ザ イ ン の 産 学 協 同 に よ る 商 品 開 発 研 究（ 菅 原 香 織 他 2 0 0 1）な ど 、さ

ま ざ ま な 視 角 か ら 研 究 が な さ れ て き て い る 。 し か し 、 こ の 伝 統 的 な

地 場 産 業 集 積 地 域 が 近 年 の グ ロ ー バ ル 化 や 高 齢 化 の 問 題 に 直 面 す る

こ と に よ っ て コ ミ ュ ニ テ ィ 変 容 を 迫 ら れ 、 そ の 住 民 で あ る 職 人 や そ

の 家 族 、 職 人 間 な ど の 社 会 関 係 に 変 化 が 生 じ て き て い る こ と を 社 会

学 的 考 察 と し て 試 み る 研 究 は み ら れ な い 。  

川 連 漆 器 産 業 は 、 古 く は 約 8 0 0 年 の 歴 史 を も ち 、 江 戸 文 化 年 間 以

降 産 業 と し て 発 達 し て い く 。 木 地 師 、 塗 師 等 の 熟 練 を 要 す る 職 人 の

技 術 に よ り 支 え ら れ て き た が 、1 9 8 0 年 代 以 降 、社 会 変 動 に よ る 社 会

的 影 響 が み ら れ る よ う に な っ て い る 。 消 費 者 ニ ー ズ の 多 様 化 、 国 内

の 漆 器 需 要 の 伸 び 悩 み 、 原 材 料 で あ る 漆 や 木 材 の 枯 渇 に 加 え 、 中 国

等 か ら の 安 価 な 漆 器 製 品 が 輸 入 量 を 増 や し て お り 、 産 業 経 済 面 で の

グ ロ ー バ ル 化 が 大 き な 影 響 を 及 ぼ し て い る 。 ま た 、 人 口 の 高 齢 化 が

進 む な か で は 、 熟 達 し た 技 術 者 の 高 齢 化 が 懸 念 さ れ て お り 、 今 後 の

後 継 者 不 足 の 問 題 を も た ら し て い る 。 こ の よ う に 、 小 規 模 な が ら 時

代 の 変 化 に 対 応 し つ つ 比 較 的 堅 調 に 続 い て き た 地 域 の 伝 統 的 な 産 業

は 、 ま た 新 た な 変 容 を 余 儀 な く さ れ る 時 期 に さ し か か っ て い る 。  

そ う し た な か で 、 こ の 漆 器 産 業 界 に お い て 2 0 0 0 年 に 入 り 、 従 来

の 川 連 漆 器 の 伝 統 的 な 工 芸 技 術 の 枠 を 越 え た 新 し い 製 品 づ く り の 試

み や 、 技 術 者 間 の 新 し い ネ ッ ト ワ ー ク が か た ち づ く ら れ つ つ あ り 、

こ れ ら を 通 し て 地 場 産 業 展 開 の 活 路 を 見 い だ そ う と す る 動 き が み ら

れ る 。 グ ロ ー バ ル 化 や 高 齢 化 と い っ た 社 会 変 動 に と も な う 地 域 の 変
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容 が 、 伝 統 的 な 地 場 産 業 の 動 向 や 地 域 づ く り に ど の よ う な 影 響 を 及

ぼ し て い る の か 。 本 章 で は 、 伝 統 的 地 場 産 業 集 積 地 で あ る 秋 田 県 稲

川 町 の 川 連 漆 器 を 事 例 に 、 職 人 や そ の 家 族 、 職 人 集 団 な ど 社 会 関 係

の 変 容 を 通 し て 、 地 場 産 業 と 密 接 に む す び つ い て 発 展 し て き た ロ ー

カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ の 課 題 を 捉 え 、 そ れ に よ っ て ま ち づ く り の あ り

方 に つ い て の 社 会 学 的 な 考 察 を 試 み た い 。  

 

２ ． 川 連 漆 器 の 特 色 と 稲 川 町 の 産 業 構 造  

（ １ ） 川 連 漆 器 の 特 色  

川 連 漆 器 の 起 こ り は 史 料 に よ る 記 録 が な く 明 確 で は な い が 、 通 説

と し て 、鎌 倉 時 代 の 11 9 3 年 に 源 頼 朝 の 家 臣 で あ る 小 野 寺 氏 が 稲 川 町

に 稲 庭 城 を 築 き 、 そ の 四 代 目 城 主 小 野 寺 重 道 の 弟 小 野 寺 道 矩 が 、 家

臣 の 内 職 と し て 武 具 に 漆 を 塗 ら せ た の が 始 ま り と さ れ て い る 。 産 業

と し て 確 立 す る 時 期 は 約 40 0 年 前 の 江 戸 期 文 化 年 間 と さ れ 、 近 代 か

ら は 農 村 に お け る 副 業 的 仕 事 と し て 、 主 に 椀 物 の 製 造 が 行 わ れ る よ

う に な り 、 親 方 を 頂 点 と し た 徒 弟 制 、 家 内 制 工 業 の 形 態 を と り 、 稲

川 町 の ほ ぼ 中 心 部 の 大 館 地 区 、 久 保 地 区 が 漆 器 関 連 事 業 者 、 技 術 者

の 集 住 す る 集 落 と し て 形 成 さ れ て き た 。 こ の 大 館 や 久 保 は 他 の 集 落

に 比 べ 兼 業 農 家 率 、 稲 単 一 経 営 率 が 9 割 以 上 と 高 い 地 区 で あ る （ い

な か わ 地 域 ・ 農 業 振 興 推 進 会 議 ， 1 9 9 0）。  

漆 器 は そ の 英 名 が ja p a n と 称 さ れ 、 日 本 を 象 徴 す る も の と し て 海

外 で も 注 目 を 集 め る 芸 術 的 価 値 の 高 い 伝 統 工 芸 品 で あ る 。 一 般 に そ

の 塗 料 で あ る 漆 の 希 少 性 や 、蒔 絵 や 沈 金 と い っ た 華 麗 、豪 奢 な 加 飾 、

製 品 の 取 り 扱 い の 難 し さ と い っ た イ メ ー ジ か ら 、 日 常 品 と し て よ り

は 高 級 品 、 贈 答 品 と し て 扱 わ れ る こ と が 多 い 。 そ の な か に あ っ て 川

連 漆 器 は 、 た と え ば 石 川 県 輪 島 市 の 輪 島 塗 に 代 表 さ れ る よ う な 高 級

品 に 特 化 し た 製 品 づ く り と は 異 な り 、 堅 牢 で 実 用 性 の 高 い 日 用 雑 器

の 椀 物 な ど が 主 流 と な り 発 展 し て き た 。ま た 会 津 塗 り で は 19 5 0 年 代

後 半 を 境 に プ ラ ス テ ィ ッ ク 漆 器 製 造 の 占 め る 割 合 が 高 く な っ て い る

の に 対 し 、 川 連 で は 木 製 漆 器 の み で 製 造 し て お り （ 上 野 和 彦 他 ，

19 8 4： 9，初 沢 敏 生 ，20 0 0： 9 0）、手 間 の か か る 幾 重 も の 工 程 を 経 る 。

特 に 仕 上 げ の 本 塗 り の 段 階 で は「 花 塗 り 」と い う 高 度 な 技 法 が あ り 、

川 連 漆 器 の 大 き な 特 色 と な っ て い る 。 古 く か ら 職 人 に よ る 行 商 が 行

わ れ て き た た め 、 一 方 で 近 世 、 近 代 と 地 域 の 支 配 層 に よ る 生 産 体 制

が と ら れ て き た も の の 、 完 全 な 問 屋 制 に は 至 ら ず 、 独 立 的 な 職 人 ら

に よ る 行 商 も 併 存 し 、 県 内 近 郷 は も と よ り 仙 台 、 庄 内 な ど 東 北 の 要

所 へ の 販 売 が な さ れ て き た 。 19 7 6（ 昭 和 51）年 に は 伝 統 的 工 芸 品 と

し て 国 の 指 定 を 、19 9 6（ 平 成 8）年 に は 秋 田 県 の 指 定 を 受 け て い る 。  
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（ ２ ） 稲 川 町 の 産 業 構 造 の 概 要 と 川 連 漆 器 産 業 の 動 向  

稲 川 町 の 産 業 構 造 に は 、第 二 次 産 業 就 業 者 が 全 体 の 約 51％ を 占 め 、

さ ら に そ の う ち 約 81％ が 製 造 業 と い う 特 徴 が あ る 。 就 業 者 総 数 は

20 0 0（ 平 成 12） 年 10 月 現 在 5, 8 2 4 人 で 、 産 業 別 就 業 者 の 内 訳 を み

る と 製 造 業 が 2, 3 7 1 人 、農 業 が 92 4 人 、サ ー ビ ス 業 が 83 0 人 、卸 売 ・

小 売 業 、 飲 食 店 が 73 7 人 と 続 い て い る 。 こ の う ち 川 連 漆 器 産 業 が 含

ま れ る 製 造 業 に お け る 事 業 所 数 と 従 業 者 数 を み る と 、事 業 所 は 28 0、

従 業 者 数 は 2, 2 1 3 人 で あ る 。 ま た 同 様 に 卸 売 ・ 小 売 業 、 飲 食 店 に お

け る 事 業 所 は 17 8、 従 業 者 数 は 69 1 人 で あ る （ 秋 田 県 ， 20 0 1）。  

こ こ で 稲 川 町 の 「 稲 川 町 商 工 業 種 別 生 産 高 調 」 に よ り 川 連 漆 器 事

業 の 事 業 所 お よ び 生 産 額 の 推 移 を み て み る 。 19 8 5（ 昭 和 61）年 度 の

事 業 所 数 は 18 6 事 業 所 で 従 業 員 数 は 60 0 人 、 生 産 額 は 16 億 4 , 6 0 0

万 円 で あ っ た が 、 19 8 7（ 昭 和 63）年 度 に は 事 業 所 が 17 4 に 減 少 す る

一 方 で 、 生 産 額 は 一 時 的 に 増 加 し て い る 。 し か し 19 9 0（ 平 成 2） 年

度 以 降 は 事 業 所 数 、 従 業 員 数 が ほ と ん ど 変 わ ら な い ま ま 、 生 産 額 が

漸 減 す る 傾 向 が み ら れ 、 特 に 伝 統 工 芸 品 の 伸 び 率 の 低 下 が 著 し く な

っ て い る 。 19 9 8（ 平 成 10） 年 に は 事 業 所 数 が 17 1 で 、 従 業 員 数 53 5

人 、 生 産 額 は 13 億 円 と な っ て い る （ 表 １ ） １ ）。 近 況 を 簡 単 に 示 す

と 、事 業 所 は 平 成 26 年 度 時 点 で は 14 1 と さ ら に 減 少 し て お り 、従 業

員 数 も 20 0 6（ 平 成 18） 年 ご ろ か ら 減 少 傾 向 が み ら れ 、 平 成 26 年 に

は 39 1 人 と な っ て い る 。生 産 額 は 平 成 26 年 度 で 10 億 1 0 0 0 万 円 と な

っ て い る （ 表 １ ）。  

参 考 ま で に 商 工 業 全 体 19 9 8（ 平 成 10） 年 で は 、 事 業 所 数 59 4、 従

業 員 数 3, 3 5 6 人 、 生 産 額 23 8 億 千 8 百 万 円 で あ る 、 主 要 な 商 工 業 の

地 場 産 業 で も 生 産 高 の 高 い の は 秋 田 仏 壇 で 事 業 所 数 17 9、 従 業 員

数 1, 3 9 2 人 、生 産 額 71 億 6 千 万 円 で あ る 。次 い で 稲 庭 う ど ん が 事 業

所 数 50、 従 業 員 数 53 9 人 で 生 産 額 は 約 50 億 4 千 9 百 万 円 と な っ て

い る 。 近 年 は 仏 壇 の 不 振 の 一 方 で 新 規 参 入 が 比 較 的 容 易 な 稲 庭 う ど

ん 事 業 が 伸 び て い る 。  

1 9 9 5（ 平 成 10）年 度 の 17 6 事 業 所 の う ち 、多 い の は 製 造 卸 部 門 10 1

で 、 木 地 部 門 が 27、 塗 り 部 門 が 25、 加 飾 部 門 が 23 で あ る 。 従 業 者

数 は 製 造 卸 部 門 が 45 7、木 地 部 門 が 49、塗 り 部 門 が 65、加 飾 部 門 が

56 で あ る 。 企 業 規 模 別 分 布 を み る と 、 従 業 員 が 1～ 3 人 と い う 規 模

が ど の 部 門 に お い て も 大 多 数 を 占 め 、 加 飾 に お い て は 1 な い し 2 人

の み で あ る （ 表 ２ ） ２ ）。  
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表 1  川 連 漆 器 の 事 業 所 、 従 業 員 数 及 び 生 産 額  

   

年 度  

1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  2 0 0 0  

事 業 所  1 8 6  1 8 5  1 7 4  1 7 2  1 7 2  1 7 2  1 7 2  1 7 2  1 7 2  1 7 1  1 7 1  1 7 1  1 7 1  1 7 3  

従 業 員 数

（ 人 ）  

6 0 0  5 9 7  5 6 0  5 5 5  5 4 0  5 4 1  5 3 6  5 3 6  5 3 6  5 3 4  5 3 5  5 3 5  5 3 5  6 2 1  

生 産 額  

（ 百 万 円 ）  

1 , 6 4 6  1 , 6 6 2  1 , 6 9 6  1 , 7 0 0  1 , 6 2 0  1 , 5 4 0  1 , 4 3 0  1 , 4 3 0  1 , 3 0 0  1 , 3 3 0  1 , 3 2 0  1 , 3 1 0  1 , 3 0 0  1 , 3 4 0  

注 ： 稲 川 町 「 稲 川 町 商 工 業 種 別 生 産 高 調 」 よ り 作 成 （ 1 9 9 9 年 は 欠 損 ）。  

   

年 度  

2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  

事 業 所  1 7 4   1 7 1  1 7 1  1 7 1  1 7 0   1 6 0  1 6 2  1 5 7  1 5 7  1 4 6  1 4 4  1 4 1  1 4 1  1 4 1  

従 業 員 数

（ 人 ）  

6 2 3  6 2 3  6 2 3  6 2 0  6 1 7  5 8 0  5 8 2  5 5 9  5 5 7  4 0 7  4 0 3  3 9 8  3 9 8  3 9 1  

生 産 額  

（ 百 万 円 ） 

1 , 3 4 0  1 , 3 4 0  1 , 3 3 0  1 , 3 4 0  1 , 3 3 0  1 , 3 2 0  1 , 3 2 0  1 , 2 4 0  1 , 2 4 0  1 , 1 1 6  1 , 1 1 0  1 , 0 5 5  1 , 0 3 0  1 , 0 1 0  

輸 出 額  

（ 百 万 円 ）  

0  0  0  4 . 1  4 . 1  4 . 2  4 . 2  0 . 3  0 . 3  0 . 2  0 . 2  0 . 2  0 . 1  0 . 1  

注 ： 上 段 表 1 の 続 き  湯 沢 市 産 業 支 援 セ ン タ ー 資 料 「 平 成 2 6 年 度 産 地 概

況 調 査 票 」 よ り 作 成 。 2 0 0 4 年 度 以 降 生 じ た 輸 出 額 の た め 、 輸 出 額 欄

が 追 加 さ れ て い る 。  

 

表 ２  川 連 漆 器 産 業 部 門 別 の 事 業 所 数 と 従 業 員 数 （ 1 9 9 5 年 度 ）  

 

部  門  

事 業 所 数   

従 業 員 総 数

（ 人 ）  

総 数  従 業 員 3 人 以 下 の 事 業 所

（ 総 数 に 占 め る 割 合 ）  

製 造 卸  1 0 1  7 1 （ 7 0 . 1 ％ ）  4 5 7  

木  地  2 7  2 4 （ 8 8 . 9 ％ ）  4 9  

塗  り  2 5  2 5 （ 1 0 0 ％ ）  6 5  

加  飾  2 3  2 3 （ 1 0 0 ％ ）  5 6  

総  数  1 7 6  1 4 3  6 2 7  

注 ： 秋 田 県 「 匠 の 里 構 想 推 進 事 業 調 査 事 業 ― 秋 田 県 稲 川 町 に お け る  

特 定 中 小 企 業 集 積 の 活 性 化 調 査 ― 報 告 書 」（ 平 成 9 年 3 月 ） よ り 作 成 。 

 

３ .川 連 漆 器 産 業 関 連 の 組 織  

こ こ で 、 川 連 漆 器 産 業 に 関 わ る 主 な 組 織 を 概 観 し て お き た い 。

も 代 表 的 な 組 織 と し て 、「 秋 田 県 漆 器 工 業 協 同 組 合 」（ 以 下 「 組 合 」）

が あ る 。 こ の 組 合 は 、 19 4 9（ 昭 和 24） 年 に 前 身 で あ る 生 産 組 合 な ど
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の 再 編 に よ り 現 組 合 の 組 織 に 改 組 さ れ 、 主 に 原 材 料 の 共 同 購 入 、 共

同 加 工 、 共 同 販 売 な ど を 事 業 と し て い る 。 ま た 後 述 す る 稲 川 町 産 業

支 援 セ ン タ ー の 支 援 を 受 け つ つ 、 秋 田 県 の 伝 統 工 芸 品 店 や 全 国 の 漆

器 展 、 工 芸 品 フ ェ ア 参 加 な ど の 行 事 を 手 が け て お り 、 後 継 者 育 成 な

ど に も 関 わ っ て い る 、 川 連 漆 器 関 係 で は 唯 一 製 品 の 企 画 か ら 販 売 ま

で を 組 織 的 に 展 開 し て い る 団 体 で あ る 。 組 合 員 数 は 20 0 2（ 平 成 14）

年 5 月 現 在 17 9 名 で 、 組 合 員 の 構 成 を み る と 川 連 漆 器 の ほ か に 秋 田

仏 壇 の 製 造 卸 業 者 や 、製 造 等 は 行 わ ず 専 ら 外 商 の み を 手 が け る「 商 人
あ き ん ど

さ ん 」 と い わ れ る 業 者 、 そ の 他 関 連 職 業 に 関 わ り な い 個 人 的 な 加 入

者 な ど も 含 ま れ て お り 、 完 全 な 川 連 漆 器 事 業 関 係 者 だ け の 組 合 と い

う 組 織 構 成 に は な っ て い な い 。 ま た 個 々 の 職 人 の 個 人 的 な 加 入 は 少

な く 、 主 に 製 造 卸 業 者 が 中 心 と な っ て お り 、 技 術 者 集 団 全 体 が 関 係

し て い る 組 織 と し て 位 置 づ け ら れ る も の で は な い 。  

「 稲 川 町 産 業 支 援 セ ン タ ー 」 は 、 19 2 9（ 昭 和 4） 年 当 時 稲 川 村 に

県 の 機 関 が 設 置 し た 秋 田 県 工 業 試 験 場 工 芸 部 川 連 指 導 所 を 前 身 と し 、

19 8 2（ 昭 和 57）年 現 在 地 に 秋 田 県 工 業 技 術 セ ン タ ー 川 連 指 導 所 と し

て 移 設 さ れ 、 19 9 8（ 平 成 10）年 に 改 装 工 事 を 行 い 県 か ら 稲 川 町 へ 無

償 譲 渡 さ れ る か た ち で 19 9 9（ 平 成 11） 年 に 開 設 さ れ た も の で あ る 。

19 9 2（ 平 成 4） 年 度 施 行 の 「 特 定 中 小 企 業 集 積 の 活 性 化 に 関 す る 臨

時 措 置 法 」 を 受 け て 、 秋 田 県 が 「 特 定 中 小 企 業 集 積 の 活 性 化 に 関 す

る 臨 時 措 置 法 」 に 基 づ き 実 施 さ れ る 活 性 化 計 画 と し て 「 匠 の 里 」 構

想 と い う 産 業 お こ し 、 ま ち づ く り の 支 援 を 展 開 、 そ の 支 援 機 関 と し

て 位 置 づ け ら れ て き て い る （ 秋 田 県 ， 1 9 9 7）。 町 の 商 工 観 光 課 に 所

属 す る 職 員 を 中 心 に 稲 川 の 地 場 産 業 、 主 に 川 連 漆 器 や 秋 田 仏 壇 、 稲

庭 う ど ん 等 の 事 業 の 展 開 を 支 援 し 、 製 品 の 企 画 、 宣 伝 や 流 通 、 技 術

等 の 開 発 、 研 究 研 修 に 力 を 注 い で い る 。 隣 接 す る 「 組 合 」 と の 連 携

体 制 を 築 き つ つ 産 業 振 興 を は か っ て お り 、 単 な る 製 造 販 売 だ け で な

く 、 稲 川 町 に お け る 生 涯 学 習 事 業 の 支 援 機 関 と し て 、 新 し い 製 品 の

製 造 販 売 展 開 の た め の 国 内 及 び 海 外 研 修 や 、 経 営 に 向 け た 研 修 な ど

に 関 わ り 活 発 な 動 き を み せ て い る 。  

「 組 合 」 の よ う な 組 織 の ほ か に 、 技 術 者 個 々 人 の 参 加 に よ る 比 較

的 小 規 模 な グ ル ー プ が あ る 。 専 門 技 術 の 工 程 、 部 門 ご と に 分 か れ て

お り 、 芸 術 家 に よ る 「 漆 芸 会 」 や 、 蒔 絵 師 の ｢蒔 絵 振 興 会 ｣、 沈 金 師

の 「 沈 金 技 巧 会 」、 木 地 師 の 「 も く め 会 」、「 親 王 会 」、「 工 友 会 」、 塗

師 の 「 漆 工 会 」 が あ る 。 ま た 商 店 経 営 に 関 わ る 若 手 後 継 者 の 「 土 曜

会 」 や 、 多 様 な 工 芸 の デ ザ イ ン に 関 わ る 「 川 連 ク ラ フ ト デ ザ イ ン 協

会 」、通 産 大 臣 指 定 に よ る 伝 統 工 芸 士 で 組 織 さ れ て い る「 伝 統 工 芸 士

会 」 が あ る 。 こ の 職 人 集 団 は 、 古 く は 1 9 2 0 年 に 設 立 と い っ た 歴 史

の 長 い 会 も あ り 、1 9 8 0 年 代 ぐ ら い ま で は 研 修 会 活 動 等 が 活 発 に 行 わ

れ て い た よ う だ が 、 現 在 は 同 業 者 に よ る 交 流 会 と い っ た 性 格 が 強 い
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（ 表 ３ ）。  

 

表 ３  川 連 漆 器 産 業 に 携 わ る 職 人 集 団 （ 2 0 0 2 年 1 0 月 現 在 ）  

 

 

 

 

 

 

注 ：「 秋 田 県 漆 器 工 業 協 同 組 合 」 資 料 、 斉 藤 実 則 （ 1 9 8 2 ） を 参 考 に 作 成 。  

空 欄 に つ い て は 設 立 年 不 詳 。  

 

４ ． グ ロ ー バ ル 化 と 高 齢 化 に よ る 影 響  

（ １ ） 近 年 の グ ロ ー バ ル 化 に よ る 製 造 業 の 低 迷  

戦 後 、 19 5 0（ 昭 和 30）年 代 は 国 民 生 活 水 準 の 向 上 に よ り 漆 器 製 品

の 需 要 も 増 加 し 、 19 6 0（ 昭 和 40）年 代 後 半 に な る と 秋 田 仏 壇 の 名 称

で 仏 壇 の 製 造 販 売 が 行 わ れ る よ う に な る 。そ の 一 方 で 19 5 8 年 の 長 崎

国 旗 事 件 以 降 中 国 産 漆 の 輸 入 が 途 絶 え る な ど 危 機 的 な 状 況 も あ っ た

が 、合 成 漆 の 代 用 等 で し の ぎ な ど し て 、19 7 0 年 代 を 通 し 川 連 漆 器 関

連 の 生 産 は 急 激 に 拡 大 し て い く こ と に な る （ 斉 藤 実 則 19 8 2）。 し か

し 、 19 8 0 年 代 以 降 は 景 気 の 低 迷 を 受 け 、現 在 は 生 産 、消 費 と も 伸 び

悩 む 状 況 が 続 い て い る 。 ま た 以 前 の 画 一 的 な 製 品 の 大 量 生 産 時 代 と

は 異 な り 、 消 費 者 側 の 本 物 志 向 や デ ザ イ ン な ど の 嗜 好 の 多 様 性 に い

か に 応 え ら れ る か が 課 題 と な っ て き て お り 、 希 少 性 の 高 い 本 漆 を 使

用 し 本 格 的 で 伝 統 的 な 工 程 に こ だ わ っ た 製 品 づ く り や 、 新 し い デ ザ

イ ン を 取 り 入 れ た 製 作 へ と 向 か っ て い る 事 業 者 が み ら れ る よ う に な

っ て き て い る 。 た だ 、 変 化 に 対 応 で き る の は 比 較 的 資 本 力 が あ り 設

備 が 整 っ て い る な ど 条 件 の よ い 事 業 所 に 限 ら れ る 。 歴 史 的 に み て も

工 程 に よ る 分 業 の 受 注 ・ 発 注 関 係 を 抜 き に は 成 り 立 た な い 漆 器 の 製

造 だ が 、 今 後 は コ ス ト を か け ず に 、 製 造 工 程 を 家 内 事 業 や 一 事 業 所

内 の 従 業 員 で ま か な う こ と が 出 来 る 事 業 所 し か 経 営 を 維 持 で き な い

の で は な い か と す る 関 係 者 も い る ３ ）。  

会 の 名 称  会 員 の 主 な 特 徴  会 員 数  設 立 年  

「 漆 芸 会 」  芸  術  家  1 1   

｢ 蒔 絵 振 興 会 ｣  蒔  絵  師  2 2  1 9 3 8  

「 沈 金 技 巧 会 」  沈  金  師  1 6   

「 も く め 会 」  塗  師  1 2   

「 親 王 会 」  木  地  師 ( 丸 物 )  1 5  1 9 2 0  

「 漆 工 会 」  塗  師  3 6  1 9 7 2  

「 工 友 会 」  木 地 師 （ 板 物 ）、 塗 師  4 3  大 正 初 期  

「 土 曜 会 」  製 造 卸 業 の 若 手 経 営 者  1 0   

「 川 連 ク ラ フ ト  

デ ザ イ ン 協 会 」  

工 芸 デ ザ イ ン 関 係 者  
7   

「 伝 統 工 芸 士 会 」 国 指 定 の 工 芸 士  3 5  1 9 7 6  
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現 代 社 会 に お け る グ ロ ー バ ル 経 済 の 流 れ か ら み る と 、 秋 田 県 内 の

製 造 業 は 漆 器 産 業 に 限 ら ず 、 縫 製 業 な ど で も 中 国 製 品 輸 入 の 増 加 に

よ る 地 域 零 細 企 業 へ の 影 響 が で て お り 、 軒 並 み シ ェ ア を 奪 わ れ る 結

果 と な っ て い る 。 事 業 の 失 敗 、 失 業 な ど で 、 他 の 業 種 か ら 設 備 の 面

で 比 較 的 参 入 し や す い 稲 庭 う ど ん 製 造 業 へ と 転 換 を は か る ケ ー ス も

増 え て お り 、漆 器 製 造 か ら も 転 業 し て い る 。伝 統 的 産 業 に お い て も 、

こ の よ う に グ ロ ー バ ル 化 の 影 響 は 避 け ら れ ず 、 時 代 の 変 化 に 合 わ せ

た 技 術 開 発 、 販 売 戦 略 が 産 業 展 開 の 課 題 と な っ て い る 。  

 

（ ２ ） 技 術 者 の 高 齢 化 と 後 継 者 問 題  

こ こ で も う 一 方 の 社 会 的 変 化 で あ る 高 齢 化 を み る と 、 地 場 産 業 に

お け る 後 継 者 問 題 と の 関 連 が 従 来 か ら 言 わ れ て い る わ け だ が 、 秋 田

県 の 資 料 に よ る と 、 川 連 漆 器 産 業 従 事 者 の 年 齢 構 成 に お い て は 部 門

ご と に み て も 特 に 大 き な 偏 り は み ら れ な い （ 秋 田 県 ， 1 9 9 7）。 し か

し 、 こ の 部 門 ご と の 分 業 体 制 に は 、 事 業 所 や 職 人 個 々 人 に お い て 細

か な 受 注 ・ 発 注 の 関 係 が あ り 、 ま た 個 々 人 の 塾 達 度 の 違 い が 出 や す

い 高 度 な 技 術 を 必 要 と さ れ る だ け に 、一 概 に 数 的 な 判 断 は で き な い 。

つ ま り こ の 関 係 に は 発 注 側 の 技 術 に 対 す る 評 価 が 前 提 に あ り 、 こ こ

の 職 人 の 技 術 差 に よ り 、 受 注 側 に 受 注 件 の 偏 り が 起 き う る と い う こ

と で あ る 。 実 際 の 関 係 を み て も 、 複 数 の 製 造 卸 元 か ら 製 造 受 注 を 受

け て い る 。 そ う し た 技 術 面 や 事 業 所 、 職 人 間 の つ き あ い 関 係 を 考 慮

す る と 、 よ り 技 術 力 に 勝 り 受 注 側 と の 長 年 の 信 頼 関 係 も あ る 高 齢 者

層 に 比 べ 、 後 継 者 で あ る 若 手 の 技 術 者 層 が 手 薄 に な っ て き て い る と

い う 声 が 聞 か れ る 。 た と え ば 木 地 師 の 轆 轤 を 使 わ な い 特 殊 な 製 品 づ

く り の 技 術 な ど は 、 す で に 後 継 す る 者 が い な い 場 合 も あ る 。 そ う し

た 意 味 で は 、全 体 に 技 術 者 の 高 齢 化 傾 向 が 懸 念 さ れ て い る と い え る 。 

 

５ ． 社 会 変 動 に よ る 受 注 ・ 発 注 関 係 の 変 化 と 職 人 集 団 の 変 容 ― 新 た

な 参 加 の 動 き ―  

（ １ ） 受 注 ・ 発 注 関 係 の 変 化  

グ ロ ー バ ル 化 や 高 齢 化 、 消 費 動 向 の 変 化 に と も な う 漆 器 製 造 の 受

注 ・ 発 注 関 係 の 変 化 は 、 こ れ ま で の 職 人 集 団 の 構 成 自 体 や 、 職 人 と

そ の 親 族 関 係 等 に 変 化 を も た ら し て い る 。1 9 5 0 年 代 を 境 に し て 、徒

弟 制 に お け る 親 方 と の つ な が り か ら 、 他 工 程 職 人 と の 交 流 、 協 働 、

新 た な 製 品 づ く り が 行 わ れ る よ う に な っ て き て い る 流 れ を 捉 え る こ

と が で き る 。 古 く は 徒 弟 制 に よ る 親 方 を 頂 点 と し た 受 注 ・ 発 注 の 関

係 が あ り 、 親 族 関 係 に よ る 分 業 の つ な が り も 強 い が 、 戦 後 か ら 現 在

に 至 っ て は 、 代 々 の 受 注 ・ 発 注 関 係 と い う よ り 、 む し ろ 状 況 に 応 じ

発 注 、 受 注 が な さ れ る よ う に な っ て お り 、 関 係 は 流 動 的 に な っ て き

た 。 現 実 的 に 、 親 の 世 代 で 何 十 年 と 発 注 し て い て も 、 そ の 代 が 引 退
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な ど で 請 け 負 え な く な っ た と き 、 必 ず し も 次 の 世 代 に 交 代 し て 受 け

継 い で 受 注 す る わ け で は な い 。 時 勢 か ら い っ て 子 の 世 代 が 後 継 し て

い る と も 限 ら な い と い う こ と も あ る が 、 そ れ だ け で は な く 、 子 が 親

と 同 じ く 評 価 さ れ る 技 術 を も ち 、 同 じ よ う に 受 注 を 受 け 継 ぐ と は 限

ら な い か ら で あ る 。 む し ろ 、 そ の 都 度 そ の 都 度 の 状 況 に 合 わ せ 、 そ

れ ま で の 受 注 者 が 引 退 す れ ば 、 他 に 技 術 を 評 価 で き る 職 人 に 依 頼 す

る 、 さ れ る と い う こ と が 行 わ れ る 。 若 手 の 職 人 が 技 術 を 買 わ れ て 受

注 を 受 け る こ と も あ る 。 ま た 発 注 者 の 世 代 交 代 で 、 新 し い 受 注 先 を

開 拓 す る と い う こ と も あ る （ 図 １ ）。  

 よ っ て 、 従 来 い わ れ て き た よ う な 、 徒 弟 制 的 な 、 固 定 的 な 受 注 ・

発 注 の 関 係 が 続 い て い る わ け で は な い 。 近 年 は 特 に グ ロ ー バ ル 化 の

影 響 を 受 け 製 造 も 落 ち 込 ん で き て お り 、 従 来 の 関 係 を 維 持 し て い た

の で は 事 業 者 に お け る 経 営 、販 売 が 成 り 立 た な い 事 態 が お き て お り 、

さ ら に こ の 傾 向 が 強 ま っ て い る 。 ま た 、 量 産 体 制 の 時 代 と 違 い 、 消

費 者 の 多 様 な 嗜 好 性 が 重 要 視 さ れ 、 個 々 の ニ ー ズ に ど れ だ け 応 え ら

れ る か と い う 課 題 、 ま た 中 国 の 安 価 な 製 品 と の 競 争 で 差 異 化 を は か

る 必 要 か ら 、 ま す ま す デ ザ イ ン や 技 術 面 で の こ だ わ り や 付 加 価 値 が

必 要 に な っ て き て い る 点 で も 流 動 的 な 受 注・発 注 に な っ て き て い る 。 
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（ ２ ）若 手 職 人 の 会 ―「 チ ー ム 匠 21」― 異 部 門 技 術 者 と の 関 係 形 成

の 場  

従 来 か ら 形 成 さ れ て い た 技 術 者 集 団 ＜ 表 ３ ＞ の 他 に 、 技 術 、 工 程

部 門 の 枠 組 み を 超 え た 技 術 者 同 士 の 集 ま り と し て 、「 チ ー ム 匠 21」

と 称 す る 20 代 か ら 40 代 の 若 手 職 人 が 活 動 の 中 心 と な っ て い る 研 修

グ ル ー プ が あ る 。 後 述 す る が 、 稲 川 町 産 業 支 援 セ ン タ ー か ら 助 成 を

受 け て い る 生 涯 学 習 事 業 の 「 伝 統 産 業 職 人 研 修 」 で の 漆 器 修 復 作 業

等 を き っ か け に 、 19 9 7（ 平 成 9） 年 に 結 成 さ れ 、 翌 年 10 月 か ら 研 修

活 動 が 始 ま っ た 。 構 成 員 は 20 0 3 年 8 月 現 在 25 名 で あ り 、 専 門 部 門

を 問 わ ず 参 加 し て い る 。 そ の な か に は 8 名 の 伝 統 工 芸 士 が 含 ま れ て

お り 、 そ れ ぞ れ の 参 加 者 が 自 身 の 専 門 部 門 で の 高 度 な 技 術 習 得 を 目

標 と す る だ け で な く 、他 工 程 の 技 術 の 知 識 や 技 術 の 学 習 の 場 と し て 、

ま た 実 際 に 共 同 で 製 品 を 企 画 し 製 作 す る 場 と し て 、 週 1 回 勉 強 会 を

開 催 し た り 、 他 県 の 関 連 産 地 へ の 研 修 旅 行 な ど を 行 っ た り し て い る

＜ 図 ２ ＞ 。 20 0 2 年 1 1 月 に は 伝 統 的 産 業 の 産 地 へ の 貢 献 を 果 た し て

図 1 受 注 ・ 発 注 関 係

〈 縦 の つ な が り 〉

製 造 、 出 荷 、 販 売 、 上 塗

 事 業 主（ 親 方 ） 

製 造（ 下 請 け ）、木 地 、下 塗

従 業 員 （ 家 族 、 弟 子 ） 

〈 横 の つ な が り 〉  

消 費 者 ニ ー ズ の 多 様 化  

国 内 漆 器 需 要 の 伸 び 悩 み  

原 材 料 の 枯 渇  

安 価 な 輸 入 製 品 の 増 加  

高 齢 化  

後 継 者 不 足  

従 業 員  

親  族  

友  人  

知  人  

事 業

事 業 事 業
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い る と し て 経 済 産 業 大 臣 か ら 「 伝 統 的 工 芸 品 産 業 優 良 団 体 表 彰 」 を

受 賞 し 、「 20 0 3 年 版 製 造 基 盤 白 書 」 に お い て 日 本 の 製 造 業 の な か で

事 業 展 開 の 活 発 な 事 例 と し て 、 こ の 活 動 が 取 り 上 げ ら れ て い る 。  

近 年 で は 、 世 代 が 若 い ほ ど 、 従 来 の 親 方 の も と で の 修 行 と い う か

た ち は あ ま り と ら れ ず 、 家 業 に お い て 親 か ら 受 け 継 ぐ 専 門 工 程 の 技

術 の み し か 習 得 し て い な い こ と が 多 い と い う こ と で 、 そ れ 以 外 の 工

程 の 技 術 を も つ 職 人 の 仕 事 内 容 や 作 業 工 程 を 実 際 に み た り 、 携 わ っ

た り す る 機 会 は 少 な く な っ て い た 。 そ う い う 意 味 で 、 若 手 の 技 術 者

に と っ て は 、 専 門 工 程 を 超 え た 技 術 者 と の 交 流 の 場 は 重 要 な 意 味 を

も つ こ と に な っ て い る 。 結 成 か ら 日 が 浅 い と い う こ と も あ り 、 組 織

だ っ た 動 き は 大 き く は な い が 、 町 の 助 成 金 を 活 用 し つ つ 、 企 画 を 出

し 合 い 流 動 的 な 活 動 を 展 開 し て き て い る 。  

 

