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論 文 内 容 の 要 旨

Throughacompara七ivestudyonsocietyinthegrassrootslevelinIndonesiaandJapan,this

dissertationtriestoexplainthepresentformofneighborhoodassociationinbothcountriesand

identifiesthepotentialoftheassociation.

Concerningthemeaningofgrassrootsinthisdissertation,ithasbeengenerallyknownthat

thetermgrassrootswasinitiallyemployedtoexplainthebasicideainTennesseeValley

Authority(TVA)andwasdefinedas`grassrootsdemocracy:WhereasinJapanese-case,itwas

definedas`grassrootsconservative'basedonthepointofviewthatseesJapanesepoliticas

conservativeone,whichisveryprotectiveoftheexistingsystem,andtheloweritgoes,themore

thesystembecomesconservative.Underthedichotomyofwestern`grassrootsdemocracy'and

Japanesedefinitionof`grassrootsconservative',communityinAsiansocietyhasbeen

categorizedmoreas`grassrootsconservative'.However,inthisdissertationgrassrootspoints

tothepeoplewhoareactingindividuallyorcollectively,produceorreproducetherulesoftheir

society,andtranslatethemintotheirspatialexpressionandtheirinstitutionalmanagement .In
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otherwords,grassrootshasacomprehensivemeaningcoveringbroadlyvariousclass,andno

longerboundbytheaforementioneddichotomyframework.However,thisdissertationdoesnot

rejectthepossibilitiesofemergenceofgrassrootas`grassrootsdemocracy'oras`grassroots

conservative',sinceeachsocietyhasitsownhistoricalandsocialbackground,andeachperiodof

timewillalsodeterminetheformofgrassrootsofthesociety,

Onneighborhoodassociation,thisdissertationreliesonparametersofneighborhood

associationasfollows.

O

O

1

0
乙

3.

Inth

Chonaik

charactersofneighborhoo

ofthecommunitywill

dissertationtheaforementionedcommon

throughseveraldifferentsocialsettings,ratherthanthroughobservationofoneparticular

community.Therefore,thisdissertationconductsacomparativestudiesoncommunitiesin

IndonesiawithRT/RWasneighborhoodassociationandinJapanwithitsChonaikai.

Throughaflexiblecomparativeanalysis,thisdissertationtriestoexcavatetheaspectsthat

serveastheoriginandthegroundofsimilaritiesinneighborhoodassociations,bytryingto

graspthecharacteristicsofeachsubject.Thisresearchmethodreliesoncontiguitymethodfrom

CliffordGeertz.Byemployingthismethod,GeertzexplainsandgraspsthemeaningofJavanese

culturebestowedbythepeopleofthecultureitself,withoutforciblythrustingaframeworkof

WesterntheorytotheJavaneseculture.Thisisthe`emits'pointofview,whichdescribethefacts
`f
rominside'bystandingonthefolkperspective.Inacomparativestudy,itisofcourse

necessarytoalsokeeparefinedandsystematized`etics'pointofview,whichenablesanalysis

fromobserver'sstandpoint.Ontheotherhand,this`etics'pointofviewcanonlybefully

cultivatedthroughaccumulationof`emits'.Ineithercase,thisdissertationisdevotedtopursue

thefactsfromthesubjectstobeobserved.

Occupyingexclusivelyacertainarea(characteroflocality:spatial)

Undertakingthesolutionofvariouscommonproblemfacedbytheresidents(character

ofcommunitycooperativemanagement:function)

Beingacknowledgedbybothresidentsandthegovernment,astherepresentativeofthe

communityandtheresidents,basedontheabovecharacteristics(characteras

representativeforthecommunity:relation)

isdissertationneighborhoodassociationspecificallypointstoRT/RWinIndonesiaand

aiinJapan.Throughobservationofsocialphenomenonincasestudies,theabove

dassociationwillnaturallyshowsomevariation,andsocialcondition

affectthemanifestationofthesecharacters.Itisthereasonwhyinthis

charactersofneighborhoodassociationareobserved

Chaptertwo:NeighborhoodassociationinanAsianmegacityanditsdailyactivities

-RT/RWinJakartaσsinnerarea-

TheneighborhoodassociationorRT/RWistherepresentativelocalitygroupinIndonesia,

andinthecaseofJakartatheyrepresentsurbanlocalitygroup.TheRTorRukunTetanggais

composedoftwowords,γ%々 鰯and弼 αη幽 α.翫 鰯々hasthemeaningof`beingtoge七herin

harmony',while偏 απεgαmeansneighbor.ThusRTsignifiesasta七eofharmonioustogetherness

amongpeopleinthesameneighborhood.ThetermRWor1～%々 観 肱 磐 α,alsosignifies七hesame

一277一



thingasRT(wargameansmember).ThetermRWwasoriginallyRK,butinthecaseofJakarta,

RKwaschangedintoRWwi七htheenactmentofthegovernor'sdecreein1966.RKcomesfrom

thewords7嘘 襯and々 α初勿 ㎎'.Theword々 α〃ψ%㎎hasbeenknowninJakartasincetheDu七ch

colonialerain1844,referringtoresidentialareasoftheIndonesianpeople,indistinctiontothe

