
The International Society of Volunteer Studies in Japan

NII-Electronic Library Service

The 　工nternational 　Sooiety 　of 　▽ olunteer 　Studies 　in 　Japan

【論文】

デン マ
ー

ク ・ ボラン タリ
ー セクター に対する役割期待

一
福祉 国家の 再編がもた らす影 響一

坂　口 緑 （明治学院大学）

【要旨】

　ボラ ン タ リ
ーセ クタ

ー
に関す る研究 は、長 い 間 、ア メ リカ が リ

ー
ド して き た。ア メ リカ で は 、伝統的に 政

府の 果たす機能 が 限定 され て お り
、 そ の 代 わ り、多様 なボ ラ ン テ ィ ア 団体 が 国家の 代替機能 を 果 た し て き た 。

ヨ
ーU ッ パ に お い て も近年、福祉 サ

ービ ス 供 給者 として ボ ラ ン タ リ
ーセ クタ

ーが 注 目され 、それ を ど の よ う

に市民社会が コ ン トロ
ー

ル す べ きか とい う規範的 な関心が高 ま っ て い る。背 景にあ る の は、福 祉国家 の 再編

で あ る。 ヨ
ー

ロ ッ パ の 中 の 小 国デ ン マ
ー

ク で も、福祉 国家 の 再編 を め ぐ る議 論を経 て 、ボラ ン タ リ
ーセ ク ター

をい か に して 利用 で き る の かが議 論 され て い る 。 しか し、こ の よ うな関心 の もとで抱 か れ る期 待 の 正 当性 は

必 ず し も 明 らか で は な い 。本論文 は、5 人 の デ ン マ
ー

ク の 研究者 に 対す る ヒ ア リン グ調査を元 に、国家セ ク ター

とボ ラ ン タ リ
ー

セ ク タ
ー

の 関係が、福祉多元主義の 影響の 下 で どの よ うに変化 して い るの か を明 らか にす る。

【キー
ワ
ー ド】ボラ ン タリーセクター、デ ン マ ーク 、 福祉国粋主義 、 福祉多元主義

は じめ に

　ボラ ン タ リ
ーセ ク タ

ーに 関す る研究は 、長い 間、

ア メ リカ が リ
ー

ドしてきた。ア メ リカでは、伝統的

に 政 府 の 果 た す機 能が 限 定 され て お り、そ の 代 わ

り、多様 なボ ラ ン テ ィ ア 団体 が 国家 の 代替機能 を果

た し て き た。 し か し、ヨ ー ロ ッ パ で は 近 年、移 民

背景 を もつ 人 口 の 増加や経済成長の 鈍化 を 理 崗に 、

ボ ラ ン タ リ
ーセ ク タ ーを社会が い か に し て 利用 で

きるの か とい う点に 関心 が集ま っ て い る。背景に あ

るの は、福 祉国家 の 再編問題 で あ る，，ヨ ーロ ッ パ の

中の 小国デ ン マ
ーク で も、福祉国家政策の 見直 し を

めぐる議論 の 中で 、たび た び ボラ ン タ リ
ーセ ク ター

の 利用方法 が 議論 され て い る。福祉国家 の 再編に伴

い 、ボ ラ ン タ リ
ーセ クタ

ー
に対する注 目が に わ か に

集ま る中、どの よ うな理 由で 、どの よ うな役割が、

ボラ ン タ リ
ーセ ク タ

ー
に与 え られ よ う と し て い る

の か
。

　本論文 は、高度に発達 した 福祉国家デン マ
ーク を

例 に、21Ltr紀 に な っ て ボ ラ ン タ リーセ ク タ ーに 新

たに与 え られ る よ うに なっ た 役 割が何か を明 らか

にす る こ とを 目的 とす る。まず、ボ ラ ン タ リ
ーセ ク

タ
ー

に 関す る 議論 を振 り返 り、近年 の ヨ ーロ ッ パ で

議論 され る よ うに な っ た福 祉 国家 の 再編 後 の 論 点

を整 理 す る 。 次 に 、こ の よ うな論 点に よ り提起 され

る い くつ か の 間題 をデ ン マ ーク を事例 に考えた い 。

そ の 上 で 、デ ン マ
ー

ク 国内 の 先行研 究 と筆者 による

ヒ ア リン グ調査 を元 に、ボ ラ ン タ リ
ー

セ ク タ
ー

が 国

内 で 課題 とされ る社会 問題 の 解 決 に利用 可能 か ど

うか を検討する。最後に 、福祉国家の 再編の 影響を

受 け る デ ン マ
ー

ク 社会 で も、ヨ
ー

ロ ソ バ で の 議論 を

通 し て 強 く警戒 され て い る よ うな 、安価な労働 力 の

調達 先 と して ボ ラ ン タ リ
ー

セ ク タ
ーが 政府 や 企業

の 「下請け 」 とな る ・∫能性 がな い の か ど うか 、また

そ の よ うな 可 能 性 が 引 き起 こ す 問題 は 何 か に つ い

て 考察する。

1．ボラ ン タ リ
ー

セ クタ
ー

研究にお ける

　　論点の 変遷

　 ボ ラ ン タ リ
ー

セ クタ
ー

に関す る研究 には、ア メ リ

カ の ジ ョ ン ズ ホ ブ キ ン ス 大 学が 主導す る研 究 が長

い 間、大 きな影響を与 え て きた。NPO や ボ ラ ン テ ィ

ア 団体を国家や市場 に 対す る 対抗 的、あるい は補完

的な勢力 と見 なす見方 は 、ア メ リカ の 研究成果 に依

拠 す る もの で ある。同大学 レ ス タ
ー ・

サ ラモ ン の 研

究 グル
ープ は 「非 営利 セ ク タ

ー
」 に つ い て 、そ の

経済規模の 観 点か ら言及す る傾 向 が 強 く、そ の 影響

を受けた 日本 の 研究も、団体数 、 雇用者数、寄付や

会費収入 とい っ た経済規模 、ある い は組織論や経営

・・カ テ・ア学評 完 V・1コ2 ［63］
　 　 　 N 工工
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戦略論 を得 意 とす る傾 向 が 見 られ る （Salamon ≡1999 ；