（ ３ ） イ タ リ ア ン ・ デ ザ イ ン に よ る 製 品 づ く り の 展 開 ― 「 ミ ッ シ ョ

ン 漆 ２ １ 」  

 グ ロ ー バ ル 化 の な か で 新 た な 試 み と し て 注 目 さ れ て き て い る の が

イ タ リ ア ン ・ デ ザ イ ン と 称 さ れ る 製 品 で あ る 。 漆 器 の イ メ ー ジ を 一

新 し 、 イ タ リ ア 在 住 の 日 本 人 デ ザ イ ナ ー に よ る 新 し い 製 品 づ く り が

試 み ら れ て き て お り 、 逆 輸 入 的 に 知 名 度 を 高 め よ う と し て い る 。 こ

の デ ザ イ ナ ー と の 提 携 が 、 あ る 製 造 卸 業 者 を 中 心 と し た 若 手 職 人 の

意 欲 的 な 取 り 組 み に よ り 商 品 化 ま で こ ぎ つ け て い る 。 こ の 製 品 づ く

り に 関 わ っ て い る 職 人 ら が 結 成 し た の が「 ミ ッ シ ョ ン 漆 21」で あ る 。

「 チ ー ム 匠 21」 に 参 加 す る 構 成 員 で も あ り 、 20 0 2（ 平 成 14） 年 8

月 現 在 で 塗 師 2 名 、 挽 師 1 名 、 指 物 師 1 名 、 蒔 絵 師 3 名 の 7 名 で 構

成 さ れ て い る ＜ 図 ２ ＞ 。 新 し い 商 品 づ く り に 賛 同 す る 有 志 に よ る 構

成 で 、友 人 、知 人 間 の 技 術 を 認 め あ う 関 係 に よ っ て 形 成 さ れ て い る 。

稲 川 町 産 業 支 援 セ ン タ ー の 支 援 を 受 け つ つ 、20 0 2 年 2 月 に ミ ラ ノ の

日 用 品 国 際 見 本 市 「 マ チ ェ フ 」 に 日 本 の 工 芸 品 と し て は 初 め て 出 展

し 、欧 米 の バ イ ヤ ー か ら 好 評 を 博 し た 。ま た 20 0 3 年 に は 東 京 都 内 の

ギ ャ ラ リ ー で 展 示 会 を 開 き 、 県 内 で も 秋 田 市 の 大 手 百 貨 店 な ど で の

展 示 に よ り 、 従 来 と は 違 っ た 客 層 か ら の 反 響 が 徐 々 に み え て き て お

り 、 注 目 さ れ 始 め て い る と い う 。 昨 年 に 引 き 続 き 9 月 に 再 び 見 本 市

に 出 展 を 果 た し て い る 。 今 後 の 展 開 を 見 守 る 段 階 で は あ る が 、 一 方

で 伝 統 的 な 日 本 の 漆 器 商 品 に 注 目 し て 直 接 買 い 付 け に 来 る 各 国 の バ

イ ヤ ー と の 取 引 と 、 イ タ リ ア を 直 に 結 ぶ 技 術 の 交 流 と 商 品 開 発 と い

う 、 ま さ に グ ロ ー バ ル な 展 開 の 萌 芽 が こ の 川 連 漆 器 の 現 在 か ら み て

と れ る の で あ る 。  
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写 真 ： イ タ リ ア ン ・ デ ザ イ ン の 漆 器 （ カ タ ロ グ よ り ）  

 

（ ４ ）「 う る し 屋 の 女 房 達 の 会 」  

と こ ろ で 、 川 連 漆 器 産 業 に は 女 性 労 働 者 も 多 い 。 夫 や 子 息 が 職 人

で 、 妻 が 稲 庭 う ど ん の 製 造 で の パ ー ト 労 働 な ど 他 製 造 業 で の 労 働 も

み ら れ る が 、 従 来 か ら 家 内 制 工 業 の 性 格 が 強 く 、 家 族 ぐ る み で 製 造

や 販 売 の た め の 周 辺 作 業 の 手 伝 い が 一 般 的 に み ら れ る 。 女 性 で も ご

く 少 数 高 度 な 技 術 を も ち 塗 師 や 蒔 絵 師 の 人 も い る が 、 一 般 に は 職 人

の 夫 や 息 子 の 作 業 の 補 助 と し て 、 初 歩 的 な 下 地 塗 り や 中 塗 り 、 完 成

品 の 不 具 合 の チ ェ ッ ク 、 梱 包 作 業 を 手 伝 っ た り し て い る 。 ま た 、 一

方 で は 製 造 卸 業 で は 、各 地 の 百 貨 店 等 で 開 催 さ れ る 漆 器 展 へ の 出 展 、

販 売 に お い て 、 職 人 の 妻 や 娘 が 各 地 に 赴 い て 営 業 を こ な す 場 合 も 少

な く な い 。 こ の よ う に 女 性 が 製 造 か ら 販 売 に 至 る ま で 、 漆 器 産 業 に

関 わ る 機 会 は か な り 高 い と い え る の だ が 、 こ う し た 女 性 が 前 述 し て

き て い る 職 人 の 組 織 や 事 業 企 画 に 加 わ っ て 活 動 し て い る 様 子 は 従 来

み ら れ な か っ た 。 ま た 後 継 者 育 成 事 業 の 受 講 者 の 中 に は 、 若 手 職 人

の 配 偶 者 と し て 新 し く 入 っ て く る 女 性 た ち の 参 加 が あ る が 、 女 性 が

経 営 や 技 術 伝 承 の 場 に 積 極 的 に 加 わ っ て い る わ け で は な か っ た 。  

そ れ が 、 20 0 2 年 の 「 川 連 漆 器 フ ェ ア 」 ４ ） の 後 、 こ れ ま で に な い

女 性 た ち の 動 き が み ら れ る よ う に な っ た 。 反 省 会 の な か で 、 こ れ か

ら の 女 性 た ち の 活 動 に 対 し て の 意 見 交 換 な ど が あ り 、 組 合 と 町 の 支

援 セ ン タ ー と が 協 力 し て 、女 性 た ち の 会 を 立 ち 上 げ る に 至 っ て い る 。

20 0 3 年 1 月 か ら 研 修 会 が 開 か れ 、 多 い と き に は 30 数 名 の 出 席 者 が

参 加 し た 。 ま た 地 域 文 化 や 歴 史 と 漆 器 の 関 連 や 、 販 売 に つ い て 、 食

空 間 プ ロ デ ュ ー サ ー や 熟 達 し た 技 術 を も ち ま た 地 域 の 生 活 面 で の 先

達 で あ る 現 役 の 職 人 、 地 域 に 深 く 関 連 し た 農 業 師 た ち を 講 師 に 招 き

勉 強 会 を 行 っ て い る 。20 0 3 年 の 川 連 漆 器 フ ェ ア に お い て は 、そ の 成

果 と し て 膳 を テ ー マ に し た テ ー ブ ル コ ー デ ィ ネ ー ト の 展 示 会 を 開 催

し た 。20 1 0 年 代 の 状 況 を み る と 、発 足 当 初 か ら は メ ン バ ー が 減 少 し

て お り 、 ま た 固 定 化 し つ つ あ る 。 市 町 村 合 併 に よ り 産 業 支 援 セ ン タ

ー が 旧 稲 川 町 か ら 湯 沢 市 全 体 の セ ン タ ー に な っ て か ら は 、 産 業 支 援

も 各 地 に 拡 大 し て い る た め 、 川 連 漆 器 に 特 化 し た よ う な 支 援 事 業 は
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し に く く な っ て い る 。 こ の た め 活 動 も 大 き な 動 き は み ら れ な く な っ

て い る が 、 周 辺 の 温 泉 地 の 女 将 た ち と の 交 流 な ど も 交 え 、 活 動 を 継

続 さ せ て い る 状 況 で あ る 。  

こ れ ま で の 男 性 中 心 的 な 職 人 集 団 の 社 会 に お い て 、 女 性 が い か に

し て 参 加 し う る の か 、 こ れ か ら の 一 つ の 課 題 で は あ る 。 し か し 、 そ

の 「 う る し 屋 の 女 房 」 た ち を つ な ぎ 合 わ せ る い く つ か の 結 節 点 に い

く つ か の 興 味 深 い 動 き が み ら れ る 。 つ ま り 、 そ れ は 女 性 に よ る 新 し

い 動 き で あ る と 同 時 に 、 技 術 者 の 伝 統 技 術 伝 承 と い う 生 涯 学 習 の 場

に も な っ て お り 、 技 術 者 間 の み な ら ず 、 そ れ を 取 り 巻 く 家 族 、 女 性

た ち と の 間 に も 、 新 た な 結 び つ き が つ く ら れ る 契 機 と な り う る 点 が

捉 え ら れ る （ 図 ２ ）。  

 

 

 

６ ． 伝 統 と 新 し さ を め ぐ る 対 立 、 矛 盾   

（ １ ） 事 業 所 の 資 本 力  

こ う し た 新 し い 関 係 の 動 き が あ る 一 方 で 、事 業 所 の 資 本 力 の 格 差 、

製 品 づ く り に お け る 伝 統 と 新 し さ 、 男 女 と い っ た い く つ か の 対 立 軸

が 生 じ て い る 。  

グ ロ ー バ ル 化 の 社 会 変 動 の な か で 、 川 連 漆 器 産 業 に お い て も 技 術

者 間 に 様 々 な 格 差 が 生 じ つ つ あ る 。 製 品 を 企 画 し て 発 注 し 、 仕 上 げ

の 塗 り な ど を し て 販 売 す る 製 造 卸 事 業 者 に お い て は 、 少 数 で は あ る

が 町 や 組 合 の 支 援 を 受 け つ つ 製 品 の 差 異 化 を 意 図 し た 高 級 化 や 新 し

い デ ザ イ ン の 工 夫 、 独 自 の 販 売 ル ー ト の 開 拓 、 拡 張 を は か り 、 経 営

戦 略 を 模 索 し て き て い る と こ ろ が あ る 。 従 来 か ら 各 々 の 商 店 が 外 向

き の 商 売 を し 、 県 外 か ら の 収 益 も 得 て き た 産 業 の 地 域 性 が あ る わ け

図 2 各 種 機 関 の 連 携 と 新 し い 職 業

「 う る し 屋 の 女 房 た ち の 勉 強 会 」  

秋 田 県 漆 器 工 業 協 働 組 合  

（ 組 合 員 ： 主 に 事 業 主 、伝 統 工 芸 士 ） 

稲 川 町 産 業 支 援 セ ン タ ー  

（ 稲 川 町 観 光 商 工 課 ）  

支  援 ・ 助 成  支  援  

「 チ ー ム 匠 21」 

「 ミ ッ シ ョ ン 漆 21」  

（「 イ タ リ ア ン ・ デ ザ イ ン 」 関 係 者 ）  

支  援 ・ 助  成  
各 種 職 人 集 団（ 表 3 参 照 ） 

技 術 部 門 、 徒 弟 関 係 を 超 え た つ な が り

（ 任 意 、 有 志 集 団 ）  
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だ が 、 独 立 採 算 が あ る 程 度 可 能 な 事 業 所 に お い て は そ の 傾 向 が よ り

強 く み ら れ る 。 一 方 で 、 子 息 が 他 の 職 業 に 就 い て い る な ど で 、 後 継

者 が す で に な く 高 齢 化 し た 現 職 一 代 限 り の 事 業 者 や 、 個 々 の 各 工 程

を 下 請 け の み で 行 っ て き た 技 術 者 に お い て は 、 社 会 変 動 や 人 間 関 係

の 変 化 で 、 そ れ ま で の 受 注 ・ 発 注 の 関 係 性 が 変 化 し た と き に 立 ち 行

か な く な る 危 険 性 が 高 く 、 同 産 業 内 で も 格 差 が 生 じ て い る 。 こ の こ

と は 、 後 継 者 育 成 問 題 に も 関 わ り 、 会 津 や 輪 島 と い っ た 他 地 域 に 技

術 習 得 の た め 弟 子 や 子 息 を 修 行 に 出 す （ 出 せ る ） 事 業 者 と 、 子 息 が

他 の 職 業 に 従 事 し 漆 器 製 造 に 無 関 係 で あ る 事 業 者 と で は 、 お の ず と

後 継 者 育 成 の 意 識 に お い て 異 な っ た 見 解 を も つ こ と に な る こ と は 想

像 に 難 く な い 。  

 

（ ２ ） 伝 統 と 新 し さ  

「 イ タ リ ア ン ・ デ ザ イ ン 」 の 製 造 、 販 売 は 、 実 際 は あ る 一 事 業 主

を 中 心 と し た 職 人 者 集 団（ ミ ッ シ ョ ン 漆 21）に よ る 新 商 品 と い う 位

置 づ け で あ り 、 川 連 漆 器 全 体 で 生 産 す る と い っ た 動 向 に な っ て は い

な い 。 海 外 に お け る 家 具 見 本 市 な ど で 海 外 バ イ ヤ ー に 注 目 さ れ 取 引

も 出 て き た 。 し か し 、 国 内 で は 、 地 元 の 新 聞 や 一 部 著 名 な フ ァ ッ シ

ョ ン 雑 誌 等 で と り 上 げ ら れ た り し て は い る も の の 、 知 名 度 や 販 売 数

は 低 調 で あ る 。 ま た 販 売 元 と な っ て い る リ ー ダ ー 的 職 人 自 身 が 量 産

を 目 指 し て い な い と い う こ と も 関 係 し て い る 。 町 と し て は さ ら な る

協 力 体 制 を 整 え つ つ あ る が 、 町 全 体 の 製 造 卸 業 者 や 個 々 の 協 力 職 人

た ち の 間 で は 、 ま だ 一 つ の 商 品 と い う 位 置 づ け に と ど ま り 、 今 後 の

経 過 を 見 守 っ て い る と い う の が 現 状 で あ る 。 つ ま り 地 場 産 業 と し て

の 川 連 漆 器 の 大 き な 流 れ と し て は 依 然 位 置 づ け る こ と が で き な い 。  

川 連 漆 器 産 業 界 に は 、従 来 か ら 、国 内 知 名 度 、販 売 シ ェ ア が 輪 島 、

山 中 、 会 津 と い っ た 日 本 の 代 表 的 な 産 地 と 比 較 し て 低 い と い う 共 通

し た 認 識 が あ る ５ ）。た と え ば 会 津 塗 り な ど が 観 光 地 と し て も 集 客 力

が あ る 地 域 に お け る 産 業 で あ る の に 対 し 、 川 連 漆 器 は そ う し た 観 光

地 と の 連 携 に お い て 消 費 の 場 を つ く り だ す 地 域 性 は 弱 い 立 地 条 件 に

あ る と い う こ と も 一 因 と い え る 。 よ っ て 、 海 外 進 出 は よ い が 、 国 内

で の 知 名 度 を 上 げ る 工 夫 が 必 要 で あ る と い う 見 方 も あ り 、 従 来 の 川

連 漆 器 の 伝 統 的 技 術 、 伝 統 的 な デ ザ イ ン を ど う 宣 伝 し て い く か の 方

が 重 要 で あ る と い う 声 も 聞 か れ る 。   

職 人 は 一 般 に 個 々 の 技 術 に 拠 る と こ ろ が 大 き く 、 そ の 仕 事 の 仕 方

か ら い っ て も 、 協 働 、 連 携 意 識 は 希 薄 に な り が ち で あ る 。 ま た 行 商

に よ る 「 外 」 と の 結 び つ き 、 個 々 の 販 売 店 が 個 別 の 取 引 を す る こ と

で 成 り 立 っ て い る 商 い の 状 況 は 、 集 落 内 の 細 か な 受 注 ・ 発 注 関 係 に

よ っ て 分 業 が 成 り 立 っ て い る と は い え 、 そ れ が 地 場 産 業 全 体 の 構 造

変 化 を 見 据 え 、 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン へ 向 け 地 域 的 な 存 続 を か け た
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企 画 販 売 の 動 き の 基 盤 に な り に く い 側 面 を も つ こ と も 事 実 で あ る 。

さ ら に 、 行 政 か ら の 支 援 、 補 助 を 受 け た 事 業 が あ る 一 方 で 、 そ う い

う 体 制 に 組 み 込 ま れ な い 者 と の 意 識 の ず れ 、 格 差 が 生 じ て い る こ と

も あ る よ う だ 。  

 

（ ３ ） 旦 那 衆 と 女 房 た ち  

 2 0 0 3 年 以 降 、「 う る し 屋 の 女 房 た ち の 勉 強 会 」 と 銘 打 っ た 女 性 の

集 会 が 、 産 業 支 援 セ ン タ ー と 組 合 の 職 員 の 連 携 の な か で 開 催 さ れ 、

回 を 重 ね て き て い る 。 女 性 た ち 自 身 も 卸 、 販 売 だ け で な く 、 下 塗 り

な ど 製 造 に 携 わ っ て い る 女 性 も 含 め た 動 き に 展 開 で き る か ど う か を

考 え て い る が 、 そ れ ぞ れ の 家 族 関 係 に お い て 意 見 、 立 場 の 異 な る 女

性 た ち が 協 同 で き る 場 に な り う る か が 一 つ の 課 題 で あ る よ う だ 。 こ

れ ま で の 男 性 中 心 、職 人 中 心 の 組 織 、人 間 関 係 の あ り 方 か ら す る と 、

職 人 で あ り 、 店 主 で あ り 、 組 合 役 員 で あ る 夫 や 同 居 家 族 が こ う し た

女 性 の 動 向 を ど う み て い る の か は 、 今 後 の 一 つ の 関 係 性 の 焦 点 と い

え る だ ろ う 。  

 

７ ．お わ り に  地 場 産 業 集 積 地 域 に お け る 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ と 住 民

参 加 の 試 論  

古 く か ら の 伝 統 的 な 地 場 産 業 が 続 い て い る 地 域 に お い て は 、 そ れ

が 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 基 盤 構 造 と な っ て お り 、 産 業 の 動 向 が 地 域 の

生 活 に 深 く か か わ っ て い る 。 伝 統 技 術 を も つ 職 人 が 集 落 単 位 で 生 活

と 労 働 を 同 地 域 で 展 開 し て き た 稲 川 町 は 、 グ ロ ー バ ル 化 、 少 子 高 齢

化 と い っ た 現 代 社 会 の 大 き な 変 化 に よ り 従 来 の 職 人 集 団 を は じ め と

し た 関 係 が 変 容 す る プ ロ セ ス を 、 同 時 に 地 域 生 活 の 住 民 の 変 容 と し

て と ら え る こ と が で き る 地 域 と し て 興 味 深 い 。  

振 り 返 る と 、 川 連 漆 器 を と り ま く 人 々 の 間 に は 、 従 来 型 の 関 係 で

は 成 り 立 た な い 新 し い 関 係 、 集 団 の 動 き が み ら れ る よ う に な り 、 し

か し 資 本 力 の 格 差 や デ ザ イ ン の 伝 統 と 新 し さ 、 男 女 の あ り 方 と い っ

た 対 立 、 矛 盾 が み え て き た 。 し か し 、 い わ ゆ る 職 人 気 質 的 ― 伝 統 へ

の 頑 固 な こ だ わ り 、 商 業 の 個 人 主 義 的 側 面 や 、 裏 方 と し て の 女 性 の

働 き な ど が あ り 、 画 一 的 な 市 民 社 会 論 的 議 論 に よ っ て 捉 え よ う と す

る と 見 誤 る 恐 れ が あ る だ ろ う 。  

今 後 の 考 察 と し て は 、 受 注 ・ 発 注 関 係 と 親 族 関 係 等 の よ り 詳 細 な

分 析 に よ り 地 場 産 業 を 支 え る 住 民 の 関 係 を 考 察 す る つ も り だ が 、 同

時 に 、 市 町 村 合 併  湯 沢 市 、 雄 勝 町 、 皆 瀬 村 と の 合 併 を に ら み 、 漆

器 、 う ど ん を 中 心 に 、 景 観 、 町 並 み づ く り へ の 期 待 も あ る な か で 、

地 場 産 業 を 彩 る 地 域 文 化 、 風 土 を ど う 温 存 す る の か と い う 問 題 も あ

り 、 こ の 地 域 文 化 的 側 面 、 伝 統 的 側 面 を 出 発 点 に し て み る と 、 い か

な る 住 民 参 加 、地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 の 道 程 が 捉 え う る の か と い う 、
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地 域 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 的 展 開 へ と つ な が る 視 角 を も ち つ つ 考 察

を 試 み た い 。  

 

付 記  

 本 稿 は 、 平 成 1 5 ～ 1 6 年 度 文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 助 成 金  若 手 研 究 （ B ）  

研 究 代 表 ： 石 沢 真 貴 ） に よ る 研 究 成 果 の 一 部 で あ る 。  
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り て お 礼 申 し 上 げ ま す 。  
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第 ５ 章  地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 基 層 構 造 変 容 と 住 民 参 加 の ま ち づ く

り ― 横 手 市 「 増 田 蔵 の 日 」 を 事 例 と し て ―  

 

１ ． は じ め に  

本 稿 の 目 的 は 、 社 会 変 動 に よ り 地 域 固 有 の 基 層 構 造 が 解 体 し て い

く こ と で 、 住 民 参 加 型 の コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 が 促 さ れ る プ ロ セ ス を 示

す こ と で あ る 。 住 民 参 加 に よ る コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 の 事 例 的 研 究 は 数

多 あ る も の の 、 地 域 固 有 の 歴 史 的 な 基 層 構 造 を ふ ま え た う え で 現 在

の 住 民 参 加 の プ ロ セ ス を 捉 え よ う と す る 考 察 は み ら れ な い 。し か し 、

近 代 か ら 現 代 へ の 社 会 変 動 が 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に 影 響 を 及 ぼ し て き

た と す る な ら ば 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 基 層 構 造 と そ の 変 容 を 理 解 し

な い ま ま に 事 例 を 取 り 上 げ て も 表 面 的 な 地 域 研 究 に な り が ち で あ り 、

ま た 住 民 参 加 の 意 義 を 十 分 に 理 解 す る こ と は で き な い 。  

そ こ で 本 稿 で は 、地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 住 民 参 加 を 論 じ る 際 、

地 域 固 有 の 基 層 構 造 の 影 響 を 読 み 解 く こ と に 重 点 を 置 き 、 事 例 と し

て 近 代 に 急 速 に 発 展 し た 地 方 小 都 市 秋 田 県 横 手 市 増 田 町 に お け る

「 増 田 蔵 の 日 」 の イ ベ ン ト を め ぐ る 事 業 展 開 を と り あ げ 、 文 化 資 源

と し て 再 発 見 、 再 評 価 さ れ た 内 蔵 を 通 し た 住 民 参 加 に よ る 地 域 再 生

の ま ち づ く り の プ ロ セ ス を 考 察 す る 。  

 

２ ． 近 代 地 方 小 都 市 の 基 層 構 造   

（ １ ） 増 田 町 の 内 蔵   

増 田 町 は 、 秋 田 県 内 陸 南 東 部 の 横 手 盆 地 南 端 に 位 置 し 、 旧 町 村 の

山 内 村 、 東 成 瀬 村 、 湯 沢 市 、 稲 川 町 、 皆 瀬 村 、 十 文 字 町 、 平 鹿 町 の

７ 市 町 村 に 隣 接 し て い る 。 成 瀬 川 と 皆 瀬 川 の 合 流 地 で あ り 、 ま た 秋

田 県 内 の 主 要 な 街 道 と し て 参 勤 交 代 が 行 わ れ た 羽 州 街 道 の ２ つ の 脇

街 道 の 中 継 点 と し て 、 近 代 以 降 に 急 速 に 栄 え た 近 代 地 方 小 都 市 で あ

る 1 ）。 中 心 と な る 商 店 街 の 通 り は 、 明 治 期 か ら 昭 和 初 期 に か け 商 人

地 主 2 ）と 称 さ れ た 地 主 層 の 家 々 が 軒 を 連 ね 、繁 栄 を 象 徴 す る よ う に

豪 奢 な 内 蔵 3 ） が 建 築 さ れ て き た 。敷 地 は 極 端 な 短 冊 形 で 、通 り に 面

し た 切 妻 屋 根 の 主 屋 に 接 し て 「 鞘 」 と よ ば れ る 外 壁 に 覆 わ れ て い る

内 蔵 が 建 て ら れ 、そ の 後 ろ に 外 蔵 が 続 い て い る 。「鞘 」に 覆 わ れ 外 観

と し て は ほ と ん ど 存 在 を 窺 い 知 れ な い 内 蔵 は 、 梁 に 漆 を 塗 る な ど 独

特 の 形 式 が あ り 、 ま た 生 活 空 間 （ 座 敷 蔵 ） と し て も 使 わ れ て き た 。  
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図 １  増 田 地 区 中 心 地  中 ・ 七 日 町 商 店 街 周 辺  

 
資 料 ： 「 増 田  横 手 市 増 田 町 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 対 策 調 査 報 告 書 」  

（ 2 0 1 2 年 3 月 ）  

 
図 ２  中 七 日 町 の 通 り の 様 子 （ 内 蔵 の あ る 家 並 み ）  

 
資 料 ： 「 増 田  横 手 市 増 田 町 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 対 策 調 査 報 告 書 」  

（ 2 0 1 2 年 3 月 ）  
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（ ２ ） 増 田 町 内 と 周 辺 地 域 と の 関 係  

増 田 町 と そ の 周 辺 地 域 と の 歴 史 的 な 関 係 を み る と 、 商 い と 土 地 所

有 を 軸 に 、 町 場 在 住 の 地 主 層 と 農 山 村 の 農 民 層 と の 間 に 激 し い 経 済

格 差 を 伴 う 基 層 構 造 が み ら れ る 。増 田 町 内 に は 増 田 地 区 、亀 田 地 区 、

西 成 瀬 地 区 、 狙 半 内 地 区 の 区 分 が あ る 。 そ の 地 区 間 に は 増 田 地 区 と

そ の 周 辺 地 区 と で 社 会 的 経 済 的 格 差 が み ら れ 、 こ れ が 歴 史 的 な 地 域

固 有 の 基 層 構 造 を 形 成 し て き た 4 ）。  

さ ら に い え ば 、 増 田 町 中 心 部 と 藩 政 時 代 に 整 備 さ れ 仙 台 藩 と の 交

易 に 使 わ れ た 羽 州 街 道 の 脇 街 道 沿 い に 連 な る 周 辺 の 稲 川 町 や 東 成 瀬

村 、 皆 瀬 村 と の 間 に も 同 様 の 基 層 が み ら れ る 。  

藩 政 期 に は 増 田 商 人 地 主 に よ る 支 配 構 造 は 土 地 集 積 の 変 遷 と 殖 産

興 業 の 事 業 展 開 に お い て み ら れ 、 近 代 に さ ら に 拡 大 し て い く 。 コ メ

が 取 れ な い 周 辺 農 山 村 の 山 間 部 や 零 細 小 作 で は 、 換 金 作 物 で あ る 葉

た ば こ 、 養 蚕 業 が 盛 ん に 行 わ れ た 。 地 主 層 は 農 民 に 資 金 や 生 産 物 資

を 貸 付 け 、 タ バ コ 栽 培 、 養 蚕 業 な ど 換 金 作 物 を つ く ら せ 、 タ バ コ 、

繭 な ど で 返 済 さ せ 、 そ れ ら を 中 央 、 海 外 に 売 り 財 を 成 し て い っ た 。

一 方 で 借 金 の 形 に 土 地 が 売 ら れ 、 農 民 た ち は 負 債 を 重 ね て つ い に は

土 地 を 売 り 渡 す 傾 向 が み ら れ た（ 東 成 瀬 村 年 表 ）。増 田 町 か ら 小 安 街

道 沿 い に 連 な る 稲 川 町 の 歴 史 同 様 の 記 述 が み ら れ る（ 稲 川 町 史 ）。こ

う し て 農 産 物 仲 買 、 金 や 穀 物 の 貸 付 と 土 地 の 取 得 で 財 を 成 し 、 地 主

は さ ら に そ の 勢 力 を 拡 大 し た 。  

つ ま り 、 増 田 町 と そ の 周 辺 地 域 と の 関 係 は 、 商 い と 土 地 所 有 を 軸

に 町 場 の 商 人 地 主 と 山 間 部 の 農 民 層 と の 激 し い 経 済 格 差 を 生 じ さ せ

た 地 域 間 の 権 力 構 造 ―す な わ ち 中 心 と 周 縁 、 地 主 層 と 小 作 と い っ た

階 層 関 係 を つ く り だ し 、 町 場 か ら 山 間 部 へ と 続 く 羽 州 街 道 の 脇 街 道

沿 い に 刻 ま れ て き た 。 そ の 意 味 で 小 安 脇 街 道 は 、 江 戸 か ら 昭 和 初 期

に か け て 増 田 商 人 地 主 を 頂 点 と し た 権 力 支 配 が 波 及 し て い っ た 道 筋

と し て 捉 え る こ と も で き る 。  

そ し て こ の 基 層 構 造 は 、 現 代 に い た る 地 域 の 社 会 関 係 に も 影 響 を

及 ぼ し て き た と い え る 。 当 然 の こ と な が ら 、 近 代 以 前 の 地 主 と 小 作

の 関 係 が 現 在 ま で 維 持 さ れ て き た と い う わ け で は な い 。 し か し 、 そ

う し た 社 会 関 係 は 、 産 業 構 造 の 変 容 と い っ た 社 会 変 動 を 通 し て 変 化

し つ つ も 、 増 田 町 の 地 域 内 だ け で な く 、 今 な お 増 田 中 心 部 と 周 辺 地

域 と の 基 底 と な っ て 残 存 し て い る 側 面 が あ る 。  

戦 前 の 日 本 社 会 史 を 中 村 吉 治 に 拠 り 概 観 し て み れ ば 、 以 下 の よ う

な 説 明 が で き よ う 。 1 8 7 3（ 明 治 ６ ） 年 の 地 租 改 正 以 後 、 自 作 農 は 寄

生 地 主 と 小 作 農 と に 分 解 し て い き 、 労 働 者 と し て 移 行 し き れ な い 土

地 を 失 っ た 小 作 が 貧 困 化 し て い く 一 方 、 土 地 を 集 積 し て い っ た 地 主

層 は 、 前 期 的 な 商 業 資 本 や 高 利 貸 し 、 造 酒 、 地 方 議 会 議 員 な ど に な
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り 、 地 方 豪 農 と し て 、 前 近 代 的 な 地 主 － 小 作 関 係 を 維 持 し た ま ま 時

代 を 経 て い く 。（ 中 村 吉 治 1 9 6 5： 4 0 0－ 4 2 2）。  つ ま り 、 戦 前 の 農

村 に は 多 か れ 少 な か れ 、 こ う し た 前 近 代 的 構 造 を 包 含 し た ま ま の 社

会 関 係 が 戦 後 に お い て も 残 さ れ て き た 。 そ し て そ の 関 係 、 構 造 は 、

取 り 残 さ れ た 飛 び 地 の よ う に 地 方 中 小 都 市 構 造 と し て 残 存 し て き た 。

一 つ の 事 例 が 増 田 町 を は じ め と し た 近 代 地 方 小 都 市 の あ り 方 と い え

る 。  

全 国 各 地 の 農 山 村 に は 多 か れ 少 な か れ こ う し た 前 近 代 的 構 造 を 包

含 し た ま ま の 社 会 関 係 が 、戦 後 に お い て も 残 存 し て き た と い え る が 、

そ の 社 会 関 係 を 形 成 す る 基 層 構 造 は 、 取 り 残 さ れ た 飛 び 地 の よ う に

現 代 東 北 地 域 の 地 域 構 造 そ し て 住 民 意 識 に み い だ せ る 。 一 つ の 事 例

が こ の 旧 増 田 町 を は じ め と し た 近 代 商 業 都 市 の あ り 方 と い え る 。  

 
図 ３  横 手 市 増 田 町 の 位 置 お よ び 周 辺 市 町 村  

     

      
資 料 ：「 秋 田 県 勢 要 覧 」 よ り 作 成 。  

 

（ ３ ） 社 会 的 ス テ イ タ ス と し て の 内 蔵 建 築  

明 治 2 0 年 代 後 半 （ 日 清 戦 争 の こ ろ ） に な る と 、 地 主 層 は 株 式 会

社 、 合 資 会 社 を 設 立 し て 企 業 経 営 を 展 開 す る よ う に な る 。 1 8 9 5（ 明

治 2 8） 年 に 増 田 銀 行 が 設 立 し 、 1 9 1 0（ 明 治 4 3） 年 に 増 田 水 力 発 電

株 式 会 社 が 設 立 す る な ど し た 。 ま た 、 1 9 1 5（ 大 正 4） 年 に 軍 需 物 資

と し て の 銅 の 需 要 が 増 大 し た こ と で 吉 乃 鉱 山 で 急 速 に 鉱 山 町 が 形 成

さ れ 人 口 約 1 万 人 に 達 し 、生 活 物 資 の 商 い で さ ら に 増 田 町 は 潤 っ た 。

こ う し た 土 地 集 積 や 事 業 展 開 を 背 景 に 、 富 の 象 徴 と し て の 蔵 の 建 築

が 盛 ん に な っ て い っ た 。  

た だ し 、 内 蔵 の 建 築 年 代 を み る と 、 街 場 中 心 部 は 古 く か ら の 地 主

層 だ け で 形 成 さ れ て い る の で は な く 、 時 の 商 機 に よ り 、 所 有 者 も 流
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動 し て き た プ ロ セ ス が み て と れ 、 内 蔵 の 建 築 が 後 期 （ 昭 和 初 期 ） ご

ろ に な る と 地 主 層 と は ま た 違 っ た 、 増 田 町 以 外 の 地 域 か ら 新 参 の 富

裕 層 が 流 入 し て 居 を 構 え て い る 。 つ ま り 、 昭 和 初 期 ま で は 、 増 田 町

商 店 街 は 成 功 者 が 居 を 構 え 集 う 、 い わ ば 社 会 的 ス テ イ タ ス を 得 ら れ

る 磁 場 で も あ っ た と い う こ と に な る 。 近 隣 の 町 村 豪 農 ・ 豪 商 、 有 力

者 の 親 族 と の 婚 姻 関 係 が み ら れ る の も そ の こ と を 象 徴 し て い る 。  

 

３ ． 社 会 変 動 と 地 域 基 層 構 造 の 変 化  

（ １ ） 近 代 地 方 小 都 市 の 衰 退   

1 9 2 0 年 代 の 小 作 争 議 、戦 後 の 農 地 改 革 は 歴 史 的 な 地 域 基 層 構 造 を

な し て き た 地 主 支 配 の 解 体 を も た ら し た 。 ま た 、 産 業 化 、 都 市 化 に

伴 い 交 通 網 の 発 達 や 交 通 手 段 の 転 換 が お き 、 徐 々 に 増 田 町 は 全 国 的

な 国 土 開 発 の 流 れ か ら 外 れ 、 か つ て の 流 通 、 交 通 の 要 衝 と し て の 役

割 を 終 え る 。 近 代 化 時 代 に 殖 産 興 業 で つ く ら れ て い っ た 産 業 は 町 の

急 速 な 発 展 を も た ら し た が 、 豪 奢 な 内 蔵 も 「 鞘 」 に 隠 さ れ 歴 史 的 景

観 と し て の 認 識 も さ れ ず 衰 退 し 、 地 方 の 「 辺 鄙 な 田 舎 町 」 へ と 化 し

て い っ た 。  

 
表 １  増 田 地 区 の 主 な 行 政 区 別 人 口 ・ 世 帯  

集 落 名  
世 帯

数  

6 5 歳 以 上  

単 独 世 帯 数

( ％ )  

総 人

口  

6 5 歳 以 上 人 口

( ％ )  

縫 殿  2 6 3  1 6 （  6 . 1 ）  7 5 9  2 1 3 （ 2 8 . 1 ）  

上 町  1 5 3  1 6 （ 1 0 . 5 ）  4 2 1  1 3 8 （ 3 2 . 8 ）  

四 ツ 谷   7 3   8 （ 1 1 . 0 ）  2 3 0   7 6 （ 3 3 . 0 ）  

関 ノ 口  1 9 5  1 8 （  9 . 2 ）  6 1 0  1 4 4 （ 2 3 . 6 ）  

七 日 町   3 2   8 （ 2 5 . 0 ）   7 6   3 5 （ 4 6 . 1 ）  

中 町   4 3   4 （  9 . 3 ）  1 0 1   3 7 （ 3 6 . 6 ）  

土 肥 舘   6 9  1 8 （ 2 6 . 1 ）  1 7 3   7 7 （ 4 4 . 5 ）  

増 田 本 町  2 2 5  3 1 （ 1 3 . 8 ）  6 2 1  2 3 5 （ 3 7 . 8 ）  

一 本 柳   7 3  1 1 （ 1 5 . 1 ）  2 1 3   6 3 （ 2 9 . 6 ）  

平 和 通   8 2  1 0 （ 1 2 . 2 ）  2 2 6   6 0 （ 2 6 . 6 ）  

石 神   4 8   4 （  8 . 3 ）  1 1 9   3 3 （ 2 7 . 7 ）  

増 田 田 町  1 6 3  2 0 （ 1 2 . 3 ）  4 8 7  1 4 1 （ 2 9 . 0 ）  

昭 和 通   4 9  9 （ 1 8 . 4 ）  1 1 5   4 6 （ 4 0 . 0 ）  

福 嶋   7 4  1 1 （ 1 4 . 9 ）  2 0 4   5 8 （ 2 8 . 4 ）  

増 田 新 町   9 3  1 2 （ 1 2 . 9 ）  2 8 7   7 9 （ 2 7 . 5 ）  

資 料 ： 横 手 市 「 行 政 区 別 人 口 デ ー タ 」（ 2 0 0 9 ） よ り 作 成 。  
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さ ら に 1 9 9 0 年 代 以 降 は 少 子 高 齢 化 や グ ロ ー バ ル 化 の 流 れ も 影 響