wordkota(city)wheretheDutchpeopleresided.However,todaythetermkampungisusedto

explainareaswithlessfavorableconditions,andthereforehasanegativemeaning.Basedonthis,

thelocalgovernmentofJakartain1966consideredtheword々 α吻%㎎nolongerappropriatefor

theorganizationofpeopleinthesameneighborhood.Asaconsequence,RukunKampungwas

changedintoRukunWaygaorRW.

Inprinciple,allofthehouseholdsintheareabecomemembersoftheirRT/RW,andthe

neighborhoodassociationmanagesvariouscommunitymatterscomprehensively.Theseinclude

maintaininghygienicenvironment,preventingcrime,holdingevents,marriageceremoniesor

funerals,collectingmembershipfeeandotherduesfromthepeople,takingmeasuresfortherelief

ofthepoor,promotingpeaceintheneighborhood,registeringormakingrecordofresidents,

givingcooperationforthecensus,andhelpingintheexecutionofgeneralelections.Whilekeeping

astratalinteractionwithotherorganizationsintheareasuchasthearisan(rotatingcredit

association),thePKK(familywelfaregroup),theKayangTayuna(youthassociation),thePosyandu

(communitybasedhealthcaregroup),theRT/RWformsthestructureforthegrassrootsof

society.

Theareasbeingobservedinthisdissertationareresiden七ialareaslocatednearthecenterof

Jakarta,theMentengAtasurbansubdistrict(keluyahan)andtheMentengurbansubdistrict

(hereinafterreferredtoasMentengAtasandMenteng).MentengAtasislocatedintheurban

district(kecamatan)ofSetiabudiinthecityregion(kotamadya)ofSouthJakarta,andin1996was

thoughttocoveranareaof1.47km2.Themajorityofitspopulationarepeopleoflow-income

wholiveinthisdensely-populatedarea.MentengAtashasthehighestpopulationdensityamong

otherkelurahansintheurbansub-districtofSetiabudi,withadensityof5,100persons/km2.

Duetoaconsiderablenumberoflaborersfromthecountrysideandtheseasonalworkerswho

resideinthearea,MentengAtasisamulti-ethniccommunitywithamixofdifferentcultural

elementswithinthissinglearea.Ontheotherhand,Mentengislocatedintheurbandistrictof

MentenginthecityregionofCentralJakartanexttoCBDarea,andin1996coversanareaof

2.44kmz.Thepopulationofthisoldexclusiveresidentialareaconsistsofhighrankgovernment

andmilitaryofficials,andpeoplewhohaveretiredfromsuchpositions.However,inrecentyears

theareaisfacinganagingproblemwhichisleadingtoahollowingoutphenomenon.

Chapterthree:Neighborhoodassociationinaperipheralcityofcorecountryandcommunity

building-ChonaikaiintwoMoriokaresidentialareas-

ThesignificanceofChonaikaiorjichikai(inthispartitwillbereferasChonaikai)'sexistence

astherepresentativeofJapaneseneighborhoodassociationisbeingputintoquestionthesedays,

asvariousvoluntaryassociationsorNPOsareactivelytakingpartinthedailylifeofthepeople.

Ontheotherhand,itisalsosaidthattheHanshinAwajiearthquakein1995hasopenedtheway
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for`rediscovery'ofChonaikai.Alongwiththis,Chonaikaiisrecentlybeingcloselyobservedin

comparisonwithsimilarassociationinAsiansocie七ies.Thus,theJapaneseneighborhood

associa七ionisatpresentbeings七udiedfrolnvariousangles,whichmeanstha七ra七herthan七he

hithertoone-sidedobserva七ion,multipleinterpretationandexplanationbasedollthefacts,are

giventoChonaikai.