山内 1999）。こ の 見地 に立 つ 国 際比較調査 も数多く

進 め られ て き た （Salamon ＆ Sokolowski　2004 ；United

Nations　2003；Salamon ＆ Anheier＝1996）。政 府 セ ク

タ
ー

と市場 セ クタ
ー

の 残余 カ テ ゴ リーと し て ボ ラ

ン タ リ
ー

セ ク タ
ー

を 同 定 し、「内国歳入 庁 」 に 「非

課税団体 」 と し て 登録 され た団体を NPO と 同定す

る とい う ア メ リ カ の 条件を ほ ぼ適応 す る こ と で 、数

量 的 な比較が 可 能 に な っ た こ れ らの 調査 は意義が

大 き い
。 ただ し、例えば宗教団体は ど こ ま で が 非 営

利 か 、税金 に よ っ て 運 営 され て い る も の の 形式 上

「法人 」 と名乗る医療機 関や学校、共済保 険や信 用

組合、年金組合等は どの よ うに扱え る の か な ど、具

体的な線引き は そ の 社会に よっ て 大き く異な る。

　サ ラ モ ン ら が こ の よ うな手法 を選択す る理 由は 、

ア メ リ カ 社会 に お け るボラ ン タ リ
ーセ クタ

ー
の 役

割が 政府 と対 抗す る セ ク タ ーだ と捉 え られ て い る

か らで ある。よ り正 確 に言 うと、圧倒的 に力 を もつ

市場 セ クタ
ー

に対 して 、政府 とボ ラ ン タ リ
ー

セ ク

タ ーが ど の よ うな役 割分担 を し て 対抗す る 力 を得

られ るの か とい う点 に、研究 の 重点 が置かれ て い る

か ら で ある （Salamon 　l　997）。そ の た め 、歴 史的 文

脈 を い っ た ん捨象 し、現在 の 規模 、と りわけ経 済的

価値に換算す る 方法 が 熱 心 に 追求 され る 。

　そ れ に 対 し て 、ヨ ー
ロ ッ パ にお けるボラ ン タ リ

ー

セ ク タ ーの 研 究 は 、国 ご と の 歴 史 的経緯 を掘 り起

こ す方法で 進 め ら れ て き た （Evers＆ Laville　2005 ；

Borzaga ＆ Defoumy 　2004）。た とえば フ ラ ン ス で は、

市 民 革命 の 理 念 で あ る 共 和 主義 こ そ が 人 々 に とっ

て の 共通 理 解に な っ て い る と し、必要 に応 じて 「連

帯 」 す る 組織 「ア ソ シ ア シ オ ン 」 を非営利 セ ク ター

の 特徴だ と位置づ ける。「ア ソ シ ア シ オ ン 」 は労働

組 合 や 職 業 団 体、協働組 合な ど を 指 す も の だ っ た

が、現在 で は 広 く NPO の 総称 と し て も用 い られ て

い る （コ バ ヤ シ 2003 二38）。ま た 、イ ギ リ ス の 場合 、

労働 党 ブ レ ア 政権 当時 に 投 入 され た、経済的浮揚策

の
．．・

種 と し て リニ ュ
ー

ア ル され た サ ー ドセ ク タ
ー

が 特 徴 的 で あ る。イ ギ リス も、職業団体や友愛団

体 な どの 市民 団体 、宗教的背景を も っ 組織 な どが

相 互 扶 助 活動 を主 導 し て きた 長 い 歴 史を もつ が 、

1997 年以降、サー ドセ ク タ ーが政府 の 戦略 的パ ー

トナ
ー

と位置づ け ら れ て 以降、NPO が 公 共サ
ービ

ス の 担 い 手 と して 成長 して い る （塚本 ・
山岸 ・

柳澤

編 2007）。

區］・・ク・i・r学研 究 V・［12

　 こ の よ うな経緯 を へ て 1990 年代後 半か ら、ヨ ー

ロ ッ パ の ボ ラ ン タ リ
ー

セ ク タ
ー

研 究 に 新たな 局面

が見 られ る よ うに な る。「サ ー ドセ ク ター
」 と市民

社会を め ぐ る議論 の 活発 化で あ る、、

　 フ ラ ン ス の 経済学者ジ ャ ッ ク ・
ド ゥ フ ル ニ は 、

各国 の 歴 史に 基 づ き発 達 し て き た 非 営利 セ ク ター

が 、経済的要請に よ り、「社会的企業 」 の よ うな形

態 を 取 り 人 れ ざる を得 な い 状況 に ある点 を強 調す

る。NPO が もつ 利 潤 非分配 制約 に と らわれ な い 活

動 が ・∫能 にな る利 点 をもつ 社会的企業 は しか し、他

方で 、成員内 の 決議 権を重視 し た り、ボ ラ ン テ ィ

ア に よる労働 力 を組み 込 むな ど 「協働組 合 の 要素

と非 営利 組織 の 要 素 を結合 」 させ て い る。ただ し、

こ の 特殊 な バ ラ ン ス の 上 で 成 り立 っ て い る 組 織を

ど の よ うに 活 用 し うる か は 、国家で も市場 もな く

「市民社 会 」 の 関わ り次第だ と主 張す る （Borzaga＆

Defourny 　2004 ： 1−40）c、また、ドイ ツ の 政治学者ア ダ

ル ベ ア ト・エ ヴ ァ
ー

ス は 、た し か に社会的企 業 と

い う選択肢 の 登 場が、1970年代以 降 ヨ ー ロ ッ パ 社

会 が 直面 し た 「福祉 国家の 危機」 （Esping−Andersen

l990）以降、多様なサービ ス 提供主体を生み 出 し て

き た と指摘す るttし か しサ ービ ス を 提 供 す る 主 体 が

多様 化 した と して も、多くの サ
ー

ドセ ク タ
ー

組織が

「公的 な ル
ー

ル 、公 的 なプ ロ グ ラ ム 、公 的資金 に強

く依存 」 して い る 点 で 公 共的な領域を構成 し て い る

と し、サ
ー

ドセ ク ターの 活動領域が事実上 、政府

と重複 して い る と指摘す る。そ し て 近年、「市民社

会 」 に は、個別 の 組織を コ ン トロ ール する だ け で は

な く、公 共セ ク タ
ー

も含め た 社会全体 を コ ン トロ
ー

ル す る責任が課 せ られ て い る と指摘する （Evers＆

Lavi旦le　2005 ：237 −255），、

　 こ の よ うに、近 年 の ヨ
ー

ロ ッ パ で は 、NPO や

NGO
、

ボ ラ ン テ ィ ア 団体、社会的企 業 と い っ た 多

様 な集 団 を公共 （国家、政府 、EU ） セ ク タ
ー

や 市

場 セ ク タ
ー

に 比肩 し うる 「サ
ー

ドセ ク ター
」 と し て

捉 え 、こ れ らの 諸 セ クタ
ー

を い かに して 市民社会 が

コ ン トロ
ー

ル で きるの か とい っ た、規範的な課 題が

提起 され て い る。

2 ．デン マ ークの ボラ ンタ リ
ーセ クター

　デ ン マ
ー

ク に お け る ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン （forening）

の 歴 史 を振 り返 る と、フ ラ ン ス と同様、職業団体

を形成 す る際 の 、経済的、政治的な民衆運動 と し

て 興 隆 し た こ とがわ か る 。
19 世紀半ば、他 の ヨ ー

N 工工
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ロ ッ パ 諸 国 か らやや 遅れ て 絶対 王 政 の 崩壊 を経験