し 、 ロ ー カ ル 空 間 の 基 層 構 造 を 解 体 し 地 域 生 活 に お け る 人 々 の 結 び

つ き を 分 断 さ せ て い く こ と に な る 。  

国 勢 調 査 に よ る と 増 田 町 の 総 人 口 は 、 1 9 7 0 年 に は 11 , 0 5 0 人 あ っ

た が 2 0 1 0 年 に は 8 , 1 6 5 人 ま で 減 少 し て い る 。総 世 帯 数 は 2 6 7 0 世 帯

で あ る 。 高 齢 化 率 に 関 し て は 2 0 0 0 年 の 国 勢 調 査 に お い て 2 8 . 6 %、

ち な み に 2 0 1 0 年 の 秋 田 県 に お け る 高 齢 化 率 は 2 9 . 5 % 、 横 手 市 が

3 1 . 4 %（ 平 成 2 2 年 度 秋 田 県 老 人 月 間 関 係 資 料 に よ る ） で あ る 。  

現 代 は 過 疎 化 の 著 し い 山 間 部 の み な ら ず 地 方 の 町 場 ・ 大 都 市 も 含

め て 高 齢 化 が 加 速 し て き て お り 、 い わ ゆ る 「 町 場 の 限 界 集 落 」 化 も

み ら れ る よ う に な っ て き て い る 。「 町 場 の 限 界 集 落 」化 。横 手 市 の 人

口 デ ー タ を 集 落 別 に み る と 、 特 に 町 中 心 部 の 中 町 ・ 七 日 町 ・ 土 肥 舘

と い っ た 地 区 の 高 齢 化 率 が 高 い こ と が わ か る （ 表 １ ）。  

居 住 空 間 で も あ る 内 蔵 は 、 現 在 の 小 家 族 化 し た 高 齢 者 世 帯 に は 不

便 で あ り 、維 持 費 も か さ む「 た な ぎ も の 」（ 役 立 た ず の 意 の 方 言 ）扱

い さ れ る よ う に な っ て い た 。あ る 内 蔵 所 有 者 の 言 葉 を 借 り れ ば 、「商

人 の 街 と し て 繁 栄 し た 時 代 を 過 ぎ て か ら は 、 大 き く て 壊 す こ と も で

き ず 維 持 費 も か か る 粗 大 ご み だ っ た 」（読 売 新 聞  2 0 0 9）の で あ る 。  

 

（ ２ ） 1 9 9 0 年 代 以 降 の 情 勢 変 化  

１ ） 文 化 政 策 の 展 開 ―地 域 に お け る 文 化 資 源 を 利 活 用 し た ま ち づ く

り  

産 業 構 造 の 変 化 と 少 子 高 齢 化 に よ る か つ て の 近 代 小 都 市 の 衰 退 の

一 方 で 、 1 9 8 0 年 代 は 「 文 化 の 時 代 」、「 地 方 の 時 代 」 と い わ れ 、「 文

化 」 の 台 頭 が み ら れ る よ う に な る 。 い わ ば 個 性 化 の な が れ で 固 有 の

ア イ デ ン テ ィ テ ィ と し て の 地 域 文 化 へ の 関 心 が 高 ま っ て く る 時 代 で

あ る 。そ し て 1 9 9 0 年 代 か ら 2 0 0 0 年 代 に か け て 、国 レ ベ ル で 他 の 諸

政 策 の 領 域 が 、 文 化 面 に 接 近 す る 傾 向 が み ら れ 、 地 域 社 会 に お け る

地 域 文 化 に よ る 地 域 振 興 が ま ち づ く り の 中 核 に 位 置 づ け ら れ る よ う

に な る こ と で 、 地 域 政 策 の 諸 側 面 が 文 化 政 策 的 に な る 傾 向 が 強 く な

っ て い く 。文 化 政 策 自 体 が 、単 な る 施 策 と し て の「 文 化 行 政 」か ら 、

社 会 ・ 経 済 と の 関 係 を 見 据 え た よ り 高 次 の 「 文 化 政 策 」 へ 、 つ ま り

ま ち づ く り と の 関 係 が 明 確 に で て く る （ 吉 澤 2 0 0 7： 1 7 1 , 1 7 5） 。  

一 方 、 同 時 期 に 、 こ う し た 文 化 と し て 、 中 山 間 地 域 に 対 し て も 動

き が み ら れ る よ う に な る 。農 村 の「 文 化 財 」化 、農 業 の「 伝 統 技 術 」

化 の う ご き で あ る 。 グ リ ー ン ツ ー リ ズ ム 等 に よ る 農 業 ・ 農 村 へ の 観

光 事 業 導 入 が 振 興 さ れ て き た 。1 9 9 9 年 、食 料・農 業・農 村 基 本 法（ 新

農 業 基 本 法 ） が 制 定 、 中 山 間 地 域 の 過 疎 化 対 策 、 水 資 源 確 保 、 環 境

保 全 、 エ コ ツ ー リ ズ ム 等 に よ る 都 市 と 農 村 の 交 流 促 進 な ど が 結 び つ

い た 一 大 社 会 政 策 が 展 開 さ れ る 方 向 に な る 。 つ ま り 、 こ こ で 社 会 政
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策 が 中 山 間 地 域 の 利 活 用 へ の 関 心 を 示 す 流 れ が お き て く る 。 そ し て

こ の 農 業 、 農 村 に お け る 文 化 面 の 重 視 を 示 す キ ー ワ ー ド と し て 「 農

村 の 多 面 的 機 能 （ 評 価 ） 」 が 示 さ れ た 。 こ の 流 れ が 個 別 具 体 的 な 施

策 と し て だ さ れ て く る の が 、2 0 0 1 年 度 か ら の 文 化 庁 正 規 事 業「 ふ る

さ と 文 化 再 興 事 業 」 で あ る 。 「 地 域 の 個 性 豊 か な 伝 統 文 化 を 継 承 ・

発 展 さ せ る た め 、 地 域 に お け る 伝 統 文 化 の 保 存 ・ 活 用 活 動 を 支 援 す

る 」 、 「 地 域 に お い て 守 り 伝 え ら れ て き た 個 性 豊 か な 祭 礼 行 事 、 民

俗 芸 能 、 伝 統 芸 能 な ど の 伝 統 文 化 の 継 承 ・ 発 展 を 図 り 、 一 体 的 ・ 総

合 的 な 保 存 ・ 活 用 を 進 め る た め 、 地 域 伝 統 文 化 の 継 承 ・ 発 展 の た め

の マ ス タ ー プ ラ ン の 策 定 及 び こ れ に 基 づ い て 実 施 さ れ る 伝 承 者 等 の

養 成 、 用 具 等 の 整 備 、 映 像 記 録 の 作 成 な ど の 事 業 を 支 援 し 、 地 域 の

活 性 化 を 図 る 」 （ 『 平 成 １ ３ 年 度 文 部 科 学 白 書 』 ） な ど 、 観 光 化 で

地 域 振 興 を 図 ろ う と す る 方 向 性 が 示 さ れ 、 各 省 庁 事 業 と の 多 岐 に わ

た る 連 携 が み ら れ る よ う に な る 。た と え ば 、1 9 9 9 年 の 文 化 庁「 伝 統

文 化 を 活 か し た 地 域 お こ し 」 プ ロ ジ ェ ク ト 、 1 9 9 2 年 、 運 輸 省 発 案 、

各 省 庁 連 携 の 「 地 域 伝 統 芸 能 等 を 活 用 し た 行 事 の 実 施 に よ る 観 光 及

び 特 定 地 域 商 工 業 の 進 行 に 関 す る 法 律 」、自 治 省・運 輸 省・通 産 省「 地

域 文 化 財・歴 史 的 遺 産 活 用 に よ る 地 域 お こ し 対 策 」、通 産 省 の「 伝 統

的 工 芸 品 制 度 」、 農 水 省 「 特 用 林 産 物 制 度 」「 中 山 間 地 域 直 接 支 払 制

度 」、 国 土 庁 「 水 文 化 の 保 存 再 生 を 通 じ た 水 資 源 地 域 の 活 性 化 方 策 」

な ど で あ る 。  

 

２ ） 市 町 村 合 併 に よ る 横 手 市 の 広 域 化  
2 0 0 5 年 に 横 手 市 、平 鹿 町 、雄 物 川 町 、大 森 町 、十 文 字 町 、山 内 村 、

大 雄 村 が 市 町 村 合 併 に よ り 横 手 市 と な っ た 。秋 田 県 の 市 町 村 合 併 は 、

2 0 0 2 年 か ら 当 時 の 寺 田 知 事 が 市 町 村 合 併 推 進 を 県 の 重 点 課 題 に 位

置 づ け 、 全 市 町 村 に 合 併 の 必 要 性 と メ リ ッ ト を 強 調 し 、 合 併 へ の 強

い 働 き か け を し た こ と も あ り （ 合 併 す る 一 市 町 村 あ た り 上 限 ２ 億 円

の 交 付 金 制 度 を 県 独 自 で 用 意 し た ）、6 9 あ っ た 自 治 体 は ２ ５ 市 町 村

に ま で 激 減 し 統 合 さ れ る に い た っ た 。 も は や 地 域 の 歴 史 的 背 景 を ま

っ た く 喪 失 し て し ま う ほ ど に 広 域 化 し た い く つ か の 新 市 は 、 そ の 統

合 の 難 し さ を 抱 え て 動 き 出 し て い る が 、 地 域 文 化 の 在 り 方 そ の も の

を 変 え て い る 。  

こ の 市 町 村 合 併 後 、 横 手 市 は 各 地 に あ る 地 域 資 源 を 横 手 市 の 資 源

と し て ア ピ ー ル し て い る が 、 そ の な か で も 増 田 の 内 蔵 は 中 心 的 な 文

化 資 源 と し て 注 目 し て い る 。2 0 1 0 年 か ら 文 化 財 保 護 事 業 の 急 速 な 展

開 も み ら れ 、重 要 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 5 ） の 指 定 に 向 け た 、広 域

行 政 に よ る 文 化 財 保 護 事 業 が 展 開 さ れ る よ う に な っ て い る 。つ ま り 、

行 政 合 併 後 各 地 の 地 域 文 化 を 取 り 込 む こ と が で き る よ う に な っ た こ

と に よ り 、横 手 市 の ま ち づ く り 事 業 が 活 発 化 し て き て い る と い え る 。 
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３ ） 増 田 商 工 会 に よ る 地 域 活 性 化 事 業 「 く ら し っ く ロ ー ド 事 業 」 展

開  

増 田 町 は 他 の 地 方 都 市 と そ の 周 辺 地 域 の 衰 退 の 状 況 と 同 様 、 近 隣

の 十 文 字 地 区 や 湯 沢 、 横 手 中 心 部 な ど 大 型 小 売 店 舗 が 高 速 道 路 イ ン

タ ー 付 近 の 郊 外 に 展 開 し 、 商 店 街 自 体 が 衰 退 し て い る 。 旧 増 田 町 商

工 会 は 、地 域 活 性 化 を 試 み 、1 9 9 0 年 代 後 半 か ら 地 域 振 興 事 業 を 計 画 、

そ の 一 環 で 、「 人 々 の 暮 ら し 」、「 内 蔵 」や「 レ ト ロ な 景 観 づ く り の 懐

古 的 商 店 街 ＝ ク ラ シ カ ル 」を か け て 、1 9 9 9 年 度「 く ら し っ く ロ ー ド

事 業 」と 称 し た 地 域 活 性 化 事 業 を 展 開 し だ し た 。1 9 9 9 年 に は レ ト ロ

グ ッ ズ 展 開 催 、「 昭 和 時 遊 館 」 オ ー プ ン 、 2 0 0 0 年 ～ 2 0 0 3 年 に か け 、

「 く ら し っ く ロ ー ド 」看 板 ・ 誘 導 柱 が 設 置 さ れ た 。ま た 、 2 0 0 8 年 度

に は 「 地 域 資 源 ∞全 国 展 開 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 」 の 補 助 金 に よ り 「 増

田 く ら し っ く ロ ー ド ～ 街 な み と 内 蔵 」の 事 業 を 展 開 し 、「く ら し っ く

ロ ー ド 紹 介 統 一 マ ニ ュ ア ル ブ ッ ク 」の 作 成 や 、ま ち な み 紹 介 の D V D

を 作 成 し た 。  

し か し 、 市 町 村 合 併 は 、 旧 町 村 単 位 で 行 わ れ て い た 地 域 に 根 ざ し

た 事 業 の 廃 止 に つ な が り 、 各 地 域 の 商 工 会 の 事 業 展 開 に も 大 き く 影

響 し た 。 市 町 村 合 併 の 影 響 で 平 成 2 1 年 1 2 月 1 7 日 の 臨 時 総 会 に お

い て 、 増 田 十 文 字 商 工 会 、 雄 物 川 町 商 工 会 、 平 鹿 旧 王 商 工 会 は 合 併

し 、「よ こ て 市 商 工 会 」が 設 立 さ れ こ と が 決 議 さ れ た 。こ の 市 町 村 合

併 後 の 住 民 参 加 に よ る 蔵 の 日 イ ベ ン ト の 展 開 に も か か わ る が 、 こ れ

ま で 町 の 活 性 化 に 中 心 的 な 役 割 を 果 た し て き た 商 工 会 が 、 地 域 活 性

化 事 業 の 中 心 的 主 体 と し て か か わ ら な く な っ た 経 緯 は 、 こ う し た 合

併 に よ る 影 響 も 無 視 で き な い 。  

 

４ ） 町 外 資 本 に よ る 内 蔵 所 有 形 態 の 変 化  

増 田 町 で は 1 9 9 9 年 度 か ら 増 田 十 文 字 商 工 会 が 中 心 と な っ て 「 く

ら し っ く ク ロ ー ド 事 業 」 が 試 行 さ れ て き た こ と は す で に 説 明 し た と

お り で あ る 。 一 方 そ れ と ほ ぼ 同 時 期 に 、 蔵 の 所 有 形 態 に 変 化 が み ら

れ る よ う に な る 。2 0 0 1 年 、増 田 に と っ て は 周 縁 的 で あ っ た 稲 川 町 に

お け る 地 場 産 業 資 本 ―佐 藤 養 助 商 店 と い う 稲 庭 う ど ん の 老 舗 商 店 が 、

増 田 の 中 心 に あ る 豪 農 小 泉 家 の 土 地 を 得 て 2 0 0 1 年 に 出 店 、 そ の 内

蔵 を 改 修 し「 漆 蔵 資 料 館 」と し て 出 店 、蔵 を 改 修 し て「 漆 蔵 資 料 館 」

と し て 無 料 公 開 す る よ う に な る 。 増 田 地 域 以 外 か ら の 商 業 資 本 が 有

数 の 豪 農 で あ っ た 小 泉 家 土 地 家 屋 を 所 有 し 、 土 着 の 住 民 で は な い 民

間 企 業 が 所 有 す る 形 態 に な る 。 そ し て そ の 内 蔵 を 「 漆 蔵 資 料 館 」 と

し て 商 業 的 に 無 料 公 開 す る よ う に な る 。  

こ の こ と は 、 蔵 の 所 有 形 態 が 変 化 し 、 生 活 空 間 と し て 使 用 し な い

内 蔵 が 登 場 し た こ と を 意 味 す る 。 も ち ろ ん こ れ ま で も 所 有 者 が 変 わ
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る こ と は あ っ た わ け だ が 、 増 田 の 中 心 商 店 街 に 居 を 構 え 店 を 出 す こ

と 自 体 が 社 会 的 ス テ イ タ ス と さ れ て い た か ら 、 所 有 者 は 蔵 ご と 生 活

の 場 と し て 使 用 し て 商 い を し て き た 。 つ ま り 、 生 活 者 と し て 蔵 を 日

常 的 に 住 ま い と し て き た の で あ る 。  

し か し 、 そ の 形 態 は 継 承 さ れ ず 、 そ の こ と が 結 局 一 般 住 民 に よ る

「 内 蔵 の 発 見 」 を も た ら す 一 つ の き っ か け に な っ た 。 要 す る に 、 住

民 で な い 層 が 所 有 す る 形 態 が 始 ま り 、 居 住 生 活 空 間 と し て 使 用 し な

い 蔵 が 出 現 し 、 無 料 公 開 を 契 機 に こ れ ま で 一 般 の 目 に 触 れ る こ と の

な か っ た 内 蔵 の 内 側 が 、（見 世 物 ）観 光 資 源 と し て 文 化 資 源 化 さ れ る

に い た る 発 端 の ひ と つ と な っ た の で あ る 。 古 く か ら の 土 着 の 地 域 住

民 で も 内 蔵 の 存 在 自 体 は 聞 き 知 っ て い た も の の 、 家 屋 に 出 入 り す る

間 柄 で な け れ ば そ の 内 実 を う か が い 知 る 機 会 は 多 く は な か っ た で あ

ろ う 。 こ れ が 地 元 住 民 が 内 蔵 の 内 実 を 知 る き っ か け と な っ た 。  

小 泉 家 の 土 地 所 有 が 変 わ っ た こ と は 、 内 蔵 の 文 化 資 源 化 の は じ ま

り を 意 味 し て い た 。 い い か え れ ば 、 地 主 層 に よ る 土 地 所 有 と い う 資

源 独 占 の 状 態 か ら 、 地 域 全 体 の 資 源 と し て 開 放 さ れ 活 用 で き る 契 機

と つ な が っ た の で あ る 。2 0 0 0 年 代 は 、蔵 の 資 源 化 が 顕 著 に な り 、再

認 識 ・ 再 評 価 さ れ る よ う に な る 幕 開 け で あ る 。  

さ ら に 、 少 子 高 齢 化 に よ り 次 世 代 に よ る 家 の 継 承 が な さ れ な く な

っ た 旧 地 主 層 が で て く る こ と で 、横 手 市 に 土 地 家 屋 を 寄 付 す る な ど 、

所 有 に 関 す る 流 動 性 が み え 始 め て い る 。  

 

５ ） 増 田 地 域 セ ン タ ー 設 立 ―地 域 住 民 に よ る 文 化 活 動 の 展 開  

こ こ で 、 増 田 町 の 住 民 参 加 に よ る ま ち づ く り 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動

の 動 き を み る た め に 、「地 域 セ ン タ ー 」と い う コ ミ ュ ニ テ ィ 組 織 に 注

目 し て み る 。地 域 セ ン タ ー（ 地 区 会 議 ）と は 、「 よ り 良 い ま ち づ く り

の た め 、 地 域 と 行 政 が 一 体 と な っ て 地 域 の 問 題 を 考 え 、 解 決 策 を 見

出 し 、 自 ら 実 践 す る こ と 、 地 域 住 民 の 意 見 要 望 を 行 政 施 策 に 反 映 さ

せ る こ と 等 を 目 的 と し て 設 立 さ れ た コ ミ ュ ニ テ ィ 組 織 」（増 田 地 域 局  

増 田 地 域 づ く り 協 議 会 「 増 田 地 域 づ く り 計 画 （ 平 成 2 3～ 2 5 年 度 ）

よ り 」 で あ り 、 市 民 協 働 （ 住 民 主 体 、 行 政 支 援 ） の ま ち づ く り を 目

指 し 、 市 民 文 化 の 活 性 化 や 環 境 保 全 、 福 祉 な ど の 様 々 な 事 業 を 行 う

拠 点 で あ る 。 増 田 町 に は 4 つ の 地 域 に 各 地 域 セ ン タ ー が あ り 、 さ ら

に 各 部 に 分 か れ て い ず れ も 行 政 の 支 援 の も と で 活 動 を し て い る 。  

そ の う ち 増 田 地 域 セ ン タ ー は 、 合 併 前 の 2 0 0 2 年 に 少 子 化 の 影 響

で ４ つ の 小 学 校 が 統 合 （ 3 つ が 閉 校 ） し た さ い に 、 廃 校 舎 の 利 用 と

住 民 主 体 の ま ち づ く り を 考 え る た め に 、 校 舎 に 地 域 セ ン タ ー を 設 立

し た 。 増 田 の 地 域 住 民 （ 現 在 2 8 名 の 運 営 委 員 会 ） で 構 成 さ れ る 、

住 民 主 体 の ま ち づ く り 組 織 で あ り 、市 民 協 働（ 住 民 主 体 、行 政 支 援 ）

の ま ち づ く り を 目 指 し 、 市 民 文 化 の 活 性 化 や 環 境 保 全 、 福 祉 な ど の
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様 々 な 事 業 を 行 っ て い る 。  

こ の 増 田 地 域 セ ン タ ー は 、 発 足 時 に ソ フ ト 面 で の 地 域 づ く り の た

め に 何 を 行 う か を 検 討 し て い た 。 そ し て 地 域 住 民 に よ る 文 化 活 動 と

し て 、2 0 0 3 年 か ら 自 分 た ち の 住 む 地 域 を 知 る た め の 文 化 活 動 の 一 環

と し て 、ま ち 歩 き を 始 め る が 、「増 田 に は 蔵 が あ る ら し い 」と い う こ

と を 増 田 町 文 化 財 協 会 か ら 耳 に し た こ と か ら 内 蔵 の 存 在 を 知 り 、「内

蔵 巡 回 調 査 」を は じ め る 。 2 0 0 4 年 に は「 観 光 ガ イ ド の 会 」を 発 足 し

地 元 ガ イ ド を 養 成 し た 。  

ま た 、 文 化 財 保 護 協 会 は 、 貴 重 な 文 化 財 と し て の 内 蔵 の 保 存 を 第

一 に 考 え 、 写 真 と し て 記 録 に 残 す こ と を 考 え 、 住 民 に 働 き か け て 文

化 的 遺 産 を 記 録 と し て 残 し て い こ う と い う 動 き に な り 、 の ち に 増 田

蔵 の 日 の 実 行 委 員 会 の 主 要 メ ン バ ー と な る 住 民 の ア マ チ ュ ア 写 真 家

が 少 し ず つ 記 録 と し て 写 真 撮 影 し は じ め 、2 0 0 5 年 1 月 に 初 の「 写

真 集 」 が 発 刊 さ れ た 。 ア マ チ ュ ア 写 真 家 は 、 は じ め は 全 く 関 心 を も

た な か っ た 住 民 の １ 人 で あ っ た が 、 内 蔵 を 実 際 に 見 て 回 る こ と に よ

り そ の 地 域 文 化 と し て の 重 要 性 を 認 識 す る に 至 り 、 後 に 蔵 の 日 の 実

行 委 員 長 と し て ま ち づ く り を 推 進 す る 主 導 者 と な っ て い く 。  

当 初 は 増 田 の 内 蔵 の 記 録 と し て 留 め る は ず だ っ た が 、 刊 行 後 増 田

地 区 内 外 か ら 様 々 な 反 響 が あ り 、 徐 々 に 関 心 が も た れ 、 外 部 か ら 問

い 合 わ せ や 内 蔵 を み た い と い う 訪 問 者 が 訪 れ る よ う に な っ た 。  

こ う し た 動 き に よ っ て 内 蔵 の 存 在 に 大 き な 反 響 が あ り 、 初 は 撮

影 に も 消 極 的 で あ っ た 内 蔵 所 有 者 の 意 識 が 変 わ っ て い く 。 所 有 者 自

身 が そ れ ま で は 当 然 の 存 在 で 厄 介 も の で さ え あ っ た 内 蔵 に 対 し 誇 り

を 持 つ よ う に な り 、2 0 0 5 年 の 2 冊 目 の 写 真 集 の 作 成 時 に は 多 く の 所

有 者 が 協 力 す る よ う に な っ て い た 。 ま た 他 出 し た 内 蔵 所 有 者 の 家 族

が 、 写 真 集 を 通 し 改 め て 我 が 家 の 内 蔵 を み る こ と に よ っ て 、 そ の 文

化 的 価 値 に 地 元 住 民 が 認 識 を 新 た に す る 変 化 が 見 え 始 め る 。  

 

６ ）「 増 田 蔵 の 日 」 の 開 催  

２ 冊 目 の 写 真 集 刊 行 に お い て は 商 工 会 と も 連 携 し た か た ち と な り 、

そ れ を 契 機 に 2 0 0 6 年 に 内 蔵 所 有 者 ら に よ る 「 増 田 蔵 の 会 」 が 結 成

さ れ た 。そ し て 同 年 11 月 に は 商 工 会 が 中 心 と な っ て 地 域 セ ン タ ー ・

蔵 の 会 ・ 商 工 会 が 協 力 し て 内 蔵 公 開 イ ベ ン ト 、 第 １ 回 「 蔵 の 日 」 が

開 催 さ れ た 。「 増 田 蔵 の 日 」は 当 初 、商 工 会 と 増 田 蔵 の 会 が 主 催 し て

い た （ 表 3）。 し か し 、 2 0 1 0 年 に な る と 、 前 述 し た よ う に 、 合 併 の

影 響 で 商 工 会 も 再 編 し 、 商 工 会 が 主 体 と な っ て 増 田 町 に 特 化 し た 支

援 が で き な く な っ た 。 そ の 影 響 で 平 成 2 2 年 の 第 ５ 回 「 蔵 の 日 」 で

は 組 織 連 携 が う ま く い か ず 、 急 遽 地 域 セ ン タ ー の 役 員 が 中 心 と な っ

て 「 蔵 の 日 実 行 委 員 会 」 を 設 立 し 、 実 行 委 員 会 主 体 で 蔵 の 日 が 開 催

さ れ た 。  
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そ し て 、 2 0 11 年 11 月 に 「 特 定 非 営 利 活 動 法 人  増 田 地 域 活 性 化

ス テ ー シ ョ ン 」 が 設 立 さ れ た 。 こ の Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 は 4 0 代 地 域 住 民 を

中 心 に 多 様 な 職 業 の 人 た ち で 構 成 さ れ て い る 。 2 0 1 2 年 度 は 、「 蔵 の

日 実 行 委 員 会 」 主 催 に し て 、 主 管 と し て こ の 「 増 田 地 域 活 性 化 ス テ

ー シ ョ ン 」 が 開 催 支 援 を す る 形 に な っ て い る 6 ）。  

  

７ ） 文 化 財 保 護 事 業 の 展 開  

 1 9 9 0 年 代 以 降 の 増 田 町 に 関 す る 文 化 政 策 の 動 向 は 表 ２ で 示 し て

い る 通 り で あ る が 、 特 に こ こ で は 文 化 財 保 護 事 業 の 展 開 に つ い て 触

れ て お く 。1 9 9 0 年 代 か ら 秋 田 県 が 近 代 化 遺 産 の 紹 介 と し て 増 田 町 の

文 化 財 関 連 施 設 の 紹 介 が さ れ 文 化 庁 に よ り 登 録 有 形 文 化 財 に 指 定 さ

れ る 名 の 度 動 き は あ っ た 。し か し 、2 0 0 5 年 に 市 町 村 合 併 し た 後 、2 0 0 8

年 ～ 2 0 0 9 年 に か け「 増 田 町 歴 史 的 建 造 物 調 査 事 業 」が 進 め ら れ 、ま

た 2 0 1 0～ 2 0 11 年 に は 「 横 手 市 増 田 地 区 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 対 策 調

査 事 業 」 が 行 わ れ 、 そ れ と 並 行 し て 文 化 庁 に よ る 内 蔵 の 登 録 有 形 文

化 財 の 増 加 が 目 立 っ て く る 。 増 田 町 の 内 蔵 が あ る 中 町 ・ 七 日 町 を 中

心 に 、2 0 1 3 年 に は 重 要 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 指 定 を に ら ん だ 動 き

を 加 速 化 さ せ て き て い る 。  

 

４ ． 住 民 参 加 の ま ち づ く り と 「 増 田 蔵 の 日 」 の 展 開  

ま ち づ く り に 関 す る 主 要 な 組 織 の 動 向 を 表 2 で み て み よ う 。2 0 0 0

年 代 に な る と 、 地 域 セ ン タ ー に よ る 住 民 活 動 が 関 係 す る も の が で て

き て 、 特 に 増 田 蔵 の 日 に 関 し て み れ ば 、 2 0 0 6 年 の 第 1 回 開 催 以 降

2 0 1 2 年 ま で 、商 工 会 と 入 れ 替 わ る よ う に 、住 民 活 動 が 多 く な っ て い

く の が わ か る 。 2 0 1 0 年 1 0 月 3 日 、 蔵 の 日 は 第 ５ 回 を 数 え 、 開 催 が

2 日 か ら 1 日 に 縮 小 さ れ た 経 緯 は あ る が 、 過 去 も っ と も 盛 況 と な っ

た よ う だ 。 諸 事 情 に よ り 実 行 委 員 会 は 地 域 セ ン タ ー に 移 さ れ た が 、

そ れ に よ り 、 結 果 的 に 一 層 住 民 参 加 の 色 彩 が 強 ま っ た と い え る 。  

ま た 表 3 で 示 し て い る よ う に 、「 増 田 蔵 の 日 」は 2 0 0 6 年 に 第 1 回

は 開 催 日 が １ 日 で 公 開 家 屋 1 0 棟 、 見 学 者 は 約 1 , 5 0 0 人 で あ っ た 。

2 0 0 7 年 の 第 2 回 か ら ２ 日 間 開 催 で 2 0 0 9 年 の 第 4 回 ま で に 公 開 家 屋

は １ ８ 棟 ま で 増 え 、 見 学 者 は 約 4 , 0 0 0 人 程 度 と な っ た 。 そ し て 第 4

回 ま で は 増 田 十 文 字 商 工 会 お よ び 増 田 蔵 の 会 が 開 催 主 体 で 、 第 5 回

か ら 増 田 地 域 セ ン タ ー や「 増 田 蔵 の 日 実 行 委 員 会 」「Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 増 田

地 域 活 性 化 ス テ ー シ ョ ン 」 と い っ た 住 民 に よ る 活 動 が 主 体 と な っ て

い る 。 第 6 回 の 2 0 11 年 は 東 日 本 大 震 災 の 影 響 で 約 3 , 0 0 0 人 に と ど

ま っ た が 、 2 0 1 2 年 は Ｊ Ｒ の Ｐ Ｒ 雑 誌 で 取 り 上 げ ら れ た こ と も あ り 、

1 日 間 の み で 過 去 高 の 約 6 , 0 0 0 人 が 訪 れ る ま で に な っ て い る 。 ま

た 、2 0 1 2 年 ７ 月 か ら は 一 過 性 の イ ベ ン ト と し て で は な く 、日 常 的 な

地 域 活 性 化 を め ざ す 意 味 で 、 日 常 的 な 観 光 が で き る 体 制 を 整 え 、 通
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年 で 一 般 公 開 す る か た ち と な っ て い る 。  

表 4 は 、2 0 1 2 年 度 の 増 田 蔵 の 日 当 日 の ス タ ッ フ の 構 成 を 示 し た も

の で あ る 。 行 政 、 地 元 民 間 企 業 の 若 手 社 員 も か か わ っ て い る が 、 婦

人 会 を は じ め 地 域 住 民 に よ る 組 織 が 半 数 を 超 え て い る 。2 0 1 0 年 か ら

は 、 地 元 中 学 校 内 蔵 を 公 開 し て い る 家 屋 や 商 店 の 前 で 案 内 す る な ど

の ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 も 加 わ り 住 民 参 加 自 体 の 多 様 性 も み ら れ る よ う

に な っ た 。 地 域 セ ン タ ー や N P O と い っ た 住 民 活 動 に 拠 点 を 移 し た

こ と に よ り 、 よ り 一 層 地 域 の 多 層 な 人 々 が 、 そ れ ぞ れ に 役 割 を も っ

て ま つ り に 参 画 す る か た ち が で き て き て い る 。  
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表 ２  増 田 町 の ま ち づ く り に 関 す る 動 向  
 ま ち づ く り に 関 す る 主 要 組 織 の 活 動  地 域 （ 行 政 ） の 動 き 等  
1 9 9 4   （ 秋 ） 近 代 化 遺 産 で 長 坂 商 店 の 関 連 施 設 が 紹 介 さ れ る  
1 9 9 5  ( 商 ) 地 域 づ く り 推 進 委 員 会 発 足 （ ～ 1 9 9 6 ）  （ 増 ） 複 合 文 化 施 設 「 増 田 町 ふ れ あ い プ ラ ザ 」 内 に 「 ま ん が 美 術

館 」 開 館  
1 9 9 6    
1 9 9 7  ( 商 ) 街 お こ し 推 進 事 業 推 進  （ 増 ） 「 増 田 町 史 」 刊 行  

秋 田 自 動 車 道 開 通  
秋 田 新 幹 線 開 通  

1 9 9 8  ( 商 ) 商 業 観 光 資 源 調 査 実 施  （ 文 化 庁 ） 長 坂 商 店 が 登 録 有 形 文 化 財 に  
1 9 9 9  ( 商 ) 街 並 み モ デ ル 景 観 づ く り 計 画 の 策 定  

  （「 く ら し っ く ロ ー ド 事 業 」 正 式 命 名 ）  
・ レ ト ロ グ ッ ズ 展 開 催 、「 昭 和 時 遊 館 」 オ

ー プ ン ( 1 9 9 9 )  
・「 く ら し っ く ロ ー ド 」 看 板 ・ 誘 導 柱 設 置

( 2 0 0 0 ～ 2 0 0 3 )  

 

2 0 0 1   佐 藤 養 助 商 店 「 漆 蔵 資 料 館 」 開 館  
2 0 0 2  ( 地 ) 増 田 地 域 セ ン タ ー 発 足  小 学 校 統 廃 合 → ４ 地 区 （ 増 田 ・ 亀 田 ・ 西 成 瀬 ・ 狙 半 内 ） の そ れ ぞ れ

に 小 学 校 の 校 舎 （ 増 田 地 域 セ ン タ ー は 増 田 ふ れ あ い プ ラ ザ ） を 活

用 し た 地 域 セ ン タ ー が 発 足  
( 横 ) 駒 勇 酒 造 、 日 の 丸 醸 造 が 登 録 有 形 文 化 財 に  

2 0 0 3  ( 地 ・ 文 ) 増 田 を 歩 い て 観 る 会  
( 地 ) 増 田 町 内 「 内 蔵 」 巡 回 調 査  

 

2 0 0 4  ( 商 ) 増 田 十 文 字 商 工 会 へ 再 編  
( 地 ・ 文 ) 写 真 集 「 増 田 の 蔵 」 編 集 打 合 会  
( 地 ) （ 観 ） 増 田 町 観 光 ガ イ ド の 会 発 足  

 

2 0 0 5  ( 地 ・ 文 ) 写 真 集 『 増 田 の 蔵 』 ( 初 版 ) 刊 行 ( 3 月 )  ( 横 ) 市 町 村 合 併 、 新 横 手 市 へ ( 1 0 月 )  
( 文 化 庁 ) マ タ ロ ク カ メ ラ 店 が 登 録 有 形 文 化 財 に  

2 0 0 6  ( 蔵 ) 増 田 「 蔵 の 会 」 発 足 （ 5 月 ）  
( 商 ・ 蔵 ) 第 １ 回 「 蔵 の 日 」 開 催  
（ 1 1 月 5 日  公 開 家 屋 1 0 棟  見 学 者 約 1 , 5 0 0
人 ）  

 

2 0 0 7  ( 商 ) 写 真 集 『 増 田 の 蔵 』 ( 増 補 版 ) 刊 行 （ 1 0 月 ） 
( 商 ) 増 田 「 蔵 の 再 生 基 金 」 創 設 （ 秋 田 産 業 サ

ポ ー タ ー ク ラ ブ ）   
( 商 ・ 蔵 ) 第 ２ 回 「 蔵 の 日 」 開 催  
（ 1 0 月 2 0 ～ 2 1 日  公 開 家 屋 1 7 棟  見 学 者 約

4 , 3 0 0 人 ）  

 

2 0 0 8  ( 商 ) 地 域 資 源 ∞ 全 国 展 開 プ ロ ジ ェ ク ト  
・ く ら し っ く ロ ー ド 紹 介 統 一 マ ニ ュ ア ル

ブ ッ ク の 作 成   
・ ま ち な み 紹 介 の D V D 作 成  

( 商 ・ 蔵 ) 第 ３ 回 「 蔵 の 日 」 開 催  
（ 1 0 月 4 ～ 5 日  公 開 家 屋 1 8 棟  見 学 者 約

4 , 7 0 0 人 ）  

( 横 ) 平 成 2 0 ～ 2 2 年 度 「 増 田 地 域 づ く り 計 画 」 策 定  
( 横 ) 増 田 町 歴 史 的 建 造 物 調 査 事 業 （ ～ 2 0 0 9 ）  

2 0 0 9  ( 商 ・ 蔵 ) 第 ４ 回 「 蔵 の 日 」 開 催  
（ 1 0 月 3 ～ 4 日  公 開 家 屋 1 8 棟  見 学 者 約

3 , 7 0 0 人 ）  

（ 観 ） 総 合 案 内 所 「 蔵 の 駅 」 が 中 ・ 七 日 町 通 り に 開 設  
「 り ん ご の 里 物 産 館 」 閉 館  「 昭 和 時 遊 館 」 閉 館  