Despiteitsreputationofbeinganoldfashionedandunavailingneighborhoodassociation,

thefindingsfromsurveyonChonaikaiinMoriokarevealthattheassociationisstillfunctioning

inthecommunity'severydaylifeasamediatinginstitution.Thisargument,however,doesnot

trytoeliminatethefactthatconcerningChonaikaithereisanincreasingnumberofpeople

(residents)atthebottomofthesocietywhoshowtheirindifferenceandapathytowardsthe

neighborhoodassociation,andonlycertainpeopleareactivelyjoiningthemanagementand

activitiesofChonaikai.Thiskindof`topheavy'conditioncanalsobeseeninMoriokaChonaikai.

Neverthelesswhilemaintainingastrongrelationwith七headministration,asdaily-lifegroup

(s6ゼんσおz4s加44α%)Chonaikaicarriesout,eventhoughinakindofdispassionates七ate,dailylife

affairsoftheresidents.Atpresent,Chonaikaiisfacinganagingsocietyineachcommunity,

thereforemorethanhalfofChonaikaitrytotacklethisdifficultproblemwithactivitiessuchas

`h
omevisittoelderly',`lendingahelpinghandtoelderlylivingalone',`promotinginterac七ion

betweenelderlyandothergeneration'andatthebaseofthoseactivitiesis`strengthening

neighborlyrelation'.Lookingatthisfact,Chonaikaiiscertainlyraisingupasakindofsafety

nettosharetheriskfacingbythecommunity.Thus,fromChonaikaiemergesaneffortof

communitybuilding,inwhichlocalhistoryandlocalresidents'lifememoryareengraved,with

dailylifecooperationinresidentialcommunity .beingsetasitsfoundation.Toextractthe

potentialityofChonaikaiasalocalitybond(6雇6ηsos雇 んのorresidentialbondassociation(ノz紹 π

sos励 の,twocasesofMoriokaChonaikaiwillbeinvestigated.ThefirstcaseisonNishiMatsuzono

Chonaikaiwhichadoptedatechniqueofgroundworktobuildasmallpublicpark,whileitis

facingaprogressingagingsocietyproblem.ThesecondcaseisonliaisongroupofSenbokuNishi

Chonai.kais,whichhascontributedinimprovingthepossibilityofChonaikaitoachievemu七ual

agreementamongresidentsbytheirefforttoapprehendalandreadjustmentprojectfromthe

pointofviewofthelocal,whilethelandreadjustmentprojectitselfwasactuallyenforcedfrom

outsideofthecommunity.

Chapterfour:Neighborhoodassociationandcommunityleader

Needlesstobefurtherarguedthatinneighborhoodassociations,whetheritisRT/RWin

JakartaorChonaikaiinMorioka,keymembersoftheassociationsholdanessentialposition.

Characteristicsofleaderswillexertagreatinfluenceuponthestateorconditionofneighborhood

association.Thispointhasbeenclarifiedbyprecedentcasestudiesofanumberofscholars.

However,itshouldalsobenotedthatcommunityleadersthemselvesaremoreorlesseducedfrom

thecommunity,andtheyformacertainsocialstratumwhichbearsacer七ainbackground.Inthis

chapter,thefocusofanalysiswillbeputonleaders(inthiscase,mainlyonleadersof

neighborhoodassociation)incommunitiesinJakartaandMorioka,andtheobservationonthese
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leadersiscarriedoutbyfollowingeachleader'slifehistory.

LeadershipresourcesincommunityofMentengandMentengAtasconfirmtheargument

thatratherthanformingaverticalpatron-clientlikerelation,communityleadersareconsidered

asoneoftheresident,whohavecertainresourcesthatenablethemtoacknowledgetheneedsof

theresidents,andthenrepresenttheresidentsandbetheintermediatorbetweenresidentsand

theauthority.Oneotheraspecttobeconsideredisthecharacteristicsofthecommunityitself.An

eliteresidentialareasuchasMenteng,whereproblemsofagingsocietyandprivatizationof

residents'lifeareassumeseriousproportions,timeresourcecouldbeanimportantaspectin

deciding(orrefusingthepositionof)RTchief.WhereasinkampungareaofMentengAtas,

socialresourcesseemtobegivenmoreemphasis.

InthecaseofMorioka,baseofexistenceofChonaikaiskeypersonhasitsown

characteristics.InprecedentstudiesonChonaikaileader,theold-fashionedaspectisoften

emphasized,astheneighborhoodassociationitselfisthoughttobeatoooldandtraditional

association.Inastudywhichshowsthedevelopingprocesstowardsthemodelcommunitytypeof

leader,Chonaikaileaderistypifiedaspersonwhoholdsseveralpostincommitteesorsupporting

groupsofthegovernment(yakushokuyuyyokuBata)whosecommunityconsistsofresidentswhoare

indifferenttoChonaikai'sactivities.Anotherargumentalsosuggeststraditionalaspectsof

Chonaikaileader,whichwilleventuallyretiretothebackgroundwiththeemergenceof

communitytypeleaderwhohastheabilitytobringoutthebestofthecommunityandmanage

theneighborhoodassociationbasedonprinciplesofcivilsociety,wheretheresidentshave

knowledgeontheirrightsandduties(yugensekininBataleader).Havinggonethroughlifehistory

ofkeypersonsinMoriokaChonaikai,theneighborhoodassociationwhichisoftenlabeledasa

tootraditionalassociation,alsocontainsleadershipwhichfunctionseffectively.Inotherwords,

typifyingChonaikaiintoanoldfashionedassociationneedstobereconsidered.