し た デン マ
ーク で は、農業に 従 事す る農民を中心 と

する団体が結成 され 、それ が 民主化 を推進 して い っ

た （浅野 ・牧野 ・平林編 2006 ：21−44）。

　 1849 年 、近 隣 との 領 地争 い が絶 えな か っ た時 代

を経て 、デ ン マ
ーク で も自由憲 法 が 定 め られた 。 そ

の 後、数
．
卜年 間、安 定 した時 代 を迎 え、イ ギ リス

との 農作物 の 貿易に よ る 好景 気 を背景 に独 立 す る

富裕 な農 民 が 出現 した。1860 年代 には富裕 な農 民

が リ
ー

ダ
ー

とな っ て 、 宗教的 な運動 の ため の 団体や

政治 的結社 、また農 民専用 の 貯 蓄銀行 、そ し て 酪農

協働組合 とい っ た ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン が結成 され た 。

隣国 ドイ ツ よ り も遅 い 1890 年代 に な っ て 工 業化 時

代を迎 えたデ ン マ
ー

ク で は 、農村で 発 達 し た ア ソ シ

エ ーシ ョ ン が都市 へ 伝播 し、労働者を中心 とする政

治的お よ び 社会的な力 に 発展 し て い っ た。こ の よ う

な農村か らの 民主化 は 、同時 に 、冬の 農閑期に 、農

民たちが集 い 学び合 う 「生 の 啓 蒙 （folkeoplysning）」

と 呼ばれ る 独 自の教育活動に よ っ て も増幅 され た 。

牧師 で あ り社会運 動 家で も あ っ た ニ コ ラ イ ・グ ル ン

トヴィ が農村に 設立 した 、歌や話 し合い を通 し て 大

人 が 新 し い 学び を経験す る成人 教育施設 、国民 高等

学校 （folkehejskole） も、こ の 時代 に 発 達 し た。当

初 は政治 的あ る い は経済的結社 と し て 農村 中心 に

発達 し て き たデ ン マ
ーク の ア ソ シ エ

ー
シ ョ ン は 、安

定 し た時代を経て 、農民 の 生活を支援する場 と し て

機能する よ うに な っ た
D
。

　 20 世紀に なり豊か な農業国 とな っ たデ ン マ
ー

ク

は、第 二 次世界大戦後 に は本格的 に 福祉 国家 へ の 道

を歩み始 め る。戦後、ア ソ シ エ ーシ ョ ン は 、各種

ス ポーツ を 中心 と す る 余 暇 活 動 分 野 に お い て そ の

数を増や し て い っ た。 と りわけ公 園や競 技場 、体

育館 が 整備 され る に 従 い 、各地 方 に 団体数が増加

して い っ た。現在 も、共働 き世帯率 が 8 割 を越す社

会に と っ て 、各種 ス ポーツ ・文化団体は 、「青少年

を社会で 育て る 」 た め の 合理的 な装置 として 定着 し

て い る （Anderson　2008；Boj　e，　Friedberg＆ lbsen　2006 ：

23−24）。

　 こ の よ うな、19世紀半ば か ら 20 世紀に か け て

市民 の 生 活 を 支援す る機能 を提 供 し て きた ア ソ シ

エ
ーシ ョ ン に対 し て 、21 世紀に な る と異 なる コ ン

テ ク ス トが 読み込 ま れ る よ うに な っ た 。 社会問題 を

解決する とい う役割で あ る。背後 に あ るの は、福祉

国粋主義 （welfare 　 chauvinism ）と呼ばれ る、福祉国

デン マ
ーク ・ボラ ンタ リ

ー
セ クターに対す る役割 期待

家と排外主義が 結び っ く現 象で ある。

　デ ン マ
ーク で は 、20 世 紀 の ほ と ん ど の 時期 を 通

して社会民主党が政権にか か わる 「中道左 派」 路線

を維持 し て き た。1970 年代以 降、育児や介護 を社

会化 し、労働組合 を中心に手厚 い 失業手 当や職業訓

練、そ し て 労働 市場 か ら排 除 され て い る人 々 に 対す

る諸制 度を発 達 させ て きた福祉 国家デ ン マ
ー

ク で

は、介護 や ゴ ミ処理、教育や職業訓練 、保育 と い っ

た代 表的な 「ハ
ー

ドワ
ー

ク 」 を、国家セ ク タ
ーが 担 っ

て きた、他 方 で 、人 道的理 由に よる 亡 命者 を受 け

入 れ、また 1970 年代後 半 の 景気低迷期 に は、中東

諸 国 か ら 「ゲ ス トワ
ー

カ
ー

」 を受 け入 れ た。20 世

紀 を とお し て 、順調 な経済発 展 を遂げて きた社会

に と っ て、福 祉 国家政策 を よ り充 実 させ るた め に

も、サ
ー

ビ ス 分野に おけ る働 き手 と し て 活躍す る 外

国人移 住者 を受 け入 れ る こ とは理 にか な っ た選 択

だ っ た 。
1976 年社 会 福祉 支援 法 が 成 立 し、普遍 主

義 的 な福祉 国家制 度が 1980 年代 には ひ とまず 完成

す る （浅野 ・牧野 ・平林編 2006 ： 104− 151）、、しか し、

21 世紀 に な っ て 経済成長 の 鈍 化が 明 らか に な る と、

急 に 風 向きが変化す る 、

　 2001 年、中道右 派 の 政権 が誕生 し 2005 年 の 選挙

で信任 され る と、デ ン マ
ー

ク政府は 、福祉国家路線

を継承する た め に 、「国民 」 とな る べ き人 をセ レ ク

シ ョ ン に か け、福祉 サ
ービ ス の 提 供 を限定 され た国

民 の た め だ け の も の に し よ うとす る福 祉 国粋 主義

的な政策 が政治課題 として 提 出す る よ うにな っ た。

「福祉 の ただ乗 り」 が 問題視 され 、移 民背景 を もつ

人 々 に 特 に 高 い と言 われ る 若 年失 業者 に対す る 手

当 の 条 件付 き削減 、ビ ザ 申請 料 の 引 き上げ、高額

の デポ ジ ッ トと難解な 「国民テ ス ト」 を課す とい っ

た国際 結婚 に対 す る条件 の 厳 格化 が 次 々 に実施 さ

れ た 。 他 の ヨ
ー

ロ ッ パ 諸 国 と 共通 す る現象 で も あ る

が、若年失業率 の 高 まりと自文化 中 心 主 義の 世論 を

背景 に 、それ ま で 賛同 を 得 て き た 、亡 命者や移 民

を人権 の 観点か ら受 け入 れ る べ き と い う社会民 主

i 義 的価値 を見直 し、福祉国家が 提供す る 「権利」

を 「国民 」 に 閉 じ よ うとす る福祉国粋主義的価値 が、

政 治的 主張 と し て表 立 っ て 主張 され る よ うに な っ

た の で ある （山 冂 ・宮本 ・小 川編 2005 ）。

　ボ ラ ン タ リ
ーセ ク タ ーに 対す る視線 も、こ の よ

うな状 況 下 で 変化 し た。現在、次 の よ う な 緊張 を

孕 む 二 っ の 論 点が 取 り 上 げら れ て い る （Gundelach

＆ Torpe　2005 ：47−63）。ひ とつ は 、ボ ラ ン タ リーセ ク

・伽 ・ア学研 需 Vd．12 匯コ
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坂口　 緑

タ
ー

が 、 社会民主主義的価値観 と福祉国粋主義的価

値観 の 葛藤 に 対す る 緩衝 材 と な り うる の で は な い

か とい う点 で あ る 。 20 匯紀を とお し て 順調 に 発 展

して きた市 民 生活 の
一

部 をな し て い る 余 暇 活 動 が 、

近年、多文化化 の 進展 とともに 社会聞題 とな っ て い

る 文化的衝突を 「やわ らげる 」 の に役立 つ の で は な

い か とい う議論で あ る。も うひ とつ は 、イギ リス や

ス ウ ェ
ーデ ン の よ うに ボ ラ ン タ リーセ ク タ ーが雇

用 の 受 け皿 に な り うる の で は な い か 、とい う点 で あ

る。IT関連や コ ン テ ン ツ 産業な ど、既 存の 市場 ル
ー

ル で は孵化 し に く い 小 さな新規団体を NPO と して

支援 し、一ヒ昇す る若年失業率の 改善に役立 て られ る

の で は な い か と い う議論 で あ る。

　発 達 し た福祉国家に お ける こ の よ うなボ ラ ン タ

リ
ーセ ク タ ーに 対する役割期待は、こ れま で の ボ ラ

ン テ ィ ア研究で 示 されて きた 「小 さな政府」 に お け

る 国家の 代替機能 と い う説 明 と は必ず し も
一

致 し

な い 。また、文化的背景に 起因する コ ン フ リク トへ

の 対応や新た な成長分野 に お け る雇用創 出 と い う

具体的な 目的に して も、從 来、デ ン マ
ーク 社会 で は

教育政策や労働政策に よ っ て 対 処 され て き た
2〕
。そ

れ に も か か わ らず 、な ぜ こ れ ら の 国家に と っ て 有 用

な 目的に つ い て 、ボ ラ ン タ リーセ ク ターが利用可能

だ とい う議論が形成され つ つ あるの か 。ま た 、ボ ラ

ン タ リ
ー

セ ク ターを 「リ ソース 」 とみなす考え方は 、

国家 の 責務をボ ラ ン テ ィ ア 団体に押 しつ ける 「下請

け化」 に つ なが らな い の か 。こ れ らは、福祉国粋主

義が 目 立 っ て い る デ ン マ ーク だ けで なく、排外主義

が問題 と され る他 の ヨ
ー

ロ ッ パ 諸国 に も共 通 す る

問 い で あ る
3）

。

　 以 下 で は 、こ の よ うなボ ラ ン タ リーセ ク ターの 利

用 可能性 と下請 け化問題 に つ い て 、デ ン マ
ー

ク を事

例 に 、先行研 究お よび筆者が 2009 年 9 月 に 実施 し

た研究 者 5 名 に対す る ヒ ア リン グ調査 を元 に検討し

た い
4〕

。

3 ．ボラ ン タ リーセ クターは 利用 可能か

3−1．二 つ の 先行研究

　デ ン マ
ー

ク に お け る 近 年 の ボ ラ ン タ リーセ ク

タ
ー

研 究 に 、ジ ョ ン ズ ホ プ キ ン ス 大学 に よ る 約 50

力 国 の 国際 比較 研 究 の
一

環 と し て 2006年に 実施 さ

れ た調査 があ る （Boje，　Friedberg ＆ lbsen　2006）。こ

の 調査 か らは 、い くつ か の 特徴が明 らか に な っ た。

第
一

に 、デ ン マ
ー

ク 人 の 3 人 に 1 人が何 らか の 活動

區 ］・tl　7V　fi　tア学評 え V・1．12

に 関わ っ て お り、そ の 大半が ス ポ
ー

ツ 関係 で あ ると

い うこ と。第二 に 、フ ル タ イ ム の 仕事 を持 つ 子 育 て

世代 こ そ が ボ ラ ン テ ィ ア活動に 関わ っ て い る とい

うこ と。と り わ け 30歳か ら 49 歳の 子 を も つ 男性 が、

も っ ともボ ラ ン テ ィ ア 活動に 関わ っ て い る とい う

結果が明 ら か に なっ た 。第三 に、活動に 関わ る きっ

か け は 知 人や 友入 との つ なが り で あ る こ と、第四

に 、「文化お よ び 余暇 」 活動 を支援す る団体が も っ

とも多 い こ とも明 らか に な っ た。さ ら に 第五 と し

て 、デ ン マ
ーク の ボ ラ ン タ リーセ ク ターは 1975年、

1990年 よ り、団体数 も経済規模 も増大傾向 に あ る

こ と、第六 に、全 国 に ある ア ソ シ エ
ーシ ョ ン の う

ち 80％ が ボ ラ ン テ ィ ア ワーク に よ っ て 支え ら れ て

い る こ と、第七 に、経 済規模 が GDP の 9．6％に 当

た る こ と （2004年 ）、他 の 北欧諸国 と異な り有給 ス

タ ッ フ を増加 させ よ うとする傾向がある こ と、そ し

て 2004年 にお けるボ ラ ン タ リ
ーセ クタ

ー
の 雇 用規

模は 25 万人 に 上 る こ となどが 判明 し た
s）
。

　2008年 には、こ れ らの 調 査 に追加 し て 実施 され

た 独 自調査 の 結 果 に つ い て 分析 し た デ ン マ
ーク の

研 究者 に よ る論 文集 が 発 表 され た （lbsen，　Boje＆

Friedberg　2008 ）。 こ こ に は 、他 の 北欧諸 国 と の 比 較

や 、移民や移民背 景を もつ 第二 世代の 人 た ちに と っ

て の ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン とい う観点か ら、福祉 国家 の

再編 あるい は移民背景をもつ 市民 の 「統合」 問題 に

つ い て の 研 究も収 め られ て い る。

　二 っ の 調 査研究に共通 して い た の は 、デ ン マ
ーク

で は ア ソ シ エ ーシ ョ ン 活 動が 、依然 と し て 19世紀

以 来 の 「生 の 啓蒙」 と して 人 々 の 生 活 に 浸透 し て い

る と解説 し て い る点で ある （Boje，　Friedberg＆ Ibsen

2006 ：41−70，　lbsen，　Boje＆ Friedberg　2008：9−32）。市

民生 渚の 重要 な構成要 素 と し て 、子 ど も も大人 も

何 らか の ア ソ シ エ ーシ ョ ン 活 動 に参加す る こ とが 、

デ ン マ
ーク を特徴づ け て い る、なか で もス ポー

ツ 活

動は もっ と も身近なア ソ シ エ
ー

シ ョ ン で、子 どもた

ちが放課後を過 ごす場 と して 、大人 が 地域に関わ る

機会 と し て 機能 し て い る。サ ッ カ
ー、バ ドミン トン 、

ハ ン ドボー
ル 、バ レ

ーボ ー
ル 、カ ヌ

ー
な どの クラブ

が存在 し、指導者 も、また クラブ を運 営す る の も、

地 域 の 大人 で あ る。 コ
ー

ラス 、オ ー
ケ ス トラ、絵画、

演劇などの 文 化 系 ク ラブ も同様で ある
6）
。

　それ に対 し 2008年 の 研 究で は、近年 の 新たな論

点 の ひ と つ と し て 、移 民や 移民 背 景 を もつ 人 た ち

の ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン への 参加 に 関す る議論 が紹介
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され て い る。デ ン マ
ー

ク の 社 会 学者 ク リ ス チ ャ ン

セ ン に よ る と、デ ン マ
ー

ク で は移 民背 景を もた な

い 人 々 の 約 40％ が ボラ ン テ ィ ア 活 動 に関わ っ て い

る の に 対 し、移 民背景を もつ 人 々 の うちボ ラ ン テ ィ

ア 活 動 に関わ っ て い るの は 23％ に とどま っ て い る。

また、ボ ラ ン テ ィ ア 活動 へ の 参加希望 を持 つ 者 も 、

移民背景 をもたな い 人 々 が約 50％ で ある の に対 し、

移民背景 をもつ 人 々 は 約 35％で あ る （2006 年の デ
ー

タ。Christiansen・2008 ：82−83）。 た だ し、職場や 学校

で の 活動に積極的 に 参加 し て い る移民背景 を もつ

人 々 は 、職場や学校 の 延 長線 上 に す で に ボ ラ ン テ ィ

ア活動関わ っ て い る場合が多く、障壁 とな っ て い る

の は 、そ の よ うな活動を し て い る 知 人 が い る か どう

か で あ っ て 、活動内容 とは 必 ず し も関連 し な い とい

う　（Christiansen　2008：90−91）。

　 さらに 別論文 で は 、ボ ラ ン タ リーセ ク ターが、労

働市場 外 の 失業者 に 対 し て 新た な雇用 を生 み 出す

可能性 に つ い て も検討 され て い る （B 〔｝je　2008：179−

203）。 しか しデ ン マ
ーク の 場 合、ボ ラ ン タ リーセ ク

タ
ー

の 労働 力 の 大半 をボ ラ ン タ リ
ー

ワ
ーク に 依存

してお り、週 あた り数時間 し か 勤務 しな い 非正 規

雇 用 の ス タ ソ フ に よ っ て 運営 さ れ て い る 団体が 半

数 を占め、また事業 内容 につ い て も 「市場 セ ク タ
ー

との 協働が機能 して い な い 1 点が認 め られ るとい う

（Boje2008 ： 184）。

　2006 年 の 研究 は 国際調 査 の
一

環 で あ り、比 較可

能 な数値 を同定する こ と に 目的が あ っ た 。そ の 際、

文化 的 衝突 の 「緩 衝材」 あ る い は雇 用創 出 と い っ

た 目的 と ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン が 結び つ け て 質問項 目

が設 定 され て い たわけ で はな く、ま た 考察に つ い て

もそ の よ うな指摘 は見 られ な い 。た だ し 2008 年 の

研究 で は、ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン 活動 に参加する人 々 の

割合 の 高 さと ともに 19 世紀以来 の 伝統 が 強調 され

る
一

方 で 、「文化 お よ び 余暇 」 活 動以外 で は さ ほ ど

活動 が活発 で はな い こ とが指摘 され、移民背景 を持

つ 人 々 が と りわ け不活発 で あ る と示 され る。ま た 、

ボラ ン タ リ
ーセ ク タ ー

にお け る労働力 に つ い て は 、

ボ ラ ン タ リ
ー

ワ
ーク へ の 依存 の 高 さが 指摘 さ れ 、雇

用創 出に及 ん で い な い 。デ ン マ
ーク 国内の 文脈 を意

識 し た研 究 で は 、 近年 、新 た に 社会 全 体 に と っ て 課

題 とな っ て い る文化 的衝 突 へ の 対 処や雇 用創 出 に

つ い て 、ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン が何 も用意 で き て い ない

こ と が示 され て い る。

デン マ
ーク ・ボ ラン タ リーセクターに対する役割期待

3−2．ヒア リング調査よ り

　2009 年 9 月 に 筆者が 実施 し た ヒ ア リン グ調査 で

は、異 なる 4 つ の 研究機 関に所属 す る 5名 の 研 究者

に 話 を聞 く こ と が で き た 。ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン に 対す

