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開 発 を め ぐ る 認 識 論 と 存 在 論  

― 誰 の た め の 自 助 努 力 ？  

京 都 大 学 文 学 部 3 回 生 	 山 本 	 功  

 

1. は じ め に  

1) 問 題 意 識 の 所 在   

他 者 に 対 し て 援 助 が 行 わ れ る と き 、 そ の 援

助 主 体 の 動 機 は 一 体 何 で あ ろ う か 。 被 援 助 者

か ら の 見 返 り を 期 待 し て の 場 合 も あ れ ば 、 援

助 を し て い る と い う 社 会 的 、 政 治 的 な パ フ ォ

ー マ ン ス で あ る か も し れ な い 。 見 る に 見 か ね

て 手 を 差 し 伸 べ る 場 合 も あ れ ば 、 宗 教 的 な 信

念 に 基 づ く 場 合 も あ る だ ろ う し 、 こ れ ら が 複

合 的 に 動 機 を 形 成 し て い る こ と も あ る だ ろ う 。

い ず れ に せ よ こ れ ら の 援 助 活 動 は 、 少 な く と

も 表 向 き に は 善 意 に 基 づ い た 動 機 づ け が さ れ

て い る 場 合 が ほ と ん ど で あ ろ う 。   

し か し な が ら 、 動 機 が ど う あ れ 、 そ れ が ど

う 受 け 取 ら れ 、 ど う い っ た 結 果 を も た ら す か

は ま っ た く 別 次 元 の 問 題 で あ る 。 「 お せ っ か
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い 」、 「 善 か れ と 思 っ て 」、 「 裏 目 に 出 る 」 と い

っ た 日 本 語 が こ の 問 題 を 端 的 に 表 現 し て い る 。

家 族 内 の よ う な 近 い 価 値 観 を 持 つ は ず の コ ミ

ュ ニ テ ィ に お い て す ら 、 お せ っ か い を め ぐ る

争 い は し ば し ば で あ る 。 な お の こ と 、 地 理 的

に も 文 化 的 に も 距 離 の あ る 人 々 に 対 し て 行 わ

れ る 開 発 援 助 の 場 合 は 、 そ う し た ト ラ ブ ル は

あ る 種 の 避 け が た い 問 題 と い っ て も 差 し 支 え

な い の か も し れ な い 。 「 善 意 は 善 行 を 保 障 し

な い 」 ( 佐 藤 2005: 4) の だ 。   

そ の 一 方 で 、 地 球 上 に は 目 を 覆 い た く な る

よ う な 、 手 を 差 し 伸 べ ず に は い ら れ な い よ う

な 状 況 に あ る 人 た ち が 多 く い る こ と も ま た 事

実 で あ る 。 差 別 の 問 題 、 貧 困 の 問 題 、 教 育 の

問 題 な ど 、 困 難 は 枚 挙 に い と ま が な い 。 そ し

て 実 際 に 、 国 際 機 関 や 政 府 の レ ベ ル か ら 民 間 、

個 人 の レ ベ ル ま で 、 さ ま ざ ま な ア ク タ ー に よ

っ て 、 資 金 や 物 資 、 技 術 、 労 働 力 な ど の 援 助

が 行 わ れ て い る 。   

2) 論 文 テ ー マ の 検 討   
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で は 、 お せ っ か い が 裏 目 に 出 な い よ う に し

な が ら 、 山 積 す る 問 題 の 解 決 に 寄 与 す る た め

に は ど う す れ ば よ い の だ ろ う か 。 こ の よ う な

問 題 意 識 か ら 論 文 テ ー マ に つ い て 考 え る と き 、

そ も そ も 「 自 助 努 力 が 十 分 」 と い う 概 念 を い

か に 捉 え る べ き か と い う 議 論 を 避 け て 通 れ な

い よ う に 思 わ れ る 。 「 自 助 努 力 」 を 辞 書 で 引

く と 、 ｢ 他 に 依 存 せ ず 、 自 分 の 力 で 困 難 を 乗

り 越 え る 努 力 ｣ ( 松 村  2006) と 定 義 さ れ て い る 。

と こ ろ が 、 こ の 文 脈 に お け る 「 困 難 」 は あ く

ま で も 外 部 か ら 見 た も の で あ り 、 地 理 的 あ る

い は 物 理 的 な 障 壁 が 取 り は ら わ れ て 初 め て 発

見 さ れ る 類 も の で あ る 。 外 部 か ら 見 て 状 況 が

悲 惨 な よ う で あ っ て も 、 そ れ が 発 見 さ れ る 以

前 の 体 制 は 文 字 通 り 他 に 依 存 し て い な い 。 そ

う し た 文 化 も 、 実 際 に 何 ら か の 努 力 に よ っ て

今 日 ま で 存 続 し て き た 以 上 、 自 助 努 力 の 量 や

質 を 判 定 す る 物 差 し が 相 対 的 な も の で あ る こ

と を 否 定 す る こ と は 困 難 を 極 め よ う 。 第 2 章

で は 、 自 助 努 力 の 評 価 が 立 場 に よ っ て ま る で
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異 な る こ と も 容 易 に 起 こ り う る と い う 認 識 論

的 問 題 に つ い て 考 察 す る 。  

ま た 、 テ ー マ 文 で は 支 援 す る 主 体 は 特 に 明

記 さ れ て お ら ず 、 国 家 、 国 際 機 関 、 民 間 セ ク

タ ー な ど が 考 え ら れ る 。 そ の 一 方 で 、 「 国 」

あ る い は 英 文 テ ー マ に お け る "developing country" を 対

象 と し て 援 助 す る こ と の 是 非 に つ い て 述 べ な

け れ ば な ら な い 。 第 3 章 で は 支 援 を め ぐ る 主

体 な い し 客 体 と し て の 「 国 」 の 存 在 論 的 問 題

に つ い て 考 察 し 、 第 4 章 は そ れ ら の 功 罪 に つ

い て 整 理 す る 。 終 章 は こ れ ら の 問 題 の 克 服 す

る た め の 道 筋 を 探 る 。 間 接 的 か つ 遠 回 り な ア

プ ロ ー チ と な る か も し れ な い が 、 そ の こ と に

よ っ て 「 自 助 努 力 」 の 問 題 そ れ 自 体 を 相 対 化

し 、 乗 り 越 え て い く た め に 貢 献 す る と こ ろ が

少 な か ら ず あ る と 信 じ て い る 。  

以 下 、 想 像 力 の 限 界 に 注 目 し 、 援 助 が 誰 の

た め の も の で あ る の か に つ い て 論 じ る 。  
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２ . 開 発 を め ぐ る 認 識 論 的 問 題   