Lookingatlifehistoryofkeypersonsinneighborhoodassociations,whetheritisthecaseof

JakartaorMorioka,similarleadershipresourcesplayareimportantingivingsupportforthe

leaderandinsecuringandexercisinghis/herleadership.Withouttheseresources,itwillbe

difficulttomanifestanyleadership.However,itdoesnotneedtobefurtherarguedthateach

communitywillgivebirthtoitsownleaderwithitsowncharacteristics.Andaccordingly,the

degreeofimportanceofleadership'sresourceswilldifferaccordingtothecharacteristicsofthe

community.

Chapterfive:SupplementPatron-clientrelationreconsidered

-comparingcivildefensegroupinKantoearthquakeandJakartariotsofMay1998-

ThischapterexaminesthecivildefensegroupasanurbanlocalitygroupduringtheKanto

EarthquakeandtheJakartariotsofMay1998,inwhichpatron-clientrelationmanifestin

interpersonalrelationswithinthegroup.Inpreviousstudiesconcerningtheurbanlocalitygroup,

itsexpressivefunctiontendstobeputinoppositiontoitsotherinstrumentalfunction.While

consideringthepatron-clientrelation,themain-streamviewofthisinterpersonalrelationhas

beeninthedomainofthosewhichfocusonthepoweraspectoftherelationandaccordinglyput
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theemphasizeontheverticaldimensionofthepatron-clientrelation.Theargumentonthe

horizontaldimension,thatisthecharacteristicoftherelationasarelationofcooperationin

everydaylife,hasbeensubordinatetothismainstreamargument,orhasbeenexplainedas

ashiftingprocessfromonedimensiontotheotherdimension.Basedontheanalysisoftwocases

ofpatron-clientrelationin七hecivildefensegroupinthischapter,thiskindofargumentcannot

beentirelyomitted.InthecaseoftheKantoEarthquake,thepatron-clientrelationthat

manifestedinthecivildefensegroupisapparentlyaverticalpowerrelation,ofwhichthecivil

defensegroupitselfcanbecategorizedasthetraditionalmodelofurbanlocalitygroupwitha

strongelementofinstrumentalfunction.AndinthecaseofJakartariotsofMay1998,the

clusterofpatron-clientrelationsthatformedalayeredinterpersonalrelationismoreofa

relationofcooperationincommunitylife,whichmeansthatthecivildefensegroupinthiscaseis

oftheoldmiddle-classmodelofurbanlocalitygroupinwhichtheexpressivefunctionisstronger,

However,puttingtheurbanlocalitygroupinalinewithdailylife-group(seikatsushudan),as

inKikuchi'sandNakamura'sargument,theaspectsofinstrumentalandexpressive,orthe

dimensionofverticalandhorizontalinpatron-clientrelationscannotsimplybeputas"tochoose

onebetweentwochoices"norasanexclusionofonetowardstheother.Itistosaythatoneaspect

servesasacomplementfortheother.Theimportantthingistounderstandurbanlocalitygroup

withapatron-clientrelationinahistoricalcontext,whoseformwillalsodependonthecondition

ofthesocialstratumineachcommunity.Eventhoughinstrumentalandexpressive,aswellas

verticalandhorizontalaspectsareputinthestructuralprincipleofmutual-complement,the

actualconditionandformofurbanlocalitygroup,andpatron-clientrelationthatemerges

within,willbeeverchanging.Inotherwords,themainfocusintheanalysisofurbanlocality

group,isnotontheexistenceofthegroupitself,butonhowitisbeingorganizedinconcrete

form,andhowitmanifestsinsocialrelationsintheactualsociety.Ifthisisneglected,and

insteadtheanalysisisfocusedonlyontheprototypeofthegroup,thechangingaspectsofthe

groupwillbeoverlooked.