る政府 か らの 視線 の 変化 に つ い て 尋ねた とこ ろ、二

つ の 異 なる見解が 示 され た。

　 ひ と つ は、2008 年 に社 会省 に よ っ て 設 立 され

た 政 府 系 シ ン ク タ ン ク で あ る ボ ラ ン テ ィ ア 審議 会

（Frivilligraadet） の 所長 テ ア ケル
・ア ナ セ ン 氏 （男性、

50 代 ） の 見解で あ る。ア ナ セ ン 氏 は、ボラ ン タ リ
ー

セ ク タ
ー

と政府 セ ク タ
ー、市場 セ クタ

ー
との 協働 の

在 り方を構築す る仕事 を手がけ て お り、そ の ため近

年、政府 の 優先課題 とな っ て い る 「統合 」 に つ い て 、

と りわけ 「個人 的 プ ロ セ ス 」 にボ ラ ン タ リ
ーセ ク

ターの 貢献が見込 め る と明言す る 。

現在、政府 も取 り組ん で い る ひ とつ の ア ジ ェ

ン ダが 「統合 （integration）」 に 関する こ とで す。

多 くの プ ロ ジ ェ ク トが こ の ア ジ ェ ン ダ に 取 り

組ん で お り、ボ ラ ン テ ィ ア 審議会 も例外 で は あ

り ませ ん 。と り わけ、マ イ ノ リテ ィ の 統合、マ

イ ノ リ テ ィ の も つ 潜在的な 能力 の 問題 に つ い

て 、ボ ラ ン タ リ
ーセ ク ターが担 うべ き役割に つ

い て議論 され て い ます。と くに有利に機能 し そ

うな分野 は、統合に 関する個人的なプ ロ セ ス の

支援で す。（ア ナ セ ン 氏）

　ア ナ セ ン 氏 は、移民背景をもつ 人 々 に従来 の 失業

者対 策 と 同 様の 教育や 訓練 の 機会 を提供 す る だ け

で は 不 十分だ と し、そ れ 以 前に 「個人的 プ ロ セ ス 」

に お い て ア ソ シ エ ーシ ョ ン へ の 誘導が望 ま し い と

考え て い る。「ネ ッ トワ
ー

ク が あれ ばそれ は 、雇用

の 面 で も有利 に な る 」 と話 し、教育や雇用に先だ っ

て ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン に 「参加 」 し て も らえ る よ うな

仕組み の 必 要性 を指摘する 。 ただ し、雇用創出に つ

い て は楽観的 で は なか っ た。現在 の とこ ろサ
ービ ス

供給主体の 多様化 とい う意味 で の 「福 祉 ミ ッ ク ス 」

が 進 ん で い る の は 医 療分 野 に 限 られ、そ こ で は 必ず

しも新たな雇用 が生 み 出され て い るわけ で はな い
。

企業 の 社会 的責任 に 関す る 活動 に つ い て も環 境 分

野 に 偏 っ て い る 点 を指摘 し、あま り新たな動 きは見

込 め ない と話 して い た。

　 そ れ に 対 し て 、長年、市 民 の 側 に 立 っ て ボ ラ

ン テ ィ ア 活 動 を支援 し て きた独 立 行政法人 ボ ラ

・・ラ・ ilア学評 記 V・［12 ［67］
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ン テ ィ ア ソ
ー

シ ャ ル ワ
ー

ク セ ン タ
ー

（Center　for

Frivjiligt　Socialt　Arbejde）の コ ン サ ル タ ン トで あ る

メ ッ テ ・イ ェ
ーア 氏 （女性 、30 代 ） は 異 なる見解

を示す。イ ェ
ーア 氏 は 、た し か に こ の 数年、生産 や

雇用 の 「リ ソース 」 と して 政府 が ボ ラ ン タ リ
ーセ ク

タ
ー

を見よ うと し て い る こ と を認 め る。ただ し それ

が ほ とん ど当て に な らな い 、政府 の 思 い 込み な の で

は な い か と見 て い る。なぜ な ら、活動 を支え て い る

の は ほ と ん ど力 を もた な い 個 人だか らだ とい う。

ボ ラ ン タ リ
ーセ クタ

ー
は リ ソ

ー
ス と して とく

に 国家 の 側 か ら注 日され て い ます。 政治家たち

は、どの ア クタ
ー

が何 を生産 し て い る の か を見

よ うとし、そ の 費用対効果を測ろ うと して い ま

す。けれ ども そ れ に は 反 対 し た い で す、、なぜ

な ら、ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン は 生産や雇用 の リ ソー

ス で は な く、生活 の 質 そ の も の で あ る か ら で

す。＿ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン の 多 くが、ボ ラ ン テ ィ

ア に よ っ て 支 え られ て い ます、，雇用 し て い る ス

タ ッ フ がい る わけ で は な く、そ の た め 、政府や

そ の 他 の 財団が要 求す る書類 を作成す る仕 事

だ け で も、ボ ラ ン テ ィ ア ス タ ッ フ が 家に持ち 帰

り、週 末 の 時間 を削 っ て 行 っ て い る とい うの が

現状 で す。、．．個 人 的 に は 、ボ ラ ン タ リ
ー

セ ク

ターが、国家や 市場 との 競争に さ らされ る の は

合理的で はな い と思 い ます，，（イ ェ
ーア 氏）

　イ ェ
ー

ア 氏 は、福祉 サ
ー

ビ ス 供給者 と し て ア ソ シ

エ
ー

シ ョ ン が 注 目され て い る が、赤十字社や修道会

な ど の 、福祉 制度 が 十分に 発達す る 以前か ら組織 さ

れ て きた伝統的な団体 を除 い て 、ボラ ン テ ィ ア 団体

が 公 的な課 題 を引 き受 け、継続 的 な提供者 とな る こ

とは 難 し い と 証言する，、移 民背景 をもつ 人 々 の 統合

に つ い て 尋 ね た と こ ろ、同 じ志向 をもつ 人た ちが 自

助 グル
ー

プ を組織する こ と は可能 で あ る もの の 、そ

れ を促す予算やプ ロ グラ ム、助 言者 の 数が圧倒 的 に

不 足 し て い る と 指摘す る。

　文化的衝突 へ の 対処 と して 、統合に関す る 「個人

的 なプ ロ セ ス 」 に ボ ラ ン タ リ
ー

セ クタ
ー

が貢献で き

る との ア ナ セ ン 氏 の 見方 は、ひ とつ の 方 向性 を 示

す。予算や助言者 の 不足 を指摘 しなが らも、移民背

景 を もつ 人た ちに よ る 自助 グル
ープ の 組織 が 可 能

だ ろ うとい うイ ェ
ー

ア 氏 の 見方 も、具体的な方向性

だ と言 え る。それ に 対 し 、新たな雇 用創 出 の 点 で は 、

圃 ・・rlク・ttア学研 究 V・ ［12

政府 側 に 立 つ ア ナ セ ン 氏 か ら も、また市民側 に 立

つ イ ェ
ー

ア 氏か らも、肯定的な回答 は 得 られ なか っ

た
。

「社会 的企業 」 もデ ン マ
ー

ク社会で は輸入 され

た概 念 にとどま り、具体的な活動 と して 展開 され た

例 が 少 な い （Boje＆Friedberg＆lbsen　2006： 119−142）。

む し ろ、そ の よ うなボ ラ ン タ リ
ー

セ ク タ
ー

に 対する

経済的意図が 、「福祉サー ビ ス 」 分野 の 提供者 と し

て の 期待 を生 み 、「生産や雇用 の リ ソース 1 と み な

され る 懸念 に な っ て い る こ と が イ ェ
ーア 氏 に よ り

指摘 され た ．
J

　 しか し彼女の 懸念は、翌年、よ り明確な形 となる。

2010年、デ ン マ
ー

ク の 社会統合省 は 「市 民社 会戦

略」 と い う方針 を発表 し、社会的領域で 活動 し て い

るア ソ シ エ
ー

シ ョ ン に、今 まで 以上 に公的 な 「社会

問題 」 に 深 く関わ る活動 を促進 させ る 方針 を打 ち出

し た （Socialministeriet　201　0）。こ れは ボラ ン テ ィ ア 団

体 に 直接的な福祉 サ
ービ ス 供給者 に な っ て も らお う

とい う主 旨で はない もの の 、「諸 問題 が深刻化す る 前

の 予防 」 に役 立 つ よ うな活動 を して も らうこ と、ま

た 2020 年 まで に デン マ
ー

ク 国民 の 50％がボ ラ ン テ ィ

ア 活動 に参加す る よ うな仕組み を作る こ と、そ の た

め に 1億 ク ロ
ー

ネ （約 15億 円 ） の 予 算 を組 む こ と を

盛 り込む もの で ある （Socialmmisteriet　2010 ：11−12）。

　 こ の 方針 の 発 表 を受 け て 実施 され た新聞社 の 調

査に よ ると
7）
、回答 を寄せ た 183 団体 の うち 8 害rlの

団体 は こ の 方針 に 賛成 し て い る 、 た だ し そ の 理 由

は 、社会的領域 で 活動 して い る団体 の 多 くがす で に

そ の よ うな予 防的活 動 を実施 し て きた か らで あ っ

て 、さらなる 「仕事 」 を引き受 け られ る か らで は な

い
S〕
。こ の 調査 を分析 した ロ ス キ レ 大学 の ボイ エ 教

授は 、新聞記者 の 取材 に 答 え て 、調査 の 中 で す で に

こ れ だ け多 くの 団体が 、「現在 も重 い 役 割 を担 っ て

い る 」 と 回答 し て い る こ とは問題 だ と話 し、「ボ ラ

ン テ ィ ア に 対 し て 、通常 の 公務員 に対 す る よ うな継

続性 、透明性、報告 の 義務 を押 しつ け る こ とは で き

ない 」 と念を押 し て い る
9〕
。

　以 上 の よ うに、ボ ラ ン タ リ
ーセ クタ

ー
の利用 可 能

性、と り わけ、文化的衝突や雇用創 出 とい う点 に つ

い て 見 て み る と、前者 につ い て は 「個 人的プ ロ セ ス 」

に 限定 し た り、適切 な攴援策 を用意 で きれ ば 叮 能 で

は ある もの の 現状 で はま だそれ らが欠如 し て い る

状態で あ る こ と が わ か っ た 。 後者 に つ い て は デ ン

マ
ーク にお い て は あま り真 剣 に 検討 され て い な い 。

む し ろ、ボ ラ ン タ リ
ー

セ ク タ
ー

に対する 生産や雇 用

N 工工
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の リソ
ース と して の 国家の 期待 は、研 究者 の 間 で も