( 文 化 庁 ) 佐 々 木 家 住 宅 （ 旧 佐 々 虎 呉 服 店 ） 、 興 文 館 東 海 林 書 店 、 鈴

木 家 住 宅 、  
旧 佐 藤 三 十 郎 商 店 、 石 直 商 店 が 登 録 有 形 文 化 財 に  

2 0 1 0  ( 商 ) よ こ て 商 工 会 へ 再 編  （ 横 手 市 全 体 と し て

再 編 ）  
( 地 ) 「 蔵 の 日 」 実 行 委 員 会 発 足  蔵 の 通 年 公

開 を 開 始  
( 地 ) 第 ５ 回 「 蔵 の 日 」 開 催  
（ 1 0 月 3 日  公 開 家 屋 2 0 棟  見 学 者 約 5 , 0 0 0
人 ）  
（ 地 ） Ｎ Ｐ Ｏ 発 足 に 向 け 申 請 手 続  

( 横 ） 横 手 市 増 田 地 区 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 対 策 調 査 事 業 （ ～ 2 0 1 1 ）  
( 文 化 庁 ) 旧 長 江 八 兵 衛 商 店 、 佐 々 平 商 店 、 山 中 吉 助 商 店 、 日 の 丸 醸

造 本 社 、 高 橋 茶 舗 、 旧 栄 助 商 店 、 旧 石 宇 商 店 が 登 録 有 形 文 化 財 に  

2 0 1 1  （ 地 ） 第 6 回 蔵 の 日 開 催  （ 1 0 月 2 日  見 学

者 約 3 , 0 0 0 人 ）  
（ Ｎ ） 1 1 月 2 2 日  
「 特 定 非 営 利 活 動 法 人 増 田 地 域 活 性 化 ス テ ー

シ ョ ン 」 設 立  

3 月 1 1 日 東 日 本 大 震 災  
 

2 0 1 2  （ 観 ・ 地 ） 7 月 よ り ロ ー テ ー シ ョ ン （ 1 4 棟 ）

で の 通 年 公 開 開 始  
( 地 ) 第 ７ 回 「 蔵 の 日 」 開 催  

（ 1 0 月 ７ 日  公 開 家 屋 2 2 棟  見 学 者 約

5 , 0 0 0 人 ）  

『 増 田  横 手 市 増 田 町  伝 統 的 建 造 物 群 保 存 対 策 調 査 報 告 書 刊 行

（ 2 0 1 2 年 3 月 ）  
（ 横 ） 9 月 2 5 日 「 横 手 市 景 観 計 画 」 策 定  （ 施 行  2 0 1 3 年 4 月 1 日 ） 

注 ：  表 中 （  ） 内 は 主 要 な 実 施 組 織 ・ 団 体 を 示 す 。  

( 商 ) ： 商 工 会   ( 地 ) ： 増 田 地 域 セ ン タ ー   ( 文 ) ： 増 田 町 文 化 財 協 会   

( 蔵 ) ： 増 田 蔵 の 会  （ 観 ）： 増 田 町 観 光 協 会  （ 秋 ）： 秋 田 県   

( 横 ) ： 横 手 市   （ 増 ）： 増 田 町   （ Ｎ ）： Ｎ Ｐ Ｏ 法 人  
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表 ３  増 田 蔵 の 日 の 公 開 家 屋 ・ 見 学 者 数 と 実 施 主 体 の 変 遷  

回  開 催 日  
公 開 家

屋（ 棟 ） 
見 学 者 数 （ 人 ）  実 施 主 体  

第 １ 回  2 0 0 6 年 1 1 月 5 日  1 0  約 1 , 5 0 0  
増 田 十 文 字 商 工 会   

増 田 蔵 の 会  

第 ２ 回  
2 0 0 7 年 1 0 月 2 0 ～ 2 1

日  
1 7  

約 4 , 3 0 0 （ 2 日 間

合 計 ）  

増 田 十 文 字 商 工 会   

増 田 蔵 の 会  

第 ３ 回  2 0 0 8 年 1 0 月 4 ～ 5 日  1 8  
約 4 , 7 0 0 （ 2 日 間

合 計 ）  

増 田 十 文 字 商 工 会  

増 田 蔵 の 会  

第 ４ 回  2 0 0 9 年 1 0 月 3 ～ 4 日  1 8  
約 3 , 7 0 0 （ 2 日 間

合 計 ）  

増 田 十 文 字 商 工 会   

増 田 蔵 の 会  

第 ５ 回  2 0 1 0 年 1 0 月 3 日  2 0  約 4 , 0 0 0  
増 田 地 域 セ ン タ ー   

増 田 蔵 の 日 実 行 委 員 会  

第 ６ 回  2 0 1 1 年 1 0 月 2 日  2 1  約 3 , 5 0 0  増 田 蔵 の 日 実 行 委 員 会  

第 ７ 回  2 0 1 2 年 1 0 月 7 日  2 2  約 6 , 0 0 0  
増 田 蔵 の 日 実 行 委 員 会   

増 田 地 域 活 性 化 ス テ ー シ ョ ン  

 

表 ４  平 成 2 4 年 度 「 増 田 蔵 の 日 」 の ス タ ッ フ 構 成  

組 織 名  主 要 構 成 員  人 数 （ 人 ）  
住 民 割 合

（ ％ ）  

「 増 田 蔵 」 の 日 実 行 委 員 会  住 民  2  

5 5 . 8 ％  

N P O 法 人 増 田 地 域 活 性 化  

ス テ ー シ ョ ン  
住 民  1 1  

地 域 づ く り 協 議 会  住 民  1  

地 域 セ ン タ ー  住 民  2  

観 光 ガ イ ド の 会  住 民  1  

ボ ラ ン テ ィ ア  住 民  5  

増 田 中 学 校  住 民 （ 中 学 生 ＋ 教 員 ） 2 8 （ 内 教 員 1 人 ）  

増 田 蔵 の 会  住 民 （ 内 蔵 所 有 者 ）  2  

町 内 会  地 域 住 民 組 織  1  

婦 人 会  地 域 住 民 組 織  1 0  

増 田 町 観 光 協 会  各 種 振 興 団 体  4  

 

よ こ て 市 商 工 会  各 種 振 興 団 体  8  

北 都 銀 行  民 間 企 業  8  

秋 田 銀 行  民 間 企 業  6  

横 手 市 増 田 地 域 局  地 方 自 治 体  2 2  

交 通 指 導 隊  そ の 他  2  

合 計  1 1 3  
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写 真 １ ： 増 田 蔵 の 日 の ポ ス タ ー  

 
写 真 ２ ： 増 田 蔵 の 日 の 中 七 日 町 の 様 子 １  

 
写 真 ３ ： 増 田 蔵 の 日 の 中 七 日 町 の 様 子 ２  
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写 真 ４ ： 内 蔵 の 入 り 口  

 

写 真 ５ ： 内 蔵 の 内 部 見 学 の 様 子  

 

５ ． 基 層 構 造 の 変 化 が も た ら し た も の  

（ １ ） 蔵 の 意 味 の 変 容 ―文 化 資 源 化 す る 内 蔵  

明 治 期 か ら 昭 和 初 期 に か け て「 富 の 象 徴 」「権 力 の 象 徴 」で あ っ た

内 蔵 は 、 現 代 に 不 適 合 な 居 住 空 間 と し て の 「 た な ぎ も の 」 へ と 化 し

そ し て 現 在 は 地 域 活 性 化 と し て の「 文 化 資 源 」「 観 光 資 源 」い う 意 味

変 容 を 遂 げ て い る （ 表 6）。  

こ の 内 蔵 の 存 在 は 地 主 層 の 富 の 象 徴 で あ っ た こ と は 容 易 に 想 像 で

き る こ と で あ ろ う 。 し か し そ れ だ け で は な く 、 内 蔵 を 所 有 し た り 見

た り す る こ と が か な わ な い 界 隈 の 人 び と に と っ て 、 そ れ は か の 地 域

の 集 合 表 象 と し て 人 々 の 意 識 、 行 為 を 拘 束 す る 象 徴 的 な 建 造 物 で あ
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っ た と も い え る 。そ う し た 建 物 が 、1 9 9 0 年 代 ま で に は 地 主 層 に お い

て は 富 の 象 徴 か ら 古 臭 い「 た な ぎ も の 」扱 い さ れ る 時 代 へ と 移 行 し 、

2 0 0 0 年 代 に 入 る と 文 化 政 策 や 住 民 の 文 化 活 動 等 を 経 て 文 化 資 源 化

し て い く こ と が み て と れ る 。 住 民 に お い て は 支 配 の 象 徴 か ら ま ち づ

く り の シ ン ボ ル 、 観 光 の シ ン ボ ル へ と 意 味 が 移 り 変 わ っ て き て い る

こ と に な る 。  

 

（ ２ ） 土 地 所 有 形 態 の 変 化  

ま た 土 地 所 有 の 形 態 も 、 町 外 資 本 や 、 高 齢 化 で 空 家 と な っ た 家 屋

を 市 に 寄 付 す る な ど の 多 様 化 が み ら れ る こ と で も 、 住 民 参 加 を 後 押

し し た 。 明 治 期 か ら 昭 和 初 期 に か け 商 人 地 主 が 富 の 象 徴 と し て 所 有

し て き た 内 蔵 で あ る が 、 そ れ が 町 外 資 本 や 行 政 の 所 有 、 そ し て 住 民

の ま ち づ く り に 利 活 用 さ れ る 地 域 的 な 文 化 資 源 と し て 変 容 し て い く

プ ロ セ ス で も あ る 。 土 地 所 有 と い う 資 源 独 占 の 状 態 か ら 地 域 全 体 の

資 源 と し て 、 開 放 へ と つ な が っ た 。  

増 田 町 は 明 治 期 に お い て す で に 商 い に よ る 土 地 の 流 動 性 が 高 い 地

域 で あ り 、 土 地 所 有 の 固 定 性 が 希 薄 化 し た 近 代 化 の 条 件 を 備 え た と

も い え る が 、1 9 9 0 年 代 以 降 、少 子 高 齢 化 と い う 人 口 構 造 の 近 代 化 に

よ り 家 の 継 承 を 行 え な く な っ た 地 主 層 が 、 内 蔵 を 資 源 化 す る 「 蔵 の

日 」 に 関 わ る こ と で 、 さ ら に 現 代 に お け る 土 地 所 有 の 流 動 性 を 見 せ

始 め て い る と も い え る 。  

 

表 ６  蔵 の 意 味 の 変 容 と ま ち づ く り 主 体 の 変 容  

 

（ ３ ） 社 会 関 係 の 変 化 ―対 等 性 ・ 多 様 性  

こ う し た 内 蔵 の 意 味 の 変 容 は 、 言 い 換 え れ ば 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に

お け る 社 会 関 係 の 変 容 で も あ る 。 ま ち づ く り の 担 い 手 は 、 蔵 の 所 有

者 に よ る 増 田 蔵 の 会 を 実 質 的 に サ ポ ー ト し て 主 催 し て き た 増 田 十 文

字 商 工 会 か ら 、 蔵 所 有 に は 直 接 関 係 の な い 一 般 地 域 住 民 へ と 移 行 し

て き て い る こ と を み て き た が 、 行 政 で も な く 、 商 工 会 で も な い 、 住

民 主 体 の 住 民 参 加 に よ る ま ち づ く り と な っ た こ と が わ か る （ 表 6）。 

こ の 変 化 は 、 地 域 の 支 配 的 な 社 会 関 係 に も 影 響 を 及 ぼ し 、 住 民 参

年 代  内 蔵 の 意 味  所 有 者  利 活 用 主 体  

明 治 ～ 昭 和 初 期  富 の 象 徴  商 人 地 主  商 人 地 主 （ 居 住 者 ）  

戦 後 ～ 1 9 9 0 年 代  「 た な ぎ も の 」 旧 地 主 層  旧 地 主 層 （ 居 住 者 ）  

2 0 0 0 年 代 前 半  文 化 資 源  旧 地 主 層・町 外 企 業  
増 田 十 文 字 商 工 会・旧 地 主 層

（ 居 住 者 ）  

2 0 0 0 年 代 後 半  文 化 資 源  
旧 地 主 層 ・ 町 外 企

業 ・ 行 政  
住 民 ・ Ｎ Ｐ Ｏ ・ 行 政  
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加 に よ る ま ち づ く り を 展 開 さ せ る 契 機 に な っ た 。 コ ミ ュ ニ テ ィ 参 加

に お け る 対 等 性 、 多 様 性 が み ら れ る よ う に な っ た 。 つ ま り 、 内 蔵 と

い う 「 も の 」 を 通 し 、 社 会 の あ り よ う が 変 化 し た の で あ る 。 地 域 の

基 層 構 造 が 、 支 配 か ら 対 等 の 関 係 へ 、 場 合 に よ っ て は 見 世 物 化 す る

内 蔵 を 通 し て 逆 転 の 関 係 す ら 見 え 出 し て き て い る 。増 田 町 は 、「増 田

商 人 （ 地 主 ） が 築 い て き た 近 代 地 方 都 市 」 か ら 「 住 民 参 加 の ま ち づ

く り の 歴 史 的 建 造 物 ・ 文 化 遺 産 」 へ と 変 貌 を 遂 げ よ う と し て い る 。  

 社 会 変 動 に よ る モ ノ の 意 味 の 変 化 を 通 じ て 、 そ れ は 結 果 的 に 基 層

構 造 の 解 体 と 人 び と の 対 等 な 社 会 参 加 を 導 き 出 し た 。 対 等 な 関 係 に

よ り 、 コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 参 画 の 道 筋 が つ け ら れ 、 社 会 参 加 が 導 き 出

さ れ た と い っ て よ い 。 そ れ は 、 社 会 変 動 と シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 関 係

で み れ ば 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 付 与 さ れ

る プ ロ セ ス と し て み る こ と が で き る 。  

 

６ ． 新 た な 課 題   

（ １ ） 新 た に 重 層 化 す る 地 域 間 格 差  

こ う し た 動 き は 住 民 参 加 に よ る 地 域 再 生 ・ 活 性 化 の 事 例 と い え る

が 、 そ こ に は 新 た な ま ち づ く り に お け る 地 域 的 課 題 も 見 え 始 め て い

る 。 実 は 増 田 地 域 の 中 心 ・ 周 縁 の 関 係 が 歴 史 的 な 基 層 構 造 と 重 な り

再 生 し て い る こ と が あ る 。「 く ら し っ く ロ ー ド 事 業 」は 、も と も と は  

商 店 街 全 体 の 活 性 化 事 業 だ っ た 。し か し 、増 田 町 の ま ち づ く り が「 内

蔵 」 を 中 心 に 収 斂 し て い る 。 た と え ば 、 増 田 は 従 来 リ ン ゴ の 産 地 と

し て 知 ら れ て い た 地 域 で あ り 「 り ん ご の 里 」 と 称 し て い た 。 そ れ は

り ん ご 栽 培 の 盛 ん な 亀 田 地 区 と か か わ り を 持 つ 特 産 物 で あ る 。 ま た

横 手 市 が 増 田 町 を 「 釣 り キ チ 三 平 」 の 作 者 で あ る 漫 画 家 矢 口 高 雄 氏

の 出 身 地 と し て ア ピ ー ル し て い る が 、 そ れ は 実 際 に は 狙 半 内 地 区 の

こ と で あ る 。し か し 、「 内 蔵 」が 中 心 に な っ て「 蔵 の あ る 町 」へ と 変

わ っ て き て い る 。 こ の こ と は 、 増 田 中 心 部 の 増 田 地 区 を 中 心 と し た

ま ち づ く り に 収 斂 し て い る こ と を 意 味 す る （ 日 高 2 0 11）。 つ ま り 、

増 田 地 区 の 文 化 資 源 で あ る 蔵 が 、 町 全 体 の シ ン ボ ル 、 地 域 ア イ デ ン

テ ィ テ ィ と な っ て い る 。 こ の よ う に 、 本 来 地 域 ご と に 特 産 品 が あ る

が 、そ れ が 内 蔵 に 収 斂 し た ま ち づ く り に な っ て い く こ と で 、「 増 田 町 」

４ 地 区 間 の 新 た な 地 域 内 格 差 問 題 や 住 民 間 の 感 情 的 な 問 題 が 生 じ て

き て い る 。 こ の こ と が 、 他 の 地 区 に お け る ま ち づ く り に 対 す る 温 度

差 を 生 じ さ せ て い る 。 つ ま り 、 ま ち づ く り が 広 域 行 政 と 地 区 行 政 、

地 域 間 、 地 域 内 住 民 層 、 各 組 織 間 が 一 体 と な っ た も の で は な い と い

う こ と で あ る 。  

 

（ ２ ） 増 田 地 区 内 格 差 と し て の 住 民 意 識  

合 併 （ 小 学 校 統 合 、 地 域 セ ン タ ー 活 動 の 不 均 衡 ） に よ り 周 辺 化 し
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た 他 の 地 区 と の 関 係 も あ り 、 ま た 増 田 地 区 内 の 集 落 各 差 （ 土 着 層 と

新 興 層 、 地 主 層 と 小 作 層 、 伝 統 的 建 造 物 群 指 定 や 蔵 の 管 理 、 景 観 を

め ぐ る 意 見 の 違 い ） も あ り 、 ま た 2 0 1 3 年 を 目 指 し て い る 重 要 伝 統

的 建 造 物 群 保 存 地 区 指 定 へ の 動 き が 、 蔵 所 有 者 間 、 所 有 者 と 非 所 有

者 と い っ た 住 民 間 の 新 た な 分 断 を も た ら す 懸 念 も あ る 。 ま た 、 高 齢

化 、 空 家 状 況 の 進 行 、 維 持 管 理 問 題 も あ り 、 内 蔵 所 有 者 で も 多 様 な

立 場 ・ 意 見 が あ り 一 様 で は な い 。 こ う し た 、 地 域 間 ・ 地 域 内 組 織 ・

住 民 層 の 立 場 ・ 意 識 の 多 様 性 ・ 重 層 性 に ど う 対 応 す る か が 、 今 後 問

わ れ て く る 。 今 後 も 地 域 内 ・ 地 域 間 格 差 の 問 題 へ の 対 応 が 今 後 の 課

題 と い え る 。   

 

７ ． 結 び に か え て   

こ の 事 例 研 究 に お い て 、 基 層 構 造 の 変 化 に よ り 対 等 性 、 多 様 性 と

い っ た 社 会 関 係 の 変 容 が み ら れ 、 そ れ が 住 民 参 加 に よ る ま ち づ く り

に つ な が っ た プ ロ セ ス を 捉 え る こ と が で き た 。 社 会 変 動 に よ る 基 層

構 造 の 変 化 が 内 蔵 の 意 味 を 変 容 さ せ 、 そ れ と 同 時 に 住 民 参 加 の ま ち

づ り を 可 能 に し た 。  

し か し 、 増 田 町 の 町 場 か ら 山 間 部 へ と 街 道 沿 い に 続 く 地 域 間 、 地

域 内 の 権 力 ・ 支 配 構 造 は 現 代 の 社 会 関 係 に お い て も な ん ら か の 基 層

を 成 し て お り 、 そ れ が 現 代 の 住 民 参 加 の ま ち づ く り に も 影 響 を 及 ぼ

し て い る と 考 え る 。 そ う し た 歴 史 的 な 基 層 構 造 に 支 配 ・ 権 力 関 係 が

み ら れ る 地 域 で は 、 安 易 に 対 等 な 住 民 参 加 を 前 提 と し た 抽 象 度 の 高

い コ ミ ュ ニ テ ィ 論 で 論 じ る こ と は で き な い で あ ろ う 。 今 後 は 新 た に

み え て き た 課 題 に つ い て 、 引 き 続 き 地 域 基 層 構 造 を 読 み 解 く プ ロ セ

ス を 経 な が ら 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 住 民 参 加 に つ い て み て い く

必 要 が あ る と 考 え る 。  

 

 

付 記  

本 研 究 は 平 成 2 3 ～ 2 5 年 度 科 学 研 究 費 助 成 事 業（ 学 術 研 究 助 成 基 金 助 成 金 ）

基 盤 研 究 （ ｃ ）（ 課 題 番 号 2 3 5 3 0 6 4 2 ） に よ る 研 究 成 果 の 一 部 で あ る 。  
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第 ６ 章  集 落 維 持 ・ 再 生 支 援 事 業 の 展 開 と 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ の 変 容 ― 秋 田 県 湯 沢 市 を 事 例 と し て ―  

 

は じ め に  

 少 子 高 齢 化 ・ 人 口 減 少 が 進 行 し 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ を 構 成 し て い

る 世 帯 、 家 族 が 1 9 8 0 年 代 以 前 ま で の 状 況 と は 大 き く 変 容 し て き て

い る 。小 家 族 化 、多 様 化 の 傾 向 が 1 9 9 0 年 代 以 降 一 段 と 進 ん で お り 、

家 族 機 能 、 集 落 機 能 が 維 持 で き な く な り つ つ あ る 。 こ う し た 状 況 は

現 在 、 人 口 集 中 の 著 し い 東 京 な ど で も 「 都 会 の 限 界 集 落 」 と い わ れ

る よ う に な っ て お り 、 今 後 は む し ろ 都 市 部 の ほ う が 人 口 規 模 が 大 き

い 分 、 よ り 深 刻 に な る と 言 わ れ て い る が 、 少 子 高 齢 化 、 若 い 世 代 の

流 出 、 人 口 減 少 に 歯 止 め が か か ら な い 地 方 中 小 規 模 都 市 に お け る い

わ ゆ る 限 界 集 落 の 課 題 は 依 然 と し て 解 決 の 糸 口 が み え な い 状 況 に あ

る 。  

限 界 集 落 の 実 情 が 明 ら か に な る に 従 い 、2 0 0 0 年 代 以 降 、国 に よ る

過 疎 対 策 の 転 換 、 地 方 再 生 、 地 域 創 生 等 の 対 策 が 打 ち だ さ れ 、 地 域

コ ミ ュ ニ テ ィ の 維 持 、 再 生 が 急 務 の 課 題 と な っ て い る 。 こ う し た 集

落 の 存 続 ・ 維 持 ・ 再 生 対 策 に お い て は 、 地 域 住 民 参 加 に よ る 主 体 的

な 地 域 活 動 が よ り 一 層 求 め ら れ て い る が 、 現 状 は 高 齢 化 、 人 口 減 少

が 進 ん だ 地 域 に お い て は 、 地 域 住 民 の み で の 活 動 に は 限 界 が あ る の

も 事 実 で あ る 。  

そ こ で 、 本 稿 で は 、 全 国 的 に 少 子 高 齢 化 、 人 口 減 少 が も 進 行 し

単 独 高 齢 者 世 帯 、 夫 婦 の み の 高 齢 者 世 帯 が 急 速 に 増 加 し て い る 秋 田

県 を 事 例 に し 、 集 落 維 持 ・ 再 生 に お け る 自 治 体 事 業 の 展 開 過 程 を 追

い つ つ 、 特 に 鈴 木 栄 太 郎 の い う と こ ろ の 第 一 社 会 地 区 規 模 の 集 落 に

お け る コ ミ ュ ニ テ ィ の 現 状 と 、 集 落 維 持 ・ 再 生 に 向 け た 住 民 の 参 加

の 変 容 プ ロ セ ス を 追 う 。 そ し て こ う し た 事 例 か ら 、 地 域 づ く り が 地

域 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 能 動 的 側 面 の 成 熟 と 多

様 性 を 産 む 契 機 に な る こ と を 示 す 。  

 

１ ． 世 帯 構 造 の 変 容 と 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 危 機  

1 9 6 0 年 代 の 高 度 経 済 成 長 期 以 降 、労 働 力 の 流 出 で 顕 著 に な り 一 向

に 改 善 す る こ と の な か っ た 地 方 の 過 疎 化 に 加 え 、1 9 9 0 年 代 に 入 る と

少 子 高 齢 化 が 進 行 し 、さ ら に 2 0 0 0 年 代 に は 人 口 自 体 が 減 少 に 転 じ 、

地 方 は い わ ゆ る 限 界 集 落 問 題 が 深 刻 化 し て い る 。。  

日 本 に お け る 世 帯 構 造 の 推 移 を み る と 、1 9 8 0 年 代 後 半 ま で は 三 世

代 世 帯 が 全 体 の ４ 割 を 占 め 日 本 の 家 族 の 標 準 的 な 家 族 像 と し て 捉 え

る こ と が で き た と い え る が 、1 9 9 0 年 代 以 降 に な る と 単 独 世 帯 、二 人

世 帯 の 増 加 が 顕 著 に な り 、 小 家 族 化 が 急 速 に 進 ん で い る 。 ま た 、 人

口 の 高 齢 化 に 伴 い 、 必 然 的 に 世 帯 の 高 齢 化 も 著 し い 。 さ ら に 、 2 0 0 5
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年 以 降 は 人 口 自 体 が 減 少 し 、 日 本 社 会 は 「 超 高 齢 社 会 」、「 人 口 減 少

社 会 」 と 表 さ れ る 。 一 方 、 世 帯 は 現 時 点 で は か ろ う じ て 増 加 傾 向 を

維 持 し て い る た め 、 こ の 結 果 一 つ の 世 帯 規 模 は 小 さ く な っ て い る と

い う こ と に な る 。 し か し 、 や が て 世 帯 自 体 も 2 0 1 5 年 以 降 は 減 少 に

転 じ る と 推 計 さ れ て 、「縮 小 社 会 」と ま で い わ れ る よ う に な っ て い る 。

つ ま り 日 本 の 家 族 は 高 齢 化 し 、 小 家 族 化 し て き て い る 。 ま た 、 家 族

変 動 と し て み れ ば 、 日 本 の 家 族 は 従 来 の 典 型 的 な 直 系 家 族 制 か ら 欧

米 型 の 夫 婦 家 族 制 へ 移 行 し て き て い る と も い え る だ ろ う 。  

集 落 人 口 を 維 持 し て い る の は 集 落 内 の 各 世 帯 （ 家 族 ） で あ る が 、

労 働 力 の 流 出 だ け で な く 家 族 構 成 員 の 高 齢 化 に よ り 小 家 族 化 が 進 み 、

家 族 が 基 本 的 に 担 っ て き た 家 族 機 能 (一 般 に オ グ バ ー ン に よ る 基 本

的 機 能 と し て 経 済 的 機 能 、 再 生 産 機 能 、 保 護 機 能 、 宗 教 、 娯 楽 … )

が 衰 退 、 縮 小 す る 。 そ う し た 家 族 機 能 の 変 容 は 、 結 果 的 に 「 資 源 管

理 機 能 （ 水 田 や 山 林 な ど の 地 域 資 源 の 維 持 保 全 に 係 る 集 落 機 能 ）」、

「 生 産 補 完 機 能 （ 農 林 水 産 業 等 の 生 産 に 際 し て の 草 刈 、 道 普 請 な ど

の 相 互 扶 助 機 能 ）」、「生 活 扶 助 機 能（ 婚 葬 祭 な ど 日 常 生 活 に お け る 相

互 扶 助 機 能 ）」 と い っ た 集 落 機 能 の 低 下 に つ な が る 。  

世 帯 間 の 扶 助 で 成 り 立 っ て い た 集 落 は 、 そ の 機 能 を 維 持 で き な く

な り 、 集 落 の 衰 退 に つ な が る 。 こ う し た な か で 問 題 に な っ て き て い

る の が 、「 限 界 集 落 」問 題 で あ る 。地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ で は 、コ ミ ュ ニ

テ ィ の 担 い 手 不 足 と 高 齢 化 が 進 行 し て い る 。 こ の 結 果 、 コ ミ ュ ニ テ

ィ 解 体 の 危 険 が 増 大 し て い る 。  

 

 

　　表１　世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯数及び構成割合の年次推移

年次
65歳以上の者のいる

世帯数（千世帯）

全世帯に占

める割合

（％）

単独世帯

（％）

夫婦のみの

世帯（％）

親と未婚の

子のみの世

帯（％）

三世代世帯

（％）

その他の世

帯（％）

（再掲）高齢

者のみの世

帯（％）
S61 9,769 26 13.1 18.2 11.1 44.8 12.7 23.9

H元 10,774 27.3 14.8 20.9 11.7 40.7 11.9 28.2

4 11,884 28.8 15.7 22.8 12.1 36.6 12.8 30.8

7 12,695 31.1 17.3 24.2 12.9 33.3 12.2 34.4

10 14,822 33.3 18.4 26.7 13.7 29.7 11.6 37.8

13 16,367 35.8 19.4 27.8 15.7 25.5 11.6 40.5

16 17,864 39.6 20.9 29.4 16.4 21.9 11.4 44

19 19,263 40.1 22.5 29.8 17.7 18.3 11.7 46.6

22 20,706 42.6 24.2 29.9 18.5 16.2 11.2 49.2

25 22,420 44.7 25.6 31.1 19.8 13.2 10.4 51.7

28 24,165 48.4 27.1 31.1 20.7 11.0 10.0 54.8

29 23,787 47.2 26.4 32.5 19.9 11.0 10.2 55.5

30 25,927 48.9 27.4 32.5 20.5 10.0 9.8 56.3

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査の概況」より作成
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 資 料 ： 厚 生 労 働 省 『 国 民 生 活 基 礎 調 査 の 状 況 』 よ り 作 成 。  

 

２ ． 国 に よ る コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 の 転 換  

（ １ ） 19 7 0 年 代 以 降 の コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策  

こ う し た 問 題 を 背 景 に 、 近 年 、 集 落 維 持 ・ 再 生 に 関 す る 取 り 組 み

が 盛 ん に な っ て き て お り 、 政 府 や 地 方 自 治 体 で は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 政

策 、 地 域 政 策 の 転 換 が 模 索 さ れ て い る 。 小 規 模 高 齢 化 集 落 の 維 持 ・

再 生 が コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 課 題 に な っ て い る 。  

高 度 経 済 成 長 期 、 都 市 化 が 進 み 共 同 体 の 解 体 が 問 題 視 さ れ た 。 こ

の 危 機 に つ い て 議 論 さ れ ま と め ら れ た の が 国 民 生 活 審 議 会 調 査 部 会

報 告 書 「 コ ミ ュ ニ テ ィ ― 生 活 の 場 に お け る 人 間 性 の 回 復 ― 」（ 19 6 9

年 ） で あ る 。 経 済 の 高 度 成 長 や 都 市 化 の 進 展 に 伴 い 従 来 の 地 域 共 同

体 が 崩 壊 し て い く 中 で 、 こ の 報 告 書 で は 新 し い コ ミ ュ ニ テ ィ の 創 造

を 訴 え た 。行 政 に よ る 初 の コ ミ ュ ニ テ ィ 問 題 の 提 起 で あ り 、19 7 0 年

代 以 降 コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 が 打 ち 出 さ れ て い く 。 そ こ で は 、 従 来 の 町

内 会 ・ 自 治 会 と は 異 な る 、 新 し い 枠 組 み で の コ ミ ュ ニ テ ィ 構 築 が 意

図 さ れ て い た 。  

1 9 7 1 年 に は 「 コ ミ ュ ニ テ ィ （ 近 隣 社 会 ） に 関 す る 対 策 要 網 」（「 コ

ミ ュ ニ テ ィ （ 近 隣 社 会 ） 対 策 の 推 進 に つ い て 」） が 示 さ れ 、 19 8 3 年

の 「 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 地 区 要 網 」（「 コ ミ ュ ニ テ ィ 対 策 の 推 進 に つ い

て 」） で は 、 小 学 校 区 を 標 準 と し た 新 た な 「 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 地 区 」

を 設 定 し た 。 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー な ど ハ ー ド 面 の 施 設 整 備 で は な

く 、 各 種 コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 の 活 発 化 を 狙 っ た も の で あ っ た が 、 結 局

そ れ は ハ コ モ ノ 行 政 の 域 を で る も の で は な く 、 19 8 9 年 に 終 了 す る 。 
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図１ 世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯の世帯数

及び構成割合の推移
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年
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（ ２ ） 19 9 0 年 代 以 降 の コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策  

1 9 9 0 年 に コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 活 性 化 地 区 設 定 政 策 が だ さ れ 、地 区 の

自 主 的 な 立 案 に よ る「 ま ち づ く り 」、文 化 イ ベ ン ト 活 動 」等 の 企 画 ・

実 行 を 契 機 と し た コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 活 発 化 等 に 関 す る 事 項 を 含 む コ

ミ ュ ニ テ ィ 計 画 策 定 へ の 期 待 が 示 さ れ る 。  

ま た 一 方 で 、 町 内 会 ・ 自 治 会 の 位 置 づ け を 再 認 識 す る 政 策 転 換 が

み ら れ た 。特 に 19 9 5 年 の 阪 神・淡 路 大 震 災 を 契 機 に 、災 害 時 の 救 助・

支 援 等 で 町 内 会 や 自 治 会 の 役 割 が 見 直 さ れ 、 改 め て 地 域 コ ミ ュ ニ テ

ィ の 重 要 性 が 再 認 識 さ れ る よ う に な る 。  

 

（ ３ ） 過 疎 対 策 の 方 向 転 換 ― ―「 も の に よ る 支 援 」 か ら 「 人 に よ る

支 援 」 へ  

都 市 コ ミ ュ ニ テ ィ の 政 策 が 展 開 す る な か 、1 9 6 0 年 代 か ら 高 度 経 済

成 長 に か け 、 都 市 の 過 密 化 の 一 方 で 農 村 の 過 疎 化 が 進 み 、 地 域 間 格

差 が 拡 大 し て い っ た 。格 差 是 正 の た め 、1 9 7 0 年 に 過 疎 地 域 対 策 緊 急

措 置 法 が 制 定 さ れ 、 地 域 社 会 基 盤 が 変 動 し 、 生 活 水 準 及 び 生 産 機 能  

 

表 ２  過 疎 地 域 対 策 の 経 緯  

年 次  法 の 名 称  主 な 特 色 等  

1 9 7 0 年  過 疎 地 域 対 策 緊 急 措

置 法  

・ 地 域 社 会 基 盤 が 変 動 、 生 活 水 準 及 び 生 産 機 能 の 維

持 が 困 難 な 過 疎 地 域 に 生 活 環 境 、産 業 基 盤 等 の 整 備

に 関 す る 総 合 的 か つ 計 画 的 な 対 策 を 実 施  

・ 地 域 格 差 の 是 正  

1 9 8 0 年  過 疎 地 域 振 興 特 別 措

置 法  

住 民 福 祉 の 向 上 、 雇 用 の 増 大 及 び 地 域 格 差 の 是 正  

1 9 9 0 年  過 疎 地 域 活 性 化 特 別

措 置 法  

人 口 減 少 に 加 え 人 口 の 少 子 高 齢 化 が 進 行   

・ 活 力 が 低 下 し て い る 過 疎 地 域 を 活 性 化 す る た め の

対 策  

・ 住 民 福 祉 の 向 上 、 雇 用 の 増 大 及 び 地 域 格 差 の 是 正  

2 0 0 0 年  過 疎 地 域 自 立 促 進 特

別 措 置 法  

・ 豊 か な 自 然 環 境 に 恵 ま れ た 2 1 世 紀 に ふ さ わ し い

生 活 空 間 と し て の 役 割  

・ 地 域 産 業 と 地 域 文 化 の 振 興 等 に よ る 個 性 豊 か で 自

立 的 な 地 域 社 会 を 構 築  

・ 美 し く 風 格 あ る 国 土 の 形 成  

2 0 1 0 年  過 疎 地 域 自 立 促 進 特

別 措 置 法 の 一 部 を 改

正 す る 法 律  

・ 失 効 期 限 の ６ 年 間 延 長  

・ 過 疎 地 域 の 要 件 の 追 加  

・ 過 疎 対 策 事 業 債 の ソ フ ト 事 業 へ の 拡 充  

・ 対 象 施 設 の 追 加  
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の 維 持 が 困 難 な 過 疎 地 域 に 対 す る 生 活 環 境 、 産 業 基 盤 等 の 整 備 を

総 合 的 か つ 計 画 的 に 実 施 す る た め の 対 策 が と ら れ た 。  

そ れ 以 降 、 1 0 年 ご と に 過 疎 化 阻 止 へ の 対 応 が 図 ら れ て い っ た が 、

過 疎 地 域 対 策 は 道 路 な ど の イ ン フ ラ 整 備 が 中 心 で 、 制 定 か ら ４ ０ 年

が 経 っ て も 一 向 に 改 善 の 兆 し が み え ず 過 疎 化 の 一 途 を た ど る 。  

 

（ ４ ） 集 落 の 維 持 ・ 活 性 化 に 関 す る 施 策 動 向  

そ う し た 過 疎 地 域 対 策 の 限 界 が 明 ら か に な り 、20 0 0 年 代 に な る と

こ れ ま で の 「 も の に よ る 支 援 」 か ら 「 人 に よ る 支 援 」 へ と 明 確 な 方

向 転 換 が み ら れ る よ う に な る 。 そ の 背 景 に は 、 過 疎 問 題 に 少 子 高 齢

化 ・ 人 口 減 少 が 加 わ る こ と に よ り 農 山 村 に け る 小 規 模 高 齢 化 し た 集

落 、 い わ ゆ る 限 界 集 落 の 問 題 が 顕 在 化 し て き た こ と が あ る 。 こ こ か

ら 集 落 の 維 持 ・ 再 生 が コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 の 課 題 に な っ て く る 。 住 民