1) 想 像 力 の 限 界  

困 っ て い る 他 者 を 助 け る と い う 行 為 は 、 き

わ め て 人 間 的 な 行 為 と し て 古 く か ら 存 在 し て

き た も の だ 。 身 の 回 り に 体 調 を 崩 し た 人 が い

れ ば 看 病 を す る し 、 助 け ら れ た 人 は 恩 義 に 感

じ て 有 形 無 形 の 感 謝 を す る 。 そ の 動 機 が 多 様

な も の で あ る こ と は 冒 頭 に 触 れ た と お り だ が 、

そ の 結 果 に 関 す る 分 析 や 予 測 に つ い て も 、 多

様 な も の が 入 り 乱 れ て い る 。 Sachs(2005) が 積 極 的

な 資 金 投 入 に よ っ て 貧 困 問 題 は 解 決 す る と い

う 議 論 を 展 開 す る 一 方 で 、 ザ ン ビ ア 生 ま れ の

エ コ ノ ミ ス ト Moyo は Dead Aid(2009)( 邦 題 : 援 助 じ ゃ

ア フ リ カ は 発 展 し な い (2010)) と い う 挑 発 的 な タ

イ ト ル の 本 を 著 し 、 ア フ リ カ へ の 資 金 援 助 は

む し ろ ア フ リ カ 経 済 を 後 退 さ せ た と い う ほ と

ん ど 真 逆 の 主 張 し て い る 。 ま た 、 援 助 を め ぐ

る 対 立 構 造 は マ ク ロ 経 済 の フ ィ ー ル ド に 留 ま

ら ず 、 さ ま ざ ま な レ ベ ル に 及 ぶ 。 佐 藤 (2005) は

ま っ た く の 善 意 に 基 づ い て 手 を 差 し 伸 べ た の
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に も か か わ ら ず 、 逆 に 思 わ ぬ 災 難 を 呼 び 起 こ

し て し ま う こ と に な っ た 多 く の 事 例 を 紹 介 し 、

繰 り 返 し そ の 危 険 性 を 指 摘 し て い る 。 男 性 優

位 の 考 え 方 が 根 強 い 社 会 に お い て 女 性 の 社 会

進 出 を 支 援 す る こ と は 、 男 性 の み な ら ず 支 援

の 対 象 と な ら な か っ た 女 性 か ら も 「 え こ ひ い

き だ 」 と い う 反 感 を 買 う こ と と な り 、 逆 に 支

援 を 受 け た 女 性 を 苦 し め る こ と に な り か ね な

い の だ ( シ ャ プ ラ ニ ー ル 活 動 記 録 1989 佐 藤

2005: 216-217 よ り 重 引 ) 。 佐 藤 は こ の よ う な す れ

違 い が 引 き 起 こ す 問 題 に つ い て 、 ① 相 手 の 事

情 を 無 視 し た 善 意 は 、 相 手 を 困 惑 さ せ る  ②

相 手 の 自 己 認 識 と こ ち ら の 認 識 の ズ レ は 相 手

を 侮 辱 す る  ③ 相 手 の 価 値 観 を 無 視 し た 支 援

は 相 手 の 生 存 戦 略 を 歪 め る  ④ 安 易 な 施 し は

人 を 堕 落 さ せ る 	 と い う ４ 点 に 要 約 し て い る

(p5-6) 。 こ う し た 議 論 は 援 助 行 為 そ の も の の 害

悪 を 説 く 性 質 の も の で は な く 、 そ の 多 く は 方

法 論 な い し は 意 識 の 問 題 を 提 起 す る も の で あ

る 。 結 果 と し て 援 助 の 需 要 と 供 給 の 間 に ミ ス
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マ ッ チ を 生 ん で し ま う の は 、 熱 意 の 先 行 あ る

い は 思 い 込 み や 勘 違 い に よ っ て 、 支 援 が 一 方

的 な も の と な っ て し ま う せ い な の だ 。 こ う し

た 問 題 は 、 両 者 が ど れ だ け 想 像 力 を 働 か せ る

こ と が で き る か に か か っ て い る と 言 っ て も 過

言 で は な い だ ろ う 。   

こ う し た 文 脈 か ら 、 現 地 の 実 際 の ニ ー ズ に

基 づ く こ と の 重 要 性 が 主 張 さ れ る よ う に な っ

て き た 。 ダ グ ･ ハ マ ー シ ョ ル ド 財 団 の 提 唱 し

た 内 発 的 発 展 論 (Cardoso et al. 1977) 、 適 正 技 術 論 や 中

間 技 術 論 (Schumacher 1974) 、 オ ル タ ナ テ ィ ブ ・ テ ク

ノ ロ ジ ー (Dickson 1974) な ど 、 援 助 す る 側 の 価 値 観

の 押 し 付 け で は な く 、 現 地 に あ る 伝 統 や 文 化 、

考 え 方 を 尊 重 し 、 現 地 の 文 脈 に 寄 り 添 い な が

ら 近 代 的 な 発 展 を 目 指 す べ き で あ る と い う 主

張 が 繰 り 広 げ ら れ た 。 最 近 で も 、 実 際 の 住 民

の 声 を 開 発 計 画 に 積 極 的 に 取 り 入 れ て い く こ

と を 標 榜 と す る 参 加 型 開 発 (Chambers 1997) が 一 種 の

ト レ ン ド 化 と し て い る 。 ト ッ プ ダ ウ ン 式 の 固

定 的 な 権 力 関 係 を 脱 却 し 、 こ れ ま で 被 援 助 者
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と い う 立 場 に 甘 ん じ て き た 人 々 の も つ 力 に 光

を 当 て る 議 論 は 魅 力 的 で あ る 。 Chambers は 、 開

発 援 助 に 携 わ る 実 務 者 、 研 究 者 、 政 治 家 、 そ

し て 援 助 を 受 け る 人 々 そ れ ぞ れ の 視 点 を 考 察

し 、 「 大 切 な の は 誰 の 現 実 な の か ？ (Whose reality 

counts?) 」 と い う 問 い を 投 げ か け る 。 ミ ス マ ッ チ

や 悪 循 環 の 原 因 は 現 地 の ニ ー ズ を 把 握 し き れ

な い ま ま プ ロ ジ ェ ク ト を 進 め て し ま う 「 プ ロ

フ ェ ッ シ ョ ナ ル 」 に あ り 、 必 要 と さ れ て い る

の は 住 民 の 声 を 取 り 入 れ て 知 識 と 認 識 の 共 有

を 図 る こ と の で き る 「 ニ ュ ー ・ プ ロ フ ェ ッ シ

ョ ナ ル 」 に よ る 援 助 で あ る と 彼 は 主 張 す る 。

し か し な が ら 、 こ う し た 議 論 は 過 度 に 単 純 化

さ れ 、 か つ 理 想 主 義 に 偏 っ た も の で あ り 、 実

際 に う ま く 機 能 す る 保 証 は な い と い う 評 価 も

少 な く な い (e.g. 佐 藤 2003; Rollin 1999) 。  

結 局 の と こ ろ 、 基 本 的 な 問 題 意 識 は 共 有 し

て い て も 、 現 実 的 な 解 決 策 と し て は 有 効 な 決

定 打 を 得 ら れ て い な い と い う の が 「 プ ロ フ ェ

ッ シ ョ ナ ル 」 の 実 情 の よ う で あ る 。 突 き 詰 め
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て い く と 、 経 済 問 題 で あ れ 社 会 問 題 で あ れ 、