望 ま し くな い もの とされ て い る こ とが わ か っ た。

4 ． 「下請け化」 をめ ぐっ て

4−1．福祉多元主義と対人サービス

　 ヨ ーロ ッ パ の 「サ
ー ドセ ク タ ー

」 を め ぐる市民

社会に よ る コ ン ト ロ
ー

ル とい う議論は 、福祉 多元

主義が 検討 された 時期 か ら始ま っ た。福祉多元 主

義は 、福祉サ
ービ ス の 供給主体 と し て 、国家セ ク

タ
ー、民 間 セ ク タ

ー、ボラ ン タ リ
ーセ ク ター、イ

ン フ ォ
ー

マ ル セ ク タ ー
の 四 つ を考慮す る考え 方 で

あ る。エ ヴァ
ー

ス が 四者 の バ ラ ン ス を と りなが ら

も、基本的 な責任 の 所在を国家セ ク タ ーに 求 め るの

に対 し、ス ウ ェ
ーデ ン の 政 治 学者で あ るペ ス トフ

は 、ス ウ ェ
ー

デ ン にお い て は社 会的企 業が社 会民主

主義的価 値 を刷 新す る 力 を もち うる 点を評価 す る

（Evers＆Laville　2004 ： ll−42 ；
ペ ス トフ 2000 ）c、ペ ス ト

フ の トラ イ ア ン グル と し て よ く知 られ て い る 図 は 、

これ ら国家、市場、 コ ミ ュ ニ テ ィ （家族 ） の 各セ ク

ター内 に も、公 式 か 非公 式 か 、営利か非営利か 、公

的か 私的か に よ っ て 区別 が もた され う る こ とを示

し て い る
1の
。

　た し か に 、福祉 国家の 再編 が進 む社 会 で は、あ る

活動 自体が ど の セ ク ターに 担 われ、そ れ が どの よ う

に 区別 され る か を個別 に検討す る 必 要 が生 じ る。社

会的領域に おけ る活動 は 、国家だけがそ の 担 い 手 で

は な い た め に 、活 動 に 対 す る チ ェ ッ ク を どの よ うに

行えば い い の か が 自明 で は な い 。と りわ け、国家 の

責務が不 当に ボ ラ ン テ ィ ア 団体等に 振 り分け られ 、

安価な労働力 の 調達 先 とな っ た り、望 まな い 活動 が

強制 され た りする な ど、ボ ラ ン テ ィ ア 団体 が 国家セ

ク タ
ー

や市場セ ク タ
ー

の 「下請 け 」 とな る問題 が 懸

念 され る。エ ヴァ
ー

ス は 「市民社会 」 が コ ン トロ
ー

ル す る 必 要 性 を 指摘 し、また ペ ス トフ は 「社会 民主

主義的価値」 が そ の よ うな コ ン トロ
ー

ル を担保す る

と考 え る が、デ ン マ
ー

ク の 場合 、こ の 問題 に どの よ

うに対峙 し て い る の だろ うか、、

　デ ン マ ーク で も、普遍主義的 な福祉 国家体制 が 完

成 し た 1980年代 頃以降、福祉 国家 の 再編 が 議論 さ

れ る よ うに な っ た 。 デ ン マ
ー

クの 社 会学者 ト
ーア ・

ヤ コ ブ ・ヘ グラ ン トによる と、財政 的危機 、機能的

な危機、そ し て 正統性 の 危 機 と して 判 明 した の は、

福祉サ
ー

ビ ス 分 野 で は 、形式的平等 を重視する官僚

主 義的な対応 が とき に 非 人 間的 な扱 い を 引き起 こ

デン マ
ーク ・ボラ ンタ リーセ クターに対す る役割 期待

す と い う点 で あ っ た。 こ の 弊害 を乗 り越 える代 替

案 と して 、デ ン マ
ー

ク で も と りわ け、介護、教育、

保育、訓練とい っ た対人サ
ービ ス 分野におけ るサ

ー

ビ ス 供給主体 の 多様化 、す なわち福祉 多 元 主義 が 追

求 され た （Hegland　1994）。

　代表的な もの に、訪問ボ ラ ン テ ィ ア （Besegsven ）

が あ る。　
．一
人暮 ら しの 高齢者 を訪 問 し お茶 の 時間 を

と も にする こ の 活動は 、デ ン マ ーク 語を習得途中に

あ る 外国人 に 推奨 され て い る対 人サ
ー

ビ ス 分野 の

活動で ある。高齢者に とっ て は 、ゲ ス トを招 く楽し

み を経験 し、ま た 外国 人 に デ ン マ
ー

ク 語 を教え る役

割を果 た すこ とに な る，，訪問する側に と っ て は 、デ

ン マ
ーク の 家庭 を身近 に経験 し、デ ン マ

ーク 語 を話

す機会 となる。ひ と り親家庭の 子 ども達を訪 闇し、

宿題 をみた りお し ゃ べ りの 相手 にな る 「子 ど もの た

め の 大人 と もだ ち （BOins 　Voksenvenner ）」 の 活動 も

同様 で ある。どち らも、対象者 と支援者が 、互 い の

相性 を さぐ りなが ら人間 関係 を築 く こ とが ベ ース

にな る活動 の た め、形式的な平等主義 とは相容れ な

い し、お しゃ べ り以 上 の 「サ
ービス 」 を提供す る わ

けで もない た め ビ ジ ネ ス にも発展 しに くい 。 こ の 意

味 で 、 国家や市場 が 代替 で き な い 「対 人サ
ービ ス 」

をボ ラ ン タ リ
ーセ クタ

ーが 担 う例 に当 て は ま る。し

か し 、 そ の よ うな対人サ
ービス が 、外 国人 に とっ て

の 統合 の 手段 と して プ V グ ラ ム 化 され た り、若者 の

就 学や 就 業 の ポ イ ン トと し て カ ウ ン トされ た りす

る と、自由意志に基づ くボ ラ ン テ ィ ア 活 動で は な

く、対価 を伴 う活 動へと変化 し うる面 を持つ 。 こ の

変化 が そ の ま ま 「下請 け化 」 に つ な が る わ け で は な

い が 、互 恵性 の バ ラ ン ス を崩 し、関係する団体や人

に 非対称 の 力関係 を 持 ち 込 む こ と に な る、け れ ど も

デ ン マ
ーク社会が 、こ の 点に つ い て どの よ うな対応

が見込 める の か は今 の とこ ろ明 らか で は ない
11）

。

4−2．ヒア リング調査より

　福祉多元主義の もとで 、福祉 サ
ー

ビ ス の 供給主体

が 多様化 する際に、ア ソ シ エ ーシ ョ ン が政府や企業

の 「下請 け 」 と化す 可 能性 は な い の か どうか 、デ ン

マ
ーク の 事情に 詳 し い 5名 の 研究 者に 対 して 質 問

を した と こ ろ 、5 名か ら同 じ返 答 があ っ た。い ずれ

も下請け化 は な い 、とい う回 答だ っ た。南デ ン マ
ー

ク大学 の ビ ヤ ネ ・イ プ セ ン 教授 （男性 、30 代 ） は

次の よ うに 説明する。

・伽 ・ア学石舵 V・L12 ［団
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ボラ ン タ リ
ーセ クタ

ー
は、自律性 を持 っ て い ま

す、， 政府は確 か に支援 はす る もの の
、 活動 の 内

容 を指示 で きるわ け で はあ りませ ん。祉会福祉

領域に つ い て は社会 サ
ー

ビ ス 法第 18 条に あ る

よ うに、政府 は ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン を 「支援 し な

けれ ばな らな い 」。 それ が フ レ
ー

ム の す べ て な

の で す。（イ プセ ン 教授）

　社会 サ
ー

ビ ス 法第 18 条 に は 、た し か に、地 方 自

治体が 「ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン を支援する 」 とあ り、そ

の 逆で は な い こ とが記 され て い る
12〕
。政府が 関わ

る の は 、支援す る こ と、支援 の ため の 資金を拠出す

る こ と、協力の 枠組みを設定する こ と、ガ イ ドライ

ン を定 め る こ と に限定 され て い る。

　国立祉会科学研究所の トーベ ン ・フ リー ドベ ア 氏

（男性、50代）も ま た 下請け 化 は起 こ っ て い な い と

明言 し、セ ク ターご と の 役割が異なる点を強調する。

国家セ ク ター と ボ ラ ン タ リーセ ク ターは も と

も と そ の 役割 を異に して い ます。政府はボ ラ ン

タ リーセ ク ターに命令 も要求もで き ま せ ん 。そ

の 意味 で は 、政府は ボ ラ ン タ リーセ ク タ ーに 依

存する こ ともで きませ ん。依存す る こ とを前提

に 事業を設 計する の は 間違 っ て い る こ と に な

りま す。＿ 「ハ
ー

ドワ
ー

ク 」 に 関 して は 、政 府

セ ク タ
ー

が面倒 をみ る べ き分野 で す。そ れ をボ

ラ ン タ リーセ ク ターに 担わ せ る こ と は 、任務が

ハ
ー

ドになれ ばな る ほ ど困難 とな り、そ の た め

に 社会が機能 し な くな る 可 能性が高 くなる で

し ょ う。それ は 効率的で は あ り ませ ん 。（フ リ
ー

ドベ ア 氏）

　独 立行政 法人 ボ ラ ン テ ィ ア ソ
ー

シ ャ ル ワーク セ

ン タ
ー

所長 ラ ウ ス ト ・ク リ ス テ ン セ ン 氏 （男性 、60

代） もまた、同 じ理 由で 下請 け化 の 可 能性 を否定す

る。社 会サ
ー

ビ ス 法第 18条 がボ ラ ン タ リーセ ク タ ー

を統括す る法的根拠 とな っ て い る こ と、そ して た と

え ボ ラ ン タ リ
ー

セ クタ
ー

が安価 な労働力 の 調達先

とな っ た として も、中長期的 に はそれ があま りに非

効率だ と指摘する 。

　今 回話 を うか が っ た研 究 者 は い ず れ も こ の 分野

に精通 した専門家で あ り、 当然なが ら法律や制度、

現在の 状況 を熟知 し て い る。福祉多元 主義が 進行す

る福祉 サ
ー

ビ ス 分野に お い て 下請 け化が 問題 に な
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らな い よ うな歯 止 めが、理念的 には設定 され て い る

