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「ニ ー ト」 論の 批判的検討

「ひ き こ も り」 当事者 の 語 りか ら
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1 ．問題 の所在

　 本 報告 の 目的は 、「ひ きこ も り」か ら見た 「ニ

ー
ト」 論議 の 問題点を指摘す る こ とにあ る。

　　「ひ きこ もり」 は 1990 年代半ば ごろか ら関

心 を集 め るよ うにな っ た。当時 「ひ き こ も り」

は若者の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 不 全の 問 題 と さ

れ 、「人 とふれ合い た い の にふれ合 えな い 」 「社

会 に出る ととを望み なが ら も出 る こ とが で き

ない 」 とい う葛藤が議論の 中心的 テ ー
マ に な

っ て い た （e．g．富 田 1992）。 し か し 近年 では 、

対人 関係獲得後 の 当事者た ちの 閉塞状況 を背

景に 、そ う し た 心 理 的葛藤 よ りも就 労 の 有無

を重 視する傾 向が 強ま っ て い る （塩 倉 2002 ）。

こ うした流れの 中、「ニ
ー

ト」は 「ひ きこ も り〕

を回 収す る よ うな形で 登場 し て きた よ うな印

象が あ る 。

　 実際 「ニ ー ト」、に関する議論 にお い て 、「ひ

きこ もり」 は 「ニ
ー

ト」 に重 な り合 うもの と

し て 扱われて い る 。 た とえば 、 小 杉 ・堀 （2003）

で は、「就労意欲の な い inactiveな若者」 をサ

ポー
トす る機関 と して 「ひ きこ も り」 の 支援

団体 が位置 づ け られ て い る。 また 、玄田 ・ 曲

沼 （2004 ）で は、対人関係 に対す る 自信 の な

さや不登校 ζの 連続性が強調 され るな ど、そ

こ で 描 き出 され た 「ニ
ー

ト」 の 姿は 「ひ き こ

も り」 に か な り近 い 。 さ らに 玄 田
・小 杉 ら

（2005）に収 め られ て い る対談で は、高学歴 ・「

高階層 の 「ニ ー
ト」 と し て 「ひ き こ も り」 が

位置づ け られ て い る。

　しか し、「ひ きこ もり」 と 1
『

一
ト」 が 問題

化 され た 文脈 は 異な っ て お ゆ、両者 を重 ね て

論 じる こ とには 無理 があ る の で はな い か。そ

こ で 、本報告で は 「ひ き こ も り 」 当事者 へ の

イ ン タ ビ ュ
ー

を手が か りに 、両者 の ズ レ に つ

い て 考 えて みた い 。

．2 ．調査概要

　 本報告 で は 、A さ
L

ん （男性 ・1974 年生ま

れ） へ の イ ン タ ビ ュ
ー

を取 り上 げる。首都圏

で 活 動 して い た 自助 グル ープ の 参加者 で 、

2001 年 ・2003 年に イ ン タ ビ ュ
ー

を実施 した 。

　 A さん が ひ きこ もつ た 直接 の き っ か け は、

大 学卒業後 の 進路 を決 定で きな か っ た こ と

で ある。大学 を卒業 して か ら約 2 年 間、家族

以外 の 人 との 関 わ りを持 た な い 状態 を経験

し た 。そ こ か ら抜け出す き っ か けに な っ た の

は、ある雑誌 に掲載 され て い た 「ひ きこ も り」

の 紹介記事 で、それ か ら斎藤環の 診察 を受 け

る よ うにな っ た。しば らく して グル
ープ活 動

に も参加 し始め、自助グル
ー

プ の 設立 ・運営

に も関わ っ て い っ た 。

　 A さん の 特徴 として は、当事者 の 中で も積

極的 に 「ひ き こ も り」 に 関わ っ て い るタイプ

で あ る こ と、斎藤の 治療論 を手 が か りに 「回

復」 の 道 筋 を模索 し て い る こ とが挙げ られ る。

3 ．「ひ きこ もり」
』
当事者 の 語 り

』

　 【2001 年 】A さん は、自分が ひ きこ もっ た

の は 「学校 を卒業 し た後は す ぐに 就職す る」

とい うラ イ フ コ
ー

ス を絶討視 し、．そ こ か ら外

れ る こ とで 生 き方 を見 失 っ て し ま っ たた めだ 、

と考 え て い る。そ こ で 、就労 よ りも対 人 関係

の 充実脅当面 の 課 題 と し、積極的に グ ル
ープ 　、

活動に 関わ っ て い た
。

　また 、多 く の 人 と出 会 う中で 「働 くだ けが

人生 の 全て で はな い 」 とい う新 た な価値観 を
』

学び 、 それ に よ っ て 自己 を肯定的 に 捉え、未

来 へ の 展望 も描 くこ とがで きる よ うに な っ た 。
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　 【2003 年 】前回イ ン タビ ュ
ーを行 っ た とき