Chaptersix:Neighborhoodassociationandpotentialasresidentsself-government

Fromobservationinpreviouschapters,bothinthecaseofRT/RWandChonaikai,itis

evidentthatneighborhoodassociationisamediatinginstitution.Itisalsoimportantto

acknowledgethatthemediatingcharacteristicofRT/RWandChonaikaiasneighborhood

associationisnotnecessarilylimitedtoverticalphasementionedintheaboveparagraph.While

servingasintermediaryinaverticalphase(betweenthegovernmentandtheresidents),these

neighborhoodassociationsalsoplayanimportantroleasintermediaryamongresidents

themselves.Inotherwords,mediatingcharacterofneighborhoodassociationalsoapplyto

horizontalphase(amongresidents).Needlesstosaythatinthiscase,thereisalsovariation

regardingthepositionofneighborhoodassociationasmediatinginstitutionamongresidents.

Theassociationcanmediateanindividualwithotherindividualwhoareresidentsof七hearea,or

itcanalsoserveasmediatorforresidentswithavoluntaryassociationinthearea,andthe

neighborhoodassociationcanalsobeamediatorbetweensuchvoluntaryassociations.Thewayit
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servesasmediatoralsovariesaccordingtoeachneighborhoodassociation.Insomecases,the

neighborhoodassociationassertsitsmediatingfunc七ionbytakingpositionasoneofthe

residents,inothercasesitcanbecomesomekindofcoordinator.

Basedontheabovementionedcharacterofmedia七inginstitution,RT/RWconsistentlybears

thequalityasgeneralsupporterofthegovernmentatthefarthestendofdevelopmentproject

implementedinatop-downway.PovertyofthegovernmentwasthrustedtoRT/RWasthe

lowestunit,andwiththis,astructureofpovertysharingatthegrassrootslevelwasformed.

Indeedinacertainperiodoftime,thesizeofthepieasawholegrewbiggerduetoexport-

orientedeconomyoftheglobaleconomy.Andthroughtrickle-downconcept,theabovementioned

povertysharingseemedtoundergoalittleimprovement.However,withthecollapseofAsian

economytriggeredbyThailand'sbahtcurrencycrisis,itisthenrealizedthattheimprovementis

nothingmorethananillusion.Duringthisperiod,RT/RWstrengthenitspositionasrecipientof

implementationofvarioustop-downprograms,andinitsmultilayeredrelationwithother

variouslocalitygroups,RT/RWgraspsthoseprogramsandputsthemintothedimensionof

everydaylifeofthecommunity.Inthisway,RT/RWalsocontributestotheempowermentof

theresidentsinacertaindegree.However,itisalsonecessarytonoticethattheresident

empowermentaspectinRT/RWshowstheambiguityinthegrassrootslevelofIndonesian

society.Thatis,ononehandRT/RWkeepsitspositionasthelowestunitinthevertical

hierarchicalrelation,andontheotherhandRT/RWbecomestheprotectingdeviceinthevarious

phasesofresidents'life.

WhereasChonaikaisinbothcasesinMoriokashowthattheycarryoutthetaskto

transformissuesofthecommunityintothecommunitゾspublicaffairs,bydevelopingasystem

whichbringsoutintentionandwishesoftheresidentsandbyexpandingthechanceforresidents

totakepart,regardlessofwhetherissueemergedfromwithinthecommunityorenforcedfrom

outsideofthecommunity.Inthiscase,regardingtop-down(orenforced)issueofcommunity

building,firstChonaikaitakesuptheissueinconformitywithexistingissuesinthecommunity.

Throughrecognitionofexistingissuesinthecommunity,Chonaikaibecomesthemediafor

dealingwiththetop-downcommunitybuildingissuebyputtingitintheframeworkofthe

community.Andintheend,Chonaikaipromotescommunitybuildingbasedontheresidents'

initiative.Intheseprocess,Chonaikaiformsaseriesoflifenetworkswiththeneighborhood

associationatthecenter,andsuchconditionprovidespossibilityforresidentsofthecommunity

fortheir`selfactualization'and`selfdetermination'.

Theproblemhereis,towhatextendneighborhoodassociationcanexistasaneffective

sys七eminthecommunityatpresenttime.EspeciallyinthecaseofChonaikai,theJapanese

neighborhoodassociationisfacing七heneedtoreorganヌzeitself,duetoaconditionofaging

societywithdecreasingnumberofchildrenwhichresultsinthedecreasingnumberofhousehold's

members,whileprivatizationinindividual'slifeisprogressing.Thepresentgeneraltrend

regardingreorganizationofChonaikaiseemstomovetowardslooseninguptheprincipalof

membershipwhichcoversallhouseholdinthecommunity,andturnitintovoluntary

membership.Contrarytothisgeneraltrend,twocasesofChonaikaitakenupinthisdisser七a七ion
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showtheiradherenttotheoriginalprincipal,andbyexercisingthefunctionas`representative

forthecommunity',theseChonaikaissucceedinreformingthecharacterof`community

cooperativemanagement'.Chonaikaimakesthebestuseofitsaccumulationobtainedasa

mediatinginsti七utionineverydaylife,andi七alsotakesintheenergyandvitali七yofanoutside

voluntaryassociation,andontheotherhandtheneighborhoodassociationcanpulloutresidents'

initiativebyarticulatingapartofitsfunction.Thisshowstheaspectofresidentsself-governing.