こ とを強調で きる 立 場 にある。エ ヴァ
ー

ス の い う市

民社会 による コ ン トロ
ー

ル とは、しか し、尊門家に

よ る 理解が 進 ん で い る だけ で は成立 せ ず 、

一
定 の 社

会的合意が あるか ど うかが問題 にな るだ ろ う。ペ ス

トフ の い う社 会 民主 主義的価 値 に よ る 担保 の 場合

も、法律 に よ る 根拠 の み で は 弱 く、そ れ が市民社会

の 中で 活 か され て い る か ど うか が確認 され る 必要

が あ る だ ろ う。下 請 け化に つ い て は 、デ ン マ
ー

ク の

場合、そ の よ うな傾向は見 られな か っ た。ただ し何

が 歯止 め と し て機能 し て い る の か を探 っ て も、法律

以外 の 根拠は 見 あた らな か っ た。とは い えボ ラ ン タ

リ
ーセ ク ター研 究の 第

一
線に 携わ る研 究者 た ちが

い ずれ も、下請 け化の 可能性に 対 し て も否定的 だ っ

た 点は特筆に値するだ ろ う。

5 ．考察
5−1．国家セ クタ

ー
とボランタ リ

ーセ クタ
ー

の分業

　福祉国家 の 再編が ボ ラ ン タ リ
ーセ ク タ ーに 与 え

る影 響 に つ い て、デ ン マ
ーク を事例 に概観 し て き

た。デ ン マ
ーク の 場合、21 世 紀に な っ て 顕在化す

る福祉 国粋 主 義 的傾向 を背 景 に 、移 民背 景 を もつ

人 々 の デ ン マ
ーク 社会 へ の 統合が 国家 の 課 題 と さ

れ て い る。また、経済成長 の 鈍化 や若年失業率 の 増

大 を 背景 に、雇 用 の 創 出 が 喫 緊 の 課題 と な っ て い

る。こ の よ うな国家の 課題 に 対 し て 、従来 の よ うな

教 育政策や 労働政策で は な く 19世紀以来 の 伝 統 を

もつ ア ソ シ エ
ーシ ョ ン が、何 ら か の 解決策に なる の

で はない か と い う期待が寄せ られ て い る。 ヒ ア リン

グ調 査 か ら分か っ た の は、文化 的衝 突の 対処 に対 し

て は、適切 な支援策 とセ ッ トになれ ば、ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン 活動が
一

定 の 役割 を 果 た せ る か も し れ な い

と い う点だ っ た 。と りわ け、移民背景をもつ 人た ち

が 、子 ど も時代 か ら ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン 活動 に 関 わ る

よ う支援が で きるか ど うか が 問題 となるだ ろ う。ク

リス チ ャ ン セ ン の 研 究 は 、す で に 学校 や職 場 に 適応

で きて い る 人 た ち に ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン 参加が 見 ら

れ た こ と を示 し て い るの に対 し、ア ナ セ ン 氏 の 見解

は む し ろ ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン 活動 へ の 参加が 教育や

雇用 へ の 適応を高め るとい う見方で あ っ た。ただ し

こ の 点に つ い て は 、ど ちらが 先か とい う点よ りも、

イ ェ
ーア氏が指摘す るよ うに、プ ロ グラム や 予算、

助言者 の 数 の 確保 が ま ず は望まれ る 。

　それ に対 し、雇 用創出 とい うも うひ とつ の 課題
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に つ い て は、ほ とん ど検討 され て い ない こ と が わ