支 援 対 象 地 域 に お け る 考 え 方 や 実 情 を 、 多 分

に 異 な る 文 化 的 コ ン テ ク ス ト を 持 つ 支 援 者 の

想 像 力 に よ っ て カ バ ー す る こ と は 容 易 な こ と

で は な い と い う 点 に 行 き 着 く の だ 。  

(2) グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン と 認 識 論 的 変 化  

こ の よ う な 問 題 も 、 地 球 上 の あ る 限 ら れ た

地 域 の な か で 世 界 が 完 結 し て い た 時 代 に は 、

遠 く 彼 方 の 差 別 問 題 に 対 し て シ ン パ シ ー を 抱

く 機 会 す ら な か っ た の で あ り 、 ほ と ん ど 考 え

る 必 要 の な い も の あ っ た 。 そ れ ぞ れ に 固 有 の

伝 統 を は ぐ く ん で き た 文 化 の 多 く も 、 い つ の

ま に か 「 グ ロ ー バ ル ・ ヴ ィ レ ッ ジ 」

(McLuhan&Powers 1989) の 構 成 員 と な っ て し ま っ た と い

う 現 実 を 前 に 、 ま っ た く 生 活 文 化 や 考 え 方 を

異 に す る 人 々 に 対 し て 違 和 感 を 覚 え る な と い

う の も 無 理 か ら で あ る 。  

こ の よ う に 自 分 た ち と は 異 な る 存 在 と し て

の 他 者 と の 出 会 い を 可 能 に し た の は グ ロ ー バ

リ ゼ ー シ ョ ン で あ り 、 現 代 を 最 も 顕 著 に 特 徴
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付 け る キ ー ワ ー ド と 言 っ て 差 し 支 え な か ろ う 。

ヒ ト ・ モ ノ ・ サ ー ビ ス が 地 球 規 模 で 活 発 に 移

動 す る よ う に な り 、 「 時 間 - 空 間 の 圧 縮 」

(Harvey 1989) に よ っ て 世 界 の 様 相 は 一 変 し た 。 峠

や 海 、 川 を 越 え て 隣 の 都 市 や 国 へ 移 動 す る こ

と も 時 に は 命 が け の 苦 労 で あ っ た 時 代 は 終 わ

り 、 飛 行 機 や 鉄 道 が 発 達 し た こ と に よ っ て 、

一 定 の 金 銭 さ え 支 払 え ば 長 距 離 の 移 動 も 容 易

な も の と な っ た 。 イ ン タ ー ネ ッ ト の 発 達 は 、

自 ら が 移 動 せ ず と も 世 界 じ ゅ う の 情 報 を 収 集

す る こ と を 可 能 に し た 。 ハ イ デ ッ ガ ー の 言 う

と こ ろ の 「 見 回 し 的 空 間 」 に 限 ら れ て い た 世

界 が 、 「 均 一 的 世 界 空 間 」 と 化 し た の で あ る

( 氣 多 2009 ）。 ま た 、 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の

一 つ の 特 徴 と し て 、 国 民 国 家 の 役 割 の 減 衰 、

ボ ー ダ ー レ ス 化 と い っ た こ と が 挙 げ ら れ る 。

多 く の グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン 研 究 は グ ロ ー バ

ル 対 ロ ー カ ル と い う 構 造 を 基 本 的 に 共 有 し て

お り 、 必 ず し も 世 界 が 一 元 化 の 方 向 に あ る こ

と を 意 味 し な い (Lipiets 1993) 。 そ の 狭 間 に 存 在 す
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る の は 、 資 本 主 義 シ ス テ ム に お け る 過 剰 資 本

の 「 空 間 的 回 避 spatial fix 」 で あ る （ Harvey 2001 ）。 企

業 が 工 場 を 閉 鎖 し て 海 外 に 製 造 拠 点 を 移 転 す

る こ と や 、 都 市 産 業 が 人 件 費 の 安 い 労 働 力 を

吸 収 す る こ と は そ の 例 で あ る 。 こ う し た 地 理

･ 空 間 的 発 散 運 動 あ る い は 「 空 間 の 克 服 」 は

イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー の 整 備 を 必 要 条 件 と

す る 。 飛 行 機 は 飛 行 場 を 必 要 し 、 海 外 展 開 の

た め に は 遠 隔 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ツ ー ル が 必

須 で あ り 、 ま た 逆 も 然 り で あ る 。 す な わ ち 、

移 動 性 と 無 動 性 の 対 が 示 す と こ ろ は 、 単 に 地

域 の 風 土 が 脱 領 域 化 に よ っ て 「 圧 縮 」 に 取 り

込 ま れ る こ と だ け で な い 。 逆 に 、 国 民 国 家 政

府 は イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー の 整 備 拡 大 を 進

め る 主 体 と し て の 重 要 性 を 高 め て お り 、 こ れ

は 国 家 の 再 領 域 化 を 同 時 に 進 め て い る の だ

(Brenner 1999) 。 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン は 、 領 域 的

な 論 理 を 脱 領 域 的 な 論 理 に 解 放 す る 側 面 と 、

後 者 の 不 安 定 さ か ら 前 者 の 論 理 を 再 生 産 す る

性 格 の 相 補 と 拮 抗 に よ り 成 り 立 っ て い る の で
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あ る (Arrighi 2010) 。 そ こ に あ る の は 、 異 な る 文 化

が 流 入 し よ う と す る 力 と 、 自 ら の 文 化 を 守 ろ

う と す る 力 と が 展 開 す る 対 抗 的 な 空 間 形 成 運

動 な の だ （ Massey 2005 ）。 こ の 意 味 す る と こ ろ は す

な わ ち 、 ｢ 我 々 ｣ と ｢ 他 者 ｣ と の 心 理 的 距 離

や 障 壁 を 大 き く す る 傾 向 で あ り 、 オ リ エ ン タ

リ ズ ム (Said 1978 ) は 克 服 さ れ る ど こ ろ か 増 幅 さ れ

て い る と い う 見 方 も で き る 。 私 た ち が 消 費 す

る メ デ ィ ア 文 化 が 地 理 的 な 心 象 に 大 き な 影 響

を 与 え て い る こ と も そ の 一 例 と 言 え よ う (Said 

1993) 。   

他 方 、 ポ ス ト コ ロ ニ ア リ ズ ム の こ う し た 特

徴 は 、 一 方 的 な も の と も 限 ら な い こ と に も 留

意 が 必 要 で あ る 。 す な わ ち 、 非 西 洋 の 西 洋 に

対 す る 模 倣 欲 求 (mimetic desire) の ま な ざ し の 存 在 で

あ る (Hayot 2012) 。 明 治 期 の 沖 縄 で は 、 柳 宗 悦 ら が

民 芸 運 動 の な か で 沖 縄 文 化 を 高 く 評 価 し 保 存

を 訴 え た 一 方 で 、 当 の 沖 縄 の 人 々 は 内 地 の 文

化 を 受 容 し 経 済 を 発 展 さ せ る こ と を 優 先 し 、

柳 の 提 言 に は 与 し な か っ た ( 神 田 2004) 。 日 本
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自 身 も 「 西 洋 に 追 い 付 け 追 い 越 せ 」 と ば か り

に 、 「 同 一 性 」 と 「 差 異 性 」 を 振 り か ざ し て

「 オ ク シ デ ン タ リ ズ ム 」 的 な 歩 み を し て き た

代 表 格 で あ る （ 姜 1996) 。 こ う し た 戦 略 の 成 否

を 一 概 に 論 ず る こ と は で き な い が 、 途 上 国 を

め ぐ る 問 題 の 場 合 、 彼 ら の 戦 略 や 努 力 の 優 劣

を そ の ま ま 国 際 社 会 に お け る ポ ジ シ ョ ン の 問

題 に 還 元 で き る ほ ど こ と は 単 純 で な い 。 「 オ

ク シ デ ン ト 」 に 同 化 す れ ば す る ほ ど 将 来 が 明

る く な る わ け で は な い の だ 。   

さ ら に 、 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の 力 は 世 界

あ る い は 途 上 国 に 均 質 に 働 く も の で は な い 。

地 政 学 的 バ ラ ン ス 、 歴 史 的 背 景 、 政 策 、 文 化

な ど 、 様 々 な 変 数 が 働 い て い る 。 す な わ ち 、

「 時 間 - 空 間 の 圧 縮 」 の 度 合 い も そ れ ぞ れ に

異 な っ て お り 、 経 済 ・ 社 会 の 状 況 も 相 対 的 な

も の で あ る (Massey 1994) 。 に も か か わ ら ず 、 私 た

ち の 「 第 三 世 界 」 に 対 す る 理 解 は き わ め て 画

一 的 で 乏 し い も の で あ る ( 楠 瀬 , 洪  1999) 。 も

ち ろ ん そ の 背 景 に は 冷 戦 期 の 東 西 の 対 立 に 与



 