参 加 に よ る 地 域 づ く り ・ ま ち づ く り 、 地 域 住 民 組 織 と 行 政 ・ Ｎ Ｐ Ｏ

と の パ ー ト ナ ー シ ッ プ 確 立 な ど が 提 唱 さ れ る よ う に な る 。  

国 の 各 省 に よ る 主 な 事 業 を あ げ る と 、 総 務 省 「 過 疎 地 域 集 落 再 編

整 備 事 業 （ 2 0 0 0～ ）」、 農 林 水 産 省 「 農 山 漁 村 活 性 化 プ ロ ジ ェ ク ト 支

援 交 付 金 （ 2 0 0 7～ ）」、 総 務 省 「 集 落 対 策 の 推 進 に 対 す る 特 別 交 付 税

措 置 （ 2 0 0 8～ ）」、 国 土 交 通 省 「 新 た な 公 」 に よ る コ ミ ュ ニ テ ィ 創 生

支 援 モ デ ル 事 業 （ 2 0 0 8～ ）」 な ど が あ る 。  

そ う し た 事 業 の な か で 、 総 務 省 の 地 域 活 性 化 事 業 と し て 、 2 0 0 7

年 度 に「 地 方 再 生 モ デ ル プ ロ ジ ェ ク ト 」の 推 進 が 示 さ れ 、「 民 間 の 発

意 を 起 点 と す る 取 組 を 後 押 し す る 方 向 へ の 転 換 の 第 一 歩 」 と し て 、

雇 用 情 勢 の 厳 し い 道 県 を 対 象 に 追 加 支 援 を 緊 急 か つ 総 合 的 に 実 施 す

る プ ロ ジ ェ ク ト が た ち あ が る 。1 0 月 に 福 田 内 閣 が 所 信 表 明 演 説 を 行

い 、 11 月 に 「 地 域 活 性 化 統 合 本 部 会 合 」 が 設 置 さ れ 、 省 庁 を 超 え て

活 動 で き る よ う に な っ た 。 2 0 0 8 年 1 月 2 9 日 に は 地 方 再 生 の た め の

総 合 的 戦 略 を と り ま と め た も の と し て 、 改 定 「 地 方 再 生 戦 略 」 が だ

さ れ た 。  

2 0 0 8 年 度 に は 、「 地 方 の 元 気 再 生 事 業 」 推 進 が 始 ま る 。 専 門 的 人

材 派 遣 、 社 会 実 験 実 施 な ど ソ フ ト 分 野 を 中 心 に 国 が 集 中 的 に 支 援 す

る も の で あ る 。 ８ 月 １ 日 付 で 「 過 疎 地 域 等 に お け る 集 落 対 策 の 推 進

に つ い て 」が 通 知 さ れ 、「集 落 支 援 員 制 度 」を 自 治 体 に 導 入 す る た め 、

支 援 員 を 雇 用 す る 市 町 村 に 特 別 交 付 税 を 配 分 す る こ と を 公 表 し た 。  

 

３ .  秋 田 県 に お け る 限 界 集 落 問 題 へ の 対 策 ― 「 あ き た 型 『 元 気 ム ラ 』 再 生  

総 合 推 進 事 業 」 プ ロ ジ ェ ク ト  

（ １ ） 秋 田 県 に お け る 小 規 模 高 齢 化 集 落 の 維 持 ・ 再 生 支 援 事 業  

秋 田 県 に お い て 限 界 集 落 の 問 題 が 注 目 さ れ る よ う に な っ た の は 、

地 元 紙 で あ る 秋 田 魁 新 報 が 報 じ た 県 内 に お け る 限 界 集 落 の 独 自 調 査
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に よ る 結 果 公 表 （ 2 0 0 7 年 ） が 大 き な き っ か け と い っ て よ い だ ろ う 。

県 は 、2 0 0 7 年 11 月 ～ 1 2 月 に 農 業 集 落 を 対 象 と し た「 農 業 集 落 の コ

ミ ュ ニ テ ィ 機 能 の 実 態 調 査 」 を 行 っ て い る （ 約 2 , 5 0 0 農 業 集 落 の う

ち 1 2 5 集 落 を 対 象 、 1 2 3 集 落 回 答 ）。 調 査 結 果 は 、 8 4 集 落 で 戸 数 が

減 少 、 3 集 落 が 無 人 化 の 可 能 性 が あ る と い う も の で あ っ た 。  

こ れ を 機 に 、2 0 0 8 年 度 か ら「 農 山 村 活 力 向 上 モ デ ル 事 業 」が 行 わ

れ 、 秋 田 県 は 2 0 0 9 年 度 か ら 2 カ 年 計 画 で 、 政 策 課 題 と し て 総 合 政

策 課 内 に 新 た な プ ロ ジ ェ ク ト 、「 あ き た 型『 元 気 ム ラ 』再 生 総 合 推 進

事 業 」 プ ロ ジ ェ ク ト 」 事 業 （ 通 称 「 元 気 ム ラ 」 プ ロ ジ ェ ク ト ） を 立

ち 上 げ た 。 県 庁 内 に 設 置 さ れ た 特 設 チ ー ム 「 活 力 あ る 農 村 集 落 づ く

り 推 進 チ ー ム 」（ 通 称 ： 元 気 ム ラ 支 援 室 ）を 中 心 に 、集 落 の 活 力 を 再

生 す る 事 業 が 展 開 さ れ る よ う に な る 。こ の 取 り 組 み の 特 徴 は 、「秋 田

方 式 」 と 呼 ば れ 、 県 と 市 町 村 と が 連 携 し た 「 高 齢 化 等 集 落 対 策 協 議

会 」 が 設 置 さ れ 、 元 気 ム ラ 支 援 室 の 県 職 員 が 中 心 と な っ て 個 々 の 集

落 へ の 支 援 事 業 が 展 開 し て い る こ と で あ る 。 ま た 地 域 お こ し 協 力 隊

等 が 各 地 の 集 落 を 廻 り 歴 史 や 文 化 、 地 域 活 動 、 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ビ ジ

ネ ス な ど 、 様 々 な 取 り 組 み を 取 材 し 県 サ イ ト で 詳 細 に 紹 介 す る 活 動

や 通 信 紙 の 発 行 、 集 落 同 士 が 互 い に 交 流 を も ち 情 報 交 換 や 自 慢 の 食

文 化 や 活 動 な ど を 紹 介 し あ う 大 交 流 会 の 開 催 、 地 域 活 動 が う ま く い

か な い と 悩 ん で い る 集 落 や 町 内 会 の た め の 活 動 ヒ ン ト 集 の 作 成 、 な

ど 様 々 な 仕 掛 け を し て 続 け て き た こ と が 実 を 結 ん で い る 。 こ れ は 当

該 の 集 落 の 住 民 た ち だ け で な く 、 全 国 各 地 に い る 出 身 者 や 縁 の あ る

人 た ち が サ イ ト を み る こ と で 改 め て 地 域 の 事 に 関 心 を 寄 せ る 契 機 に

も な っ て い る 。  

一 般 に 、 県 と 市 町 村 と は 互 い に 自 治 を 主 張 し 対 立 す る た め 相 互 に

連 携 す る こ と は 難 し い 。し か し 、コ ミ ュ ニ テ ィ 問 題 へ の 対 応 の た め 、

秋 田 県 庁 の 働 き か け に よ り 協 力 体 制 を 取 り 始 め た の で あ る 。 衰 退 す

る 集 落 へ の 支 援 が 独 自 で は な か な か 取 り 組 め な い 市 町 村 も あ る 中 で 、

全 市 町 村 に 対 し 県 が 先 駆 け て 働 き か け た 。  

2 0 0 9 年 8 月 以 降 、県 職 員 と 各 市 町 村 職 員 が 県 内 大 学 ３ 大 学 関 係 者

の 協 力 を 得 つ つ ま ず は 小 規 模 高 齢 化 集 落 の 生 活 実 態 調 査 （ 集 落 点 検

調 査 ） を 行 い 、 あ わ せ て 地 域 資 源 の 掘 り 起 こ し の た め の 資 源 調 査 を

行 い 、 集 落 と 企 業 等 各 種 団 体 と の マ ッ チ ン グ 事 業 と モ デ ル 事 業 を 行

っ て い る（ Ｇ Ｂ ビ ジ ネ ス ）。ま た 、一 方 で 、少 子 高 齢 化 進 行 に よ り 集

落 機 能 が 困 難 な 集 落 の 自 立 、 活 性 化 を 図 る 県 民 運 動 の 推 進 も 行 っ て

き て お り 、 集 落 維 持 や 活 性 化 の 支 援 を 積 極 的 に 求 め て く る 集 落 に 対

し て は 、 相 談 、 座 談 会 、 補 助 金 事 業 、 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ビ ジ ネ ス や 、

県 内 の 集 落 が 交 流 し 情 報 交 換 が で き る 大 交 流 会 な ど の イ ベ ン ト を 仕

掛 け て き た 。 ま た 特 設 サ イ ト に よ る 情 報 発 信 を 頻 繁 に 行 い 、 専 門 の

ス タ ッ フ が 集 落 を 詳 細 に 取 材 し 興 味 を 引 く 内 容 と な っ て お り 、 小 さ
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な 集 落 そ れ ぞ れ が 主 役 と な れ る よ う な 工 夫 が な さ れ て い る 。  

こ こ で は 、国 家 レ ベ ル の 地 域 政 策 は も と よ り 、2 0 0 7 年 の 県 内 メ デ

ィ ア に よ る 報 道 を 通 じ 県 内 に お け る 「 限 界 集 落 」 へ の 認 識 が 高 ま る

と 同 時 に 、 行 政 に よ る 農 山 村 活 性 化 の 政 策 的 展 開 が 活 発 化 す る 経 緯

が み え て く る 。  

 
表 ２  活 力 あ る 農 村 集 落 づ く り 推 進 チ ー ム に よ る 事 業 展 開  

 年  事 業 展 開  

2 0 0 8 年 1 2 月 2 4 日  庁 内 関 連 各 課 の 連 携 を 図 り 、 高 齢 化 等 集 落 に 対 す る

施 策 の 検 討 、 市 町 村 の 取 り 組 み に 対 す る サ ポ ー ト 等

を お こ な う た め の 「 元 気 集 落 育 成 推 進 会 議 」 設 置  

2 0 0 9 年 度 4 月 1 日   

 

「 活 力 あ る 農 村 集 落 づ く り 推 進 チ ー ム 」 設 置   

 高 齢 化 等 集 落 の 自 立 と 活 性 化 を 促 す た め 、 県 と 市

町 村 は 地 域 や 集 落 の 実 情 に 応 じ た 効 果 的 な 対 策 を

検 討 ・ 推 進 す る た め の 「 秋 田 高 齢 化 等 集 落 対 策 協

議 会 」 設 置 （ 県 と 市 町 村 に よ る 組 織 ）  

2 0 0 9 ～ 2 0 1 0 年 度   

  

あ き た 型 「 元 気 ム ラ 」 再 生 総 合 推 進 事 業        

 県 と 各 市 町 村 、大 学 が 連 携 し 支 援 対 策（「 秋 田 方 式 」 

と 呼 ば れ る ）  

2 0 0 9 年 8 月 ～   集 落 点 検 調 査 （ 集 落 悉 皆 調 査 ）、 資 源 調 査 （ 県 内 3  

大 学 協 力 ）  

2 0 1 0 年 度 ～    集 落 内 座 談 会 、 Ｗ Ｓ な ど を 各 地 で 開 催  

2 0 1 1 ～ 2 0 1 5 年 度   

 

秋 田 元 気 村 づ く り 総 合 推 進 事 業  

小 規 模 高 齢 化 集 落 活 性 化 支 援 事 業  

2 0 1 1 年 度 ～  身 に チ ャ レ ン ジ 事 業   

2 0 1 2 年 度 ～  存 続 モ デ ル 集 落 活 動 支 援 事 業  

2 0 1 3 年 度 ～   

 

 

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 自 立 支 援 政 策 研 究 会  

  元 気 ム ラ 活 動 に お け る 小 集 落 支 援 活 動 を  

  都 市 部 も 含 め た 全 県 域 に 拡 大 す る 方 向 性 を 模 索  

2 0 1 4 年 度 ～ 2 0 1 6 年 度  

   

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 推 進 協 議 会 ・ 地 域 コ ミ ュ ニ テ

ィ 戦 略 会 議    

  多 様 で 広 域 な 組 織 ・ 団 体 と の 連 携 を 模 索  

  地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 と し て 行 政 役 割 の 再 確 認  

 

秋 田 県 が 目 指 し て い る も の は 、 限 界 集 落 の 悉 皆 調 査 か ら 始 ま り 、

将 来 的 に は 集 落 住 民 に よ る 地 域 課 題 の 解 決 が で き る よ う な 方 向 性 で

あ る 。  

小 規 模 集 落 の 維 持 ・ 再 生 に は 、 住 民 参 加 に よ る 地 域 活 動 が 求 め ら

れ て い る 。 し か し 、 小 規 模 高 齢 化 し 弱 体 化 し て い る 集 落 が 自 力 で コ
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ミ ュ ニ テ ィ を 再 生 す る こ と は 非 常 に 困 難 で あ る の が 実 情 で あ る 。 そ

う し た 取 り 組 み に は 、 き っ か け と し て 外 部 か ら の 支 援 、 特 に 地 方 自

治 体 に よ る 支 援 事 業 が 重 要 で あ る 。 町 内 会 ・ 自 治 会 等 に よ る 地 域 づ

く り に 関 す る 支 援 事 業 や 、 補 助 金 を 活 用 し 住 民 に よ る 地 域 課 題 解 決

や 交 流 の 場 づ く り を 支 援 す る 、 全 体 的 な 支 援 が 基 盤 と な る こ と に よ

っ て 、 集 落 の 維 持 、 再 生 が し や す く な る と 考 え ら れ る 。  

地 域 活 動 が 衰 退 し 自 立 が 困 難 と な り つ つ あ っ た あ る 集 落 で は 、 地

元 行 政 や 地 元 大 学 の 教 員 、 学 生 ら が サ ポ ー ト す る こ と に よ り 集 落 の

伝 統 的 祭 事 を 復 活 さ せ る こ と が で き 、 そ の 後 も 自 分 た ち で 様 々 な 活

動 を 展 開 し よ う と す る よ う に な っ て い る 。 ま た 別 の 集 落 で は 、 次 世

代 の 他 出 家 族 と の 交 流 の 場 を 設 定 し 、 集 落 の 存 続 に つ い て 世 代 間 の

話 し 合 い を 促 す サ ポ ー ト を 試 み て い る 。  

 

（ ２ ） 事 業 展 開 に よ る 成 果  

 こ の 事 業 は 「 元 気 ム ラ 支 援 室 」 の 県 職 員 ら に よ る 精 力 的 な 活 動 に

よ り 、 さ ま ざ ま な 事 業 が 取 り 組 ま れ 展 開 し て い っ た 。 そ う し た 取 り

組 み は 、 以 下 の よ う な 相 互 作 用 に よ る 成 果 を も た ら し て い る 。  

① 県 職 員 が 何 度 も 集 落 に 足 を 運 ぶ ― 関 わ り を 積 極 的 に も つ こ と を 重

視 し て い る  

② 県 職 員 が 培 っ て き た 集 落 支 援 の ノ ウ ハ ウ は 「 あ き た 元 気 ム ラ 大 交

流 会 」 等 に よ っ て 集 落 と 集 落 を 直 接 結 び 、 ま た 事 例 を 広 報 し て 広 く

紹 介 す る こ と で 他 の 集 落 の 参 考 に な っ て い る  

③ 集 落 住 民 に 活 動 へ の 意 欲 が み ら れ る よ う に な り 、 活 動 が 復 活 す る    

④ 交 流 会 に よ っ て コ ミ ュ ニ テ ィ 、 ネ ッ ト ワ ー ク が 生 成 さ れ て い る  

 

こ う し て 、 県 は 市 町 村 と 連 携 す る こ と で 、 各 市 町 村 の 各 集 落 、 ま

た 集 落 間 を 取 り 結 ぶ 役 割 を 果 た し て い る と い え る 。 本 来 こ れ は 市 町

村 が 行 う べ き 事 業 で あ る と 県 自 体 も 認 識 し て い る が 、 ま ず は そ の 契

機 と し て 全 県 を つ な げ た こ と は 大 き な 一 歩 で あ っ た と い え る 。  
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資 料 １ ：秋 田 県 高 齢 化 等 集 落 対 策 協 議 会「 ふ る さ と 秋 田 の 元 気 ム ラ づ く り ガ

イ ド 」（ 平 成 2 3 年 3 月 ）  表 紙 お よ び 本 稿 対 象 集 落 の 紹 介 ペ ー ジ  

 

資 料 ２ ： 秋 田 県 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 推 進 協 議 会 「 地 域 活 動 ヒ ン ト 集   

第 一 版 」（ 平 成 2 6 年 1 0 月 ）  

表 紙 お よ び 本 稿 対 象 集 落 を 含 む 具 体 的 実 施 例 の 紹 介 ペ ー ジ  
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資 料 ３ ： 大 交 流 会 の 案 内          資 料 ４ ： 応 援 団 の 募 集 チ ラ シ  

 

 

 

資 料 ５ ： 元 気 ム ラ 支 援 室 「 元 気 ム ラ 通 信 」  
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４ ． 小 規 模 高 齢 集 落 の 集 落 維 持 ・ 再 生 の 事 例 ― 湯 沢 市 内 町 ・ 御 屋 敷 集 落

の 事 例 を 通 し て ―  

 

前 章 で み た 県 の 事 業 に よ る 支 援 を 受 け た 集 落 の な か で 一 事 例 を 取

り 上 げ 、 具 体 的 に 集 落 維 持 ・ 再 生 の プ ロ セ ス を み て い き た い 。  

 

（ １ ） 対 象 地 域 の 概 要  

 対 象 集 落 の 位 置 す る 湯 沢 市 （ 旧 雄 勝 町 ） の 院 内 地 区 は 、 江 戸 初 期

か ら 明 治 後 期 に か け 、 院 内 銀 山 と 呼 ば れ た 日 本 有 数 の 銀 山 町 と し て

繁 栄 し て き た 地 域 で あ る 。 羽 州 街 道 沿 い に 秋 田 藩 の 南 の 関 所 が 敷 か

れ 、 宿 場 が で き た 。 特 に 本 章 で 対 象 と な る 集 落 の 辺 り は 、 関 所 や 院

内 銀 山 を 管 理 し て い た 大 山 家 （ 佐 竹 氏 家 系 ） と そ の 家 臣 た ち の 家 屋

敷 が 建 ち 並 ぶ 城 下 町 を 形 成 し て い た 場 所 で あ る 。明 治 41（ 1 9 0 8）年

の 人 口 は 1 万 15 8 5 人 で 、明 治 22（ 1 8 8 9）年 に 上 院 内 村 、下 院 内 村 、

院 内 銀 山 町 が 合 併 し 院 内 村 と な り 、 明 治 28（ 1 8 9 5） 年 ） に 院 内 町 に

改 称 さ れ た 。  

明 治 39（ 1 9 0 6）年 1 月 に 院 内 銀 山 で 坑 内 火 災 が 起 き 大 量 の 死 者 を

出 す 大 惨 事 が 起 き て 以 降 、 銀 山 は 衰 退 し 、 大 正 9（ 19 2 0） 年 に 坑 内

の 採 掘 が 中 止 さ れ る と 、 銀 山 の 衰 退 と と も に 銀 山 町 と そ の 周 辺 の 地

域 の 衰 退 も 進 み 、 過 疎 化 が 進 行 し て い っ た （ 佐 々 木 詔 男 監 修 『 歴 史

を 刻 む 「 銀 山 と 関 所 」 の 町  院 内 』 参 照 20 1 5）。  

内 町 ・ 御 屋 敷 集 落 の あ る 下 院 内 は 江 戸 期 の 武 家 の 街 並 み を 残 し て

お り 、大 山 家 や そ の 家 臣 の 江 畑 家 の 住 居 が あ っ た 場 所 で あ る（ 図  地

図 参 照 ）。  

 

     図 １  対 象 集 落 周 辺 の 下 院 内 地 区  

     
資 料 ： 国 土 地 理 院 地 図 よ り 引 用  
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（ ２ ） 湯 沢 市 御 屋 敷 集 落 の 調 査 結 果 （ 20 0 9 年 8 月 現 在 ）  

秋 田 県 と 湯 沢 市 、 秋 田 大 学 の 学 生 ら が 協 力 し て 行 っ た 小 規 模 高 齢

化 集 落 の 聞 き 取 り 調 査 の 結 果 で は 、 御 屋 敷 集 落 の 人 口 は 8 4 人 、 世

帯 数 3 3 世 帯 で 、 高 齢 化 率 5 3 . 6％ で あ っ た （ １ ）。 高 齢 者 世 帯 割 合 は

5 4％（ 1 8 世 帯 ）、そ の う ち 単 独 高 齢 者 世 帯 は 1 / 3（ 6 世 帯 ）を 占 め た 。

近 隣 の つ き あ い は 頻 繁 に あ る 世 帯 が 半 数 以 上 あ る 一 方 、 つ き あ い は

ほ と ん ど な い と い う 世 帯 も 1 / 4 あ り 、 地 域 課 題 と し て 、 公 共 交 通 の

縮 小 や 病 院 移 転 に 伴 い 、 買 い 物 、 通 院 、 冬 季 の 除 雪 な ど 日 常 生 活 の

困 難 、 空 家 の 点 在 な ど が 確 認 さ れ た 。 住 民 の 聞 き 取 り 調 査 か ら 垣 間

見 ら れ る 意 識 と し て 、 秋 田 県 が 企 図 す る 集 落 活 性 化 や 地 域 資 源 の 掘

り 起 こ し 以 前 に 、 日 常 生 活 に 困 難 が み ら れ 、 医 療 ・ 福 祉 面 で の 不 安

が 大 き い 地 域 と 見 受 け ら れ た 。 近 年 の 人 口 ・ 世 帯 の 状 況 は 表 3 の と

お り で 、 御 屋 敷 集 落 の 高 齢 化 が 進 ん で い る 。   

 

 

表 ３  現 在 の 集 落 人 口 ・ 世 帯 （ 2 0 1 6 年 ）  

資 料 ： 「 湯 沢 市 行 政 区 別 福 祉 基 本 情 報 」 よ り 作 成 。  

高 齢 者 等 世 帯 に つ い て は 2 0 1 5 年 4 月 現 在 。  

 

（ ２ ） 住 民 に よ る 伝 統 的 な 祭 り の 復 活 に み る 集 落 の 変 容  

 2 0 0 9 年 に 行 わ れ た 聞 き 取 り 調 査 を き っ か け に 、御 屋 敷 集 落 は 内 町

集 落 と と も に 、 表 4 の よ う な 経 緯 を た ど る 。  

 聞 き 取 り 調 査 を 終 え た の ち 、2 0 1 0 年 に は 改 め て 地 域 資 源 調 査 を 行

い 、 そ れ ら の 調 査 結 果 を 住 民 に 報 告 し 、 あ わ せ て そ の 場 で 座 談 会 が

開 か れ た 。 こ の 初 に 開 催 し た 座 談 会 で は 、 県 職 員 が 熱 心 に 「 元 気

な ム ラ づ く り 」 を 呼 び か け 、 支 援 事 業 を 説 明 し た が 、 住 民 た ち の 反

応 は な く 、 行 政 へ の 不 満 や 要 望 ば か り が 口 を つ い て 出 て く る 状 況 で

あ っ た 。  

集

落

名

 

総 人 口  高 齢 者 人 口  世 帯  高 齢 者 世 帯  

総

数
 

男

 

女

 

総

数

 

男  女  

高

齢

化

率
（

％

）

総

数

 

高

齢

者

等
＊

 

高

齢

者

 

単

独

世

帯

 

高

齢

者

単

独

世

帯

 

割

合

（

％

）

 

内 町  5 1  2 2  2 9  2 2  9  1 3  4 3 . 1  2 3  1 8  7  3 0 . 4  

御 屋 敷  6 2  3 3  2 9  3 6  1 5  2 1  5 8 . 1  3 3  2 4  1 0  3 0 . 3  
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     表 ４  内 町 ・ 御 屋 敷 集 落 の 支 援 事 業 と 活 動 の 経 緯  

  

2 0 0 9 年 8 月  県 ・ 市 ・ 大 学 と で 小 規 模 高 齢 化 集 落 の 実 態 調 査    

    → 買 い 物 ・ 医 療 ・ 福 祉 な ど 生 活 課 題 が 優 先  

と い う 雰 囲 気  

2 0 1 0 年 6 月  県 ・ 市 ・ 大 学 生 を ま じ え た 地 域 資 源 調 査 、 座 談 会 開 始  

    こ の 間 、 地 域 資 源 調 査 や 座 談 会 な ど を 重 ね る  

2 0 1 1 年 5 月  Ｕ タ ー ン 者 や 女 性 た ち か ら も 意 見 が 出 始 め る   

    男 性 た ち  廃 れ て い た 「 え び す 俵 」 祭 り の 歌  

自 慢 で 盛 り 上 が る  

   ＊ 秋 田 県 の 「 ミ ニ チ ャ レ ン ジ 事 業 」 活 用 を 検 討  

 

2 0 1 1 年 7 月  職 員 、 学 生 の 草 刈 り 参 加  

2 0 1 1 年 9 月  地 域 住 民 の 手 で ２ 集 落 の 祭 り を 復 活 さ せ る  大 学 生 た

ち も 積 極 的 に 参 加  

2 0 1 1 年 1 1

月  

住 民 同 士 の 交 流 会 を 計 画  芋 の 子 汁 煮 会 開 催   

2 0 1 2 年 9 月  ２ 年 目 以 降 も 祭 を 継 続   

花 見 や 地 域 の 歴 史 ・ 遺 産 を め ぐ る ツ ア ー 企 画  

2 0 1 5 年 9 月  集 落 内 の 若 い 世 代 も 祭 り の 準 備 な ど に 協 力 す る よ う に  

な る 他 出 家 族 が 帰 省 し 祭 り に 参 加 す る 姿 も  

 

 

 し か し 、 そ の 後 も 職 員 ら は 集 落 に 足 を 運 び 、 自 治 会 長 の 話 を 聞 い

た り 、 何 度 も 座 談 会 を 開 い た 。 そ う し て い る う ち に 2 0 11 年 に な っ

た が 、 相 変 わ ら ず 座 談 会 は 盛 り 上 が ら な い 。 話 題 も 尽 き た こ ろ 、 5

月 の 座 談 会 に 、 そ れ で は 住 民 の 方 に 自 己 紹 介 が て ら 一 言 話 で も し て

も ら お う か と い う こ と に な っ て 、 そ の 日 集 ま っ た 住 民 を 一 人 ず つ あ

て て 、 自 己 紹 介 を 始 め て も ら っ た 。  

そ の 時 で あ る 。 あ る 男 性 が 、 以 前 こ の 二 つ の 集 落 で 協 力 し て 行 っ

て い た 地 域 の 伝 統 的 な 祭 り が あ っ た が 、 今 は な く な っ て し ま っ た と

い う 話 を し だ し 、 そ の 祭 り の と き に 歌 う 祝 い 唄 を 高 ら か に 歌 い 始 め

た の で あ る 。 そ れ を 聞 い た 外 の 高 齢 男 性 た ち は に わ か に 活 気 づ き 、

「 オ レ も 歌 え る 」「オ レ も 歌 う 」と 次 々 に 言 い 出 し て は 歌 い 始 め 、一

気 に 場 の 雰 囲 気 が 変 わ っ て い っ た 。 そ う し て に ぎ や か に な っ た と こ

ろ で 、 今 度 は 誰 と も な し に 、 こ の 集 落 に は 面 白 い 店 が あ る と か 、 あ

そ こ の 人 は こ ん な こ と が で き る 人 だ と か 、 自 然 が 豊 か で 住 み や す い

場 所 だ と か 、 地 域 の 良 さ を い ろ い ろ と 皆 が 語 り だ し た 。  
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 そ れ を 学 生 が 急 い で 書 き と め 、ボ ー ド に ま と め て 書 き 出 し 、「皆 さ

ん の 地 域 に は こ ん な に 自 慢 で き る 宝 物 が あ り ま す 」 と 紹 介 し 、 そ の

日 の 座 談 会 は に ぎ や か に 締 め ら れ た（ 写 真 １ ）。住 民 た ち は 意 気 揚 々

と 帰 っ て い っ た 。  

 日 を 改 め て 、市 職 員 や 学 生 た ち も 交 え て 、集 落 の 草 刈 り を 手 伝 い 、

そ れ が 済 ん だ 後 に 屋 外 で そ の ま ま い く つ か の 車 座 に な っ て も ら い 、

間 に 学 生 を 入 れ て 、自 由 に 話 を し て も ら っ た 。そ こ で は 住 民 た ち が 、

進 ん で 楽 し い 語 ら い を し て く れ る よ う に な っ て い た 。 そ し て 県 の 集

落 支 援 事 業 に よ る 補 助 金 を 得 て 、 そ の 年 の 9 月 に は 住 民 た ち は 伝 統

的 な 祭 り 、 恵 比 寿 俵 ま つ り を 復 活 さ せ た の で あ る （ 写 真 2， 3）。 聞

き 取 り 調 査 開 始 か ら 、2 年 の 月 日 が 経 っ て い た 。祭 り 当 日 は 県 職 員 、

市 職 員 、 秋 田 大 学 の 学 生 ら が 参 加 し 、 祭 り を 手 伝 っ た 。 重 い 俵 の 担

ぎ 手 と し て 、 若 い 大 学 生 た ち が い た こ と で 、 祭 り が 復 活 で き た の で

あ る 。 祭 り は 「 え び す 会 」 と い う 任 意 の 会 が 主 体 で あ る 。 会 員 に な

っ て い る の は 高 齢 者 世 代 が 中 心 で あ る 。 若 い 世 代 は 入 っ て い な い 世

帯 も あ る 。 平 成 1 6 年 に 鳥 居 を 奉 納 し て 、 そ れ ま で す で に 廃 れ て し

ま っ て 祭 り を 7 年 ぶ り に 復 活 さ せ た の だ が 、 実 は そ の 年 だ け で ま た

途 絶 え て し ま っ た 経 緯 が あ る 。 今 回 は そ う い う 意 味 で 再 度 の 復 活 で

あ る 。 実 質 上 は 復 活 し て か ら 2 回 目 の 開 催 と な る 。  

 

 

  
写 真 １ ： ワ ー ク シ ョ ッ プ の 様 子    写 真 ２ ： 復 活 し た 集 落 の 祭 の 様 子  
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写 真 ３ ： 祭 り の ク ラ イ マ ッ ク ス  神 社 へ の 俵 奉 納 の 様 子  

 

（ ３ ） 祭 り の 復 活 6 年 目 に し て 起 き た こ と  

当 初 祭 り は い つ ま で 続 け ら れ る か 、 も し か し て ま た 1 年 で 終 わ っ

て し ま う の で は な い か と い う 危 惧 も あ っ た 。 し か し 、 そ の 後 毎 年 祭

り は 開 か れ た 。 し か し 、 こ の 9 月 初 旬 の え び す 俵 祭 り が 復 活 し た の

ち 、 途 切 れ る こ と な く 続 け て き て 、 6 年 が 経 っ た 年 の こ と で あ る 。

祭 り は 開 か れ た 。 し か し 祭 り の ほ か に 11 月 に 恒 例 と な っ て い た 行

事 の 芋 の 子 汁 会 に 、 集 落 外 か ら の 参 加 者 の 都 合 が 誰 一 人 つ か ず 、 ま

っ た く 参 加 で き な い 事 態 が 明 ら か と な り 、 集 落 外 の 関 係 者 は 一 時 騒

然 と し た 。 外 か ら 来 て 手 伝 っ て く れ る 来 訪 者 が い な い と な る と 、 住

民 た ち の 士 気 が 下 が り 祭 り が 盛 り 上 が ら な い の で は な い か と 危 惧 し

た の で あ る 。 し か し 、 住 民 の な か か ら 「 そ ろ そ ろ 自 分 た ち だ け で 静

か に や る の も い い よ ね 」 と い う 声 が あ が っ た と い う 。 こ れ は 、 外 部

か ら の 支 援 が な く と も な ん と か な る と い う 、 集 落 自 立 の 第 一 歩 と み

て よ い の で は な い だ ろ う か 。 住 民 た ち に よ る 自 ら の コ ミ ュ ニ テ ィ へ

の 誇 り の 回 復 と も い え る の か も し れ な い 。  

 

（ ３ ） 支 援 事 業 に よ る 成 果 ― 集 落 住 民 の 変 容  

 こ の 集 落 へ の 支 援 は 、 以 下 の よ う な 住 民 の 意 識 や 行 動 の 変 容 を も

た ら し た 。  

① 行 政 、 Ｎ Ｐ Ｏ 、 学 生 ボ ラ ン テ ィ ア 、 地 域 お こ し 協 力 隊 、 な ど よ そ

者 の 関 わ り   

 行 政 職 員 や 学 生 な ど 、外 部（ よ そ 者 ）と の 連 携 に よ る サ ポ ー ト や 、

住 民 自 ら の 地 域 づ く り ・ ま ち づ く り の 取 組 み に よ り 、 集 落 維 持 、 再

生 に 成 果 が み ら れ る よ う に な っ た 。 近 隣 集 落 か ら の 関 心 も あ り 、 ま

た 、「 住 民 同 士 で 自 由 に 意 見 が 言 え る 雰 囲 気 が で て き た 」       

「 活 動 の 話 を き っ か け に 夫 婦 の 会 話 も 増 え た 」 と い っ た 声 も き か れ

る よ う に な っ て い る 。  
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② 祭 り の 復 活 後 、 さ ま ざ ま な 集 落 活 動 を 展 開  

住 民 は 、 9 月 の 祭 り だ け で な く 、 季 節 ご と の 行 事 企 画 （ 花 見 ・ 芋

煮 等 ） を 始 め た 。 ま た 、 地 域 の 歴 史 ・ 文 化 の 探 索 ツ ア ー を 企 画 し た

り し た 。  

 

③ 集 落 の 決 ま り ご と の 柔 軟 化  

 恵 比 寿 俵 祭 り は 、 男 性 の 祭 り で あ る 。 女 性 は 裏 方 に 回 り 、 祭 り 当

日 は 表 に は 出 て こ な い 。 そ れ を 変 え よ う と 、 女 性 が 参 加 で き る 内 容

を 検 討 し だ し た 。 ま た 、 ハ レ の 日 で あ る 祭 り に は 通 常 不 幸 が あ っ た

家 は 参 加 で き な い 。 し か し 人 が 少 な く な っ て い る 中 、 そ の よ う な こ

と を 守 っ て い て は 祭 り が で き な く な る と 、 服 喪 中 の 家 で も 参 加 し や

す い よ う に 検 討 し て 、 希 望 が あ れ ば 参 加 で き る よ う に 決 ま り 事 を 変

え て い っ た 。  

 

こ の よ う に 、 湯 沢 市 小 規 模 高 齢 者 集 落 活 性 化 事 業 に 関 し て は 、 県

職 員 、 市 職 員 、 大 学 生 ら と の 交 流 に よ り 、 住 民 が 主 体 的 に 行 事 を 復

活 、 Ｗ Ｓ で 生 活 向 上 を 目 指 す 動 き が 出 て き て い る 。 そ し て 連 帯 ・ 参

加 の あ り よ う に 変 化 が 出 て き て い る 。 一 方 で 継 承 の 問 題 が あ り 、

2 0 1 6 年 に は は 若 い 世 代 へ の 祝 い 唄 、 札 も ち の 継 承 を 試 み て い る 。  

 

（ ４ ） 集 落 活 動 が 展 開 し て き た 要 因  

 集 落 の 住 民 に よ る 活 動 が 活 発 化 し て き た 要 因 は い く つ か 考 え ら れ

る 。  

①  地 域 資 源 の 存 在 と 地 元 愛  

こ の 地 域 に は 、 院 内 地 区 の 院 内 銀 山 と い う 著 名 な 歴 史 文 化 資 源 が

あ り 、 ま た 羽 州 街 道 沿 い の 宿 場 町 、 城 下 町 で あ っ た 歴 史 も あ り 、 住

民 が そ れ ら を 再 発 見 、 利 活 用 し 、 共 有 す る こ が 可 能 で あ っ た こ と は

大 き い 。 地 域 へ の 愛 着 が 強 く 、 住 民 が そ う し た 地 元 へ の 意 識 を 共 有

し 、 共 同 で き る き っ か け に な る 。 地 元 愛 を 再 認 識 す る こ と で 、 地 域

ア イ デ ン テ ィ テ ィ と し て の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 改 め て は ぐ く ま れ て

き た こ と も い え る だ ろ う 。  

 

② 支 援 組 織 の 存 在  

県 や 市 が 中 間 支 援 団 体 の 機 能 を 果 た し 、 そ れ ら に よ る 支 援 事 業 を

う ま く 活 用 し 、 地 域 の 祭 り を 復 活 さ せ る こ と が で き た 。 相 談 で き る

場 や 人 、 補 助 金 の 活 用 で 物 資 を 調 達 し 活 動 に 使 え る よ う に な っ た こ

と は 祭 り の 復 活 に 大 い に 役 立 っ た 。 支 援 組 織 が 存 在 し た こ と で き っ

か け を つ く れ た と い え る 。  
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③ 住 民 の 主 体 性 ・ 住 民 自 治  

行 政 は 支 援 組 織 と し て 存 在 し た が 、 し か し そ れ に 依 存 す る の で は

な く 、 祭 り の 復 活 は 終 的 に は 住 民 同 士 で 話 し 合 っ て 決 定 し て き て

い る 。 ま た 、 ほ か の 行 事 も 、 自 分 た ち で 考 え て 始 め て い る 。 自 分 た

ち の 「 必 要 」 は 自 分 た ち で 検 討 す る 合 意 形 成 の プ ロ セ ス が 形 成 さ れ

て い た 。 も と も と 集 落 の 寄 り 合 い の 延 長 線 上 に 話 し 合 い が あ り そ れ

が 功 を 奏 し た と 言 え る が 、し か し 県 か ら の 働 き か け が あ っ た こ と で 、

よ り 自 由 闊 達 に 住 民 た ち が 自 分 の 意 見 を 出 し 合 う 場 が つ く ら れ て い

っ た 経 緯 が み ら れ る 。  

 