WhereasinthecaseofRT/RW,as`povertyofgovernment'conditionisadvancing,the

neighborhoodassociationisfurtherexpectedtobethesafetynetfromthecommunity.Infact,a

considerablenumberofRT/RWisexpandingtheiractivitiestowardsuchfunction.Atthesame

time,asdescribedintheprecedentchapter,theseRT/RWalsocontributetoacertaindegreeof

empowermentofresidents.

Ineithercase,thepossibilityofpositioningRT/RWandChonaikaiasresidentsself

governingassociation,andputtingtheseneighborhoodassociationinthecategoryofassociation

of`communitycooperativemanagement',aretheproposedconclusionfor七hisdissertation。Itis

byallmeansimportanttorecognizethateachofneighborhoodassociationisinitsown

developmentphase,andapartfromthisdifference,eachassociationemergedfromitsrespective

societywithdifferentculturalbackground。Itisregrettable七ha七thisdissertationhasnotbeen

abletofurtherpursuethoseaspects.

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論文は、イ ン ドネシア と日本 にお けるグ ラスルー ツの比較 とい う問題意識 の許に、イ ン ド

ネ シアのRT/RW、 日本の町内会の複数事例 に焦点 を据 えて地域住 民組織 の今 日的形態 を明 ら

か に し、そ こに伏在する 「地域共 同管理組織」 としての可能性 を浮かび上が らせよ うとする も

ので ある。具体的 には、浩潮な第一次資料 ・文献のサ ーベイ、精緻 な ヒヤ リング、生活史 調査

等 によって得 られた知見 を集 約 し、多面 的に再構成 して、RT/RW、 町内会 が当該社会 の地方

制度 にお いて 占める位置、 およびそれ らが関連諸 団体 ・組織 との間で織 り成す重 層的連 関構造

を明 らか にする ことによって、 上述の課題 に迫ったもので ある。本論文 は全6章 よ り成 り、付

表編 には事例 対象地 の街 区マ ッピ ング、 地域住 民組織 の布置構成等 に関す るデー タを掲載 して

いる。

まず第1章 では、先行研究 の批判 的整序の上に立 ってグ ラスルー ッへ の基本 的座が据 え られ

る。 そ してグラスルー ッにおける地域住 民組織 の位置 づけがな され る。論者 によれば、 グラス

ル ーッは広 範な諸階層 を包合す る ものであ り、社会 のルール を生産 し再 生産す る集合 的諸個 人

の総称 である。そ して地域住 民組織 は、歴史 的にはパ トロン=ク ライエ ン ト関係 に底礎 しつつ

も、上述 のグ ラスルーッの内実 を 「地 域区画性」、 「地域共 同管理性」、 「地域代表 性」 の3つ の

パ ラメー ター にお いて担保す る とされ る。論者は、そ のことを事例対象 の独 自性 の内側か らの

把握 と、 ゆるやかな比較研究 によるそれ らの体系化 を通 して明 らか にす ることがで きると論 じ

る。併せて、事例対象地で あるジャカル タ と盛 岡の概況説明が、世界都市 システム と都市間ネ ッ

トワー クにおけ るそれ らの位 置づ け を起 点 にして は じめ られ、 次章へ の架橋が こころみ られ
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る。