14 
 

 

し な い 非 同 盟 中 立 と い う 政 治 的 な 意 味 で の 第

三 世 界 像 が あ る こ と を 無 視 し て い る わ け で は

な い 。 そ れ で も 、 第 二 次 大 戦 と 冷 戦 終 結 を 経

て も な お 横 た わ る 根 本 的 な 問 題 と し て 、 開 発

を め ぐ る 論 議 に お け る 政 治 地 理 学 的 な 想 像 力

の 欠 如 が 根 深 い も の で あ る い う 一 連 の 批 判

(Slater 1993; 1994; Ó Tuathail 1994) は 現 在 も 有 効 な も の と 考

え て よ い で あ ろ う 。 南 北 の 支 援 構 造 は 支 援 を

行 う 側 に 限 ら ず 、 両 者 が と も に 粗 雑 な 固 定 概

念 を 内 面 化 し た ま ま に 展 開 し て き た の だ 。  

 

３ ． 開 発 を め ぐ る 存 在 論 的 問 題   

1) グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン と 存 在 論 的 変 化  

こ れ ま で 開 発 に 関 わ る ア ク タ ー そ れ ぞ れ の

認 識 論 的 な 限 界 に つ い て 述 べ て き た 。 本 章 で

は ア ク タ ー 自 身 の 存 在 論 的 問 題 を 扱 う 。 北 の

豊 か な 国 々 が 南 の 貧 し い 国 を 支 援 す る と い う

南 北 二 元 論 の 構 図 は 溶 解 し つ つ あ る 。 他 方 、  

BRICS や ア ラ ブ 諸 国 は  「 新 興 」 の 工 業 国 呼 ば

れ て 久 し い も の の 、 政 治 ・ 経 済 あ る い は 開 発
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援 助 セ ク タ ー に お け る 存 在 感 の 増 大 を 見 る に 、

「 第 三 世 界 」 と い う カ テ ゴ リ ー 、 あ る い は 国

ご と に 分 類 す る こ と 自 体 、 意 味 を な さ な く な

っ て き て い る と 言 え る 。 先 進 国 に お け る 格 差

の 増 大 と 相 ま っ て 、 貧 困 や 混 乱 も 世 界 じ ゅ う

の ど こ で も 起 こ っ て い る も の の 一 部 と し て 捉

え る こ と も 可 能 だ (Sidaway 2012) 。   

実 際 の と こ ろ は ま だ ま だ 国 や 地 域 を 単 位 と

し た 二 元 論 が そ れ な り の 説 得 力 を 持 っ て い る

よ う に も 見 受 け ら れ る も の の 、 そ れ も 確 実 な

も の で は な い 。 先 述 の よ う に 、 グ ロ ー バ リ ゼ

ー シ ョ ン に よ る 力 関 係 の 偏 在 化 や 再 領 域 化 の

動 き も あ る 。 混 沌 と す る 議 論 の 意 味 す る と こ

ろ は 政 治 ・ 文 化 の 雑 種 化 で あ り 、 グ ロ ー バ リ

ゼ ー シ ョ ン の 複 数 性 で あ る (Pieterse 1995) 。 つ ま り 、

国 民 国 家 ど う し の 間 で 取 り 結 ば れ て き た 援 助

と 非 援 助 の 関 係 に 、 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン は

そ の 主 体 と 客 体 を め ぐ る 存 在 論 的 問 題 を 浮 上

さ せ た の で あ る 。   

ま た 、 文 化 の 多 様 性 だ け で な く 、 多 層 性 に
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も 目 を 向 け ね ば な ら な い 。 つ ま り 、 交 渉 の テ

ー ブ ル に つ く 人 物 が 必 ず し も そ の 国 の 現 状 を

代 表 し て い る と は 限 ら な い の だ 。 1914 年 に 当

時 フ ラ ン ス 植 民 地 だ っ た セ ネ ガ ル か ら 黒 人 と

し て 初 め て フ ラ ン ス の 国 会 議 員 と な っ た ブ レ

ー ズ ・ ジ ャ ー ニ ュ の 例 が 象 徴 的 で あ る (Concklin 

2003) 。 彼 は 、 メ テ ィ ス （ そ の 土 地 生 ま れ の 混

血 ） の 多 い 比 較 的 裕 福 な コ ミ ュ ー ン （ 彼 は 黒

人 で あ る が 、 こ う し た コ ミ ュ ー ン の ひ と つ で

養 子 と し て 育 て ら れ た ） の フ ラ ン ス 市 民 権 獲

得 に 貢 献 し た 反 面 、 黒 人 の 地 位 向 上 に は あ ま

り 関 心 を 示 さ な か っ た 。 む し ろ 第 一 次 世 界 大

戦 の 際 に は 黒 人 兵 の 召 集 に 積 極 的 に 関 わ っ た 。

黒 人 の 地 位 向 上 と 連 帯 を 目 指 し 、 特 に 戦 間 期

に 盛 り 上 が り を 見 せ た パ ン ア フ リ カ 会 議 に も

黒 人 有 力 者 と し て 当 初 は 参 加 し た も の の 、 意

見 が 対 立 し 、 途 中 か ら は 距 離 を と っ た 。 ジ ャ

ー ニ ュ の よ う な ロ ー カ ル エ リ ー ト 層 は 宗 主 国

の 役 人 や 商 人 と 結 び つ き 、 新 た な 植 民 地 秩 序

の 形 成 を 促 進 し た の だ (Jones 2012 ）。 「 オ ク シ デ ン



 

17 
 

 

ト 」 へ の 模 倣 欲 求 は 、 そ の 階 層 や 立 場 、 考 え

方 に よ っ て さ ま ざ ま な レ ベ ル が あ り 、 そ の 多

様 性 を 社 会 あ る い は 政 治 の な か に 取 り 込 ん で

い く 方 途 が 課 題 と な る 。   

2) 複 数 性 の 不 整 合  

と こ ろ が 、 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン は そ の 可

能 性 を 阻 む も の と な る 可 能 性 が あ る 。 国 民 国

家 の 重 要 性 を 高 め 、 そ の 領 域 性 を 再 強 化 す る

側 面 の 存 在 に つ い て は 第 2 章 で 論 じ た が 、 こ

の 背 景 に あ る の は 、 資 本 主 義 体 制 下 に お け る

政 治 と 経 済 の 国 家 中 心 的 な 統 合 で あ る (Brenner 

1999) 。 こ れ は 、 歴 史 的 つ な が り や 支 配 関 係 に

よ る 国 家 や ブ ロ ッ ク 単 位 の 閉 じ た 空 間 と は 異

質 な 、 国 家 間 の つ な が り や 組 織 構 造 （ EU 、

NAFTA な ど ） が 複 雑 に 重 な り 合 う モ ザ イ ク 状 の

空 間 形 成 を 促 進 す る 。 そ こ で の 国 家 の 果 た す

役 割 も 、 閉 じ た も の か ら グ ロ ー バ ル な も の に

変 化 し た 。 領 域 性 の 再 強 化 は そ の 結 果 と し て

捉 え る こ と が で き よ う 。 と こ ろ が 、 国 家 と そ

の 領 域 は 固 定 的 な も の で な く 、 あ く ま で も 歴
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史 に よ っ て 規 定 さ れ る 政 治 と 文 化 の 産 物 で あ

