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1．問題意識

　 2000 年代以 降、貧 困や格差 が 社会 問題 と し

て 、世間の 耳目を集 め て きた。それ らは、ブ

リ
ー

タ
ー

、ニ
ー

ト、ワ
ー

キ ン グプ ア 、ネ ソ ト

カ フ ェ 難民、若年ホーム レ ス と い う形で 、「若

者 の 問題 」 と し て も注 目され て きた。

　 こ うし た 「若者 の 問題 」 状況 を捉 える視点

として 、社 会的排除 とい う概念の 有効性が確

認 され て い る。社会的排除 とい う概念 を用 い

る こ とで 、「誰が 、誰に よ っ て 」 「ど の よ うな

場や制度 ・機関」か ら排除 され て い る の か を、

動的に捉 える こ とが可能 とな る。 そ の よ うな

観点 か ら、既存の 雇用政策や福祉制度 の 問題

点が 指摘 され、改善策 が 提 起 され て きた 。

　 また、家庭背景等 の 要 因 に よ っ て 、社会的

排除が特定の 層 に集中 して 現れ て い る こ とも、

同時に指摘され て きた。そ の 最た る例 の ひ と

つ が 、児童養護施設 出身者 で あ る。彼 ら の社

会生活 にお ける 「困難 さ」 こ そ、社会 的排除

の 典型 で あ り、そ の 「困難 さ」 の 過程をつ ぶ

さに 見 て い くこ とは、社会的排除 の 問題 を考

え る うえで 非常に 重要な作業で あ る。

　 同様 の 問題意識 か ら 、 本 報告 で は 、社会的

排除の過程に組み 込まれやすい 特定 の 層 の ひ

とっ で ある非行経験者 お よび非行予備軍に 着

目する。 と言 うの も、非行 の 原因 と し て 、さ

ま ざま な社会的 困難 さが複雑に絡み合 っ て い

る こ とが 指摘 され てお り、い わば 「社会 的 困

難 さ」 の 帰結 の
一

種 と して 非行を捉える こ と

が で きるため で あ る。

　非行 と い う社会的排 除 の 最 た る現象 に着

目し 、 そ の 包摂の 可能性 を提起す る こ とに よ

っ て 、現在 の 「若者 の 困難 さ」 を解決す る た

め の
一

縷 の 光を見出すこ とが 、本報告 の 目的

で あ る。

2．分析の 視点

　非行 、 そ して 矯 正 施設 へ の 入 所 とい うル
ー

トは、社会的排除 の 帰結で もあ り、社会的排

除 の 起点で もある と考え られ る。すなわち、

家庭背 景等 の 要因 に より非行 に走 っ て し ま い 、

矯正 施設 に 隔離され る こ とで 、非行少年 は社

会 か ら排 除 され る 。 そ して 、 た とえ矯正施設

で 更生が は か られ 出所 した と し て も、「非行経

験者 」 とい うス テ ィ グ マ に よ っ て社会か ら排

除 され て し まい
、 うま く社会復帰が果たせ な

い 可能性が高 い 。

　広 田 ・伊藤 （2011）は 、少年院に お ける綿

密 で 継 続的な フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク を行 い 、．一
般

市民 に と っ て 不 可視な空間 で ある少年院にお

い て 、矯 正 教 育が 「総 じて 上手 くい っ て きた 」

事実を明 らか に し て い る。し か し、少 年院に

お ける矯正教育が 「総 じて 上 手 くい っ て い る 」

と して も、非行経 験者 が 出所後ただ ちに社会

に 適合で きる とは 限らない 。社会の 側 に受 け

入 れ の 素地 がなか っ た り、社会 と少年院出所

者 をつ な ぐ機能が なければ、非行経験者 の 更

生や社会復帰 の 実現は 不可能で あろ う。

　っ ま り、主流社会 とそ の 外 部 （例 えば 、 少

年院）の 間にあ る 「緩衝領域」 の 役割や機能

こ そ が 、非行経験者 の 更生や社 会復帰を議論

す る際に は 重 要 と な る （下図）。
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　 しか し、少年 院にお ける矯正教育 と同様、