さて第2章 で は、第1章 の地域住民組織への基礎視 角 を踏 まえて、ジ ャカル タのCBDに 隣接

す るカンポンの一つ メンテンアタス、お よびそれ に連接す る高級住宅地 メンテ ンに立地す る全

RT/RWへ のア ンケー ト調査結果や独立 記念 日へ の参 与観察 によって得た知見 に基 づいて、地

域住 民組 織の構成 と機能 の全容が浮 き彫 りに され る。そ こでは、RT/RWが 地域 に存在 す るア

リサ ン(輪 番制 クレジ ッ ト組 織)、PKK(家 族福祉活動)、 青年団、ボスヤ ン ドゥ(地 域医療活

動)等 と 日常、非 日常活動 を介 して重層的 に交わ りなが ら、 ジャカルタのグ ラスルー ツの構造

を織 り成 している、こと、すなわ ちRT/RWが 住 民の生活 組織 としての一面を担保 しなが らも、

地方 制度 の末 端 にあって タテ の支配 系列 に組 み込 まれて いる ことが、 きわめて細 密な分 析 を

もって明 らか にされ る。一定範域 のRT/RWに たいする悉皆調査 は国 内外 を見渡 して もこれ ま

で に類例が な く、 したが って本章が 明 らか にした知見は、RT/RWの 構造 と機能 に関する包括

的理解への噛矢 をき り開 いた というだ けにとどま らず、 地域住民組織研 究の視 野の拡 大 とい う

点で も画期的な意義 を担 うものである。

第3章 で は、 目を転 じて盛岡 の二つ の住宅地の町内会主導の まちづ く り、 すなわち西松 園町

内会のグ ラウン ドワークの事例 と仙 北西区画整理事 業をめ ぐる町内会連絡会 の事例 が内観 法の

手法 を用 いて詳細 に検 討 され る。 そ して二 つの事例 にお ける位相 の違 いを明 らか に しな が ら

も、両者か ら共通 に町内会(住 民).が まちづ くりをめ ぐって他 の団体 ・組織 や行政 と有機 的な

連携 一協働 関係 を作 りあげて い る こと、 さ らに住 民意識 の変容 を促 し、新 たな コミュニ ケー

シ ョンの質 をは ぐくみ、地域アイデ ンテ ィティの形成 をささえる ことを通 して、 自らの活 性化

に貢献 して いることがヴ ィヴ ィ ドに指摘される。論者 は、そ こに町内会が 「住 縁アソシエー シ ョ

ン」 として有する懐 の深さ とフレキシ ビリティを観 て取 るので あるが、 同時 に取 り上げた二 つ

の事例の もつ 「特殊性」 にも少なか らず 関心 を向けている。論 者 によれば、 これ らの二つ の事

例には、当該地域の ライ フヒス トリーおよび住民層の性 格、さ らには社会運動 の蓄積、リー ダー

資源 のあ り様が深 い影 を落 している とい う。 いずれ にせ よ、本 章では、 町内会 にたいす る内観

に徹 した分析 とそれ への多義 的な解釈 を行 うなか で、地域 のイ ヅシ ューを とらえか え し、地域

住 民をエ ンパ ワーす る地域住 民組織 の可能性が縦横 に示 され るのである。

第4章 では、前々章のRT/RW、 前章の町内会 の諸活動 にお いて要 をなす地域 リーダー の社

会 的性格 が、 かれ らの生活史分析 を介 して浮 き彫 りにされ る。 論者 が明 らか にす るジャカル タ

の事例で は、 コミュニ ティの リーダー シ ップはパ トロン=ク ライエ ン ト関係 に通脈 して いる と

い うよ りは、 む しろ住 民 と横並 び(oneoftheresidents)で あ る こと、そ してそ うで あれば こ

そ、RT長 は住 民のニーズを把握 でき、住民 と住 民 とを媒介 し、行政 にた い して住民 を代表す る

ことが期待 され るという。 同時 に、 こう した リーダー資源 もメンテ ンアタス とメンテ ンでは一

律で はな く、前者では社会的資源が重視 され、後者では時間的資源が決定的な要因 になる、 と

論者は主張 して いる。他方、盛岡の二つ の事例では、かつての町 内会 において広範囲に検 出さ

れた役職有 力型や 「根回 し」 による合意形成型の リーダー シップ に代わって、それぞ れの生活

履歴か らは ぐくまれた社会的 ・経済的 ・政治的 ・時間的資源 を活か した 自己実現 型の リーダー

が まちづ く りの担い手 になっている ことが指摘 される。 ここで も、論者による丹念 な生活 史分

析が如上 の主張 を力強 くささえている。

第5章 の補論で は、1998年 のジャカル タ暴動 と1923年 の関東大震災 の際 の 自警 団が分析 の対

象に据え られる。そ して 自警 団の 「地域集 団」 と して の性格が子細 に検討 され るが、論者 はそ
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れ らが共通 にパ トロン=ク ライ エン ト関係 に通底 している ことに着 目す る6と ころで通常、 パ