る 。 に も か か わ ら ず 、 そ れ は 所 与 の も の と 考

え ら れ が ち で あ り 、 そ う し た 「 領 域 の 罠

territorial trap 」 (Agnew 1994) は 政 治 外 交 分 野 で 特 に 顕

在 で あ る (Agnew 2005) 。 国 家 の 領 域 性 は 、 政 治 秩

序 の 枠 組 み と し て の 規 範 を 確 固 た る も の と す

る 役 割 を 果 た し て き た が 、 併 せ て 国 家 は グ ロ

ー バ リ ゼ ー シ ョ ン に よ っ て 「 グ ロ ー バ ル 」 と

い う 規 範 を 要 求 さ れ る よ う に な っ た （ Nisha 2012 ）

。 こ う し た 領 域 の 複 数 性 は 同 時 に 規 範 の 複 数

性 を 意 味 し 、 そ れ ら の 拮 抗 は 時 に 対 立 を 生 む 。

そ の 帰 結 と し て 、 例 え ば ネ オ リ ベ ラ リ ズ ム は

社 会 的 弱 者 を 周 縁 に 追 い や る 空 間 的 ガ バ ナ ン

ス を 働 か せ る こ と も あ る （ e.g. Hiemstra 2010) 。  

こ の よ う に 、 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン は 支 配

の 論 理 を 多 層 化 さ せ る と 同 時 に 、 ポ リ テ ィ ク

ス の あ り 方 も 変 容 さ せ た 。 閉 じ た 空 間 の な か

で の 動 き に 応 じ て 政 策 決 定 を す れ ば 事 足 り た

も の が ， 地 球 規 模 の ダ イ ナ ミ ク ス の 影 響 も 同

時 に 受 け る よ う に な っ た 。 そ の な か で 、 国 家
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と い う 政 治 を 担 う セ ク タ ー の 役 割 も 複 雑 化 し 、

政 策 決 定 プ ロ セ ス に お け る 国 家 の 位 相 は 脱 中

心 化 し つ つ あ る の だ 。  

そ う し た 文 脈 の な か で 論 文 テ ー マ は ど の よ

う に 捉 え ら れ る だ ろ う か 。 対 象 を 発 展 途 上 国

と ひ と く く り に 捉 え て し ま い が ち だ が 、 そ の

な か に も エ リ ー ト 階 層 か ら 最 貧 困 層 ま で 多 様

性 が あ る 。 ま た 、 発 展 途 上 国 に お け る 政 治 規

範 に も 、 内 向 き 、 外 向 き と い っ た 複 数 性 が 存

在 す る 。 し か し な が ら 問 題 は 、 被 援 助 国 の 抱

え る 論 理 と 実 情 そ れ ぞ れ の 複 数 性 、 多 様 性 が

一 致 し な い 点 に あ る 。 突 き 詰 め て い く と 相 対

主 義 の 無 限 後 退 に も 陥 り か ね な い 問 題 で は あ

る 。 し か し 実 際 に 差 し 迫 っ た 状 況 に あ る 人 が

い る 以 上 、 「 プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 」 ど う し で

い つ ま で も 試 行 錯 誤 を 繰 り 返 し て い れ ば 良 い

問 題 で は な い 。 こ こ で 支 援 す る 側 に 求 め ら れ

る の は 、 こ の 複 数 性 の 不 整 合 に 対 す る 想 像 力

で あ る 。   

以 下 次 章 で は 、 こ う し た 問 題 意 識 を 論 文 テ
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ー マ に 即 し て 整 理 を 行 い 、 終 章 へ の 足 掛 か り

と す る 。  

 

４ ． 自 助 努 力 を め ぐ る 功 罪   

1) 「 自 助 努 力 」 の 位 相  

本 稿 の 冒 頭 で は 自 助 努 力 の 多 面 性 に つ い て

の 問 題 提 起 を 行 っ た 。 第 2 章 で は 開 発 と 援 助

を め ぐ る 想 像 力 の 問 題 を 、 第 3 章 で は 開 発 を

め ぐ る ア ク タ ー の 存 在 論 的 問 題 を 取 り 上 げ た

が 、 第 ４ 章 で は こ う し た 問 題 を 自 助 努 力 の 観

点 か ら 分 析 し な お す 作 業 を 行 う 。   

現 在 の 援 助 シ ス テ ム に 関 す る 主 張 は 、 技 術

と 富 を 持 つ 先 進 国 に よ る 途 上 国 支 援 の 必 要 性

を 解 く も の と 、 そ の 機 能 不 全 を 訴 え る も の に

二 分 さ れ て い る (Hubbard & Duggan 2009: x ) 。 援 助 に よ っ

て 長 期 的 に は 地 域 経 済 に プ ラ ス の 影 響 を も た

ら し て い る と い う 評 価 (Arndt et al. 2010) も 可 能 な の

で あ ろ う 。 逆 に Moyo(2009) の 描 く よ う に 、 途 上 国

を 支 援 す る こ と に よ っ て 依 存 体 質 を 強 化 す る

作 用 も ど う や ら 存 在 す る よ う だ 。 本 稿 で は 政
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治 経 済 的 な 評 価 の 仔 細 に 立 ち 入 る こ と は し な

い が 、 お そ ら く は 正 負 の 両 側 面 が 存 在 し て い

る と い う の が 実 情 で あ ろ う 。   

こ こ で 「 自 助 努 力 」 に つ い て 考 え る と き 、

グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の 進 展 に よ っ て 市 場 の

結 合 が 進 ん だ 結 果 、 自 助 努 力 の 如 何 に よ っ て

経 済 状 況 を 改 善 で き る 割 合 が 減 衰 し つ つ あ る

傾 向 で あ る 。 国 際 市 場 は 非 対 称 性 を 増 し 、 富

め る 者 と 貧 し い 者 と は 分 断 さ れ 、 不 安 定 性 が

安 定 化 し つ つ あ る (Matsuyama 2004 ）。 さ ら に 、 ア ル

ゼ ン チ ン が IMF （ 国 際 通 貨 基 金 ） の 歳 出 抑 制 計

画 に 従 っ た が た め に 深 刻 な 歳 入 減 に 陥 り 、 破

綻 に ま で 至 っ た よ う に （ Stiglitz 2002 ）、 国 際 的 な 信

用 を 得 る た め の 自 由 化 改 革 が 結 果 と し て 経 済

危 機 を 招 く リ ス ク が 示 さ れ て い る (Pepinsky 2012) 。

ア ル ゼ ン チ ン が 破 綻 し た 原 因 は 、 ド ル と の 固

定 相 場 制 に よ っ て 国 際 的 な 変 動 に 対 応 で き な

か っ た こ と に 求 め ら れ て い る が 、 こ の 点 に も

前 述 の 複 数 性 の 不 整 合 の 問 題 が 見 え 隠 れ し て

い る よ う に 見 え る 。   
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2010 年 の ギ リ シ ャ 経 済 危 機 の 際 に も 、 国 際