④ 継 続 性  

表 ４ の 経 緯 を み れ ば わ か る が 、 住 民 の 活 動 は 一 時 的 な も の で は な

く 、 非 常 に 長 い 時 間 を か け て 少 し ず つ 活 動 を 広 げ て い っ て い る 。 集

落 の 聞 き 取 り 智 調 査 に よ る 実 態 把 握 、 座 談 会 開 催 か ら 住 民 同 士 の 話

し 合 い 、 補 助 事 業 の 活 用 、 そ し て 祭 り の 復 活 、 新 し い 活 動 開 始 と 、

次 々 と ア イ デ ィ ア を 出 し 合 い 、 継 続 さ せ て き た 。 こ の 継 続 性 は 非 常

に 注 目 す べ き 点 で あ る 。 一 度 派 手 に 立 ち 上 が っ た 行 事 が 一 度 き り で

終 わ っ て し ま う こ と は よ く あ る こ と だ が 、 小 さ く て も 継 続 的 に 途 切

れ な く 何 か 活 動 を し て い る こ と 自 体 が 重 要 で あ る 。  

 

⑤ よ そ 者 、 若 者 ・ ば か 者 の 存 在  人 々 の 多 様 性  

地 域 活 性 化 で よ く 引 き 合 い に 出 さ れ る 3 要 素 が そ ろ っ て い た 。 よ

そ 者 、 若 者 と し て 大 学 生 、 ま た 秋 田 県 や 湯 沢 市 の 地 域 お こ し 協 力 隊

等 が ボ ラ ン テ ィ ア と し て 祭 り を 手 伝 っ て き た こ と 、 ば か 者 と し て 世

話 役 、 ま と め 役 を 担 う 人 の 存 在 が あ っ た 。 そ れ に よ っ て 徐 々 に 地 元

の 若 い 世 代 ・ 子 ど も た ち が 祭 を 手 伝 う よ う に な っ た り し て い っ た 。

ま た Ｕ タ ー ン 移 住 者 の 存 在 が あ り 、 異 な っ た 視 点 か ら の 捉 え 方 、 意

見 、 情 報 の 提 供 が み ら れ た こ と も 大 き い 。  

 

⑦ 結 節 点 の 存 在  

集 落 の 世 話 役 の 自 治 会 長 は 、 自 ら の 家 を 開 放 し 住 民 た ち の 交 流 場

所 、 祭 り の 準 備 作 業 場 の 提 供 を し て い る 。 さ ら に 冬 場 、 こ も り が ち

な 高 齢 者 が 自 然 と 集 ま れ る 場 に も な っ て い る 。  

い わ ば 地 域 の 結 節 点 と な る 場 が 存 在 す る 。        

 

（ ５ ） 課 題  

こ の 集 落 の 事 例 は 、 県 の 集 落 維 持 ・ 再 生 事 業 の な か で も 、 も 成

功 し た 事 例 の 一 つ と い え る 。 す べ て の 集 落 が こ の よ う に う ま く い く

わ け で は な い こ と は 注 意 し な け れ な な ら な い 。  

こ の も 成 功 し て い る 集 落 で さ え 、 し か し 課 題 は あ る 。 日 常 生 活
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に お け る 課 題 解 決 の 難 し さ は そ の 一 つ で あ る 。 イ ベ ン ト 型 の 行 事 は

楽 し み も あ り 次 々 行 わ れ る よ う に な っ て き た が 、 一 方 で 日 常 生 活 に

お け る 地 域 課 題 に 対 応 し た 活 動 は 、 こ れ か ら と い う と こ ろ で あ る 。  

ま た 、 せ っ か く 復 活 し 継 続 さ せ て き た 恵 比 寿 俵 祭 り で あ る が 、 次

世 代 へ の 継 承 （ 世 代 間 交 流 ） の 難 し さ が 残 っ て い る 。 ま た 行 政 、 地

域 お こ し 協 力 隊 、 大 学 生 等 も い つ も 手 伝 っ て く れ る 状 態 で は な く 、

綱 渡 り の と こ ろ も あ る 。2 0 1 9 年 、今 年 も ま た 祭 り は 行 わ れ た 。し か

し 、 そ の 前 に 住 民 た ち は 話 し 合 い の 場 を 設 け て い た 。 そ ろ そ ろ 高 齢

の 世 代 は 継 続 が 厳 し く な っ て き て い る 。 次 の 世 代 に 次 い で も ら い た

い 。 し か し 、 次 世 代 か ら は 、 継 承 が 難 し い と い う 厳 し い 意 見 が 出 さ

れ た 。 今 後 、 ど う な る か は ま だ わ か ら な い 。 今 の 時 点 で は 行 方 を 見

守 る し か な い が 、 ま た 新 た な か た ち で コ ミ ュ ニ テ ィ を 維 持 し よ う と

す る 住 民 の 姿 勢 も 垣 間 見 ら れ た 。 引 き 続 き そ の プ ロ セ ス を 追 い 、 ロ

ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の ゆ く え を 考 察 す

る 手 掛 か り と し た い 。  

 

お わ り に  

地 域 に 根 差 し た 小 集 落 の 伝 統 的 な 祭 り と い う 文 化 資 源 を 通 し 、 高

齢 化 し 衰 退 す る 集 落 は 、 こ れ ま で の 集 落 の ま ま で は 立 ち い か な く な

る 状 況 で あ っ た 。 そ の な か で 、 外 部 と の つ な が り を き っ か け に 住 民

活 動 が 活 発 化 し て い く プ ロ セ ス を み て き た 。 そ こ に は 消 え か か っ て

い た 地 域 の 一 体 感 と 住 民 の 結 び つ き が 、 祭 り の 復 活 と い う 活 動 を 通

し て 強 ま っ て い く 様 が み て と れ た 。 今 も 集 落 は 高 齢 化 が 進 み 人 口 減

少 も 止 ま ら な い 。 し か し 祭 り を き っ か け に 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ が 再 生

し 、 地 域 住 民 の 新 た な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 立 ち 現 れ た と い っ て も よ

い で あ ろ う 。 課 題 で み た よ う に 、 し か し 次 世 代 が い る か と い え ば 、

継 承 は 現 実 的 に 難 し い 時 期 に 差 し か か っ て き た 。 し か し 、 振 り 返 っ

た 時 に こ の 1 0 年 と い う 時 間 の 流 れ は 、 確 実 に ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ

テ ィ の 変 容 を み せ 、 そ し て 新 た な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を か た ち づ く っ

た 軌 跡 で あ る と い え る だ ろ う 。  
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終 章  ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 可 能 性  

 

１ ． 各 事 例 研 究 に お い て 見 い だ さ れ た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 様  

グ ロ ー バ ル 化 時 代 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 と し て 、 ポ ス ト ナ シ ョ ナ

ル・シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 を 基 軸 に し つ つ 、第 2 章 か ら 第 6 章 に か け 、

グ ロ ー バ ル 化 や 少 子 高 齢 化 と い っ た 社 会 変 動 の 影 響 を 受 け 変 容 し て

い く ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 様 を

示 す 事 例 を み て き た 。  

序 章 で は 、 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 後 の 議 論 の

展 開 と し て 、リ ベ ラ ル・ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 台 頭 か ら 再 び ナ シ ョ ナ ル・

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 が 注 目 さ れ て き て い る 再 評 価 の 動 き を 捉 え た 。

し か し 、 か え っ て ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に つ い て 改

め て 再 考 さ れ う る 余 地 が 生 じ て き た こ と を 論 じ た 。 移 民 や 難 民 の 増

加 に 伴 う 文 化 的 多 元 性 を 考 え る と 、「 ナ シ ョ ナ ル な 境 界 を 超 え る コ ミ

ュ ニ テ ィ を ど の よ う に 構 想 し う る の か 」（ 伊 豫 谷 20 1 3 : 8 7）と い う 問

い を し 続 け る 姿 勢 、 つ ま り グ ロ ー バ ル 時 代 に お け る ポ ス ト ナ シ ョ ナ

ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 議 論 は な お 必 要 で あ る と い え る 。  

一 方 で 、 実 際 の 地 域 社 会 に お け る 社 会 参 加 、 地 域 再 生 、 地 域 づ く

り と い っ た 実 践 を 具 体 的 に 考 え よ う と す れ ば 、 ロ ー カ ル ・ レ ベ ル で

の コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 も 必 要 で あ る 。 ロ ー カ

ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ は 、 か つ て の 村 落 と し て の 社 会 的 統 合 、 閉 鎖 性 、

排 除 性 を 伴 う コ ミ ュ ニ テ ィ と は 異 な る 、 多 様 性 や 流 動 性 を 含 み も つ

も の へ と 変 容 を 遂 げ つ つ あ る 。 改 め て 多 様 性 を 含 み も つ メ ン バ ー シ

ッ プ の あ り 方 が 問 わ れ る こ と を 示 し た 。  

第 1 章 で は 、 マ ー シ ャ ル 以 降 の 社 会 学 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

論 の 系 譜 を 改 め て 整 理 し た 。 グ ロ ー バ ル 化 以 前 、 国 民 国 家 の 枠 組 み

を 前 提 と し て い た 時 代 に は 、 国 家 内 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 平 等 性 を

重 視 し 、 そ の 平 等 性 を 形 式 的 に 拡 大 す る よ う な 主 張 が 展 開 さ れ て き

た 。 権 利 と 義 務 の 諸 形 態 に 関 心 を よ せ る 形 式 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に

関 す る 研 究 で あ る が 、 そ れ は 成 員 間 の 平 等 性 を 重 要 視 す る 点 で 、 国

家 に お け る 資 格 付 与 と し て の ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 限 界

を も つ 。 そ の ナ シ ョ ナ ル な 枠 組 み が 前 提 と さ れ て い る な か で の 平 等

性 の 希 求 と し て 、 外 国 人 の 権 利 拡 大 に 関 す る デ ニ ズ ン シ ッ プ の 扱 い

を め ぐ る 議 論 な ど 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 拡 大 の 主 張 が な さ れ て き た 傾

向 が あ る 。  

し か し 、19 8 0 年 代 後 半 以 降 の グ ロ ー バ ル 化 に よ る 社 会 変 動 が 、国

民 国 家 の 枠 組 を 前 提 と し て い た ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の

限 界 を 明 ら か に し 、 文 化 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を は じ め と し た ポ ス

ト ・ ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 へ の 展 開 を も た ら し た 。 グ ロ

ー バ ル 化 が 進 展 し た 時 代 に お い て は 、 国 境 を 越 え る 移 民 労 働 者 の 急
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増 や 普 遍 的 人 権 意 識 の 高 揚 を 背 景 に ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

論 の 意 義 に 対 し て 疑 義 が も た ら さ れ る 。 普 遍 的 な レ ベ ル で 考 え る な

ら ば 、 む し ろ 人 権 と し て 考 え る べ き と い う 議 論 の 下 で は 、 シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ の 意 義 は 失 わ れ か ね な い 議 論 も 出 て き た 。 そ し て 形 式 的 な

平 等 性 を 重 視 し た 権 利 ・ 義 務 論 、 平 等 性 の 議 論 か ら 、 文 化 的 差 異 を

前 提 と し そ の 承 認 を 求 め る ア イ デ ン テ ィ テ ィ や 能 動 的 シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ と し て の 参 加 の 議 論 に 関 心 が 寄 せ ら れ 、 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 へ と 移 行 し て い く 。 こ の こ と を 、 主 に デ ラ ン テ ィ

の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 を も と に 整 理 し 、 グ ロ ー バ ル 化 の な か で 様 々

な 変 容 を 余 儀 な く さ れ る ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ 論 と し て 、 参 加 、 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 議 論 が 必 要 で あ る こ

と を 論 じ た 。 し か し 、 序 章 で ふ れ た よ う に 、 こ う し た ポ ス ト ナ シ ョ

ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 も 盤 石 と は い え な か っ た 。 ポ ス ト ナ シ ョ

ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 を 支 持 す る デ ラ ン テ ィ に お い て さ え も 、

「 グ ロ ー バ ル な 市 民 」 と い う 構 想 を 強 調 す る あ ま り 、 人 々 が 実 際 の

生 活 を 営 む コ ミ ュ ニ テ ィ と の 結 び つ き を 欠 い た ま ま の 議 論 に な り が

ち で あ る と い っ た 限 界 を 示 し て お り （ D e l a n t y  2 0 0 0）、 ナ シ ョ ナ ル

か ら ポ ス ト ・ ナ シ ョ ナ ル な 議 論 へ と 展 開 し て 以 降 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ の 議 論 は 停 滞 し た か に 思 わ れ た 。  

2 0 0 0 年 代 に 入 る と 、シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は こ れ ま で と は 異 な る ナ シ

ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 へ と 向 か う 方 向 性 が で て き た 。 グ ロ ー

バ ル 化 や 個 人 化 が 進 み 、 少 子 高 齢 化 や 人 口 減 少 に よ り 、 人 々 が 拠 り

所 と し て き た 家 族 や 地 域 と い っ た コ ミ ュ ニ テ ィ の 機 能 が 失 わ れ そ の

喪 失 感 が 大 き く な っ て い る 現 在 に お い て 、 リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ

ム 論 と い わ れ る 政 治 哲 学 的 な 議 論 が 注 目 さ れ 、 新 た な シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ へ の 新 た な 関 心 、 議 論 が 展 開 し て き て い る 。 グ ロ ー バ ル 化 が 進

み 人 々 が 帰 属 す る 場 と し て の コ ミ ュ ニ テ ィ の 喪 失 感 が 大 き く な っ て

い る 反 動 と し て か え っ て コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 希 求 が 高 ま り 、 社 会 統 合

の 方 向 性 と し て リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム が 展 開 し て き た 。  

こ の よ う に 、 戦 後 の 社 会 学 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 、 ご く

簡 単 に 整 理 す れ ば 、 ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ か ら ポ ス ト ナ シ

ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 へ 、 そ し て ま た リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ

ズ ム を 基 盤 と し た ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 浮 上 し て き て い

る と い う こ と に な る 。 本 論 は 、 こ う し た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 流 れ

を 抑 え つ つ 、 新 た な ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 に は 懐 疑 で き

な 立 場 を と り つ つ 、 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 に お け

る 展 開 の 可 能 性 を 考 察 す べ く 、 ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 を 事 例 を 通 し て 示 そ う と し た 。第 2 章 か ら 第 6 章

の 事 例 研 究 が そ れ で あ る 。  

第 ２ 章 で は 、1 9 9 0 年 代 の 日 本 の グ ロ ー バ ル 化 、特 に 国 際 労 働 移 民
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の 流 入 が 顕 著 に な っ て く る 時 代 に 、 改 め て 日 本 に お け る 古 く か ら の

定 住 外 国 人 で あ る 在 日 コ リ ア ン の 存 在 に 焦 点 を 当 て 、 シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ の 課 題 を 通 し て 再 考 し た 。 活 発 な 民 族 差 別 撤 廃 運 動 の 展 開 を み

せ 、1 9 8 0 年 代 以 降 、国 に 先 駆 け て 外 国 人 施 策 を 推 進 し て き た 川 崎 市

に お け る 古 く か ら の 定 住 外 国 人 で あ る 在 日 韓 国 人 の 地 域 運 動 の 経 緯

を 追 い 、 施 設 設 立 の 過 程 で 町 内 会 組 織 と の 対 立 、 葛 藤 を 生 む 民 族 関

係 を 捉 え 、 定 住 外 国 人 の 社 会 的 権 利 と コ ミ ュ ニ テ ィ を 関 係 さ せ た 研

究 の 重 要 性 を 示 し た 。 こ こ か ら 、 在 日 韓 国 人 の 地 域 運 動 か ら 市 に よ

る 定 住 外 国 人 政 策 が 展 開 さ れ 一 定 の 社 会 保 障 が 制 度 上 整 備 さ れ て き

た 一 方 で 、 権 利 の 能 動 的 な 行 使 と し て の コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 主 体 的 参

加 の 回 路 は 現 実 の コ ミ ュ ニ テ ィ に お い て 、 特 に 町 内 会 組 織 が コ ミ ュ

ニ テ ィ へ の 主 体 的 参 加 の 手 段 と し て 開 か れ て い な か っ た こ と を 示 し

た 。し か し 、「ふ れ あ い 館 」設 立 過 程 に お け る 桜 本 地 区 住 民 の 対 立 の

意 味 を ポ ジ テ ィ ヴ に 捉 え か え す な ら ば 、 施 設 設 立 と い う 共 通 の 課 題

を め ぐ り 三 者 の 激 し い 対 立 や 葛 藤 が 表 面 化 し た こ と 自 体 は 、 コ ミ ュ

ニ テ ィ に 内 包 す る 問 題 へ の ま な ざ し を 培 い 、 異 質 性 と の 現 実 的 な 出

合 い を 生 み 、 新 し い 共 同 性 を も つ コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 の 可 能 性 を 開 く

契 機 と い う こ と も で き 、 こ こ に シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 方 を 問 う 課

題 が み え て き た 。  

ち ょ う ど 日 本 社 会 に お い て 移 民 労 働 者 の 増 加 に よ り エ ス ニ シ テ ィ

研 究 が 注 目 さ れ る よ う に な っ て い た 時 期 と 重 な る が 、 筆 者 は あ え て

ニ ュ ー カ マ ー で は な く 長 年 日 本 に 存 在 し な が ら 、 社 会 学 に お い て は

ほ と ん ど 注 目 さ れ ず マ イ ナ ー な 存 在 で あ っ た 在 日 韓 国 人 と そ の 多 住

地 域 に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ 問 題 を 改 め て 取 り 上 げ た 。 そ し て 依 然 と

し て 差 別 状 況 に お か れ た ま ま で あ っ た 在 日 韓 国 人 が 、 社 会 的 マ ジ ョ

リ テ ィ で あ る 日 本 人 コ ミ ュ ニ テ ィ の 中 で い か に し て そ の シ テ ィ ズ ン

シ ッ プ を 得 る か 、 特 に 福 祉 国 家 体 制 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と し

て 社 会 保 障 や 教 育 を 受 け る 権 利 を い か に し て 勝 ち 取 っ て き た か を 示

す プ ロ セ ス を 、 川 崎 市 の 沿 岸 部 桜 本 地 区 を 事 例 に 示 そ う と 試 み た 。  

こ の 研 究 で 特 に 注 目 し た の は 定 住 外 国 人 の 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ で あ る が 、 そ れ は 社 会 保 障 や 教 育 の 権 利 を も つ 国 民 を 対 象 と す る

点 で 、 外 国 籍 住 民 は 排 除 さ れ て し ま う 構 造 を も つ 。 こ の こ と は グ ロ

ー バ ル 化 時 代 に お い て は 大 き な 矛 盾 を 抱 え る も の で あ る 。 そ う い う

意 味 で 、 こ の 第 ２ 章 は 、 ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 限 界 と そ

れ が グ ロ ー バ ル 化 の な か で 外 国 人 の 社 会 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 受 容

拡 大 と い う 新 た な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 在 り 方 に つ い て 再 考 せ ざ る を

得 な い 状 況 、 過 渡 期 に き て い る こ と を 示 す 事 例 と な っ た 。 日 本 社 会

が 共 生 思 想 に つ い て 考 え さ せ ら れ る 契 機 を 示 し た と い え る 。  

第 ３ 章 で は 、 秋 田 県 羽 後 町 を 事 例 に 、 農 村 に お け る 外 国 人 妻 の 社

会 参 加 の プ ロ セ ス を 追 っ た 。 外 国 人 に と っ て 生 活 の 基 盤 と な り 社 会
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的 権 利 と し て 保 障 さ れ る べ き 教 育 、 特 に 日 本 語 教 育 を 中 心 と し た 外

国 人 へ の 生 活 支 援 と 、 そ れ に よ っ て 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 相 互

補 完 的 な 社 会 参 加 が み い だ さ れ る 状 況 を 示 し た 。 地 方 小 規 模 自 治 体

で は 、 外 国 人 が 少 な く 外 国 人 住 民 へ の 対 応 が 遅 れ て い た 。 し か し そ

れ ゆ え に 、 県 や 市 町 村 の 行 政 の 役 割 は 大 き く 、 早 急 な 対 応 を せ ま ら

れ て き た 。そ う し た な か で 、1 9 9 5 年 か ら 県 を あ げ て の 日 本 語 支 援 事

業 、 そ の 他 日 本 語 指 導 者 の 養 成 講 座 等 が 展 開 さ れ 全 国 で も 数 少 な い

日 本 語 教 育 シ ス テ ム が 築 か れ 、 羽 後 町 で は 、 秋 田 県 の 支 援 を 受 け つ

つ 独 自 の 判 断 を し て 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 全 体 で 外 国 人 妻 を 住 民 と し て

迎 え 入 れ る 積 極 的 な 意 識 を も ち 、 地 道 な 体 制 づ く り を 続 け て き た 。

日 本 語 能 力 を 認 め ら れ て 職 を 得 る 場 合 、 教 育 と 雇 用 の 場 の 連 携 に よ

り 相 互 に 支 援 し あ う 関 係 が つ く ら れ 、 そ れ を き っ か け に 地 域 社 会 と

の 関 係 を 築 い て い く こ と が 可 能 に な り 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 新 し い

創 生 が な さ れ て い く 契 機 を 示 し た 。  

1 9 8 0 年 代 か ら 地 方 農 村 に お け る 後 継 者 不 足 へ の 対 策 と し て 自 治

体 が 斡 旋 す る か た ち で 行 わ れ る よ う に な っ た 国 際 結 婚 に よ る 定 住 外

国 人 、 い わ ゆ る 外 国 人 妻 や そ の 子 供 た ち が 、 日 本 語 教 育 の 支 援 を 受

け る こ と に よ り 、 農 山 村 に お け る 定 住 外 国 人 の 地 域 住 民 と の 社 会 関

係 を つ く り だ し て い く 事 例 を み た 。 も ち ろ ん 、 こ う し た 農 村 に お け

る 国 際 結 婚 の 背 景 に は 、 日 本 人 男 性 と 外 国 人 女 性 、 特 に ア ジ ア 人 女

性 と の 間 に 深 く 刻 ま れ て い る ジ ェ ン ダ ー 構 造 と エ ス ニ ッ ク な 差 別 構

造 、 教 育 に よ る 同 化 問 題 を 無 視 し て は 論 じ ら れ な い 側 面 が あ り 、 本

論 で は そ こ に 深 く 立 ち 入 る こ と が で き て い な い 点 が 課 題 で は あ る 。

し か し 、 そ う し た 背 景 、 課 題 が あ り つ つ も 、 日 本 社 会 に お い て 、 日

本 語 を 理 解 し 使 え る よ う に な る こ と は 、母 語 が 異 な る も の に と っ て 、

ま た 定 住 し 生 活 す る 者 に と っ て 、 生 き る た め の 重 要 な ス キ ル と な る

こ と は 明 ら か で あ り 、 実 際 の コ ミ ュ ニ テ ィ に お い て 、 彼 女 ら が 社 会

参 加 の 場 を 得 て コ ミ ュ ニ テ ィ に 受 け 入 れ ら れ る よ う に な っ て い る こ

と も ま た 事 実 で あ る 。 こ う し た 点 か ら 、 第 3 章 は 、 日 本 語 教 育 に よ

り 、 定 住 外 国 人 が 生 活 基 盤 と す る 地 域 に お い て 社 会 参 加 を 果 た す こ

と が 可 能 に な る 、 ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 可

能 性 を 捉 え る 事 例 と な っ て い る 。  

第 ４ 章 で は 、 グ ロ ー バ ル 化 や 高 齢 化 の 影 響 を 受 け て 衰 退 す る 伝 統

的 地 場 産 業 集 積 地 で あ る 秋 田 県 稲 川 町 の 川 連 漆 器 産 業 を 事 例 に 、 職

人 集 団 や そ の 家 族 、 女 性 た ち と の 社 会 関 係 が 従 来 の タ テ の 関 係 か ら

水 平 的 な 関 係 へ と 変 容 す る プ ロ セ ス を 捉 え た 。 川 連 漆 器 産 業 に お い

て 2 0 0 0 年 代 以 降 、 従 来 の 川 連 漆 器 の 伝 統 的 な 工 芸 技 術 の 枠 を 越 え

た 新 し い 製 品 づ く り の 試 み や 、 技 術 者 間 の 新 し い ネ ッ ト ワ ー ク が か

た ち づ く ら れ 、 こ れ ら を 通 し て 地 場 産 業 展 開 の 活 路 を 見 い だ そ う と

す る 動 き が み ら れ る よ う に な っ て い る 。 こ う し た 社 会 関 係 の 変 容 を
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通 し て 、 地 場 産 業 と 密 接 に 結 び つ い て き た ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ

の 再 形 成 プ ロ セ ス と 課 題 を 捉 え た 。 古 く か ら の 伝 統 的 な 地 場 産 業 が

続 い て い る 地 域 に お い て は 、 そ れ が 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 基 盤 構 造 と

な っ て お り 、 産 業 の 動 向 が 地 域 の 生 活 に 深 く か か わ っ て い る 。 伝 統

技 術 を も つ 職 人 が 集 落 単 位 で 生 活 と 労 働 を 同 地 域 で 展 開 し て き た 稲

川 町 は 、 グ ロ ー バ ル 化 、 少 子 高 齢 化 と い っ た 現 代 社 会 の 大 き な 変 化

に よ り 従 来 の 職 人 集 団 を は じ め と し た 関 係 が 変 容 す る プ ロ セ ス を 、

同 時 に 地 域 生 活 の 住 民 の 変 容 と し て と ら え る こ と が で き た 。  

伝 統 的 地 場 産 業 の 町 に お け る 旧 来 の 漆 器 職 人 集 団 が グ ロ ー バ ル 化 、

高 齢 化 の 影 響 に よ り 地 域 の 基 盤 で あ っ た 地 場 産 業 の 川 連 漆 器 が 衰 退

し て い く 中 で 、 こ れ ま で な か っ た 異 部 門 の 職 人 同 士 が 連 携 し あ い 、

ま た 男 性 中 心 の 職 人 社 会 に お け る 性 別 役 割 の な か で 、 商 品 づ く り の

現 場 に 係 る こ と が な か っ た 女 性 た ち が 活 動 を 始 め た り 、 事 業 所 同 士

の 付 き 合 い が 希 薄 で あ っ た 状 況 か ら 、 新 し い ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ て

情 報 を 共 有 し あ っ た り す る こ と で 、 新 た な 社 会 関 係 が 生 ま れ て き た

こ と を 示 し た 。 こ れ は 、 一 つ は 旧 来 の 徒 弟 制 や 親 方 を 中 心 と し た 閉

鎖 的 な タ テ 関 係 で 分 断 さ れ て い た コ ミ ュ ニ テ ィ 内 に 、 こ れ ま で に な

い コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 参 加 の 在 り 方 が 見 い だ さ れ た 例 と い え る だ ろ う 。

女 性 が か か わ り 、 ま た 異 部 門 同 士 の 職 人 が チ ー ム を 組 む こ と で 、 川

連 漆 器 の 新 し い 商 品 開 発 や 情 報 発 信 が 試 み ら れ 、 多 様 な 連 携 を う み

だ す シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 生 み 出 し た と い え る 。  

第 ５ 章 で は 、 近 世 、 近 代 に 商 人 の 町 と し て 栄 え た 秋 田 県 増 田 町 を

事 例 に 、 豪 商 た ち が ひ そ か に 建 て 生 活 空 間 と し て 使 用 し て い た 豪 奢

な 内 蔵 が 、 時 代 と と も に 役 立 た ず に な っ た も の の 、 近 年 住 民 に よ っ

て そ の 価 値 が 再 発 見 さ れ る こ と に よ り 、 地 域 づ く り に 活 用 で き る 地

域 文 化 資 源 へ と 変 容 を 遂 げ 、 そ れ を き っ か け に 住 民 参 加 の 地 域 づ く

り が 盛 ん に お こ な わ れ る よ う に な る プ ロ セ ス を み た 。 こ れ は 地 域 コ

ミ ュ ニ テ ィ に お け る 社 会 関 係 の 変 容 で も あ る 。 こ の 変 容 は 、 地 域 の

支 配 的 な 社 会 関 係 に も 影 響 を 及 ぼ し 、 住 民 参 加 に よ る ま ち づ く り を

展 開 さ せ る 契 機 に な り 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 参 加 に お け る 対 等 性 、 多 様 性

が み ら れ る よ う に な っ た 。 か つ て の 支 配 関 係 か ら 、 対 等 な 関 係 が 構

築 さ れ る こ と に よ り 、 コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 参 画 の 道 筋 が つ け ら れ た 。

地 域 の 歴 史 的 支 配 構 造 、 権 力 構 造 に お い て み ら れ た 増 田 商 人 層 （ 地

主 層 ） と 一 般 住 民 （ 小 作 層 ） と の 分 断 が 、 時 代 を 経 て 、 富 の 象 徴 で

あ っ た 内 蔵 が 、 地 域 の 衰 退 と と も に 「 た な ぎ も の 」 と し て 打 ち 捨 て

ら れ つ つ あ っ た も の が 、 近 年 の 地 域 住 民 に よ る ま ち づ く り の 活 動 を

き っ か け に 地 域 資 源 と し て 再 評 価 さ れ る プ ロ セ ス を 下 敷 き に 、 ま ち

づ く り に よ っ て 広 が る コ ミ ュ ニ テ ィ の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 捉 え た 。

行 政 の 支 援 で は な く 、 住 民 自 体 が Ｎ Ｐ Ｏ を 立 ち 上 げ 、 ま た 元 支 配 層

で あ る 内 蔵 の 所 有 者 は も と よ り 、 町 内 会 、 婦 人 会 、 中 学 生 か ら そ の
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他 の 個 人 的 ボ ラ ン テ ィ ア ま で 、 イ ベ ン ト の 開 催 や 、 観 光 の ま ち づ く

り に 多 様 な 住 民 層 が か か わ っ て い る こ と を 事 例 で 示 し た 。 こ れ は 、

社 会 変 動 と シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 関 係 で み れ ば 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に

お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が 付 与 さ れ る プ ロ セ ス と し て み る こ と が で

き る こ と を 示 し た が 、 ロ ー カ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 変 容 、 拡 大 、

多 様 化 を 示 す 事 例 と な っ た と い え る 。  

第 ６ 章 で は 、少 子 高 齢 化 、人 口 減 少 が も 進 行 し 単 独 高 齢 者 世 帯 、

夫 婦 の み の 高 齢 者 世 帯 が 急 速 に 増 加 し て い る 秋 田 県 の 集 落 維 持 ・ 再

生 事 業 の 展 開 を 追 い つ つ 、 鈴 木 栄 太 郎 の い う 第 一 社 会 地 区 規 模 の 小

集 落 に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ の 現 状 と 、 住 民 参 加 に よ る 集 落 維 持 、 再

生 の プ ロ セ ス を 追 っ た 。 高 齢 化 し 衰 退 す る 集 落 は 空 き 家 も 多 く 高 齢

化 が 進 み 集 落 維 持 が 危 ぶ ま れ る 状 況 に あ っ た 。 し か し 秋 田 県 や 湯 沢

市 が 集 落 維 持 ・ 再 生 事 業 を 通 し て 中 間 支 援 組 織 の 機 能 を も ち 、 大 学

生 や 地 域 お こ し 協 力 隊 の よ う な よ そ 者 と の つ な が り を き っ か け に 、

廃 れ て し ま っ て い た 集 落 の 伝 統 的 な 祭 り を 復 活 さ せ 、 そ れ き っ か け

に 主 体 的 な 住 民 活 動 が 活 発 化 し て い く プ ロ セ ス を み て き た 。 こ の 事

例 か ら 、 集 落 外 の よ そ 者 の 存 在 が 、 住 民 に 働 き か け る こ と で 、 ロ ー

カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に 変 容 を も た ら し 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 能 動 的

側 面 の 成 熟 と 多 様 性 を 産 む 契 機 に な る こ と が 示 さ れ た 。 ま た 地 域 文

化 資 源 の 存 在 と そ れ ら へ の 愛 着 が 、 改 め て 彼 ら の ア イ デ ン テ ィ テ ィ

を 強 く 意 識 し 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 醸 成 に 結 び つ い た と い え る 。  

行 政 職 員 、 地 域 お こ し 協 力 隊 、 大 学 生 、 新 な 移 住 者 と い っ た 「 よ

そ 者 」 や 、 人 々 の 集 う 場 所 づ く り や リ ー ダ ー 役 を 買 っ て 出 る 「 ば か

者 」 の 存 在 が 不 可 欠 で あ っ た と い え る が 、 な か で も 集 落 内 だ け で な

く 、 よ そ か ら の 人 々 と の か か わ り が 、 社 会 関 係 を 変 え 、 ま た ロ ー カ

ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ の 在 り 方 さ え も 変 え て い く プ ロ セ ス が み え た 。 こ

こ で は 、 高 齢 化 し 解 体 し か け て い た コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ の 再 生 と 、 集 落 を 超 え た 多 様 な 人 々 と の 交 流 に よ る シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ の 変 容 と が み て と れ た 。  

こ の よ う に 、 各 事 例 を み て き た が 、 こ れ ら に 通 底 す る の は 、 シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ の 捉 え 方 と し て 、 こ れ ま で の ナ シ ョ ナ ル 、 ポ ス ト ナ シ

ョ ナ ル の 抽 象 的 な 議 論 で は 押 え 切 れ て い な い 、 ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ

テ ィ レ ベ ル で の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 様 で あ る 。 地 域 に 根 差 し た

住 民 の ロ ー カ ル 空 間 に お け る 、 多 様 性 と 流 動 性 を も っ た シ テ ィ ズ ン

シ ッ プ で あ る 。  

従 来 の 地 域 構 造 （ 支 配 、 上 下 、 対 立 な ど の 社 会 関 係 ） が 維 持 さ れ

て い る う ち は 、 参 加 型 社 会 と し て の 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成 は み ら

れ な い 。 従 来 の 地 域 構 造 が グ ロ ー バ ル 化 や 少 子 高 齢 化 と い っ た 社 会

変 動 に よ っ て 崩 壊 、 変 容 し て い く な か で 、 新 た な 関 係 性 ― 対 等 性 、

多 様 性 、 流 動 性 と い っ た 社 会 関 係 の 変 容 に よ っ て 参 加 が 、 旧 来 の コ
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ミ ュ ニ テ ィ に お い て 所 与 と さ れ て き た 地 域 性 を 超 え て 広 が り を み せ 、

そ れ が 地 域 再 生 や 活 性 化 へ の き っ か け と な っ て い る 。 そ し て そ れ は

新 し い ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 新 し い シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の

在 り 方 と し て 捉 え る こ と が で き る 。  

 

２ ． 本 論 の 意 義 の 再 確 認 と 今 後 の 課 題  

伊 豫 谷 が 指 摘 し た よ う に 、 グ ロ ー バ ル 化 が 進 展 す る 今 日 に お い て

は 、「 ロ ー カ ル な 諸 課 題 は 不 可 避 的 に グ ロ ー バ ル な 課 題 に 連 接 」し て

お り 、 そ の 「 グ ロ ー バ ル な 課 題 は 、 具 体 的 な 実 践 の 場 と し て ロ ー カ

ル に 展 開 さ れ る 」（ 伊 豫 谷 2 0 0 2： 4 5）。し か し 、こ の よ う に グ ロ ー バ

ル と ロ ー カ ル の 関 連 性 が 常 に 指 摘 さ れ 取 り 上 げ ら れ て い な が ら 、 シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 一 般 に 抽 象 論 の 域 を で る こ と は な く 、 具 体 的 な

コ ミ ュ ニ テ ィ の 地 域 構 造 分 析 を ふ ま え た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 は 展 開

し て い な い 。 こ の こ と を 、 本 論 で は 第 一 に 掲 げ た 。 そ し て 具 体 的 、

実 践 的 レ ベ ル で の 議 論 に 踏 み 込 む べ き 段 階 に 踏 み 込 む べ き こ と を 指

摘 し た 。 こ の 点 か ら 、 本 論 の 特 色 は 、 一 般 に 都 市 空 間 を 想 定 し た シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 が 多 い 中 、 東 北 地 域 の な か で も 北 東 北 に 位 置 す る

秋 田 県 の そ の 中 で も 都 市 部 で は な く 山 間 地 、 中 山 間 地 域 の ロ ー カ ル

空 間 を 対 象 に 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の あ り 様 を 捉 え よ う と 試 み た 点 で

あ る と 考 え て い る 。  

1 9 9 0 年 代 、コ ミ ュ ニ テ ィ と い え ば ま だ 都 市 コ ミ ュ ニ テ ィ を 意 味 し

た 時 代 で あ っ た が 、 筆 者 は 定 住 外 国 人 の 増 加 に よ る エ ス ニ シ テ ィ 研

究 や 環 境 社 会 学 に お け る 農 村 研 究 の 新 た な 展 開 を み る な か で 、 今 後

「 農 山 村 に お け る 」 コ ミ ュ ニ テ ィ 研 究 が 必 要 で は な い か と 考 え て い

た 。 当 時 あ ま り 「 農 村 コ ミ ュ ニ テ ィ 」 と い う 表 現 は み ら れ な か っ た

が 、そ の 後 、2 0 0 0 年 代 に 入 る と 、少 子 高 齢 化 に よ る 限 界 集 落 問 題 が

東 北 で も 注 目 さ れ る よ う に な り 、 集 落 維 持 や 活 性 化 が 重 要 な 地 域 課

題 と な り 、 そ う し た 中 で 農 山 村 に お い て も コ ミ ュ ニ テ ィ と い う 言 葉

が 当 た り 前 の よ う に 使 用 さ れ る よ う に な っ て き た と 感 じ て い る 。  

そ の よ う な こ と も あ り 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 研 究 に お い て も 、 も や