緩衝領域に お ける支援一例えば、更生保護施

設や 自立支援施設 に お け る 支援が そ れ に 当た

るだろ う
一

もまた、そ の 内 実は
一

般 に は不 可

視な存在で あ り続 けて きた。そ うした緩衝領

域にお い て は、非行経験者に対 して どの よ う

な支援が 必要 な の か
。 社会 的に排 除 された非

行少年が、社会的に 包摂される道筋は い か な

る もの な の か。

　そ の よ うな問題意識か ら、本報告で は、緩

衝領域 に位置つ く　「社 会的排 除 に抗する 」 と

想定され る支援 の 内実に焦点 を当 て る。 社会

的排除とい う概念は、「社会 の どの よ うな仕組

み が、誰 をどの よ うに して排除 して い るの か 」

を問題 とす るた め 、政策 ・制度 レ ベ ル の 議論

が中心 とな っ て きた。それ に対 し て 、本報告

で は、「社会的排除に抗す る」支援 の 場 にお い

て 、若者たちが、どの よ うな支援に よっ て 、

い か に 社会 に 包摂 され て い くの か とい うプ ロ

セ ス につ い て 明 らかにす る 。 そ の うえ で 、 社

会的包摂 の 具体的なイ メ
ージを喚起する こ と

を試 み る。

3調 査 の概要

　 2011 年 2 月〜2012 年 8 月 にか け て 、非行

経験者を対象 と し た 2 っ の 支援団体 の 、支援

者 お よび被支援者 に 対す る 聞 き取 り調査 を実

施 した 。 両支援団体 ともに、非行経験者や 家

庭背景が厳 し い 青少年に対す る既存の 公 的支

援が不十分で あ る とい う問題 意識 か ら、それ

ぞれ の 支援活動 を 始め た と い う経緯が あ る。

　支援団体 P は 、
NPO 法人 で あ り 、 少年 院

出所者を更生保護施設 と し て 、地域で 「手 に

負 えな くな っ た 」若者を 自立準備ホーム とい

う形 で 、それ ぞれ受け入れ て い る。
一

方で 、

支援団体 Q は、地域の 「し ん ど い若者」 を主

な対象と して 、 地域の 青年部 活動 と連動 しな

が ら、ボ ラ ン タ リ
ーな支援を行 っ て い る。

　前者は 、社会 的 に 排除 され た若者 （非行経

験者 ） を社会 に つ なぐ支援、後者は社 会的排

除に 陥 りそ うな若者 （非行予備軍）を社会に

とどめ る支援 と して 位置づ け る こ とが で きる 。

緩衝領 域にお け る支援に は、こ の 両方 の 性格

が 必 要で あ る と考え、本報告で は 、 それぞれ

の 事例 を扱 う こ とに した。

4事 例　一社会にっ なぐ／ とどめ る支援

　両団体 の 被支援者 の 多 くは 、中学校時代に