か っ た。た し か に、
一

部 の 研 究者は ア ソ シ エ
ー

シ ョ

ン に対す る期待 の
一

つ に数 え入れ るもの の 、実際に

は ほ とん ど関 心 の 対 象 とはな っ て い な い 。それ よ

りも、ボ ラ ン タ リ
ーセ クタ

ー
を生産や雇用 の リソー

ス と し て 見 る 国家 の 傾 向 に 対 す る懸念 の ほ うが 示

され た。ただ し、そ の よ うな懸念 は、少 な くとも研

究者 の 視点 か らは 実 際に 問題 に な っ て い るわ け で

は な い 点 が確認 で きた 。
「下請 け化 」 を め ぐる筆 者

の質問に つ い て も、デ ン マ
ー

ク で は 、 国家セ ク タ
ー

や企 業 セ ク タ
ー

に よ る ボ ラ ン テ ィ ア 団体 の
．
ド請 け

化 は起 こ っ て お らず、問題 に もな っ て い な い と、研

究者は 口 を そ ろ え て 回 答 した。そ して 、法律 で 守 ら

れ て い る こ と、た とえそ の よ うな状況 が起 きた とし

て も効 率的で は な い た め に 長続 き し な い だ ろ うと

証言 し た。こ の よ うな落ち着 い た態度は 、ヨ
ー

ロ ッ

パ の 研究者た ち が 、福祉多元 主義に伴 うリ ス ク と し

て 、何 らか の 方法で 国家セ ク タ
ー

で は な い 主体 が

コ ン トロ
ー

ル しなけれ ば い けな い と強 く警戒す る

態度 か らは か け離 れ て い る。ボ ラ ン タ リ
ー

セ ク タ
ー

が 比較的 「弱 い 」 立場 で あるた め に 、安い 労働力の

調達先 と し て 活用 され た り、望 ま な い 活動 を 強制 さ

れ た りす る可能性 に つ い て 、なぜ 、デ ン マ
ーク で は

さほ ど心配 し な くて も済む の だろ うか 。二 つ の 理 由

が考 え られ る。

　 一一
っ は、市場 セ ク ターが 比 較的弱 い か ら、と い

うの が そ の 理 由で ある。社会的企 業を重視する 「大

きな社会 （The　Big　Society）」 を推進 し て い る イ ギ リ

ス 政府や 、社会的 企 業 が多様 な 雇用 を 生 み 出 し て い

る ス ウ ェ
ーデン と比 べ ると、デ ン マ

ーク は
一

般的に

社会 的企業 を含 め た 市場 セ ク ター
の もつ 力 が 弱 い 。

一
般政府 支出 の 対 GDP 比は 50％ を超え （2006年）、

政府 に よる雇 用者 が 労働力 に占め る割合 も約 30％

で あ る （OECD 　2009 ）。デ ン マ
ーク の 基幹産業は 金

融業や 運送 業 、製薬 業で ある が 、資源 を有 さな い

国士ゆ えに 重化学 工 業は ほ と ん ど 発展せ ず、従業員

100 人以下 の 中小企 業 が 多い 。市場 セ ク ターが 相対

的 に 弱 い た め 、社 会 の ニ
ーズ を 満 た し て き た の は 国

家セ クタ
ー

だ っ た。20 世紀を通 し て福祉国家が順調

に 形成 され る中、社 会問題 を扱 うア ソ シ エ ーシ ョ ン

で あ っ て も、社会 的企 業の よ うな形態を と らな くて

も、すなわち社会 問題 に対す るア ドボカ シ
ー機能 と

サ
ー

ビ ス 供 給機能 の 両者を
一度に 引き受けなくて も、

活動する こ とがで きた 。 国家セ ク タ
ー

とボ ラン タ リー

デン マ
ー

ク ・ボラン タ リ
ー

セ ク タ
ー

に 対する 役割期待

セ ク ターの こ の よ うな分業は しか し、他国に お い て

は福祉多元主義に よ っ て 見直され て きたに もかかわ

らず、デ ン マ ーク に お い て は依然 と し て継承 され、

社会サービ ス 法が そ の 区分を保証 して い る
i3，
。

5−2．労働者の権利とボラ ン タリ
ーワ

ー
ク

　デ ン マ
ーク の 研 究者た ち に 共 通す る 落ち着い た

態度 を説 明す る も う
一．・つ の 理 由 は 、労働者の 権利

が 強 い か らだ と推察で き る。デ ン マ
ーク で は 労働

組合 の 組織率 が 68．8 ％ で （2009年）OECD 加 盟 34

力 国 中 フ ィ ン ラ ン ド （69．2％）に次 い で 高い
14）
。 こ

の 10 年 間 で 組 織率 が 低 下 して い る と は い え、現在

で も賃金や 労働条件に 関す る交渉は組合 を とお し

て 行 われ る。使 用者に従業員解雇 の 権限 を認 め なが

ら、解雇 され た 労働者 に 対す る職 業訓練 の 機会を 組

合側 が保 証す る こ とで 、頻 繁な職業間移動 と低 い 失

業率 、高い 再就職 率を実現 して き た 積極的労働市場

に適応 す るデ ン マ
ーク モ デル は、政労使 の 三 者協調

路線 に よっ て成立 して い る。2000 年以降、デ ン マ
ー

ク で も職 の 非 正 規化 は 進 ん で い る が 、三者協調路線

に よ る雇用対策が、失業率 の 悪化 を比較的軽度に抑

え て い る （鈴木 2010 ：203−241）。無償 の ボラ ン タ リ
ー

ワーク に 関 して 、組 合を通 じた労働者 の 権利保 障が

ある わ けで は ない が、ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン とボ ラ ン タ

リーワーク の 担 い 手 の 間に は、労使 間 と同等 の 準拠

枠が 当て は め られ、活動内容や活動条件 に つ い て の

交渉が行われ て い る と想定で きる。

　ボ ラ ン タ リ
ー

ワ
ー

ク も含む 「労働 」 の 再編問題 を

整 理 す る 社 会学者 の 仁平 典宏は、1990 年代以 降に

日本や 先進諸国で 起 こ っ た雇用 の 劣化 を、生産 労働

に お け る 「賃労働 の 不 払 い 労働化 」 と名付 け、非 正

規雇用 の 増大 や長 時 間労働 の 常 態化 を説 明 して い

る 。
こ の とき同時 に、それ まで 無償 の ボ ラ ン タ リー

ワ
ー

ク とされ て きた分野 に、NPO や社会的企 業に

よ る 雇用 を通 じ た 有償 の ボ ラ ン タ リ
ー

ワ
ーク が 生

まれ 、再生産労働 にお ける 「不払 い 労働 の 賃労働化 」

が進 んだ 。 そ の 結果 、生産労働 と再 生産 労働 の 境界

が 「曖昧化 」 し、何 が 労働か 、賃金は何に 対 して 支

払わ れ る の か と い う考 え方 自体 を も瞹 昧に し て い

る と指摘す る （仁平 2011b ： 18−19）。

　おそ らく、こ の よ うな 「曖昧化 」 は、権利主張の

よ り どこ ろ を持 たな い 、市場 セ ク タ ーに 従順 な 労働

者の い る社会 か ら始 ま る。 ある い は、社会問題 に っ

い て も、国家セ ク タ
ー

に 訴 える よ りも市場 セ ク ター
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坂口 　 緑

で 成 果 を 上 げ る ほ うが 手 っ 取 り早 くア ドボ カ シ
ー

機能 を果 たせ る よ うな社会 か ら始 ま る。 デ ン マ
ー

ク

の 場合 、労働組 合 の 高 い 組織率 と政労使に よ る 三者

協調路線 の 雇用政策によ り、生産労働 にお ける 「賃

労働 の 不払 い 労働化」 を今 の と こ ろ回 避 し て い る 、

し か し、 こ の 準拠枠 がボ ラ ン タ リ
ー

ワ
ー

ク に つ い

て 、今後 も継続 して 当て は め られ続け る か どうか は

わか らない 。

　デ ン マ
ー

ク国内 の 調査 に 携わ っ た フ リー ドベ ア

氏 は 、近年、若 い 女性が ア ソ シ エ ーシ ョ ン 活動にま

す ます 閧わ る よ うに な っ た傾向に つ い て 、「理 想主

義的な考え方」 が若者の 間 に 広 が っ て い るか らだ と

述 べ て い る。

若 い 女性が 社会福祉分野 の ボ ラ ン テ ィ ア 活 動

に 熱心 に 参加 す る傾向 は た い へん 興 味深 い こ

と で す。＿社会福祉分 野 に お け る若 い 女性 の

活躍は 、おそ らく い くつ か の 説 明 が 可能 で す。

第
一・・

に、女性 が 長 く高 い 教 育を受 け る傾 向が

ある と い うこ ど、近年 で は、女性 の ほ うが長 い

期 間、教育を受 け て い る傾 向が強 くな っ て い ま

す。ま た 、それ に応 じて 、ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に

役立 つ ス キ ル を身 に つ け つ つ あ る と い う こ と

も重 要 で す。た だ し そ れ 以 上 に、理 想 主 義 的な

考 え方が
一

般的に 受け入 れ られ つ つ あ る とい

う傾 向 も あ る の で は な い か と 私 は考 え て い ま

す。社会 に と っ て 何か 意味 の あ る こ とを した

い 、そ の こ と に よ っ て 大きな満 足 を得 られ る、

とい うよ うな考え方が、若者 の 間 に 定着 し て い

る よ うです 。 （フ リードベ ア 氏 ）

　 こ の よ うな フ リ
ー

ドベ ア 氏 の 指摘を 日本社会に

当 て は め る と、ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 は 政府 に よ る 周

到 な動 員 の 形 式 だ とする 「動員」 論 と し て （中野

2001 ）、あ る い は 無償 で 劣悪 な労働を他者 の た め と

い う美名 の もとにカモ フ ラ
ー

ジ ュ する 「くや りが い

〉 の 搾取 」 論 と して （本田 2008 ；仁平 2011a）、否定

的 に解釈 され るだ ろ う。デ ン マ
ー

ク の 若 い 女性 た

ち の 理 想 主義的な発意 と行動 が、下請け化を招 く搾

取や動員 とい っ た 「ボラ ン タ リ
ー

ワ
ー

ク の 劣化」
15〕

に転 じな い ために は 、将来的に は 、労働組合に 準 じ

る よ うな、ボ ラ ン タ リ
ー

ワ
ー

ク をする 主体 の 権利

を守 るた め の 組織 が必要 に な る だ ろ う。あ る い は 、

そ の よ うな主体 の 権利 を守 りつ っ 、活 動 を コ
ーデ ィ

［ア2］・1ラ・†・ア学fiftrr　 V・1．12

ネ
ー

トす る 中間支援組織 の 役割が ます ます重 要に

な るだ ろ う。

　2010 年に デ ン マ ーク政府 が発表 し た 「市民社会

戦略」 に は 、今後 4 年間か け て 政府が 積極的 に ボ

ラ ン タ リーセ ク タ ーと協力関係を築 き、「新 し い 解

決 策を と も に 開発 し、協力者 と し て、時に ラ イ バ

ル と し て 力 を試 しなが ら、社会 的領域 に お け る活

動を 向 上 させ る新 し い ア イ デ ア を 生 み 出す 」 と あ る

（Socialmlnisteriet　20iO： 11）。福祉国家 の 再編 の 影響

を受 けるデ ン マ
ー

ク社会 にお い て 、ア ソ シ エ
ー

シ ョ

ン が 新 し い 役割を適切 に演じ るに は、ボ ラ ン タ リ
ー

ワ
ー

クをす る主 体 の 権利 を守 りつ つ 、ボ ラ ン タ リ
ー

セ ク タ ーが 政府 と協力 で き る 体制 の 構 築 が求 め ら

れ るだろ う。

【注】

）1

）2

）3

）4

）5

デ ン マ
ーク 近 代 史 に 関 して は 橋 本 （1999）、Koch

（
＝2007）、お よ び Korsgaard （

＝1999）を 参 照 した。

文化的衝突は 「平等、自山、権利 と義務」 や 「多様

な価値観 」 を学 ぶ 民 主 主 義 に 基 づ く教育 に よ っ て 、

失業 の 問題 もフ レ キ シ キュリテ ィ 政策 に よ っ て 対応

す る と
一．
般 的 に は 理 解 され て き た （野 村 2010）th

デ ン マ
ーク の ほ か ス ウ ェ

ーデ ン、オ ラ ン ダ が 当 て は

ま る （宮 本 2004 ）。ス ウ ェ
ーデ ン の 非 営 利 セ ク ター

に 関す る包 括 的 な論考 に 吉岡洋子 の 研 究 が あ る．t 吉

岡 は、福 祉 政 策 の 大 き な 転 換 が 見 られ た 1980年代

を 中心 に、福祉 サービス 供給が 民営化 され る 過程 に

つ い て 分析 して い る。ま た 2000年 以 降、現実 に は

非 営 利 セ ク ターが供 給す る サー ビ ス 量 は 少 な い が 、

「福 祉 サ ービ ス 生 産 役割 に 関す る 論争」 は 目立 っ て

い る と指摘す る （吉 岡 2008 ：82）。デ ン マ
ー

ク よ り も

廰 業 界 の 意 向 が 強 く働 き、福祉 の 民 営化も
一足 早

か っ た ス ウ ェ
ー

デ ン とデ ン マ
ーク と で は 、事 象 の 詳

細 は 必 ず し も
一

致 しな い
。 しか し 19世紀 以 来 の 伝

統 か ら外 れ る、21 世 紀 型 ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン の 果 た す