は 都 市 空 間 を 前 提 と し た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ だ け で な く 、 シ テ ィ ズ ン

シ ッ プ 研 究 に お い て 都 市 は も と よ り 地 方 に お け る ロ ー カ リ テ ィ を 意

識 し た 研 究 も 必 要 で あ る と い う ス タ ン ス で こ の 本 論 を 試 み た 。 こ れ

が 一 つ の 本 論 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 研 究 の 特 徴 で は な い か と 考

え る 。  

ロ ー カ リ テ ィ に 根 差 す シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、 本 来 グ ロ ー バ ル 化 と

は 相 い れ な い 。ロ ー カ ル な 閉 ざ さ れ た 空 間 が 、あ る い は 固 有 の 文 化 、

ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 反 グ ロ ー バ ル 的 で あ る か ら だ 。 し か し 、 そ う し

た 見 解 と は 相 対 し て 、 新 し い か た ち の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ が ロ ー カ ル

空 間 に 生 じ て い る こ と を 、 本 論 で み て き た 事 例 が 示 し て い る と い え
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る 。 一 方 で リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム と い う 新 た な ナ シ ョ ナ ル ・ シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ に よ る 社 会 的 統 合 が 求 め ら れ て い る 。 そ し て こ れ ま

で の ナ シ ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ も 、 完 全 に 消 失 し 存 在 意 義 を 失

っ て い る わ け で は な い 。 む し ろ 強 固 に 存 在 し 続 け て い る 。 し か し 国

家 の 枠 組 が 揺 ら い で い る の は 確 か で あ り 、 ま た 新 し く 生 ま れ る コ ミ

ュ ニ テ ィ へ の 新 し い 形 で の 帰 属 が 生 じ て き て い る こ と も 事 実 で あ る 。

そ う し た な か 、 ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 新 し く 生 じ て は 変

化 し て い く シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 捉 え て い く 議 論 も 成 り 立 つ 余 地 が あ

る の で は な い だ ろ う か 。  

本 論 は 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 系 譜 を た ど り 、 近 年 台 頭 し て き た

リ ベ ラ ル ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム を 超 え た と こ ろ に あ る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

の 新 し い あ り 様 を 、 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に 依 拠 し

つ つ 捉 え る こ と を 試 み た 。 ま た 、 抽 象 論 的 議 論 を 超 え 、 具 体 的 、 実

践 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 必 要 性 を 説 き 、 ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ

ィ の 事 例 研 究 を 示 す こ と で そ の 展 開 を 試 み た 。 こ こ で は 図 ら ず も 、

1 9 9 0 年 代 か ら 2 0 1 0 年 代 に 至 る 長 期 に わ た る 、社 会 変 動 に よ り 変 容

を 迫 ら れ て き た ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ の 多 様 な 現 状 を 捉 え る こ と

に も つ な が っ た と 考 え る 。  

し か し 、 課 題 と し て 、 で は 本 論 で 注 目 す る 多 様 な シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ と は 何 か 、 あ る い は ロ ー カ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に お け る シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ と い っ た も の が あ り う る の か 、 と い っ た 問 い が だ さ れ た

と き に 、 そ れ に 対 し て 理 論 的 に 説 明 で き る 内 容 が 十 分 論 じ ら れ て い

る と は 言 い 難 い 。 ま た 、 1 9 9 0 年 代 か ら 2 0 1 0 年 代 ま で の 長 い ス パ ン

で シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 変 容 を 捉 え よ う と 試 み た が 、 次 元 の 異 な る シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ を 事 例 ご と に 区 別 せ ず に 扱 っ て し ま う こ と で 、 議 論

が ま と ま ら な い 点 も み ら れ る 。 今 後 の 課 題 と し て は 、 現 在 も 継 続 し

て み て い る 事 例 の 新 し い 動 向 を 踏 ま え た う え で 、 さ ら な る 理 論 的 探

究 を 充 実 さ せ て い く こ と が 重 要 で あ る と 考 え て い る 。 す で に 1 9 9 0

年 代 半 ば に は 、 斎 藤 ・ 岩 永 （ 1 9 9 6） が 新 し い 市 民 権 と し て 「 都 市 住

民 権 」 を 唱 え て い る が 、 こ う し た 路 線 を 踏 襲 し 、 都 市 住 民 権 よ り さ

ら に 普 遍 的 な 意 味 で 、 地 域 住 民 権 的 な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 議 論 を 深

め て い く こ と が 必 要 で は な い か と 考 え る 。  
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［ 注 ］  

序 章  

１ ）樽 本 は 、シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 が 、シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 自 体 の 展 開 と い う  

よ り 移 民 政 策 論 や 政 策 比 較 論 に 矮 小 化 さ れ た 議 論 に 終 始 し て い る こ と  

を 指 摘 し て い る （ 樽 本  2 0 0 0 ）。  

２ ）キ ム リ ッ カ は 、左 派 、右 派 そ れ ぞ れ の 主 張 の 方 向 性 と し て 、 特 に 能 動 的

な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ へ の 影 響 に 関 し 次 の よ う に 指 摘 し て い る 。「左 派 は 、

経 済 的 な 不 平 等 が 能 動 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を い か に し て 浸 食 す る の か

を 探 求 し て い る 。右 派 は 、経 済 的 不 平 等 を 軽 減 す る こ と を 目 的 と す る 福

祉 国 家 が い か に 市 民 的 徳 性 を 侵 食 す る の か を 探 求 し て い る 。フ ェ ミ ニ ス

ト 、ゲ イ 、 多 文 化 主 義 者 は 、 ジ ェ ン ダ ー や セ ク シ ュ ア リ テ ィ 、人 種 に 関

す る 伝 統 的 な 地 位 ヒ エ ラ ル キ ー が い か に 能 動 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 浸

食 す る の か を 探 求 し て お り 、保 守 主 義 者 は 、 女 性 、ゲ イ 、マ イ ノ リ テ ィ

を 支 援 す る 政 策 が い か に 市 民 的 徳 性 を 浸 食 す る の か を 探 求 し て い る 」

（ K y m l i k a  2 0 0 2 = 2 0 0 5 : 4 6 2 - 4 6 3 ）。  

３ ）  ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に 関 し て 、 特 に 権 利 と 義 務 の 形 式 的 な

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 の 限 界 や デ ニ ズ ン シ ッ プ の 議 論 に つ い て は 別 拙 稿

に お い て 整 理 し て お り 、 本 稿 で は 紙 幅 の 関 係 も あ り 詳 述 し な い （ 石 沢

1 9 9 7 ； 2 0 0 5 参 照 ）。  

４ ） ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 後 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 で は 、「 ポ ス ト

ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」、「 グ ロ ー バ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」、

「 コ ス モ ポ リ タ ン な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」な ど 様 々 な 呼 称 、構 想 が 示 さ れ

て お り 必 ず し も 統 一 さ れ て い る わ け で は な い 。本 稿 で は そ れ ら を 総 称 す

る も の と し て 、基 本 的 に「 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」の 表

現 を 用 い る こ と と す る 。  

５ ）一 方 で 、移 民 や 若 年 層 の 失 業 問 題 な ど い わ ゆ る 新 し い 貧 困 の 問 題 が ヨ ー

ロ ッ パ を 中 心 に 顕 著 化 し 格 差 問 題 の 拡 が り を 背 景 に 、グ ロ ー バ ル 化 の 影

の 部 分 で あ る 社 会 的 排 除 、そ し て 社 会 的 包 摂 の 議 論 も 関 心 を も た れ る よ

う に な っ て く る 時 代 で も あ る 。  

６ ）キ ム リ ッ カ は 、シ テ ィ ズ ン シ ッ プ へ の 関 心 に 火 が つ い た 理 由 を 、世 界 で

起 き て い る 多 く の 政 治 的 事 象 や 傾 向 に よ る も の と し 、「 合 衆 国 に お け る

有 権 者 の 無 関 心 の 広 が り や 長 期 に わ た る 福 祉 へ の 依 存 、東 欧 に お け る ナ

シ ョ ナ リ ズ ム 運 動 の 再 燃 、西 欧 に お け る 多 文 化 化・多 人 種 化 に よ っ て 生

み 出 さ れ た 緊 張 、サ ッ チ ャ ー 政 権 下 の イ ギ リ ス に お け る 福 祉 国 家 に 対 す

る 反 動 、市 民 の 自 発 的 な 協 力 に 依 拠 し た 環 境 政 策 の 失 敗 、グ ロ ー バ ル 化

へ の 不 満 、国 家 単 位 の 主 権 の 喪 失 感 」な ど を あ げ て い る（ K y m l i k a  2 0 0 2  

= 2 0 0 5 : 4 1 4 ）  
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第 １ 章  

１ ） デ ラ ン テ ィ に よ れ ば （ D e l a n t y  2 0 0 0 = 2 0 0 4 : 2 9 ）、 デ ュ ル ケ ム が そ の 契 機

を 示 し た と し て い る 。マ ー シ ャ ル 以 前 の 社 会 学 と 社 会 政 策 内 部 の 古 い 議

論 で は 、 劇 的 な 社 会 変 動 に 関 し て 規 範 的 な 議 論 が な さ れ て き た 。  

２ ）マ ー シ ャ ル の 批 判 に つ い て は 、主 に 伊 藤 周 平（ 1 9 9 6）、B . S .タ ー ナ ー（ 1 9 9 0）  

を 参 照 し て い る 。  

３ ）統 計 的 資 料 を 示 し て い る 文 献 と し て 、例 え ば 、宮 島 喬（ 1 9 8 6：1 1 7 - 1 1 8 表 1 , 2）  

を 参 照 の こ と 。  

４ ） 上 野 千 鶴 子 は 、 「 人 権 宣 言 （ l e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e  e t  d u  c i t o y e n） 」 が 文 字

ど お り 「 男 性 」 と 「 市 民 」 の 権 利 に ほ か な ら な い こ と を 指 摘 し て お り （ 上 野

千 鶴 子 , 1 9 9 6 : 1 3） 、 ま た 、 J .ク リ ス テ ヴ ァ は 、 「 人 権 宣 言 に お け る 『 人 間 』

は 、 『 国 民 』 と 同 一 視 さ れ た 上 で 、 『 市 民 』 と 区 別 さ れ て い る と し て い る

（ K r i s t e v a , J . , 1 9 8 8＝ 1 9 9 0 : 1 8 4 - 1 9 1） 。 こ の こ と は 、 男 性 で は な い 、 市 民 で

は な い 、 そ し て 国 民 で は な い 人 間 を 、 人 間 と み な さ な い 前 提 を 暗 示 す る 。  

５ ） 伊 藤 る り は 、 ブ ル ベ イ カ ー の 議 論 か ら 定 住 外 国 人 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 問 題 を

３ 点 に ま と め て い る が 、そ の な か で 、国 民 国 家 の 下 で の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は 、

個 人 と 国 家 の 固 定 的 な 関 係 を 前 提 と し て お り 、 国 家 間 移 動 の 激 し い 時 代 に お

け る 人 間 の 諸 権 利 の 保 証 を 、 単 一 国 籍 の 原 則 が 阻 害 し て い る と い う 事 実 へ の

着 目 の 重 要 性 を 主 張 し て い る （ 伊 藤 1 9 9 1 : 9 0） 。  

６ ）た と え ば 、ロ ッ シ ュ（ R o c h e ）の 研 究 論 文 は 、F e m i n i s m  a n d  C i t i z e n s h i p  ,   

E c o l o g y  a n d  C i t i z e n s h i p ,  W o r k  a n d  C i t i z e n s h i p  ,  H i s t o r i c a l i t y  a n d  

C I i t i z e n s h i p  … と い っ た テ ー マ で 続 い て い く 。伊 藤 周 平 も 福 祉 国 家 論 か

ら エ ス ニ シ テ ィ 、 高 齢 者 福 祉 へ 、 タ ー ナ ー も 高 齢 者 （ Tu r n e r  1 9 8 9 ） か

ら リ プ ロ ダ ク テ ィ ヴ （ Tu r n e r  2 0 0 1 ） ま で 対 象 を 変 え て 議 論 し て い る 経

緯 が み ら れ る 。  

７ ）そ れ は 、タ ー ナ ー の 議 論 の 誤 り と い う よ り は む し ろ タ ー ナ ー の 主 張 す る  

社 会 階 級 や 国 内 外 の 境 界 を 越 え た シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 議 論 で あ わ せ て  

主 張 さ れ て い る 社 会 運 動 や 参 加 の 議 論 の 重 要 性（ T u n e r 1 9 8 6 ）を 見 据 え  

る こ と な く 、 ナ シ ョ ナ ル な 枠 組 み の な か の 議 論 に 終 始 し た 結 果 で あ り 、 

タ ー ナ ー の 議 論 の 誤 用 か ら 生 じ た 混 乱 と い え る も の だ ろ う 。  

８ ） 移 民 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を め ぐ る 議 論 は 、 他 に も  

H a m m a r , T. , 1 9 9 0 , D e m o c r a c y  a n d  t h e  N a t i o n - s t a t e ,  L a y t o n - H e n r y, Z . ,  

1 9 9 0 , T h e  P o l i t i c a l  R i g h t s  o f  M i g r a n t s  W o r k e r s  i n  W e s t e r n  E u r o p e  ,  

P a r e k h , B . , 1 9 9 1 ‟ B r i t i s h  C i t i z e n s h i p  a n d  C u l t u r a l  D i f f e r e n c e ” , i n  

A n d r e w s , G . ( e d . ) , C i t i z e n s h i p  な ど が あ げ ら れ る 。  

９ ）ブ ル ベ イ カ ー に 対 し 、伊 藤 る り が 社 会 的 ・ 経 済 的 権 利 の 議 論 の 不 十 分 さ

を 批 判 し て い る（ 伊 藤 る り「 書 評  W. R . B r u b a k e r ,  I m m i g r a t i o n  a n d  t h e  
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P o l i t i c s  o f  C i t i z e n s h i p  i n  E u r o p e  a n d  N o r t h  A m e r i c a , 1 9 8 9 」『 国 際 政

治 学 』 第 7 号 , N o v. , 1 9 9 0 ）。 ま た 拙 稿 ： 石 沢 真 貴 1 9 9 7「 エ ス ニ シ テ ィ と

シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」『 東 北 大 学 教 育 学 部 研 究 年 報 』 第 4 5 集 も 参 照 。  

１ ０ ） タ ー ナ ー や ソ イ ザ ル は p e r s o n h o o d （「 人 格 的 個 性 」） と い う 表 現 を も  

ち い て 議 論 し て い る 。  

１ １ ） た と え ば タ ー ナ ー （ T u r n e r  2 0 0 1 ） は 、 ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ の 侵 食 に つ い て は 、マ ー シ ャ ル の 議 論 し た 三 要 素 が 、グ ロ ー バ ル な

権 利 、い わ ゆ る 環 境 や 土 着 の 文 化 的 権 利 に よ っ て 議 論 さ れ て き て い る

と す る 。  

１ ２ ） 吉 原 直 樹 は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 復 権 の 考 察 に お い て 、「 伸 縮 自 在 な 縁 」 が

「 多 種 多 様 な 人 々 の 活 動 の 場 の 総 体 を 包 含 す る も の で あ る 」 と し て 、

可 変 的 な コ ミ ュ ニ テ ィ の あ り よ う を 示 し て い る （ 吉 原 2 0 0 0 ）。  

 

第 ２ 章  

１ ） シ テ ィ ズ ン シ ッ プ （ c i t i z e n s h i p ） の 社 会 学 的 研 究 の 先 駆 者 マ ー シ ャ ル

に よ れ ば 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と は 、「 コ ミ ュ ニ テ ィ の 完 全 な 成 員 に 与 え

ら れ る 地 位 」で あ り 、こ の 地 位 身 分 を も っ て い る「 す べ て の 人 々 が 、そ

の 地 位 が 付 与 す る 権 利 と 義 務 に お い て 平 等 で あ る と い う 平 等 主 義 的 性

格 を も つ （ M a r s h a l l  1 9 6 3 ）。  

２ ） 移 民 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を め ぐ る 議 論 は 他 に も  H a m m a r 1 9 9 0 ,  

L a y t o n - H e n r y 1 9 9 0 ,  P a r e k h 1 9 9 1  な ど が あ げ ら れ る 。  

３ ）ブ ル ベ イ カ ー に 対 し 、伊 藤 る り が 社 会 的 ・ 経 済 的 権 利 の 議 論 の 不 十 分 さ

を 批 判 し て い る （ 伊 藤 1 9 9 0 ）。 石 沢 1 9 9 7 も 参 照 。  

４ ）例 え ば 清 野 正 義 , 1 9 9 3 ,「 人 権 と 市 民 権 の 新 し い 領 域 」、中 野 秀 一 郎 , 1 9 9 3 ,

「 エ ス ニ シ テ ィ の 社 会 学 に 向 け て 」（『 エ ス ニ シ テ ィ の 社 会 学 』世 界 思 想

社 ）な ど は シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 日 本 の 定 住 外 国 人 問 題 研 究 の 視 角 と し て

提 言 す る が 、 具 体 的 な 議 論 に は な っ て い な い 。 駒 井 洋 , 1 9 9 4 ,「 段 階 的 市

民 権 を 提 唱 す る － 在 日 イ ラ ン 人 へ の 調 査 を ふ ま え て － 」（『 世 界 』 5 9 6 ）

は 具 体 的 な 事 例 を も と に し て い る が 、シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 定 住 の 程 度 に

応 じ 段 階 的 に 外 国 人 に も 認 め て い く べ き と い う 提 言 に と ど ま る 。 姜 尚

中 , 1 9 9 6 , 「 内 的 国 境 と ラ デ ィ カ ル ・ 民 族 主 義 」（『 思 想 』 8 6 7 ） は 民 主 主

義 と の 関 係 で 在 日 韓 国・朝 鮮 人 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を と り あ げ る が 、具

体 的 な 権 利 内 容 の 議 論 で は な い 。 具 体 的 な 問 題 の 議 論 と し て は 、 徐 龍

達 , 1 9 9 6 ,『 共 生 社 会 へ の 地 方 参 政 権 』（ 日 本 評 論 ）、 近 藤 敦 , 1 9 9 6 ,『 外 国

人 参 政 権 と 国 籍 』（ 明 石 書 店 1 9 9 6 ）な ど が あ る が 、参 政 権 を 主 と し た 政

治 的 権 利 の 議 論 に 限 定 さ れ て い る 。こ れ に 対 し 宮 島 喬 , 1 9 9 3 ,『 外 国 人 労

働 者 と 日 本 社 会 』（ 明 石 書 店 ）、 梶 田 孝 道 , 1 9 9 4 , 『 外 国 人 労 働 者 と 日 本 』

（ 日 本 放 送 出 版 協 会 ）ら は 社 会 的 権 利 に つ い て も 言 及 す る も の の 、ニ ュ

ー カ マ ー の 問 題 が 中 心 に な っ て い る 。李 光 一 , 1 9 9 5 ,「 デ ニ ズ ン と 国 民 国

家 」（『 思 想 』 8 5 4 ） は 、 社 会 的 権 利 お よ び 政 治 的 権 利 へ の ア ク セ ス が ど
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れ ほ ど 保 障 さ れ て い る か を 欧 州 の 事 例 で 分 析 し 、ま た 伊 藤 周 平（ 1 9 9 6 ）

は 社 会 的 権 利 へ の 言 及 で 日 本 に お け る 社 会 福 祉 サ ー ビ ス の ア ク セ ス 問

題 を 指 摘 し て い る も の の 、両 者 と も 日 本 に お け る 定 住 外 国 人 の 問 題 と し

て は 、 具 体 的 な 議 論 に 至 っ て い な い 。  

５ ）在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 多 住 地 域 の 研 究 で 、コ ミ ュ ニ テ ィ の 民 族 関 係 を 捉 え て

い る も の は 、 他 に 原 尻 英 樹 , 1 9 8 9 ,『 在 日 朝 鮮 人 の 生 活 世 界 』 弘 文 堂 が あ

げ ら れ る 。 そ れ 以 外 は 小 川 伸 彦 ・ 寺 岡 伸 吾 , 1 9 9 3 ,「 マ イ ノ リ テ ィ 組 織 の

エ ス ニ シ テ ィ － 在 日 光 山 金 氏 親 族 会 調 査 よ り － 」『 社 会 学 評 論 』 4 4 - 2 、

文 貞 実 , 1 9 9 4 , 「『 在 日 』 コ ミ ュ ニ テ ィ の 可 能 性 」 奥 田 道 大 ・ 広 田 康 生 ・

田 島 淳 子 『 外 国 人 居 住 者 と 日 本 の 地 域 社 会 』（ 明 石 書 店 ） な ど に み る よ

う に 、 民 族 集 団 内 組 織 の 分 析 が 主 と な っ て い る 。  

６ ） よ り 詳 細 な 教 育 運 動 の 経 緯 に つ い て は 高 橋 ・ 石 沢 ・ 内 藤 （ 1 9 9 6 ） を 参  

照 。  

７ ）桜 本 地 区 の 小 、中 学 校 で は 、地 域 性 か ら 特 に 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 を 主 と し

た 「 人 権 尊 重 教 育 」 が 実 践 さ れ て い る 。 市 教 育 委 員 会 の 指 定 を 受 け 、

1 9 8 4 ~ 8 9 年 の 委 嘱 研 究 を 経 て 、1 9 9 0 年 か ら  「 一 人 一 人 が 互 い に 話 し 合

い 、 温 か な 人 間 関 係 の 中 で 、 あ ら ゆ る 差 別 を 許 さ な い 人 間 を 育 成 す る 」

と い う 目 的 を も っ て 推 進 さ れ て い る 。    

８ ） 事 業 内 容 と し て 、 識 字 学 級 、 ハ ン グ ル 講 座 、 チ ャ ン ゴ 講 座 、 人 権 啓 発 活

動 、 学 童 保 育 、 サ ー ク ル 、 学 習 活 動 の 拠 点 と な っ て い る 。  

９ ） 聞 き 取 り 調 査 よ り 。 以 下 特 に 注 の な い 引 用 文 は 聞 き 取 り 調 査 よ り 引 用 。 

１ ０ ）「 ふ れ あ い 館 」 設 立 を め ぐ る 過 程 に つ い て は 高 橋 ・ 石 沢 ・ 内 藤 , 1 9 9 6 ，

第 3 章 を も と に 一 部 修 正 整 理 。  

１ １ ） 高 橋 ・ 内 藤 ・ 石 沢 1 9 9 6 参 照 。 調 査 は 川 崎 市 立 桜 本 中 学 校 全 校 生 徒 の

父 母 を 対 象 に 、 1 9 9 6 年 2 月 上 旬 か ら 中 旬 に か け 、 調 査 票 を 当 中 学 校 に

発 送 し 、 生 徒 を 通 じ そ の 両 親 に 依 頼 、 学 校 で 一 括 し 返 送 し て も ら っ た 。

回 収 票 4 3 8 票 、 う ち 有 効 票 4 1 9 票 、 有 効 回 収 率 は 7 1 . 0 %（ 1 9 9 5 年 9 月

時 点 の 全 校 生 徒 数 2 9 5 名 よ り 算 出 ） で あ る 。  

 

第 ３ 章  

１ ） 1 9 9 0 年 以 降 、 秋 田 県 に お い て 海 外 生 活 体 験 の あ る 日 本 人 主 婦 層 を 中 心

に 日 本 語 ボ ラ ン テ ィ ア が 結 成 さ れ 、全 県 で 支 援 活 動 が 行 わ れ て き た 経 緯

が あ る が 、本 稿 で は 外 国 人 妻 の 社 会 参 加 に 力 点 を お い た 論 考 で あ る た め 、

こ の 日 本 人 に よ る ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 経 緯 等 に つ い て は 特 に 触 れ な い 。

こ れ に つ い て は 小 林 健 一 （ 1 9 9 5 ） に 詳 し い の で 参 照 さ れ た い 。  

２ ） 移 民 労 働 者 の 定 住 化 に つ い て は 、 梶 田 孝 道 1 9 9 3 な ど を 参 照 。  

３ ）欧 州 に お け る 移 民 増 加 は 各 地 で 暴 動 が 起 き る な ど 文 化 的 摩 擦 が 非 常 に 大

き な 社 会 問 題 で あ り 、多 文 化 教 育 に つ い て は 批 判 的 議 論 も あ る 。多 文 化

教 育 は 概 し て 、そ も そ も 産 業 社 会 下 で 発 展 し て き た も の で 、同 化 主 義 に

対 立 し 、少 数 民 族 、女 性 、障 害 者 と い っ た 社 会 的 マ イ ノ リ テ ィ に 配 慮 す
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る 多 文 化 主 義 を 基 本 と す る も の で あ る 。そ れ は い わ ば 人 間 の 尊 厳 、平 等 、

自 由 の た め の 西 洋 的 理 想 に よ っ て 導 か れ 、住 宅 、公 共 施 設 な ど の 差 別 を

な く す た め に 生 じ た 1 9 6 0 年 代 ア メ リ カ 公 民 権 運 動 か ら 展 開 し た と さ れ

る 。多 文 化 教 育 は 現 在 多 様 な 地 域 、国 家 に お い て 行 わ れ て い る が 、そ の

意 味 を め ぐ る 混 乱 や 政 治 的 、文 化 的 に 複 雑 な 問 題 を 抱 え て い る 。バ ン ク

ス , J . A .は 、「 民 主 主 義 社 会 に 全 面 的 に 参 加 す る た め に は 、他 の 生 徒 と 同

じ よ う に 、他 者 を 理 解 し 、急 速 に 変 化 す る 多 様 な 世 界 で 成 功 す る た め に 、

多 文 化 教 育 に よ っ て 与 え ら れ る ス キ ル を 必 要 と し て い る 」と し て 、西 洋

伝 統 主 義 者 と 多 文 化 主 義 者 の 論 争 は 多 元 的 な 民 主 主 義 の 伝 統 と 本 来 的

に は う ま く 一 致 す る と い う 。し か し 、レ イ シ ズ ム や セ グ リ ゲ ー シ ョ ン で 、

地 域 的 リ ー ダ ー の 他 地 域 へ の 移 住 に よ り 喪 失 、ま た 実 質 的 な 教 育 政 策 の

議 論 、実 践 の 希 薄 さ が あ り 、そ れ が 更 な る 議 論 へ の 誤 解 を 招 い て き た と

す る （ バ ン ク ス 1 9 9 6 ： 1 4 - 1 5 ）。 ま た 佐 久 間 孝 正 は 、 多 文 化 主 義 教 育 と

は 、「 も と も と 矛 盾 の 産 物 で も あ る 」「 各 民 族 固 有 の 文 化 や 宗 教 は 、経 済

の 単 一 シ ス テ ム に 対 す る 反 シ ス テ ム 運 動 の 典 型 」と 指 摘 す る 。ま た「 国

民 国 家 が 相 対 化 さ れ 、国 境 が 以 前 ほ ど の 意 味 を も ち え な く な り 、国 籍 を

こ と に し た 多 く の 民 族 が 共 存 し な が ら も 、依 然 と し て 特 定 の 国 民 国 家 を

前 提 と し た 教 育 の あ り 方 な の で あ る 。す な わ ち 経 済 的 に は 、単 一 の シ ス

テ ム と な り な が ら も 文 化 的 に は 単 一 の シ ス テ ム と は な り え な い 時 代 の

国 家 存 続 の 手 段 な の で あ る 。と な る と 多 文 化 主 義 教 育 と は 、国 民 国 家 が

経 済 的 に は 過 去 の も の と な っ た 時 代 の 文 化 に 名 を 借 り た 国 民 国 家 の 維

持 装 置 と い っ て も よ い 。」（ 佐 久 間 1 9 9 6 ： 5 7 ）  

４ ）日 本 に お け る 在 日 韓 国・朝 鮮 人 の 多 文 化 教 育 に つ い て は 、中 島 智 子 1 9 8 5 、

1 9 9 6 、佐 久 間 孝 正 1 9 9 6 な ど に 詳 し い 。日 本 に お け る 在 日 研 究 の 扱 わ れ

方 に つ い て は 、1 9 8 年 代 後 半 以 降 の 日 本 に お け る エ ス ニ シ テ ィ 研 究 の 興

隆 に よ っ て 改 め て 再 考 さ れ て く る 経 緯 が あ り 、質 的 転 換 が み ら れ る 。こ

れ に つ い て は 石 沢 1 9 9 8 を 参 照 の こ と 。  

５ ）川 崎 市 は 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 の 多 住 地 域 で あ り 、ま た 外 国 人 施 策 に お い て

も 市 政 の 重 要 課 題 と し て 位 置 づ け 、早 く か ら 先 駆 的 な 動 き を み せ て き た

都 市 で あ る 。こ の 川 崎 市 の 南 部 に 位 置 し 、戦 時 中 の 強 制 連 行 に よ り 来 住

し た 韓 国 ・ 朝 鮮 人 が 定 住 化 し 、多 住 地 域 を 形 成 し て き た 地 域 が あ る 。紙

幅 の 関 係 も あ り 本 稿 で は 扱 わ な い が（ 注  多 住 地 域 形 成 の 経 緯 や 概 況 に

つ い て 、 そ し て 地 域 教 育 運 動 、「 ふ れ あ い 館 」 設 立 を め ぐ る 一 連 の 運 動

プ ロ セ ス の 詳 細 は 、 高 橋 満 ・ 石 沢 真 貴 ・ 内 藤 隆 史 （ 1 9 9 6 ） を 参 照 の こ

と 。「 川 崎 市 市 民 代 表 者 会 議 」 に 関 し て は 梶 田 孝 道 （ 1 9 9 6 ）、 樋 口 直 人

（ 2 0 0 0 ）、 山 田 貴 夫 （ 2 0 0 0 ） を 参 照 の こ と 。  

６ ） 佐 久 間 孝 正 は 、「 多 文 化 」 化 に よ る 日 本 語 教 育 の 重 要 性 の 一 方 で 、 子 供

た ち の 母 国 語 教 育 が 不 十 分 な イ ン ド シ ナ 系 難 民 、日 系 南 米 人 な ど は む し

ろ 母 国 語 教 育 が 重 要 で あ り 、出 身 地 や 滞 在 暦 と い っ た 背 景 に よ っ て 、異

な る 教 育 の 課 題 が あ る こ と を 指 摘 し て い る （ 佐 久 間 2 0 0 0 ： 9 6 ）。  
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７ ） ユ ネ ス コ の 動 向 に つ い て は 佐 藤 （ 1 9 9 8 ） 参 照 。  

８ ）た と え ば 、日 本 社 会 教 育 学 会 は 『 日 本 の 社 会 教 育 』で 日 本 語 教 育 の 事 例

研 究 に 関 し て 特 集 を 組 ん で い る 。  

９ ） 秋 田 県 学 術 国 際 部 2 0 0 5 、 お よ び 『 在 留 外 国 人 統 計 （ 平 成 7 年 版 、 1 7 年  

版 ）』 参 照 。  

１ ０ ）秋 田 さ き が け 2 0 0 1 年 2 月 1 9 日 付「 在 住 外 国 人  秋 田 の 生 活 快 適 に 」、

同 2 0 0 2 年 2 月 2 3 日 付 「 時 点 視 点  指 導 者 足 り ま せ ん 」 参 照 。 秋 田 県

内 の 市 町 村 に つ い て は 、 平 成 の 市 町 村 合 併 以 前 の 状 況 で 記 し て い る 。  

１ １ ） 2 0 0 3 年 に 行 な っ た 秋 田 県 教 育 委 員 会 で の 聞 き と り 調 査 よ り  

１ ２ ）秋 田 県 労 働 政 策 課「 緊 急 雇 用 創 出 特 別 基 金 事 業 」資 料 一 覧 、お よ び 朝  

日 新 聞 2 0 0 3 年 5 月 1 4 日 付 参 照 。  

１ ３ ） 羽 後 町 役 場 ホ ー ム ペ ー ジ 参 照 。   

( h t t p : / / w w w . y u t o p i a . o r . j p / ～ u g o / t p o / t o p . h t m ）   

１ ４ ） 秋 田 県 羽 後 町 （ 2 0 0 3 a ） お よ び 秋 田 県 （ 2 0 0 6 ） 参 照 。  

１ ５ ） 羽 後 町 「 事 務 報 告 書 」 参 照  

１ ６ ） 秋 田 県 学 術 国 際 部 『 国 際 化 の 現 状 』 （ 平 成 1 7 年 度 ） 参 照 。  

１ ７ ） 羽 後 町 町 民 課 「 平 成 1 5 年  交 流 定 住 担 当 事 業 計 画 」 、 お よ び 産 経 新  

聞 2 0 0 3 年 5 月 9 日 付 参 照 。  

１ ８ ） 羽 後 町 に お け る 聞 き と り 、 お よ び 産 経 新 聞 2 0 0 3 年 5 月 9 日 付 「 教 室

が 町 に や っ て 来 た ～ ア ジ ア 人 妻 の い ま ～ ⑥ 」も 参 照 。な お 、羽 後 町 に お

け る 聞 き と り の 内 容 は 、 主 に 2 0 0 3 年 9 月 か ら 1 0 月 に か け て 9 人 の 外

国 人 妻 お よ び 中 学 校 教 員 、生 徒 、そ の 他 羽 後 町 関 係 者 を 対 象 と し た 現 地

調 査 に よ る も の で あ る 。外 国 人 妻 の 出 身 地 国 は 中 国 、フ ィ リ ピ ン で 、中

国 の 外 国 人 妻 は 中 国 東 北 部 の 朝 鮮 民 族 出 身 が 多 い 。  

１ ９ ） 羽 後 町 の 日 本 語 教 育 講 座 の 紹 介 に 関 し て は 長 谷 山 洋 文 （ 2 0 0 1 ） も 参  

照 の こ と 。  

２ ０ ） 秋 田 県 「 美 の 国 あ き た ネ ッ ト 」 参 照 。

（ h t t p : / / w w w. p r e f . a k i t a . l g . j p / i c i t y / b r o w s e r ? A c t i o n C o d e = g e n l i s t & G e

n r e I D = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 ）  

２ １ ） 羽 後 町 町 民 課 資 料 「 平 成 1 5 年 交 流 定 住 担 当 事 業 計 画 」 参 照 。 は 日 本

で 出 生 し た こ ど も を 指 し て い る 。こ の「 国 際 結 婚 の 子 供 」お よ び「 外 国

籍 の 子 供 」 と い う 表 現 は 、 当 資 料 の 表 記 に な ら っ て そ の ま ま 使 用 し た 。 

２ ２ ） 聞 き と り よ り  

２ ３ ）聞 き と り 内 容 の 表 記 に つ い て は 筆 者 が 部 分 的 に 日 本 語 に 訳 し て い る と

こ ろ が あ る 。  

２ ４ ）（  ） は 筆 者 に よ る 内 容 の 補 足 。  

２ ５ ）秋 田 県 全 域 に お い て 県 、市 町 村 レ ベ ル の 対 応 が 羽 後 町 の よ う に う ま く

い っ て い る わ け で は な い 。た と え ば 秋 田 市 が 位 置 す る 県 中 央 部 で は 外 国

人 支 援 に 関 す る 養 成 講 座 や 活 動 が 集 中 し て お り 、一 方 地 方 に お い て は 支

援 の 担 い 手 が 不 足 し て い る 。指 導 者 不 足 、あ る い は 指 導 力 不 足 の 問 題 は
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依 然 と し て 深 刻 で あ り 、人 材 の 、質 量 と も に ア ン バ ラ ン ス な 問 題 が 生 じ

て い る 。ま た 日 本 語 教 室 が 県 か ら 市 町 村 に 運 営 委 譲 さ れ て も 、自 治 体 に

よ っ て 日 本 語 教 室 を 運 営 で き な い と こ ろ も あ る 。市 町 村 合 併 後 の 動 向 に

よ っ て も 日 本 語 教 室 等 の あ り 方 は 大 き く 影 響 を 受 け る 可 能 性 が あ る 。  

２ ６ ） 川 崎 市 の 1 9 8 0 年 代 に 展 開 さ れ た 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 の 教 育 運 動 の 歴 史

を み て も 、ま さ に 保 育 、学 校 教 育 と 、成 長 す る 子 ど も た ち の 成 長 に 伴 い

生 じ て く る 様 々 な 教 育 問 題 が 、地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 外 国 人 た ち の

社 会 参 加 の あ り 方 を 変 え て き た 経 緯 が み て と れ る 。こ の 経 緯 に つ い て は

高 橋 満 ・ 石 沢 真 貴 ・ 内 藤 隆 史 1 9 9 6 、 石 沢 真 貴 1 9 9 8 を 参 照 の こ と 。  

 