逸脱経験 をす る。そ の 背景 には 、 彼 らの 家庭

環境や家庭状況の 問題がある。そ して 、学力

不 振や教師との 対 立 、そ して 学校 か らの 逃避 、

非行 へ とつ なが っ て い く。そ の よ うな背景や

経験を持 つ 彼 らに 対 して 、2 つ の 支援団体が

どの よ うな支援を行 っ て い る の かを、具体的

な事例に即 し て見て い く。

（1）支援団体 P　一社会に っ なぐ

　NPO 法人 で あ る支援団体 P で は 、少年院

出所者、非行経験者 とい っ た社会 か ら ドロ ッ

プ ア ウ トした若者を対象 と した支援を、法務

省か らの 事業委託 を受け て 、自立 準備ホ
ー

ム

と更生保護施設 と い う形式で 実施 し て い る。

あわせ て 、相談事業 も展開 して い る。団体 P
の 支援 の 特徴は、以 下 の 5 点で ある。

。自律 とい うノレ
ー

ノレ

　　 「少年院 は制限される。こ こ （団体 P）は

　　や っ ぱ 自分 で せ や み た い な 。 そ うい う点キ

　 　 ツ イか な っ て い う1 （被支援者）

　 団体 P の ル ール に関 し て は、支援者側が提

示す る の で はな く、被支援者 ど うしが話 し合

っ て 決め て い る。少年院 の 中で 、彼 らが経験

して きた の は 、従 うこ とを要 求 され る規則で

あ っ た 。 しか し 、 団体 P で は 、 それ は 自分た

ちが作る ル ール へ と変化する。こ の よ うな実

践 は、誘惑 か ら遮 断 され て い た少年院か ら、

自己管理 し て い か な けれ ば な ら な い 社会 へ の

「つ なぎ」 の 役割 を果たす 。

・非行経験の 共有にも とつ く信頼関係

　 しか し、被支援者 の 自己規律を重ん じ る か

らとい っ て 、支援者 の存在が 見えな くなっ て

しま うの で はな い
。 被 支援者 に とっ て 、支援

者の 存在は 大きい。中で も、代表 を務 め る支

援者 へ の 信頼 は絶大 で あ る。

　　 「○ ○ さ ん （代 表者 ） に して も、その 他 の

　　 ス タ ッ フ に し て もず っ とま じめ に 生き て

　　 きた人たち じゃ な い じゃ な い で す か 。 だ か

　　 ら こ そ 自分たち の 心境 をわか っ て くれ た

　　 りと か 。自分 た ち の 立 場 で 言 っ て くれ る

　　 し」 （被支援者）

　支援者の 多 くも非 行 とそ の 克 服 を経験 し
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て きた とい うこ ともあ り、被支援者は 「体験