社 会 は こ の 国 の 不 効 率 な 財 政 運 営 を 「 自 助 努

力 」 の 不 足 と 糾 弾 し た (“The self-defeating Greek rescue policy” 

2012) 。 こ う し た 圧 力 を 受 け て 政 府 は 予 算 の カ

ッ ト を 進 め た が 、 そ の た び に ス ト ラ イ キ と デ

モ に よ る 抗 議 が 繰 り 広 げ た (“Greeks protest again” 2012) 。

い ま だ 先 行 き が 不 透 明 な な か で 、 政 府 は 板 ば

さ み 状 態 に 苦 し む ば か り で 、 人 々 の 不 満 だ け

が 増 大 し た の だ 。  

2) 皮 肉 な プ ラ ス 面  

と こ ろ で こ う し た 問 題 は 、 援 助 関 係 者 、 政

策 決 定 者 、 あ る い は そ の 背 後 に い る 有 権 者 に

ど れ だ け 自 覚 さ れ て い た だ ろ う か 。 自 覚 さ れ

て い た と こ ろ で 、 「 わ れ わ れ の ほ と ん ど が 気

づ い て い る よ う に 、 開 発 は ほ と ん ど 『 機 能 』

し て い な い よ う で あ る 」 に も か か わ ら ず 、 「

な ぜ そ れ ほ ど た く さ ん の 地 域 の た く さ ん の 人

々 が そ れ を 信 じ 、 か つ そ れ ほ ど 長 い 間 に わ た

っ て 行 わ れ て こ な く て は な ら な か っ た の だ ろ

う か 」 (Crush 1995: 4) 。 私 た ち の こ う し た 無 意 識 を
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規 定 し て い る の は 、 「 植 民 地 性 の 記 憶 喪 失

colonial amnesia 」 と 「 歴 史 性 の 追 憶 historical nostalgia 」 に

よ っ て 成 り 立 つ 「 コ ロ ニ ア ル ･ プ レ ゼ ン ト 」

(Gregory 2004) で あ る 。 こ れ が 顕 在 で あ る こ と は 裏

を 返 せ ば 、 政 治 経 済 的 な 不 平 等 構 造 に お け る

支 配 的 地 位 の み な ら ず 、 文 化 的 な 側 面 に つ い

て も 、 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の 不 安 定 性 に よ

っ て さ し て 脅 か さ れ る こ と が な か っ た こ と を

意 味 す る 。 こ れ は 皮 肉 な が ら 、 途 上 国 を 援 助

す る こ と に よ っ て そ の 立 場 性 が 強 化 さ れ た と

い う 意 味 で 、 援 助 を 行 う こ と の プ ラ ス 面 と 言

え る か も し れ な い 。 ま た 、 新 興 工 業 国 に よ る

援 助 の 拡 大 も 、 西 洋 的 近 代 化 を 進 め て い る と

い う 自 己 表 象 行 為 (Spivak 1988) の 文 脈 で 捉 え る こ

と の で き る も の と い え よ う 。  

4) 最 近 の 傾 向   

近 年 で は 、 特 に 2001 年 の 「 国 連 文 明 間 の 対

話 年 」 な ど を 受 け 、 「 国 際 関 係 に お け る 寛 容

の 重 要 性 」 ( 国 際 連 合 広 報 セ ン タ ー  1998 ） が

認 識 さ れ る よ う に な っ た 。 し か し な が ら 実 際
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に 対 話 の 促 進 を 阻 ん で い る の は 「 文 化 の 差 」

で は な く 、 正 義 よ り も 権 力 と 各 国 の 自 己 利 益

を ベ ー ス と す る 世 界 秩 序 が い ま だ 揺 る ぎ な い

こ と に あ る の だ (Salt 2008) 。 主 体 性 を 尊 重 し て い

く べ き だ と す る 最 近 の 傾 向 も 、 結 局 は 支 援 を

行 う 国 の 論 理 で 進 行 す る も の で し か な く 、 従

属 的 な 構 造 は 変 化 し て い な い の で あ る (Sjöstedt 

2013) 。 例 え ば ス ウ ェ ー デ ン の 機 関 に よ る 途 上

国 支 援 は 、 ジ ェ ン ダ ー 問 題 を 優 先 す る 政 府 の

方 針 と 、 評 価 報 告 に 基 づ い た 結 果 主 義 的 な 施

策 管 理 を 重 視 す る 姿 勢 に よ り 、 援 助 の 現 場 で

は 「 正 し い こ と を す る 」 よ り も 、 「 正 し く 物

事 を 行 う こ と 」 (p153) に 重 点 が 置 か れ る こ と に

な っ た と い う 。 す な わ ち 、 被 援 助 側 の 「 主 体

性 」 や 援 助 主 体 と 客 体 と の 「 調 和 」 は 、 時 に

途 上 国 に 対 す る 新 た な 「 条 件 」 と 化 し て い る

の で あ る 。   

援 助 が 無 条 件 に 行 わ れ に く い 背 景 に は 、 援

助 を 受 け る 政 府 や 機 関 の 受 け 入 れ 体 制 が 十 分

に 整 備 さ れ て い な い こ と や 、 援 助 さ れ た 資 金
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が 汚 職 に つ な が っ て 、 効 果 的 な 成 果 に 結 び つ

い て い な い と い っ た 批 判 に 対 す る 反 省 の 側 面

が 伺 え る 。 た し か に 、 開 発 の 途 上 段 階 に あ る

国 に 対 し て 、 援 助 国 と 同 等 の 政 策 遂 行 能 力 を

求 め る の は 難 し い 。 と は い え 、 自 助 努 力 は 本

来 能 力 や 結 果 と は 別 軸 の 議 論 で あ る 。 そ れ で

も 自 助 努 力 を 測 る 物 差 し は 、 援 助 を 受 け る も

の 自 ら の も の で な く 、 援 助 を す る 側 の 「 ご 都

合 」 に よ る し か な い の だ ろ う か 。 経 済 的 影 響

の 議 論 を 差 し 置 い て は 、 「 自 助 努 力 が 十 分 で

な い 国 」 に 対 す る 支 援 は 被 支 援 国 に さ し て 恩

恵 を も た ら さ ず 、 途 上 国 は 従 属 的 立 場 に 甘 ん

じ 続 け る こ と に な る の だ ろ う か 。  

 

５ . 自 助 努 力 が 機 能 す る た め に  

1) 立 場 性 の 壁 を 乗 り 越 え る た め に  

異 な る バ ッ ク グ ラ ウ ン ド を 持 っ た 人 の 間 に

は 相 応 の 理 解 と 認 識 の ギ ャ ッ プ が あ り 、 そ の

点 を 想 像 力 に よ っ て 埋 め る こ と に は 困 難 が 伴

う と い う 問 題 に つ い て は こ れ ま で 述 べ て き た 。
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し か し な が ら 、 そ う し た ギ ャ ッ プ は な に も 遠