第 ４ 章  

１ ） 秋 田 県 漆 器 工 業 協 同 組 合 に よ る 2 0 0 0 年 、 2 0 0 2 年 の 資 料 が 『 広 報 い な  

  か わ 』（ 平 成 1 5 年 8 月 号 N o . 8 0 0 ） に 記 載 さ れ て い る が 、 表 1 に よ る 従  

業 員 数 の デ ー タ と 著 し い 差 異 が み ら れ る な ど 、同 等 の 資 料 と し て は 扱 え  

な い と 判 断 し 、 本 稿 本 文 中 に は 記 載 し な か っ た 。 参 考 ま で に 2 0 0 0 年 の  

生 産 高 は 1 億 3 千 4 0 0 万 円 、2 0 0 2 年 は 1 億 3 千 5 0 0 万 円 と さ れ て い る 。  

２ ）表 1 と 別 資 料 で あ る た め 事 業 所 数 が 異 な っ て い る が 、部 門 別 の 内 訳 が 確  

認 で き る た め 参 照 し た 。  

３ ）川 連 漆 器 産 業 関 係 の 事 業 所 は 零 細 企 業 が 多 く 、産 地 内 で 細 か な 分 業 体 制  

が と ら れ て い る 。 製 品 の 企 画 や 発 注 、 販 売 を 手 が け る の が 製 造 卸 部 門

の 事 業 者 で あ る が 、 彼 ら は 同 時 に 本 塗 り の 工 程 に 携 わ る 技 術 者 で も あ

る 場 合 が 多 く 、 実 質 上 彼 ら の 動 向 が 川 連 漆 器 業 界 の 方 向 性 に 大 き く 影

響 す る と い え る 。  

４ ） 毎 年 1 0 月 中 旬 に 開 催 さ れ る 漆 器 の 販 売 会 。 会 場 内 に は 職 人 に よ る 製 造  

実 演 コ ー ナ ー や 稲 庭 う ど ん が 食 べ ら れ る コ ー ナ ー な ど も あ る 。 普 段 よ

り 割 安 な 漆 器 を 求 め 遠 方 か ら の 客 も 多 く 賑 わ い を み せ る 。  

５ ）『 広 報 い な か わ 』 平 成 1 5 年 8 月 号 N o . 8 0 0  p . 1 2 、 お よ び 聞 き 取 り 調 査  

よ り 。  

 

第 ５ 章  

１ ） 1 7 世 紀 に 院 内 峠 を 開 い て 羽 州 街 道 が 整 備 さ れ 、 そ の 後 に 領 内 支 配 と 産

業 開 発 の た め 、重 要 な 町 村 を 結 ぶ 脇 街 道 が つ く ら れ た 。古 く か ら 交 通 の

要 衝 と な っ て い た 増 田 町 に は 二 つ の 脇 街 道 が つ く ら れ た 。一 つ は 湯 沢 町

か ら 増 田 を 経 て 小 安 村（ 旧 皆 瀬 村 ） に 至 る 、 仙 台 領 温 湯 村（ 旧 栗 原 郡 花

山 村 ）に 通 じ る 小 安 街 道 と 、も う 一 つ は 増 田 か ら 田 子 内 村・岩 井 川 村（ 東

成 瀬 村 ） を 通 り 仙 台 領 下 嵐 江 （ お ろ せ ） 村 （ 胆 沢 郡 胆 沢 村 ） に 通 じ る 手

倉 街 道 で あ る 。 仙 台 藩 と の 交 易 に 江 戸 期 か ら 使 わ れ て き た 。  

２ ）増 田 町 の 地 主 は 、寄 生 地 主・不 在 地 主 の タ イ プ と い え る が 、古 く か ら 代 々

住 ん で い た わ け で は な く 、台 帳 を 調 べ る と 、商 人 が 財 を 成 し て 、土 地 所

有 の 変 化 で 町 場 に 移 り す む「 商 人 地 主 」と い わ れ る タ イ プ で あ る 。流 地



129 
 

や 町 人 請 負 新 田 の 開 発 で 土 地 集 積 し 財 を 成 し た 町 方 の 商 人 が 地 主 と な

っ て い る 。 村 内 で 財 を 成 す 在 郷 商 人 （ 在 方 商 人 ） と も ま た 異 な る 。  

３ ）江 戸 末 期 か ら 昭 和 初 期 に 樹 齢 数 百 年 の ケ ヤ キ や 杉 を 使 用 し て 造 ら れ た 蔵 。

商 人 地 主 が 贅 を 競 っ て 建 て た も の で あ り 、本 屋 、漆 器 蔵 、米 蔵 、味 噌 蔵 、

座 敷 蔵 な ど 用 途 は 各 家 に よ っ て 様 々 。鞘 と 呼 ば れ る 外 囲 い で 覆 わ れ て い

て 、 外 部 か ら は そ の 存 在 が 分 か ら な い 。 ま た 、 冠 婚 葬 祭 な ど を 行 う ﾌ ﾟ ﾗ

ｲ ﾍ ﾞ ｰ ﾄな 空 間 で あ り 、 内 蔵 は 他 人 に は 決 し て 見 せ て は い け な い と い う 意

識 が 根 付 い て い る 。  

４ ）参 考 ま で に 、増 田 町 の 中 心 部 の 増 田 地 区 内 に お け る 主 要 な 寺 社 で あ る 月

山 神 社 の 氏 子 や 満 福 寺 の 檀 家 層 、民 間 信 仰 を あ つ め る「 こ ろ り 地 蔵 」等

の 祭 事 の 際 の 役 割 に 明 確 な 相 違 が み て と れ る と い う 。周 辺 集 落 が 祭 り の

囃 子 を 担 う 機 能 を 果 た し た り 、神 輿 が 練 り 歩 く エ リ ア か ら 一 部 の 集 落 が

除 外 さ れ て い た り と 、 階 層 格 差 が 地 理 的 に 布 石 さ れ て い る （ 高 橋 舞

2 0 1 1 ）。  

５ ）市 町 村 が 条 例 で 定 め た 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 の う ち 、国 が と く に 価 値

が 高 い と 認 め 、文 化 財 保 護 法 に 基 づ き 選 定 し た 地 区 で あ る 。文 化 庁 に よ

る と 2 0 1 1 年（ 平 成 2 3  年 ）月 現 在 、日 本 全 国 で 8 8 地 区 が 選 定 さ れ て い

る 。（ 増 田 町 が 重 要 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 に 選 定 さ れ れ ば 県 内 で 2 番

目 の 選 定 と な る ）  

６ ） 一 民 間 組 織 の N P O 主 催 の イ ベ ン ト に 行 政 が ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 す る こ と

は で き な い た め 、便 宜 上 、主 催 は 蔵 の 日 実 行 委 員 会 と し て 、区 別 し て い

る が 、 実 質 上 構 成 員 は ほ と ん ど 重 な っ て い る 。  

 

第 ６ 章  

１ ）地 域 の ま と ま り と し て は 内 町 集 落 と 御 屋 敷 集 落 を 合 わ せ て 笈 形 町 と い う  

区 域 に な っ て い る が 、 調 査 時 点 で は 御 屋 敷 集 落 だ け が 対 象 と な っ た 。  
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千 葉 眞 , 1 9 9 5 ，『 ラ デ ィ カ ル ・ デ モ ク ラ シ ー の 地 平 』 新 評 社  

H a m m a r , T. , 1 9 9 0 , D e m o c r a c y  a n d  t h e  N a t i o n  S t a t e :  A l i e n s , D e n i z e n s  a n d  

C i t i z e n s  i n  a  W o r l d  I n t e r n a t i o n a l  M i g r a t i o n , Av e b u r y. 〔 ＝ 近 藤 敦

訳 , 1 9 9 9 , 『 永 住 市 民 （ デ ニ ズ ン ） と 国 民 国 家 ： 定 住 外 国 人 の 政 治 参 加 』

明 石 書 店 〕  

星 野 修 美 , 1 9 9 3 ,「 川 崎 市 に お け る 『 外 国 人 教 育 基 本 方 針 』 の 制 定 と 運 用 上 の  

課 題 」 月 刊 社 会 教 育 編 集 部 編 『 日 本 で 暮 ら す 外 国 人 の 学 習 権 』 国 土 社  

石 沢 真 貴 , 1 9 9 7 , 「 エ ス ニ シ テ ィ と シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」『 東 北 大 学 教 育 学 部 研  

究 年 報 』 第 4 5 集  

伊 藤 る り , 1 9 9 0 ,「 書 評 W. R . B r u b a k e r ,  1 9 8 9 , I m m i g r a t i o n  a n d  t h e  P o l i t i c s  o f  

C i t i z e n s h i p  i n  E u r o p e  a n d  N o r t h  A m e r i c a ,  U n i v e s i t y  P r e s s  o f  

A m e r i c a .〔 ＝ 伊 藤 る り , 1 9 9 0「 定 住 外 国 人 と 市 民 権 ― 欧 米 ６ カ 国 の 比 較  

研 究 ― 」 , 『 国 際 政 治 学 』 第 7 号 , N o v. 〕  

伊 藤 周 平 , 1 9 9 6 , 『 福 祉 国 家 と 市 民 権 』 法 政 大 学 出 版 局  

徐 龍 達 , 1 9 9 5 , 『 共 生 社 会 へ の 地 方 参 政 権 』 日 本 評 論 社  

梶 田 孝 道 , 1 9 9 4 , 『 外 国 人 労 働 者 と 日 本 』 日 本 放 送 出 版 協 会  

川 崎 市 , 1 9 8 5 , 「 川 崎 市 桜 本 地 区 ＜ 川 崎 ・ 南 部 ＞ 青 少 年 問 題 調 査 研 究 報 告 書  

（ １ ）」  
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川 崎 市 ふ れ あ い 館 ・ 桜 本 こ ど も 文 化 セ ン タ ー , 1 9 9 3 ,「 だ れ も が 力 い っ ぱ い 生  

き て い く た め に 」  

清 野 正 義 , 1 9 9 3 , 「 人 権 と 市 民 権 の 新 し い 領 域 」『 エ ス ニ シ テ ィ の 社 会 学 』 世  

界 思 想 社  

駒 井 洋 , 1 9 9 4 ,「 段 階 的 市 民 権 を 提 唱 す る － 在 日 イ ラ ン 人 へ の 調 査 を ふ ま え て  

－ 」『 世 界 』 5 9 6  

近 藤 敦 , 1 9 9 6 , 『 外 国 人 参 政 権 と 国 籍 』 明 石 書 店  

倉 沢 進 , 1 9 9 0 ,「 町 内 会 と 日 本 の 地 域 社 会 」 倉 沢 進 ・ 秋 元 律 郎 編 著 『 町 内 会 と  

地 域 集 団 』 ミ ネ ル ヴ ァ 書 房  

L a y t o n - H e n r y, Z . , 1 9 9 0 , T h e  P o l i t i c a l  R i g h t s  o f  M i g r a n t s  W o r k e r s  i n  

W e s t e r n  E u r o p e ,   

李 光 一 , 1 9 9 5 , 「 デ ニ ズ ン と 国 民 国 家 」『 思 想 』 8 5 4  

M a c q p k e r s o n , C . B . , 1 9 8 5 ,  T h e  R i s e  a n d  F a l l  o f  E c o n o m i c  J u s t i c e  a n d  o t h e r  

p a p e r s , O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  

M a r s h a l l , T. H . ,  1 9 8 3 , S o c i o l o g y  a t  t h e  C r o s s r o a d s  a n d  o t h e r  e s s a y s .  

宮 島 喬 , 1 9 9 3 , 『 外 国 人 労 働 者 と 日 本 社 会 』 明 石 書 店  

宮 島 喬 ・ 梶 田 孝 道 編 , 1 9 9 6 , 『 外 国 人 労 働 者 か ら 市 民 へ 』 有 斐 閣  

中 野 秀 一 郎 , 1 9 9 3 , 「 エ ス ニ シ テ ィ の 社 会 学 に 向 け て 」『 エ ス ニ シ テ ィ の 社 会  

学 』 世 界 思 想 社  

奥 田 道 大 ・ 広 田 康 生 ・ 田 島 淳 子 , 1 9 9 4 , 『 外 国 人 居 住 者 と 日 本 の 地 域 社 会 』  

明 石 書 店  

P a r e k h , B . , 1 9 9 1 , “ B r i t i s h  C i t i z e n s h i p  a n d  C u l t u r a l  D i f f e r e n c e ” , i n  

A n d r e w s , G . ( e d . ) , C i t i z e n s h i p , L a w r e n c e  &  W i s h a r t .   

斐 重 度 , 1 9 9 5 ,「 民 族 差 別 を 克 服 し 、共 に 生 き る 地 域 社 会 の 創 造 を め ざ す ふ れ  

あ い 館 の と り く み 」読 売 新 聞 社 編『 第 4 3 回 読 売 教 育 賞 受 賞 社 論 文 集「 実  

践 活 動 の 記 録 」』  

姜 尚 中 , 1 9 9 6 , 「 内 的 国 境 と ラ デ ィ カ ル ・ 民 族 主 義 」『 思 想 』 8 6 7  

社 会 福 祉 法 人 青 丘 社 桜 本 保 育 園 , 1 9 7 4 ,「 真 実 の 連 帯 を 求 め て 」同 人 社『 動 く 』  

第 3 号   

高 橋 満 ・ 石 沢 真 貴 ・ 内 藤 隆 史 , 1 9 9 6 , 「 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 の 地 域 教 育 運 動 と  

社 会 教 育 － 川 崎 市 『 ふ れ あ い 館 』 設 立 過 程 の 事 例 － 」『 東 北 大 学 教 育 学  

部 研 究 年 報 』 第 4 4 集  

高 橋 満 ・ 内 藤 隆 史 ・ 石 沢 真 貴 , 1 9 9 6 ,「 定 住 外 国 人 多 住 地 域 の 地 域 社 会 と 学 校  

教 育・社 会 教 育 の 課 題 ―国 際 化 と 人 権 教 育 を め ぐ る 住 民 意 識 調 査 か ら ―」 

在 日 コ リ ア ン 研 究 会   

谷 富 夫 , 1 9 9 3 ,「 都 市 国 際 化 と 『 民 族 関 係 』」『 エ ス ニ シ テ ィ の 社 会 学 』 世 界 思  

想 社  

W o l i n , S . S . , 1 9 8 7 , “ d e m o c r a c y  a n d  t h e  W e l f a r e  S t a t e ” , P o l i t i c a l  

T h e o r y , Vo l . 1 5 . N o . 4 . .  
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第 ３ 章  

秋 田 県 調 査 統 計 課 , 『 秋 田 県 県 勢 要 覧 』（ 平 成 2 1 ～ 3 1 年 版 ）  

（ h t t p s : / / w w w. p r e f . a k i t a . l g . j p / p a g e s / g e n r e / 1 2 8 1 7 ）  

秋 田 県 , 2 0 0 6 , 『 秋 田 県 市 町 村 要 覧 平 成 1 7 年 版 』  

（ h t t p : / / w w w. p r e f . a k i t a . j p / s i t y o s o n / d / y o u r a n / y o u r a n . h t m ）  

秋 田 県 学 術 国 際 部 , 2 0 0 5 , 『 秋 田 県 の 国 際 化 の 現 状 平 成 1 7 年 度 』  

秋 田 県 国 際 課 , 2 0 1 9 , 『 平 成 3 0 年 秋 田 県 の 国 際 化 の 現 状 』  

（ h t t p s : / / w w w. p r e f . a k i t a . l g . j p / p a g e s / a r c h i v e / 1 9 3 2 ）  

秋 田 県 羽 後 町 , 2 0 0 3 a , 「 町 勢 要 覧 資 料 編 （ 平 成 1 5 年 度 版 ）」  

秋 田 県 羽 後 町 , 2 0 0 3 b 「 平 成 1 5 年 度  羽 後 町 日 本 語 学 習 講 座 開 設 事 業 」  

秋 田 県 羽 後 町 , 2 0 0 3 c 「 平 成 1 5 年 交 流 定 住 担 当 事 業 計 画 」（ 町 民 課 資 料 ）  

長 谷 山 洋 文 , 2 0 0 1 , 「 人 が 輝 き 、 人 が 活 き る ま ち 秋 田 県 羽 後 町 」 『 社 会 教 育 』 

6 5 6 号 （ 2 0 0 1 年 2 月 ）  

バ ン ク ス , J . A . , 1 9 9 6 , 『 多 文 化 教 育 』 サ イ マ ル 出 版 会  

樋 口 直 人 , 2 0 0 0 , 「 対 抗 と 協 力 ― 市 政 決 定 メ カ ニ ズ ム の な か で 」 , 宮 島 喬

編 , 2 0 0 0 , 『 外 国 人 市 民 と 政 治 参 加 』 有 信 堂 高 文 社  

広 田 康 生 編 , 1 9 9 6 ,「 多 文 化 教 育 と し て の 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 教 育 ― 日 本 の 多 文  

化 教 育 に む け て 」『 講 座 外 国 人 定 住 問 題 第 3 巻  多 文 化 主 義 と 多 文 化  

教 育 』 明 石 書 店  

石 沢 真 貴 , 1 9 9 8 ,「 定 住 外 国 人 の 社 会 的 権 利 と コ ミ ュ ニ テ ィ 」東 北 社 会 学 会『 社  

会 学 年 報 』 第 2 7 号  

石 沢 真 貴 , 2 0 0 4 ,「 定 住 外 国 人 の 現 状 と 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 課 題 ― 秋 田 県 羽 後  

町 の 外 国 人 妻 に 関 す る 聞 き と り 調 査 を 事 例 に し て ― 」『 秋 田 大 学 教 育 文  

化 学 部 研 究 紀 要  人 文 科 学 ・ 社 会 科 学 第 』 第 5 9 集  

梶 田 孝 道 , 1 9 9 3 , 『 新 し い 民 族 問 題 』 中 央 公 論 社  

小 林 健 一 , 1 9 9 5 ,「 日 本 語 ボ ラ ン テ ィ ア の 活 動 と 自 治 体 社 会 教 育 行 政 の 課 題 ―  

秋 田 の 都 市 部 と 農 村 部 に お け る 実 践 と 社 会 教 育 行 政 の 対 応 を 中 心 に ― 」 

日 本 社 会 教 育 学 会 編 1 9 9 5 『 多 文 化 ・ 民 族 共 生 社 会 と 生 涯 学 習  日 本 の  

社 会 教 育 第 3 9 集 』 東 洋 館 出 版 社  

佐 久 間 孝 正 , 1 9 9 6 ,「 地 域 社 会 の 『 多 文 化 』 化 と 『 多 文 化 教 育 』 の 展 開 ― イ ギ  

リ ス の 『 経 験 』、 日 本 の 『 可 能 性 』」 広 田 康 生 編 『 講 座 外 国 人 定 住 問 題  

第 3 巻  多 文 化 主 義 と 多 文 化 教 育 』 明 石 書 店  

宮 島 喬 編 , 2 0 0 0 , 『 外 国 人 市 民 と 政 治 参 加 』 有 信 堂 高 文 社  

宮 島 喬 ・ 梶 田 孝 道 編 , 1 9 9 6 , 『 外 国 人 労 働 者 か ら 市 民 へ 』 有 斐 閣  

中 島 智 子 , 1 9 8 5 , 「 日 本 の 学 校 に お け る 在 日 朝 鮮 人 教 育 」 , 小 林 哲 也 ・ 江 渕 一  

公 編 , 1 9 8 5 ,『 多 文 化 教 育 の 比 較 研 究 ― 教 育 に お け る 文 化 的 同 化 と 多 様 化  

― 』 九 州 大 学 出 版 会  

入 管 協 会 , 『 在 留 外 国 人 統 計 』（ 平 成 7 年 版 お よ び 1 7 年 版 ）   

佐 藤 一 子 , 1 9 9 8 , 『 生 涯 学 習 と 社 会 参 加 ― お と な が 学 ぶ こ と の 意 味 』 東 京 大  

学 出 版 会  
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佐 藤 隆 夫 , 1 9 8 9 , 『 農 村
む ら

と 国 際 結 婚 』 日 本 評 論 社  

高 橋 満 ・ 石 沢 真 貴 ・ 内 藤 隆 史 , 1 9 9 6 ,「 在 日 韓 国 ・ 朝 鮮 人 の 地 域 教 育 運 動 と 社  

会 教 育 ― 川 崎 市 『 ふ れ あ い 館 』 設 立 課 程 の 事 例 ― 」『 東 北 大 学 教 育 学 部  

研 究 年 報 』 第 4 4 集  

高 橋 満 , 2 0 0 1 ,「 地 域 労 働 市 場 と 社 会 的 排 除 の 構 造 」『東 北 都 市 学 会 研 究 年 報 』  

Vo l . 3  

山 田 貴 夫 , 2 0 0 0 , 「 川 崎 市 外 国 人 市 民 代 表 者 会 議 の 成 立 と 現 状 」 , 宮 島 喬

編 , 2 0 0 0 , 『 外 国 人 市 民 と 政 治 参 加 』 有 信 堂 高 文 社  

 
第 ４ 章  

秋 田 県 , 1 9 9 7 , 「 匠 の 里 構 想 推 進 事 業 調 査 事 業 ― 秋 田 県 稲 川 町 に お け る 特 定  

中 小 企 業 集 積 の 活 性 化 調 査 ― 報 告 書 」  

秋 田 県 企 画 振 興 部 統 計 課 , 2 0 0 1 , 『 秋 田 県 勢 要 覧  平 成 1 4 年 版 』  

秋 田 県 漆 器 工 業 協 同 組 合 , 1 9 9 3 , 「 平 成 4 年 度 に お け る 振 興 事 業 の 実 施 状 況  

報 告 書 」  

稲 川 町 ，「 稲 川 町 商 工 業 種 別 生 産 高 調 」  

い な か わ 地 域 ・ 農 業 振 興 推 進 会 議 , 1 9 9 0 , 「 水 と 緑 と 豊 か さ を 求 め て Ⅱ 」， 報  

告 第 5 号  

上 野 和 彦 他 , 1 9 8 4 ，「 会 津 お よ び 川 連 漆 器 業 の 生 産 構 造 」『 新 地 理 』 3 1 ‐ 4  

斉 藤 実 則 , 1 9 8 2 , 「 続 ・ 地 場 産 業 の 町 ― 川 連 漆 器 ・ 仏 壇 」『 地 理 』 2 7 （ 2 ）  

酒 井 宣 昭 , 2 0 0 3 , 秋 田 経 済 研 究 所 『 あ き た 経 済 』 1 0 月 号   

佐 藤 守 ・ 羽 田 新 , 1 9 6 4 , 「 漆 器 業 に お け る 産 地 構 造 の 工 人 型 と 商 人 型 」『 社 会  

学 評 論 』 1 4  

菅 原 香 織 ・ 山 本 毅 , 2 0 0 1 ,「 伝 統 工 芸 品 産 業 活 性 化 の た め の 産 学 協 同 研 究 ― 川

連 漆 器 の 商 品 開 発 」『 秋 田 公 立 美 術 工 芸 短 期 大 学 紀 要 』 6  

初 沢 敏 生 , 2 0 0 0 , 「 国 際 競 争 化 の 地 場 産 業 」， 福 島 大 学 地 域 研 究 セ ン タ ー 『 グ  

ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン と 地 域 ― 2 1 世 紀 ・ 福 島 か ら の 発 言 ― 』 八 朔 社  

半 田 市 太 郎 , 1 9 7 0 , 『 近 世 漆 工 業 の 研 究 』 吉 川 弘 文 館  

, 1 9 7 5 ，「 明 治 期 以 降 に お け る 川 連 漆 器 産 業 」『 秋 大 史 学 』 2 2  

 
第 ５ 章  

日 高 水 穂 ・ 石 沢 真 貴 , 2 0 1 0 , 「 横 手 市 増 田 町 の ま ち づ く り の 現 状 と 課 題 」『 地

域 に 開 い た 大 学 の「 コ ン シ ェ ル ジ ュ ・ デ ス ク 」～ 秋 田 大 学 横 手 分 校 か ら

の 発 信 ～ 』 平 成 2 2 年 度 大 学 改 革 シ ン ポ ジ ウ ム 資 料  

日 高 水 穂 , 2 0 1 1 , 「 層 を な す 『 増 田 』 の 地 域 表 象 」 , 内 山 純 蔵 監 修 , 中 井 清 一 ,

ダ ニ エ ル ・ ロ ン グ 編 , 『 世 界 の 言 語 景 観  日 本 の 言 語 景 観 』 桂 書 房  

稲 川 町 教 育 委 員 会 , 1 9 8 4 , 『 稲 川 町 史 』 ぎ ょ う せ い  

増 田 町 史 編 纂 委 員 会 , 1 9 9 7 , 『 増 田 町 史 』  

中 村 吉 治 , 1 9 6 5 , 『 社 会 史 Ⅱ 』 山 川 出 版 社  
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高 橋 舞 , 2 0 1 1 , 秋 田 大 学 教 育 文 化 学 部 卒 業 研 究「 横 手 市 増 田 町 の 信 仰 形 態 に 関  

す る 民 族 調 査 」  

横 手 市 増 田 地 域 局  増 田 地 域 づ く り 協 議 会 ,「 増 田 地 域 づ く り 計 画 （ 平 成 2 3  

～ 2 5 年 度 ）」  

横 手 市 , 2 0 1 2 , 「 増 田  横 手 市 増 田 町 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 対 策 調 査 報 告 書 」  

読 売 新 聞 , 2 0 0 9 , 平 成 2 1 年 9 月 1 6 日 付「 ひ と 紀 行  秋 田 に 生 き る  増 田 の 内  

  蔵 」  

吉 澤 弥 生 , 2 0 0 7 , 「 文 化 政 策 と 公 共 性 ―大 坂 市 と ア ー ト Ｎ Ｐ Ｏ の 協 働 を 事 例 に  

  ―」 『 社 会 学 評 論 』 5 8 - 2  

 
第 ６ 章  

秋 田 県 , 2 0 0 7 , 「 農 業 集 落 の コ ミ ュ ニ テ ィ 機 能 の 実 態 調 査 」  

秋 田 県 高 齢 化 等 集 落 対 策 協 議 会 , 2 0 1 1 ,「 ふ る さ と 秋 田 の 元 気 ム ラ づ く り ガ イ

ド 」  

秋 田 県 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 推 進 協 議 会 , 2 0 1 4 ,「 地 域 活 動 ヒ ン ト 集  第 1 版 」 

秋 田 県 , 「 元 気 ム ラ 通 信 」  

秋 田 魁 新 報 社 , 2 0 0 7 、「 限 界 集 落 調 査 」 に 関 す る 記 事  

厚 生 労 働 省 , 「 国 民 生 活 基 礎 調 査 の 概 況 」  

国 土 地 理 院 地 図  

国 民 生 活 審 議 会 調 査 部 報 告 書 , 1 9 6 9 『 コ ミ ュ ニ テ ィ 』  
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あ と が き  

 

 本 論 は 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 理 論 を ベ ー ス に 、 ロ ー カ ル ・ コ ミ ュ

ニ テ ィ の 変 容 を 具 体 的 事 例 を も と に 捉 え 、 そ こ に い か な る シ テ ィ ズ

ン シ ッ プ の あ り 様 を 捉 え る こ と が で き る の か 考 察 し よ う と し た も の

で あ る 。 モ ノ グ ラ フ 研 究 自 体 は 目 新 し い も の で は な い が 、 そ こ に シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ と い う 概 念 に よ っ て ど の よ う に 説 明 で き る の か 捉 え

返 す こ と を 試 み た も の で あ る 。  

 序 章 は 、 拙 稿 「 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 後 の 理 論 展

開 と そ の 課 題 」 を も と に 少 し 手 直 し し た も の で あ る 。 第 1 章 は 、 シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 を 整 理 し た 拙 稿 「 エ ス ニ シ テ ィ と シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ － 国 民 国 家 の 変 容 に み る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 理 論 の 考 察 － 」、「 グ ロ

ー バ ル 化 時 代 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ ― ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル な シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ と ロ ー カ リ テ ィ の 関 係 の 構 築 に 向 け て ― 」 を も と に 、

新 た に 書 き 直 し た も の で 、 か な り 手 を 入 れ た の で 書 下 ろ し と い っ て

も よ い も の で あ る 。 第 2 章 は 、 研 究 論 文 と し て 発 表 し た 拙 稿 「 定 住

外 国 人 の 社 会 的 権 利 と コ ミ ュ ニ テ ィ 」『 社 会 学 年 報 』（ 1 9 9 7）、 第 3

章 は 「 社 会 参 加 支 援 と し て の 定 住 外 国 人 教 育 の 役 割 と 課 題 ― 秋 田 県

羽 後 町 の 日 本 語 教 育 を 事 例 と し て ― 」『 秋 田 大 学 教 育 文 化 学 部 研 究 紀

要  人 文 科 学 ・ 社 会 科 学 』 第 5 9 集  、 第 ４ 章 は 「 グ ロ ー バ ル 化 に

み る 地 場 産 業 と 住 民 参 加 の 変 容 ― 稲 川 町 の 川 連 漆 器 産 業 を 事 例 と し

て ― 」 が 初 稿 で 、 少 し 手 直 し し た も の で あ る 。 続 く 第 ５ 章 「 近 代 地

方 都 市 の 文 化 資 源 化 と 住 民 参 加 の ま ち づ く り ― 横 手 市「 増 田 蔵 の 日 」

を 事 例 と し て ― 」、第 ６ 章「 落 維 持・再 生 支 援 事 業 の 展 開 と 地 域 コ ミ

ュ ニ テ ィ に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 変 容 ― 秋 田 県 湯 沢 市 を 事 例 と

し て ー 」 は 書 下 ろ し で あ る 。 以 下 に 初 出 を 一 覧 に し て 記 し て お く 。  

   

初 出 一 覧  

  序 章  2 0 1 8 , 「 ポ ス ト ナ シ ョ ナ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 後 の 理 論

展 開 と そ の 課 題 」『 東 北 都 市 学 会 研 究 年 報 』 v o l . 1 7・ 1 8  

  第 1 章  1 9 9 7 ,「 エ ス ニ シ テ ィ と シ テ ィ ズ ン シ ッ プ － 国 民 国 家

の 変 容 に み る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 理 論 の 考 察 － 」『東 北 大 学

教 育 学 部 研 究 年 報 』 第 4 5 集 , 1 9 9 7「 定 住 外 国 人 の 社 会 的

権 利 と コ ミ ュ ニ テ ィ 」『 社 会 学 年 報 』 第 2 7 号 , 2 0 0 5 ,「 グ

ロ ー バ ル 化 時 代 に お け る シ テ ィ ズ ン シ ッ プ ―ポ ス ト ナ シ

ョ ナ ル な シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と ロ ー カ リ テ ィ の 関 係 の 構 築

に 向 け て ―」『 秋 田 大 学 教 育 文 化 学 部 研 究 紀 要  人 文 科

学 ・ 社 会 科 学 』 第 6 0 集 を も と に 、 大 幅 に 書 き 直 し  

  第 2 章  1 9 9 7 ,「 定 住 外 国 人 の 社 会 的 権 利 と コ ミ ュ ニ テ ィ 」『 社

会 学 年 報 』（ 東 北 社 会 学 会 ） 第 2 7 号  



143 
 

  第 3 章  2 0 0 4 ,「 社 会 参 加 支 援 と し て の 定 住 外 国 人 教 育 の 役 割

と 課 題 ―秋 田 県 羽 後 町 の 日 本 語 教 育 を 事 例 と し て ―」

『 秋 田 大 学 教 育 文 化 学 部 研 究 紀 要  人 文 科 学 ・ 社 会 科

学 』 第 5 9 集   

  第 4 章  2 0 0 4 ,「 グ ロ ー バ ル 化 に み る 地 場 産 業 と 住 民 参 加 の 変

容 ―稲 川 町 の 川 連 漆 器 産 業 を 事 例 と し て ―」東 北 都 市 学

会 『 東 北 都 市 学 会 研 究 年 報 』 v o l . 6   

  第 5 章  書 下 ろ し  

  第 6 章  書 下 ろ し  

  終 章   書 下 ろ し  

 

 本 論 を 完 成 さ せ る の に 、 途 方 も な い 時 間 が か か っ て し ま っ た 。 シ

テ ィ ズ ン シ ッ プ に 関 す る 研 究 に 興 味 を も っ た の は 1 9 9 0 年 代 半 ば の

こ ろ で あ る 。 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 の 大 学 院 生 の と き に 、 当

時 指 導 し て い た だ い た 高 橋 満 先 生 の も と 、 日 本 で よ う や く 注 目 さ れ

始 め て き て い た エ ス ニ シ テ ィ 研 究 を 川 崎 市 の 在 日 コ リ ア ン の 活 動 を

事 例 に 共 同 研 究 し つ つ 、 社 会 学 演 習 で 扱 っ た ホ ー ル と ヘ ル ド の

『 N E W  T I M E S』 の な か の 一 つ の 章 で 論 じ ら れ て い た シ テ ィ ズ ン シ

ッ プ に 関 心 を も ち 訳 を 試 み 、 そ の 概 念 を 学 ぶ 機 会 を 得 た 。  

 1 9 9 0 年 代 末 に は 、大 学 で は 大 学 院 在 籍 中 に 学 位 論 文 に 着 手 し 学 位

を 取 得 す る の が 当 た り 前 に な り つ つ あ り 、 同 期 生 や 後 輩 た ち 周 り の

優 秀 な 学 生 は 次 々 に 論 文 を 執 筆 し 課 程 博 士 を 習 得 し て い っ た 。 私 も

高 橋 先 生 は じ め 諸 先 生 方 に 、 早 く 論 文 を 書 き な さ い と 再 三 指 導 さ れ

て い た が 、 と に か く 不 器 用 な 私 は 、 自 ら の 研 究 へ の 自 信 の な さ か ら

な か な か 着 手 す る こ と が で き な い で い た 。 そ の う ち に 秋 田 大 学 講 師

の 採 用 が 決 ま り 、 業 務 を こ な し な が ら の 論 文 執 筆 は 、 計 画 し て は 挫

折 し て の 繰 り 返 し で ま す ま す 困 難 な も の に な っ て い き 、 結 局 延 び 延

び に な り 今 日 ま で か か っ て し ま っ た 。  

 そ の 間 、 私 的 に も さ ま ざ ま な 困 難 を か か え 、 調 査 研 究 も 中 断 を 余

儀 な く さ れ た 月 日 が 長 く 続 い た が 、 そ の よ う な 情 け な い 様 の 私 を い

つ も 励 ま し 、 指 導 、 助 言 を し て く だ さ っ て い た の が 、 当 時 東 北 大 学

大 学 院 文 学 研 究 科 に い ら っ し ゃ っ た 、 横 浜 国 立 大 学 の 吉 原 直 樹 先 生

で あ る（ 東 北 大 学 名 誉 教 授 ）。コ ミ ュ ニ テ ィ 研 究 を さ れ て い る 吉 原 先

生 は 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 研 究 の 重 要 性 を 早 く か ら 指 摘 さ れ て い た 。

私 が あ る と き 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 研 究 は も う 行 き 詰 っ て い る の で は

な い か と 意 見 を 述 べ た と こ ろ 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ は こ れ か ら ま す ま

す 重 要 に な る よ と 、 お っ し ゃ ら れ た こ と が あ っ た 。 そ れ で は っ と 思

い 直 し 、 ぽ つ り ぽ つ り と 手 探 り 状 態 で 秋 田 県 内 各 地 の 地 域 調 査 を 続

け な が ら 、 一 方 で 先 生 に ご 助 言 を い た だ き な が ら シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

研 究 と の 関 連 を 探 っ て き た 。 そ し て 、 よ う や く 今 回 、 稚 拙 な が ら 地
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域 研 究 の モ ノ グ ラ フ と シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 論 を 結 び つ け て 論 文 を ま と

め る こ と が で き た 。 と に か く 長 い 時 間 が か か っ た が 、 結 果 と し て は

こ の タ イ ミ ン グ で よ か っ た の か も し れ な い 。 吉 原 先 生 が あ き ら め る

こ と な く 前 向 き な ご 助 言 を 繰 り 返 し く だ さ っ て い た こ と に よ っ て 、

や っ と 自 分 で も 納 得 で き る よ う に な っ た か ら で あ る 。  

何 度 も 論 文 執 筆 に 挫 折 し て い た に も か か わ ら ず 、 今 回 よ う や く 提

出 す る こ と が で き た の は 、 吉 原 先 生 の お か げ で あ る 。 ま た ご 多 忙 を

極 め る な か 学 位 論 文 の 審 査 を 快 く 引 き 受 け て い た だ い た こ と は 、 感

謝 し て も し き れ な い 思 い が あ る 。 改 め て お 礼 を 申 し 上 げ た い 。 そ し

て 、 大 学 院 時 代 に エ ス ニ シ テ ィ 研 究 を 薦 め て く だ さ り 、 ま た シ テ ィ

ズ ン シ ッ プ 研 究 を 指 導 し て く だ さ っ た 高 橋 満 先 生 は じ め 、 秋 田 大 学

に 着 任 し て 以 降 、 実 証 的 な 地 域 研 究 の 重 要 性 を 学 ば せ て く だ さ っ た

秋 田 大 学 名 誉 教 授 の 松 岡 昌 則 先 生 、 政 治 学 の 視 点 か ら 時 折 ご 助 言 を

く だ さ っ た 中 村 裕 先 生 に は 大 変 お 世 話 に な っ た 。 こ の 場 を お 借 り し

て お 礼 申 し 上 げ る 。 ま た 、 い ち い ち お 名 前 は 申 し 上 げ な い が 、 他 に

も 長 き に わ た り 愚 図 な 私 を 見 放 さ ず に 暖 か く 見 守 っ て く だ さ っ た 諸

先 生 方 、 ま た 様 々 な 面 で 助 け て い た だ い た 同 業 者 で あ る 友 人 ・ 知 人

た ち 、 そ し て 現 地 調 査 に ご 協 力 い た だ い た 自 治 体 職 員 の 方 や 地 域 住

民 の 皆 様 に も 、 こ の 場 を お 借 り し て お 礼 申 し 上 げ る 。 あ り が と う ご

ざ い ま し た 。  

 

 