を共有す る者」 と し て信頼を 寄せ る。また、

支援者 も 「（被支援者 と）同 じ目線で い かな 」

と意識 してお り、そ うした姿勢が 、「気持 ちが

わか っ た上 で 話 して くれ るん で す よ。だけん、

安心す るみた い な （被支援者）」 とい う被支援

者の 安心 感に もつ なが っ て い る。

の 企業の 存在も大 きい 。

　こ の よ うに 、地 域か らも社会的包摂へ の 手

が 差 し伸 べ られ て い る。こ う し た 周 囲 の 大人

の 支援を目の 当た り にする こ とに よ り、 被支

援者は 「受 け入れ られ る安心感」 や 「信頼で

きる大人 」 の 存在 を、団体の 外 に も見出 して

い くの で あ る 。

・明確 な目標設 定

　団体 P で は、生活習慣 の 確立や就労が、社

会生活 へ の 適応 訓練と して 重視 され て い る 。

そ の 際に、例 えば、「自動車免許 の 取得」や 「自

動車購入 の ため の 貯金 」 とい う明確 な 目標 設

定が 必 ず行われ る。そ の こ とに よっ て 、動機

付けが行われ 、仕事をする こ との 意味が 、被

支援者に実感 され て い くの で あ る。

　 こ の よ うな 目標設定は、仕事に関 し て だけ

で は な く、進 学 ・学習支援等に 際 して も行 わ

れ る 。
「わ か りやす い 」 目前 の ゴ ー

ル が 設定 さ

れ る こ とで 、被支援者は仕事や学校 へ の 参画

が促 され 、主流社会 に包摂 され る こ とに つ な

が っ て い く。

（2）支援団体 Q　
一
社会に と どめる

　支援団体 Q は 、地域 の 「し ん どい 子 どもた

ち」を対 象と し て 、「青少年 自立 サ ポー ト団体」

と し て活動を実施 し て い る 。 団体 P とは異 な

り、不 定期 の 活動 が メイ ン の ボ ラ ン タ リ
ーな

支援で あ る。こ の 活動は、地域の 青年部活動

とも重な り合い なが ら展 開され て い る 。 他方 、

団体 P と同 じく、地域外 の 少年 院出所者や非

行経験者 を対象 と し た支援 も実施 し て い る。

　団体 Q で は 、現 在の とこ ろ、前者 の 活動 が

メイ ン の 活動 と な っ て い るた め 、そ ち ら の 事

例を取 り上げ る 。 団体 Q の 支援の 特徴は 、 以

下 の 5 点であ る。

・ともに活動する対等な 関係性
・魎 彑

　団体 P の 支援は 、「支援者か ら被支援者 へ 」

とい う形 だ けで は ない 。団体内 の 他 の 被支援

者 の 存在 も 大 き い 。先に 入 所 して い た 被支援

者 が、「メ ン タ
ー

」 として 、 後 か ら入所 して き

た被支援者の 世話を し た り、ロ
ール モ デル の

役割 を果た した りして い る。

　身近 な ロ
ー

ル モ デル の 存在 が
、 団体 内 の

「良い 1 影響 の 連鎖を生 ん で い る 。 こ の こ と

は、非行 文化 とも馴染みが ある 「先輩
一

後 輩」

とい う縦の 関係が、支援活動の 要 と し て うま

く組 み 込まれ て い る こ とを示 し て い る。

・支 える地域 ・大人

　団体 P の 「つ なが り」 は、団体内に とどま

らな い 。団体 P で は 、地域の 祭 りや行事 へ の

参加 が 、活動 の
一

環 と して 重要 な位置を 占め

る 。 こ の こ とに よっ て 、地域住民 の 理 解やサ

ポ ー
トを得 る こ とが で きて い る。周辺 の 学校

教員や PTA 役員、地域 の 大学教員や学生が、

団体 の 主 旨に 賛同 し、支援者等で か か わ っ て

い る例 もあ る。また、団体 P の 活動 に理 解を

示 し、当団体の 青年 を積極的に雇用す る地域

　団体 Q では、上下関係 をつ く っ て しま うと

「子 どもらが し ん どくな っ て し ま う」 の で 、

支援者 と被支援者は近 しい 関係 にあ る。そ の

た め 、多 くの 被支援者 は 、支援者 に 対 し て タ

メ ロ で あ り、 代表者 は親 しみ を込 めて 、「○ ○

兄ちゃ ん 」 「○ ○ くん 」 と呼ばれて い る。

　 こ れ は、団体 Q の 活動 が、地域に根 づ い た

活 動 で ある とい う性 格 に も帰因 し て い る 。 支

援者もまた、被支援者 とともに対等な立場で

地域活動 にかかわ る当団体 の
一

員 な の で ある。

・
当魅

　そ の よ うな関係性で あ るた め、子 どもた ち

へ の働 きかけ も、「上 か ら」に な らな い よ うに

意識 され て い る。

　　で き る だ け …　 怒 ら な い っ て 言 っ た ら変

　 で すけ ど、で きるだ け大人ぶ っ た こ と は言わ

　な い よ うに して ます （笑）もち ろん 。 や っ ぱ

　 上 か ら言われた ら腹立 つ しね、誰 で もね （支

　援者）

　 こ うし た か か わ りか た は、多 くの 被支援者

の 背景や 実態 との 「出会い 」 に よ っ て 、支援

者た ち の 問で培 われ て きた ス キル で あ り、そ
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れは 団体 Q の文化 となっ て い る。

