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論文題目 

ネパール・カトマンドゥにおけるストリート・チルドレンの日常的実践

に関する民族誌的研究 

 

（論文内容の要旨） 

 

 本論文は、ネパール、カトマンドゥのストリートで生活する子どもたち、ストリー

ト・チルドレンの日常的実践を民族誌的に明らかにすることを目的としている。これ

までのストリート・チルドレンをめぐる表象が、かれらを被害者あるいは福祉・救済

の対象として受動的に捉える立場と、逞しい抵抗の主体として過度にその主体性を強

調する立場とに二分されてきたことを背景に、「ストリートの生活者」という観点か

ら、その創造的側面と脆弱な側面とを包括的に捉えようとするものである。 

 第1章では、ネパール社会と調査地であるカトマンドゥの歴史的なコンテクストにつ

いて概観したのち、第2章ではストリート・チルドレンの社会構造的な背景としてネ

パールの教育制度および児童福祉を概観している。統計資料から初等・中等教育にお

ける高い中途退学率が示され、中途退学率がストリート・チルドレンという社会現象

の構造的要因になっている可能性が明らかにされる。また1989年に国連で採択され、

1990年にネパールで批准された「子どもの権利条約」と、これに続いたネパール国内

での子どもの権利擁護運動が、ストリート・チルドレンが児童福祉の対象としてます

ます注目される背景となったことも論じている。 

 第3章では、ストリート・チルドレンが生活するカトマンドゥのストリート空間を素

描している。第3章を貫く問いは、1990年代以降、ストリート・チルドレンが利用でき

る福祉サービスの拡充がなされたにもかかわらず、なぜストリートで過ごす子どもが

一向に減らないかである。この問いに対して、ストリートや空間についての人類学的

議論を参照しながらカトマンドゥのストリート空間を分析した結果、そこには管理の

厳しい「閉じられた空間」と、比較的管理がゆるく多様な「居方」を許容する「開か

れた空間」との共存状態があることを示した。さらに伝統的建築物として「ダルマ・

シャーラー」を取りあげ、そこにある種の滞留を許すようなストリート空間が成立し

ていることも指摘している。以上のようなローカルな特質をもつカトマンドゥのスト

リート空間があるからこそ、子どもたちはストリートで生活することができているの

だと論じている。 

 第4章ではストリート・チルドレンがストリートに来る背景について、ライフ・ヒス

トリーを用いて検討している。ストリートへの旅は、これまで「貧困」や「家庭的不

和」といった理由で説明されることが多かった。しかしこれは都市に出てきた理由を

説明する一方で、なぜ彼らが施設ではなくストリートを選ぶかについては十分に説明



 

 

できていない。本章のライフ・ヒストリーの分析からは、いわゆる貧困層のみがスト

リート・チルドレンになっているわけではないことが明らかにされ、かつ薬物やタバ

コなどの誘因によっても説明しきれないことが示される。そこで、何かに魅了され、

必ずしも合理的選択には拠らないような行為選択をあらわす「体験選択」という概念

を用いて、彼らのストリートへの旅を分析するという、新たな視座を提示している。 

 第5章ではストリートでの彼らの生活について、日常的実践と戦術に焦点を当てた記

述・分析をおこなっている。ストリート・チルドレンにはこれまでその福祉的支援や

社会的逸脱に関心が集まる一方、日常生活には十分な関心が集まってこなかった。申

請者は彼らと時間を過ごすなかで、例えば、一見何の目的もなく歩き回っているだけ

の行為が、ストリートに潜在する「仕事」を探りあてることにつながっているなど、

社会文化的な技術によって編成される生活実践を明らかにしている。そして都市のス

トリートのなかでいかに「うまくやっていく」のかを民族誌的に解明している。 

 第6章では彼らの暴力と傷つきやすさについて扱っている。近年、発達心理学などに

おいては子どもを受動的な社会化の対象とするのでなく、価値を積極的に生産する能

力をもつ存在とみなすようになってきた。しかし、そのような「積極的な」子ども像

にのみ拠っていては、とりわけ困難な状況にある子どもを対象とする場合、かれらが

被る暴力や傷つきやすさといった側面を見落とすことになる。そこで本章では、人類

学における暴力の議論を参照しながら、彼らがいかに暴力と傷つきやすさを経験して

いるかを記述している。また、親族や様々な媒介者を通して彼らがストリートから離

れていく事例も示される。 

 終章では、本論文での記述と分析を振り返り、どのような介入が必要であるかとい

いう問いを一旦括弧にくくって、ストリート・チルドレンの日常実践そのものをきめ

細かに理解する必要性について再度論じる。 

 

 