トロ ン=ク ライエ ン ト関係は権 力関係 というタテの文脈 で論 じ られ ることが多いが、 自警 団の

事 例でみ るかぎ り、 日常 生活 のcooperativeな 関係、つ ま りヨコの関係 も無視で きない とい う。

同時に、論者 は、 日本でそ う した 自警 団が 町内会へ と発展 して いった こと、 またジ ャカルタ に

お い て も未 結成地 でそ うした ものか らRT/RWが 現 に生 まれ つ つ ある ことに熱 い視線 を向け

る。 こうした事実は、町内会やRT/RW等 の地域住民組織 の、 「文化型」 として の性格 を抽 出

す る際に鍵 をなす という。

第6章 は、本 論文 の結 論 にあた る部分 であ る。 ここで は、前章 まで の論 の展 開 を概括 し、

RT/RWお よび町内会 の現段 階にお ける位相 と可能性が論 じられ る。 まずRT/RWで は、 上か

らの種 々の施策 の受 け皿 として の要 素を強 めなが ら、 生活 困難 にあえ ぐ地域住 民のセイ フテ ィ

ネ ッ トとしての役割 をます ます担 うよ うになって いる こと、そ してRT/RW以 外の様々な地域

集 団 と複 層的にク ロス し、そ う した諸組織 ・団体 を束ね、畢寛、地域住民が交わる場(メ デ ィ

ア)を 形成 しなが ら、上か らの施策 を 日常 生活次元で とらえかえす局面 において、 地域住民の

エ ンパ ワー メン トに部分的 に貢献す るようになっている ことが指摘 され る。他 方、町内会 では、

地域社会 にお いて完結 しな い脱境界 的で脱地域的な諸問題が噴 出す るなかで、 中間組織 として

の地域社会統合機能 を弱めなが ら、行政や各種ア ソシエーシ ョンとの連携や協働を通 じて、(町

内会 の)地 域共 同管理機能 を巧み に維持 し、刷新 している ことが明 らか にされる。 そ して、町

内会が 中心 とな ってで きあが る大小 さまざ まの生活 ネ ッ トワーク によ って、地域住 民が 「自己

実現」 し、 「自己決定」 する ことので きるよ うな環境が現実 の もの とな りつつあ る ことが指摘

され る。論者 によれば、今 日、全戸加入 の原則 をゆるめ、 任意組織化す る方向への町内会 の再

編成 が進 んで いるが、本論文で と りあげた二つの事例 は、逆 に全戸加入の原則に こだわ り、「地

域代表性」機能 をうまく使って地域共 同管理 の刷新 に成功 した事例である。 つま り町内会 が 日

常 的媒体組織 として のこれ まで の蓄積(ス トック)を 生か しなが ら、一方では外部のボ ランタ

リー アソシエー シ ョンの活力 を取 り込む ことによって、 そ して他方では町内会の一部機能 をよ

り上位で接合(articulate)す る ことによって、住 民のイニシアテ ィヴ を引き出す ことができた

ので ある。論者は、そ こに 「地域共 同管理組織」 としての発展形態 とともに、地域住 民をエ ン

パ ワー し、RT/RWと 共振す る地平 を見 い出す ことができ るという。

以 上が本論文 の要 旨である。地域住民組織 については これまで どち らか とい うと、 その前近

代性 あるいは非民主性 を一方的 に論難するか、底 の見 えない文化 的特性 に還 帰す るかのいずれ

かで あった。本論文は何 よ りも、 こうした立場のいずれ にも与 しないで、地域住 民組織 の現実

に拠 って立つ存在理 由を当該地域社会の構造 と変容 にかかわ らせて明 らかに し、 そ こでの 「地

域共 同管理組織」 としての発現 形態 を、地域のなかで、 あるいは地域 を超 えて、住 民のニ ーズ

に根 ざした多様な連携軸が できあがる経験 的地平か ら浮 き彫 りに した点が高 く評価 され る。 さ

らにそ うした存在理由 と発現 形態 を、徹 頭徹尾対象 に即 して 内部か らその全体 を浮かび 上が ら

せ るモ ノグ ラフ(作 成)の 手法 によって追い上げて いる こと、 つま り個別事例 のもっ重 さを尊

重 し、その上で比較研究 の方法 をゆるやかに用いなが ら、個か ら全体 への考察 の道筋 をっ けな

が ら明 らかに している ことが、本論文 を傑 出 した一個 の作 品に仕立 てあげて いる。 また本論文

が提示 し、分析が加え られて いる豊富な資料 は、 いずれ も成長著 しいモ ノグ ラファーが事例 に

深 く沈潜 して集めた もので あ り、 日本のみな らず アジアの地域住 民組織研究ひ いて は地域社会

研 究 に新たな知見 を付与 し、視野 の拡大 に寄与す ることは明 らかで ある。
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層
よって、本論文 の提 出者は、博士(文 学)の 学位 を授与 され るに十分な資格 を有 する ものと

認め られ る。
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