・進路へ の 寄 り添い

　 「上 か ら」 の 支援で はない とい うこ とを モ

ッ ト
ー

と して い る団体 Q で は、そ の 進路 支援

も、被支援者に寄 り添 っ た形で進め られる。

　 　夢 を持 て とか は
一

切言わな い で すね
一

（中

　略）
一ぼ く らの 夢づ く りっ て 無理 や り作 ら し

　て それ を導くとか じ ゃ な くて 、夢づ くりの サ

　ポ
ー

トなん で （支援者）

　 「夢づ く りの サポー
ト」 とい うこ とば で表

され て い る よ うに 、被支援者 の 傍 らに 寄 り添

い 、ともに進 路 を探 っ て い く とい うス タ ン ス

を支援者は 心 がけ て い る。

・
…一 五

　 「青年部は 居場所 っ て い うか ・・
み んな と

い て 落 ち着 くっ て い うか ・・楽 しい し …　 」

とい う被支援者 の こ とばが表 し て い る よ うに、

団体 Q は 、そ こ に集 う若者た ちに とっ て 、 居

心地 の よい 場 とな っ て い る。

　支援者の 「寄 り添 う」 姿勢も さる こ となが

ら、「み んな で い っ し ょ に い る」 「い っ し ょ に

何 か をす る 」 とい う共 同活 動の 良さもまた、

被支援者の 「居場所」 感に つ な が っ て い る 。

同 じよ うな境遇 にある 「仲間 」 とともに何か

を成 し遂げる とい う達成感は 、集 団内 の 共 通

体験 と し て 共 有され て い くの で ある 。

・Al5
を核 と した コ ミ ュ ニ テ　ネ ッ トワー

ク

　　ぼくらが中心、核に な っ た ら だ め だ と思 う

　 ん で す よ一（中略 ）一そ ん なか に 団体 Q と か 、

　い ろ ん な団体、い ろん な支援団体とか い ろん

　な NPOがあ っ て 、協力 して い く体制 っ て い う

　の が
一

番理 想や と思 う し （支援者）

　団体 Q の 支援は、内 に 閉 じ た も の で は な い 。

地域の 他 の 団体 ・組織 とも連携 し なが ら 、 地

域活動 として 、家庭背景が厳 しい 子 どもた ち

を支援 し て い く こ とが 目指 され て い る。そ の

際に、子 どもた ちが 日常生活 で 多 くの 時間 を

過 ごす学校 の 役 割 の 重要性が強調 される 。

5．考察　
一

同化で もなく分離で もなく

　以 上 、支援団体 P 、Q の 支援 の 特徴を事例

に 則 し て 見て きたが 、 そ こ には い くつ か の 共

通性が ある 。

　 まず、社会の 「外」 と社会をっ なご うとす

る緩 衝領域に位置つ く 2 つ の 支援 の 場 の 実践

は ともに 、居場所的な支援を実施 しっ っ 、主

流社会 へ の 接合を試み て い る とい う点 で 共通

して い る。い わば、主流社会か ら分離 した 「安

全 な場」 に とどま らない 、居場所づ くりが 目

指 され て い る の だ 。 そ の 支援は、若者 の 意味

世界 や価値観に 寄 り添い つ つ 、社会 へ の 参画

（就労、地域活動）を促そ うとす る もの で あ

る。

　 そ れ を可能に し て い る の が、支援者 の 当事

者性 で ある 。
こ こ で い う当事者性 は、支援者

が被支援者と 同様の境遇 を歩ん で きた とい う

こ とと、被支援者 の 背景 をふま えた当事者 の

視点に立 っ た支援が行われて い る とい うこ と、

こ の 2 つ の 意味 を含む。こ うした 当事者性 が、

両団体 の 支援に通底す る重要な要素 となっ て

い る。

　また、非行経験者 が有 して い る反社会的 ・

脱社会 的価値観 が 、主流社会 へ の 接合 の た め

に、「編み直 し」 が は か られ た り、
「読 み替 え 」

られ た りして、支援に組 み込まれ て い る こ と

も、2 つ の 事例に 共通 した大 きな特徴で あ る。

「ほ ん もの の 先生 」 「信頼 で きる大人 」 を体験

させ直 す こ とに よ っ て、価値観 の 「編み 直し 」

を促 し、非行文化の特徴で あ る縦の 関係や集

団文化が 「読み替 え」 られて、支援 の 要 の機

能 と し て位置 づ け られ て い る の で あ る。

　  社会参画を と もな っ た 居 場所 的支援、 

当事者性に もとつ い たかかわ り、  非行文

化 ・非行 経験 の 「編み直 し」 と 「読み替え 」

の 実践に よ っ て 、社会的排除の 対象 とな る層

一本報告で は 非行経験者
一

の 主流社会 へ の 単

純な 「同化 」 で もな く、主流社会か らの 「分

離」 で もない 支援 が実現 され て い る。「社会 」

と 「社 会 の 外 」 の 間にあ る 「緩衝領域」 が う

ま く機 能 し、社会的排除 された者 を社会的包

摂 へ とつ な い で い くためには、そ う し た性格

の 支援 ・教育が求め られ る の で は ない か 。

※引用文献 、事例の 詳細等 に つ い て は、報告時

　に提示する 。

※本報告は、第 8回 部落解放 ・人権研究所識

　字活動支援 「安田 識字基金」の助成を受けて 、

　実施 して い る共 同調査の 成果の
一

部で ある。
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