く 離 れ た 地 域 に 住 む 人 々 と の 間 に の み 起 こ る

も の で は な い 。 程 度 の 差 こ そ あ れ 、 ト ラ ブ ル

そ の も の は あ ら ゆ る 人 間 社 会 の 常 で あ り 、 日

本 に お け る 学 生 生 活 や 社 会 人 生 活 に お い て も 、

理 解 に 苦 し む 類 の 問 題 は ご く 日 常 的 な も の で

あ る 。 す な わ ち 想 像 力 の ギ ャ ッ プ を 埋 め る こ

と そ の も の が ゴ ー ル な の で は な く 、 想 像 を 超

え る 出 来 事 が 発 生 し た と き に 何 が 起 こ り 、 ど

う 対 処 す る こ と が で き る か と い う 点 さ え ク リ

ア で き れ ば 、 大 き な 問 題 と な る こ と を 防 ぐ こ

と が で き る 場 合 も 多 い の で あ る 。 卑 近 な 例 と

し て 日 本 の あ る 会 社 が 他 社 と 交 渉 を 行 っ て い

る 場 合 を 考 え る 。 そ の 過 程 で コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン の 不 調 に 陥 っ た 場 合 （ リ ー ズ ナ ブ ル な 提

案 を し た つ も り が 、 相 手 が な ぜ か 憤 慨 し て い

た り 、 あ る い は 相 手 か ら 理 解 不 能 な 提 案 が 届

い た り ） に は 、 こ の 会 社 は ど の よ う な 対 応 を

取 る だ ろ う か 。 こ れ を ｢ 自 助 努 力 の 不 足 ｣ と

し て 対 抗 的 措 置 を 取 る こ と も 可 能 だ ろ う が 、
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お そ ら く 多 く の 人 は よ り 建 設 的 な 対 応 を し た

ほ う が 良 い こ と を 知 っ て い る 。 具 体 的 に は 、

そ れ ま で の 交 渉 の 文 脈 を 整 理 す る な ど し て 相

手 の 行 動 の 理 由 を 探 っ た り 、 そ の 上 で 相 手 方

の 担 当 者 と コ ン タ ク ト を 取 っ て 事 情 説 明 を 求

め た り と い っ た こ と を す る だ ろ う 。 つ ま り 、

自 ら の 立 場 を 確 認 し 、 意 思 疎 通 の 努 力 を す る

こ と に よ り 、 お 互 い が 状 況 を 納 得 で き る よ う

な 条 件 を 整 え よ う と す る こ と で あ る 。 そ し て

そ の 説 明 に よ っ て 両 者 が 納 得 す る こ と が で き

れ ば 、 ひ と ま ず 根 本 的 な す れ 違 い は 避 け ら れ

る 。 そ し て こ の と き に は 、 相 手 方 の 「 自 助 努

力 」 は お お む ね 克 服 さ れ て い る は ず だ 。   

で は こ れ を 開 発 支 援 に お け る 援 助 者 と 被 援

助 者 の 関 係 に 当 て は め て 考 え る と ど う な る だ

ろ う か 。 当 初 に 計 画 し た 支 援 の 内 容 が そ の ま

ま 実 際 の ニ ー ズ に 適 応 す る こ と は ま れ で あ ろ

う 。 そ こ で う ま く 現 地 の ニ ー ズ を 聞 き 出 す こ

と も 重 要 だ が 、 そ れ と 同 じ く ら い 、 「 え こ ひ

い き だ 」 と い う 不 満 を も た れ な い た め の プ ロ
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セ ス を 踏 む こ と も 大 切 に す る べ き で あ る 。 そ

し て 両 者 が 納 得 で き る 条 件 を 整 え た 上 で プ ロ

ジ ェ ク ト を 進 め る こ と が で き れ ば 、 こ れ ま で

述 べ て き た 問 題 に 対 す る 有 効 な 打 開 策 と な り

う る は ず で あ る 。   

2) 対 抗 的 公 共 圏 形 成 の 可 能 性  

こ う し た 視 点 か ら 、 援 助 を 行 う 側 と 援 助 を

受 け る 側 の 両 者 が 参 画 す る 公 共 圏 構 築 の 可 能

性 を 探 る 。   

そ の こ と を 考 え る う え で ヒ ン ト と な る で あ

ろ う 視 点 と し て 、 情 報 の 脱 中 心 化 に つ い て 考

え る 。 開 発 援 助 を め ぐ る 情 報 は 、 公 的 な 場 で

議 論 さ れ る こ と は あ っ て も 、 現 場 や 利 用 者 の

声 は 限 定 的 な か た ち で 吸 い 上 げ ら れ る の み で

あ り 、 ま し て や そ れ が 末 端 ま で 巻 き 込 ん だ 議

論 と し て 広 が る こ と は 難 し か っ た 。 と こ ろ が 、

情 報 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技 術 (ICT) が 途 上 国 に

も 普 及 す る よ う に な る と 、 状 況 は 変 化 を 見 せ

は じ め る 。 例 え ば ウ ガ ン ダ で は 、 教 育 資 金 の

ほ と ん ど が 現 場 に 届 か ず に 公 的 機 関 の 取 り 分
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と さ れ て い た 不 透 明 な 状 況 を 明 る み に す る 新

聞 キ ャ ン ペ ー ン に よ り 、 目 標 ど お り 教 育 現 場

の 環 境 を 向 上 さ せ る こ と に 成 功 し た (Reinikka & 

Svensson 2005) 。 最 近 の 傾 向 を 示 す 例 と し て は 、 ア

フ リ カ に お け る 携 帯 電 話 の 普 及 が 情 報 と コ ミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 機 会 を 分 散 さ せ た 結 果 、 役

人 が 私 利 私 欲 に 走 り づ ら く な り 、 汚 職 の 減 少

に 結 び つ い た 可 能 性 が 示 さ れ て い る (Bailard 2009) 。

ま た 開 発 援 助 に 関 し て い え ば 、 外 国 の 援 助 者 、

援 助 を 受 け る 国 の 政 府 、 現 場 の 担 当 機 関 、 援

助 後 の 末 端 利 用 者 と い っ た そ れ ぞ れ の ア ク タ

ー 間 の 説 明 責 任 の 連 関 が 重 要 で あ る が 、 マ ク

ロ レ ベ ル と ミ ク ロ レ ベ ル の い ず れ に お い て も 、

説 明 責 任 が よ く 果 た さ れ て い る 場 合 に は そ の

援 助 が よ り 機 能 す る と い う (Winters 2010) 。 す な わ

ち 、 こ れ ら の 研 究 の 示 唆 す る と こ ろ は 、 援 助

に 関 す る 適 切 な 情 報 と 説 明 が そ れ ぞ れ の ア ク

タ ー 間 に 共 有 さ れ る こ と の 重 要 性 で あ り 、 ICT

は そ の 推 進 に 貢 献 し う る と い う こ と で あ る 。   

本 稿 の 前 半 で は 、 南 北 の 力 関 係 が 想 像 力 の
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ミ ス マ ッ チ に よ っ て 下 支 え さ れ て い る こ と を