と比 べ て 「進歩がない 1 とい う現 状認 識 を持

っ て い た 。 ただ し、グル
ープ活動 へ の 参加状

況や 心理状態な どに つ い て は 変化が あ っ た こ

とを認め て お り、それ に も か か わ らず 「進 歩

が な い 」 と語 る の は 、働 く こ とが で きて い な

い か らで あ る 。 A さん に と っ て 就労は 外 す こ

と の で きない 課題 とし て捉 え られ て お り、そ

れ を達成で きな い こ と が 彼 の 自己評 価を著 し

く低下 させ て い る よ うだ っ た 。

　 し か し、その
一

方で 就 労を最重要課題 とす

る よ うな近年の 風 潮 に疑問を感 じ て お り、そ

れ で もなお就労 に執着 し て しま う自分に対 し

て複雑 な心情を抱えて い る よ うだ っ た 。 また、

今 ま でに 自分がや っ て きた こ と、す な わ ち自

助 グル
ープ の 運 営に成功 した こ とや 様 々 な人

と の つ な が りを得 た こ とな ど 、 就労に 関わ ら

ない 側面に 関 して は高 い 自己評価 を保持 して

い る こ ともうかが えた 。

もなお 問 わ ざるを えな い とこ ろに 彼 らの 苦

しさと難 し さが ある よ うに 思 う。 とすれ ば、

上記 の よ うな言 葉は
一部 の 当事者 に と っ て

は あ ま り意味がな く、む しろ彼 らの 葛藤や 無

力感 を深 め る こ と に な りか ね な い の で は な

い か 。

　こ れ ま で 十分 に政策的 支援が 届 か な か っ

た層 を掬い 上 げる た め に 「ニ
ー

ト」 を導入 し

た と い う意 図は理 解で きる （小杉編 2005 ）。

しか し 、 そ こ には 当然 「ひ き こ もり」 で はな

い 層 も含ま れる こ とに な り、よ っ て 「ひ きこ

もり」 独 自の 問題、た とえば本報告で取 り上

げ る よ うな当事者 の 葛藤 が 取 り残 され て し

ま う可能性は否 めない
。 そ こ で 、「ひ き こ も

り」 に関す る議論 にお い て何が 問われ て い た

の か改めて 明 らか に し、そ の 上 で 「ニ
ー

ト」

と して扱え る問題 と 、 そ こ に は回 収 しきれ な

い 問題 とを区別 し、論 じ続 ける必 要が あるだ

ろ う。

4 ．考察

　 A さんへ の イ ン タ ビ ュ
ー

の 中 で 「ひ き こ も

り」 と 「ニ
ー

ト」 の ズ レ を考 え る上 で 特 に重

要 と思 われ る の は 、次の よ うな ジ レ ン マ で あ

る。そ れ は、A さんだ け で は な く多くの 当事

者 に共 通す る もの とい える。すな わ ち、就労

に 向けて 行動 を起 こ して は い ない が 、だか ら

とい っ て 就労意欲 が低い わ けで は 決 し て な い 。

む しろ 「働 かな けれ ばな らな い 」 とい う意識
』

は非常に強 い 。だ が、同 時 に就労の 達成を重

視す る昨今の 流れ に 対 して 疑 問を感 じる部分

もあ り、それ ゆ え就労 に執着す る 自分 に 対 し

て 抵抗感をも覚 えて しま う。

　 こ うし た ジ レ ン マ を抱 え る人 々 に とっ て 、

「ニ
ー ト」 に関 して よく言われて い る 「働 く

こ と の 意味に拘泥せ ず、と りあえず行動 を起

こ すこ とが重要 だ 」 と い っ た 「処方箋」 は 、

果た し て 有効 な の か 。お そ らく、働 く こ と の

意味 を 問 うて し ま うか ら働 け ない とい うこ

とを当事者 自身 もよ く分か っ て お り、それ で
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