役 割 に 関 心 を寄 せ て い る点 で、本 論 文 は吉 岡の 研 究

と共 通 す る．

本論 文 で 引用 す る ヒ ア リン グ調 査 とは 、2009年 9 月

6 日か ら 9 月 9 日に か け て デ ン マ
ーク の オーデ ン セ

お よび コ ペ ン ハ
ー

ゲン に て 筆者 が研 究 協力 者 で あ る

ロ ス キ レ 大 学 の 鈴木 優 美 氏 と実施 した 5 名の 研究者

に 対 す る調 査 を指 す。詳 細 は坂 口 （2011＞ を参 照。

た だ し 「社 会 的 な領 域 」 に 絞 る と、ボ ラ ン テ ィ ア の

半 数 が 60 歳 以 上 で 、20 歳 未 満 は 2％ に と どま る （Boje，

N 工工
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）6

）7

）8

9）

10）

11）

12）

Friedberg ＆ Ibsen　2006 ：9−14）。デ ン マ
ークの 総人 口 は

約 550 万 人、労働 人 口 は 264 万 人 （2011年 ） で あ る。

た だ し 19 世紀 の ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン とは 異 な り、政

治 的 志 向 を共 有 す る 政 治 的 結 社 と して の 、あ る い は

経済的利害 に根 ざ した 協同組合 と して の 色 彩 を 徐 々

に 薄 め て お り、実 際に は 異な る もの で あ る との 指 摘

もある （Anderson　2008；20 ］−216）。

デ ン マ
ー

ク の 全 国紙 Politikenが 2010 年 6 月 17 日 か

ら25 日 まで 実施 し た ア ン ケート調査。子 ど も、若 者、

家族、高齢者、ボ ラ ン テ ィ ア 促進、人道的活動、教

会汚 動、移 民
・
難 民、ア ル コ

ー
ル

・麻 薬濫用 者、障害

者を支援す る 183団体が 回 答 し た。Potitiken　urebsite．

Available　at　http：〃politiken．dk！indland〆ECEIO289531

frivillige−lapper−huller−i−velfaerden ．　Accessed　February

20，2012．

例えば糖 尿 病協会 は 900 人 の ボ ラ ン テ ィ ア で 電話相

談や講 演会、相談会 な ど を 通 して 数 千 人 の 糖尿病 患

者 の 生活 を支援 し て お り、医 療費 の 抑制 に 大 きく役

立 っ て い る。Po ’∫褫 ε η 紙 2010 年 8 月 4 日 「ボ ラ ン

テ ィ ア が 福 祉 の 穴 を埋 め る」 参 照。Politiken　Website．

Ibid．Accessed　February　20，2012．

Politiken　Website ．［bid．Accessed　February　20，2012．

ベ ス トフ の トライ ア ン グル に つ い て は 次を参照 の こ

と （Evers ＆ Lavilte　2004： 17
，
　Figure　l．3）。

実際 に、永住権取 得 の 際に 1年間 の 「ボ ラ ン テ ィ ア

活 動 」 へ の 参 加 実績 を 申請 す る 項 目が 、2010年 3 月

か ら政 府 に よ り導入 され た。永住権取得 に は 10  ポ

イ ン トが 必 要 だ が 「デ ン マ
ー

ク の ク ラ ブ ・ア ソ シ

エ
ー

シ ョ ン ・委 員会 等 に 1年 以 上 所 属 す る こ と で 】S

ポイ ン ト。例 と し て デ ン マ
ー

ク 人 と交わ る こ とが で

き る社 会 的 グ ル
ープ、ボ ラ ン テ ィ ア 、PTA 、地 域活

動、老人 ク ラ ブ、子 供への ス ポー
ツ 指導、NPO 法

人 へ の 参 加 等 」 が 加 わ っ た。Ny ［Danmark 　Website．

Available 　at　http：〃www ．nyidanmark ．dkfNR 〆rdonlyres ！

EBBCO146 −AO34 −4573−A3FF −43FE2C6elC4A 〆01aftale

serviceeftersyn ．pdf．　Accessed　February　21，2（，12．

社 会サ
ー

ビ ス 法 18条 は 次の とお り。「地 方 自治体 は 、

ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン を 支援す る も の とす る。二 、地 方

白治 体 は 毎年、自主的な ソ
ー

シ ャ ル ワ
ー

ク 支援 の 資

金 を拠 出 す る．二 、各地 方 自治体 に よ っ て 設 立 され

た 協力 の 枠組み を設 定す る。四 、社会担 当大 臣 は、

自 主 的 な ソ
ー

シ ャ ル ワ
ー

ク 支援 と 地 域開 発 に 関す

る報 告書 の ガ イ ドラ イ ン を定め る」 Retsinformatien，

DK 　Website ．　Available　at　https：〃www ．rctsinformation ．dk1

デン マ
ーク ・ボラ ンタ リーセ クターに対する役割期待

　　 FOrlnSIRO710 ．aSpX ？id＝135328 ＃K2 ．　ACCeSSed　FebrUary

　 　 21，2012．

13）　とは い え経済成長 の 鈍 化が 定 着 しつ つ あ る現在 、こ

　 　 れ まで の 落 ち着 い た態 度 が 通 用 し な い と こ ろ に さ し

　　 か か っ て い るc ま た 下 請 け 化問 題 に つ い て は、実 際

　 　 に 福 祉 サービ ス 供 給 を担 う各 団 体 へ の ヒ ア リン グ調

　　 査 を実 施 す る必 要 が あ るだ ろ う，「

14） OECD 　StatExreacts　Website．　Avaiiable 　at　http：ftstats．

　　 oecd ．org ！lndex．aspx ？DataSetCode＝UN −DEN ．Accessed

　　 February　21，2012，

15） 仁平 は 無 償 の ボ ラ ン タ リー
ワ
ー

ク が 賃 労働 化 す る 方

　　向 を指摘 し て い る が、こ れ は 同時 に、無 償 の ボ ラ ン

　　 タ リ
ー

ワ
ー

ク に 、賃金 が 支 払 わ れ る 労働 と、依然 と

　　 して 賃金 が 支払 わ れ な い 労働 との 区別 が持 ち 込 まれ

　　 る こ と を意 味 す る。「や りが い 」 が 賃 労働 の 不 払 い

　　化の た め に 徴用 され て い る と した ら、同 じ図 式 は ボ

　 　 ラ ン タ リ
ー

ワ
ー

ク に も 当 て は ま る。「ボ ラ ン タ リー

　　 ワ
ー

ク の 劣化」 が 問題 に な る の は こ の よ うな 文 脈 に

　　 お い て で あ る （仁平 2011b：20−30）。

【引用 文献】

Anderson，　Sally．2008．　Civil　SocialitJ・．
’Chiidren，　Slフort，　and

　　Cultural　Policy　in　Denmark ．［nfbrmation 　Age　Pubtication．

浅野 仁・牧野 正 憲 ・平林 孝裕 編．2006．デ ン マ
ーク の 歴 史 ・

　　文 化
・
社会．創 元 社．

B （）je，　Thomas 　P．，　T，　Fridberg　and 　B ，［bsen．（eds ．）．2006 ．　Den

　　Frivittige　Sektor　i　Danmark ．　SFI．

Boje，　Thomas　R 　2008．　Den 　Danske 　Frivilige　Nonprofit 　Sector　I

　　Komparativt　Perspektiv．　DetffiviUige　Danmark ．　Syddansk

　 　 Universitetsfbriag．179 −201 ．

Borzaga，　Carlo　 and 　J．　Defourny ．2001 ．　The 　Emergence 　qズ

　　Social　Enterprise．　Routledge．（＝2004，内 1．Ll哲 朗 ・石 塚

　 　 秀 雄 ・柳 沢敏 勝 訳．社 会 的 企 業 一 雇 用 ・福 祉 の EU

　 　 サードセ クター．日本 経 済 評 論 社 ．）

Chrjstiansen，　Gunvor ．20eS ．　Frivilligt　Arbejde ，　Etniske

　　Minoritcter　og 　lntegration ．　Detfi’ivitiige　Danmark ．

　　Syddansk 　Universltetsforlag．77−92．

Esping −Andersen ，　Gosta ．】990，　The 　Th 厂ee　Morlds　qf
’
nVetfare

　　Capitatisnl．　Basil　Blackwell，（−2001．岡 沢 憲芙 ・宮本

　　太 郎 監 訳．福祉資本主義 の 三 つ の 世界，ミネル ヴァ

　 　 書 房．）

Evcrs，　Adalbert 　and 　J．　L ，　Lavillc．2005．7「hL．　Third　Sector　in

　　Europe．　Edward　Elgan

Gundclach 、　Peter 　and 　L ．　Torpe ．】997 ．　Sociat　Retlexivity，

・1ラ・〒・ア学・就 V・［12 ［73 ］
　 　 　 　 N 工工

一Eleotronio 　Library 　



The International Society of Volunteer Studies in Japan

NII-Electronic Library Service

The 　工nternational 　Sooiety 　of 　▽ olunteer 　Studies 　in 　Japan

坂口 　 緑

　　 Democracy 　and 　New 　Types　of 　Citizen　lnvolvement　in

　　 Denmark ．　Van　Deth，　Jan　W ．（ed ．）．　Private　Groups　and

　　 Public　Life．’　Social　Partici　 ation 　andPotitical 　／nvolvement

　　 in　Rep「esentative 　Democracies．　RoutleClge．

Gundelacb，　Peter．2006．　Solidaritet　som 　socialdemokrat 孟sk

　　 vis孟on ？Okonomi ＆ ノ）olitik　79（3）：51−65．

橋 本淳編．1999．デ ン マ
ー

ク の 歴 史，創 元 社 ．

Hegland
，
　Troels　J．1994．　Fra　De 　Tusind　Blomster　Til　En

　　 Malrettetσ ゴリ澀 加 9／ En 　Bes ん厂醜 ∬se 　O9 ・dnalyse 　A〆
’

　　Forsgs−Og 　UdviklingsarbeJ
’
dets　Ro〃e　／nden 　for　Dansk

　　Social− Og　Velfpdspolitik　Fna 　1970
’
erne 　Tit　1990 ’

erne ．

　　Aalborg　Universitet．

Ibsen，　Bjarne，　T，　B，　Boje　and 　T ，　Fridberg ，（eds ，）．2008 ．　Det

　　f■ivillige　Danmark ．　Syddansk　Universitetstbrlag．

本 田由 紀．2008．車Lむ 社 会．双 風 社 ．

コ バ ヤ シ ・コ リン ．2003 ．市民 の ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン ．太

　　 田出 版．

Koch，　Ha1．1943．　Grundtvig．　Nordisk 　Forlag．（＝2008 ．グル ン

　　 トヴィ
ーデ ン マ

ー
ク ・ナ シ ョ ナ リズ ム とそ の 止 揚．

　 　 小 池 直 人 訳．風 媒 社．）

KQrsgaard，　Ove ．1997，　Kampen 　om ！yset．　Nordisk　Forlag ．

　 　 （；正999．光 を求 め て 一デ ン マ
ークの 成 人教 育 500 年

　　 の 歴 史．川 崎
一

彦監 訳．東海大学 出版会．）

宮本 太郎．2004．新 し い 右 翼 と福 祉 シ ョ
ービ ニ ズ ム ．斉

　　藤純
一
編．福祉 国 家 1社会的連 帯 の 理 由．ミネル ヴァ

　　書房．

中野敏男．2001．大塚久 雄 と丸山 眞男．青上社．

野村武夫．2010．「生 活大国」 デン マ
ー

ク の 福祉政策．ミ

　　ネル ヴァ 書房．

仁平典宏．2011a．「ボ ラ ン テ ィ ア 」 の 誕 生 と終焉．名 古

　　屋 大学 出版会．

仁平典宏．2011b．ゆ らぐ 『労働』 の 輪郭．イニ平典宏 ・rll

　　 下 順子 編．労働 再審　5．大 月書店．

OECD ．2009．　GovernmentAtA 　GIance．　OECD ．

大 串隆 吉 ．2007．ドイ ツ、デ ン マ
ー

ク 生 産学校の デ ッ サ ン ．

　　人 文 学報教育学 42：1−25．

Pestoff．，　Victor　A ．1998．β9γoηげ the　Market　and 　State．’Social

　　 enterprises 　and 　eivil 　demoCracy 　in　a ”・eifare 　society ．

　　Ashgate．（＝2000．福祉社会 と市民 民 主 主 義 ．藤 田

　　暁男 ・川 口 清史 ・石塚 秀 雄 ・北 島健
一・的 場 伸 樹 訳．

　　 日本評論社 ．〉

坂 口 緑，2011、デ ン マ
ーク ・ボ ラ ン タ リーセ クターの 現在．

　　明 治学院大学社会学部付 属 研 究 所 年 報 41 ：47−63．

Salamon ，　Lester　M ．　 and 　H ．　K ．　Anheier （eds ，），］996．The

匝］・1ブ・t・r学研 究 V。 ［12

　　Emerging　Nonprof）t　Sector．’An　Overvieu’．　Manchester

　　Univeristy　Press，（−1996 ．台 頭 す る 非 営 利 セ ク タ
ー

　　− 12 ヵ 国 の 規模 ・構 成 ・制 度 ・資金 源 の 現 状 と展 望．

　 　 今 田忠監 訳 ．ダ イ ヤ モ ン ド社 ．）

Salamon，　Lester　M ，1997，　Defining 　the 　Nonprolfit　Sector．’A

　　Cross −IVationalAna ！ysis．　Manchester 　University　Press．

Salamon ，　Lester 　M ．1997 ．　Hoiding 　the 　Center： America ：g

　　Nonprofit　Seetor　at 　a 　Crossroads ．　The 　Nathan 　Cummings

　　Foundation ．（＝1999 ．　 NPO 最 前線．山内 直 人 訳 ．岩 波

　　書店 ．）

Salamon ，　Lester　M ．　and 　S，　W ，　Sokolowski．2004 ．　Global　Civit

　　50c1θ砂．　Kumarian　Press．

鈴 木 優 美．2010 ．デ ン マ
ー

ク の 光 と影 ．リベ ル タ出 版．

Socialministeriet，2010 ，　 Civitsamfundsstrategi ．

　 　 Socialministeries．

塚 本
一

郎 ・山岸 秀雄
・
柳澤 敏 勝編．20  7．イ ギ リス 非営

　　利セ ク ターの 挑戦．ミ ネル ヴァ 書房．

United　Nations，2003．　Handbook 　on 　Non −P 厂q愈 Institutions

　 　 in　the　Sγstem 　qf 　Nationai　Accounts．　United　Nations

　 　 Publication．

山 口二 郎 ・宮 本太 郎 ・小 川 有美編．2005．市民社会民主

　　主 義への 挑 戦．日本 経済 評 論社 ．

山 内 直人．1999，NPO 入 門．日本経済新聞社．

吉岡洋 子．2008 ．ス ウェ
ーデ ン の 非営利 セ ク タ

ーと福祉

　　に 関す る研 究 ．大 阪 大 学大 学院 人 間科学研 究科紀要

　 　 34：77−98．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The International Society of Volunteer Studies in Japan

NII-Electronic Library Service

The  InternationalSociety  of  Volunteer  Studies  in  Japan

f'>Y-9  ･ dli>U  U-k9U-;[StV6rc:[Jmek

The Expected Role of  the Vbluntary Sector in Denmark:

        The  Influence of  Welfare State Restructuring

  Midori  Sakaguchi

(MeijigakuinUniversity)

The studies  on  the voluntary  sectoT  have  been  strongly  aflbcted  by the  leading American  scholars  such  as  Lester M.

Salamon. Traditionally, in the United States, the government plays a  limited role,  leaving room  for the inforrnal groups

fbr social activities. Recent argument  in Europe, too, expands  how  the civil  society  controls  the  yoluntary  sector  as  one

of  the potential agents  who  oifer the social serviees, under  the conditions  of  the welfhre  state  restructuring.  In a  small

country  such  as Denmark, there is inereasing concern  about  the voluntary  sector,  refleeting  the argument  in Europe  how

to utilize  the resources  of  the voluntary  sector for the government. The  justification of  the role  they  argue,  however, is not

selflevident. This paper draws on  qualitative interviews with  five researchers  in Denmark  to explore  how  the relationship

between the state  and  the voluntary  sector  has changed  under  the infiuence ofwelfare  pluralism.
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