述 べ た が 、 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の 進 展 は 両

者 の エ ン カ ウ ン タ ー を も た ら し た 。 こ の こ と

に は 光 と 影 の 両 面 が 存 在 し 、 今 後 の 展 開 も 不

確 実 性 が 高 い 。 と は い え 、 援 助 者 と 被 援 助 者

と い う 二 項 対 立 的 関 係 が 垂 直 的 に 存 在 し て い

た も の が 、 ICT の 普 及 に よ っ て そ の 関 係 性 に 変

化 の 兆 し が 見 え つ つ あ る こ と も 確 か で あ る 。

政 治 的 な 議 論 の 中 で の 位 置 づ け だ け が 問 題 で

は な く な り 、 抑 圧 的 な 環 境 下 か ら の 声 も 、 市

民 に よ る 運 動 や 連 帯 を 通 じ て 、 政 治 の ア リ ー

ナ の 外 か ら の ム ー ヴ メ ン ト と し て 影 響 を 及 ぼ

す こ と が で き る よ う に な っ た (Bentivegna 2006) 。 こ

れ は 、 途 上 国 に お け る 新 た な 社 会 基 盤 の 拡 散

が 、 ま す ま す 加 速 度 的 に 進 展 し つ つ あ る 「 時

間 - 空 間 の 圧 縮 」 の 中 で 、 世 界 の 脱 中 心 化 に

寄 与 し て い る こ と の 端 緒 と い え よ う 。 実 際 、

ア フ リ カ に お け る ICT は 、 単 な る 無 機 質 な プ ラ

ッ ト フ ォ ー ム と し て で な く 、 「 ア フ リ カ モ デ

ル 」 (Dobra 2012) と し て 、 う ま く 根 付 こ う と し て い
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る 。 そ の 土 壌 と し て 、 何 世 紀 に も わ た っ て ア

フ リ カ に 存 在 し て き た 口 承 社 会 が あ り 、 現 在

ボ ト ム ア ッ プ の 過 渡 期 に あ っ て 、 文 化 的 市 民

権 も 浸 透 し つ つ あ る 。 さ ら に 、 近 代 化 の 過 程

に み ら れ る 個 人 主 義 化 の 性 質 も 、 西 洋 で 考 え

ら れ て き た よ う な エ ゴ イ ス テ ィ ッ ク な 傾 向 で

は な く 、 自 己 と 共 同 体 の 双 方 に 拠 り 所 を も つ

ハ イ ブ リ ッ ド な 性 質 が 見 ら れ る と い う 。 こ れ

ら の 特 徴 の 収 斂 す る と こ ろ に ICT の 実 践 が あ り 、

そ こ に あ る 規 範 も 彼 ら 自 ら の も の で あ る 。 だ

か ら こ そ 、 市 民 の 動 員 に つ な が っ て い る と い

う 見 方 に は 説 得 力 が あ る 。   

と は い え 開 発 の た め の ICT の 可 能 性 は 、 や や

過 剰 に 強 調 さ れ て い る き ら い も あ る 。 「 ア フ

リ カ 」 と い う あ ま り に 想 像 力 に 乏 し い 表 現 で

語 る こ と の 困 難 さ に 目 を つ ぶ る べ き で は な い

し 、 貧 困 や 識 字 率 の 問 題 が 横 た わ る 中 に お い

て は 、 ICT へ の ア ク セ ス 機 会 は 不 均 等 な も の に

な ら ざ る を 得 な い (Chakravartty 2008) 。 ICT を 提 供 す る

企 業 な ど の 意 図 や 、 資 本 主 義 あ る い は 新 自 由
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主 義 的 な ユ ー ザ ー 志 向 を 伝 え る 媒 体 と も な り

う る (Fenton 2011）。 さ ら に は 、 モ バ イ ル 端 末 の 普 及

そ れ 自 体 が 貧 困 を 促 進 す る 場 合 も あ る と い う

(Carmody 2012) 。 ア ラ ブ の 春 以 後 の 最 近 の 中 東 情 勢

の 混 乱 (e.g. "The arab spring: Has it failed?" 2013) を 見 る に 、 そ の

不 安 定 さ の 裏 返 し と 見 る こ と も で き る 。 し か

し な が ら 、 そ れ だ け の 大 き な ポ テ ン シ ャ ル を

す で に 持 っ て い る こ と の 証 左 と も い え 、 少 な

く と も 開 発 援 助 に 関 し て は 、 根 底 に 横 た わ る

問 題 に 正 面 か ら 立 ち 向 か う ほ と ん ど 唯 一 の 道

で は な い か と も 思 わ れ る 。  

も ち ろ ん 、 ICT の 普 及 を 積 極 的 に 進 め る こ と

で あ ら ゆ る 問 題 の 解 決 を 期 待 で き る と い う 主

張 は 困 難 で あ ろ う し 、 ICT そ の も の に も 功 罪 両

面 が 存 在 す る 。 た だ 、 こ こ で 指 摘 し た い の は 、

開 発 援 助 を め ぐ っ て 支 配 的 な 言 説 に 対 す る 「

対 抗 的 公 共 圏 」 (Fraser 1990) の 必 要 性 で あ る 。 そ

の な か で 求 め ら れ る 援 助 の 在 り 方 は 、 こ う し

た 「 ラ イ フ ポ リ テ ィ ク ス 」 (Giddens 1991) を 尊 重 し 、

育 て る こ と に あ る 。 こ れ は 、 対 抗 言 説 の 盛 り
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上 が り を 手 放 し で 傍 観 す る べ き だ と い う 議 論

で は な く 、 参 画 の 裾 野 を 広 げ る こ と と と も に 、

時 に そ の 行 き 過 ぎ が 政 治 的 あ る い は 経 済 的 な

混 乱 を 招 く 場 合 に は 適 切 な 支 援 を 行 う バ ラ ン

サ ー と し て の 役 割 を 担 う べ き だ と い う 主 張 で

あ る 。 つ ま り 求 め ら れ る の は 、 特 定 の 国 、 地

域 、 集 団 を 支 援 の 対 象 単 位 と し て 画 定 せ ず に 、

そ れ ら の ア ク タ ー 間 の 調 整 の 必 要 性 を 共 有 す

る た め の 場 を で き る だ け 公 平 に 提 供 す る こ と

で あ る 。 そ う す る こ と で は じ め て 、 援 助 が 単

な る パ フ ォ ー マ ン ス の 枠 を 超 え 、 自 助 努 力 に

つ な が っ て い く は ず な の だ 。   

本 稿 は 、 自 助 努 力 の 如 何 は 援 助 を 行 う 基 準

と し て は 適 当 で な い と い う 類 の 主 張 を 行 う も

の で は な い 。 「 自 助 努 力 」 は 「 経 済 発 展 を 実

現 す る 原 動 力 だ 」 ( 小 浜  2009) と い う 考 え に は

同 調 す る も の で あ る 。 た だ 、 そ れ を 測 る 物 差

し を 見 つ め な お す こ と で 初 め て 、 「 原 動 力 」

が 発 展 の た め の 動 力 に 変 わ る は ず だ と い う の

が 本 稿 の 主 張 で あ る 。 紙 幅 の 都 合 上 触 れ る こ
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と は で き な か っ た が 、 「 自 助 努 力 」 を 尊 重 す

る 姿 勢 を と っ て き た 日 本 の ODA 政 策 に も 、 本

稿 で 得 ら れ た 知 見 は 適 用 で き る も の と 考 え る 。  

援 助 者 と 被 援 助 者 の 間 に は 、 埋 め が た い 想

像 力 の ギ ャ ッ プ が あ り 、 そ れ に 大 き な 影 響 を

与 え て き た グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン も ま た 不 可

逆 的 な も の で あ る 。 そ こ で 要 求 さ れ る 援 助 は 、

援 助 者 と そ の 土 地 を 統 治 す る 権 力 と そ の 双 方

の も つ 支 配 性 に た い し て 適 切 に 対 処 で き る 手

段 の 整 備 と 、 全 体 の バ ラ ン ス 管 理 の ２ 点 に 要

約 さ れ よ う 。 こ れ こ そ が 自 助 努 力 を 引 き 出 す

援 助 の あ り 方 で あ る と 信 じ る 。  
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