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はじめに 
FIWC（Friends International Work Camp）関東ネパールキャンプは、それ以前の現地視察に基
づいて、2017年からラムチェ村のコミュニティハウス再建のためのワークキャンプを開始し
た。今回（2019年3月渡航）のキャンプに向けて準備を進める中で、それまで漠然としてい
たコミュニティハウス再建の意義を明確にするために多くの議論を重ねてきた。その議論に

おける焦点は、現地住民にとっての、再建の妥当性や優先順位に主に当てられた。それらの

点に関して、私たちが答えを見つけるためには、村やネパールの社会構造や価値観を正確に

理解する必要があると感じた。そこで、私たちは、コミュニティハウス建設を継続するだけ

でなく、それらの点に関する調査を実行した。それは、ラムチェ村民に対しての調査に留ま

らず、近隣のグマン村、そしてカトマンズ都市部に住む人々の暮らしや生活環境を観察し

た。農村部と農村部、また農村部と都市部の生活の差を肌で感じることで、以前よりもマク

ロな視点でネパールを観察することができた。殊にグマン村では、同様のプロジェクトを進

行するFIWC九州との共同生活を通して、関東のプロジェクトとの比較や村の環境調査を
行った。そして、カトマンズ調査には九州キャンパー３人も同行するなど、調査を通じてネ

パール人だけでなく、九州委員会との交流も同時に図ったことは前例にない出来事でった。

さらに、今回のワークキャンプは、Japan ICU Foundation（JICUF）からの支援金によっても
支えられている。それらすべてが、この報告書にある発見に貢献するとともに、ワークキャ

ンプというものへの関与の幅を広げる結果になった。 
 
 
 
 
Introduction 
In March of 2018, the Nepal-Camp at FIWC Kanto Committee, launched a work camp at Ramche, 
Nepal, to reconstruct the community house which collapsed upon the disastrous earthquake in 2015, 
and even rebuild their lives as a whole. On the process for planning the work camp in 2019, we have 
made a series of discussions to clarify the meaning of the reconstruction. What we have struggled to 
figure out the most is to what extent our engagement was/will be appropriate and prior to other 
aspects, for the indigenous residents. We then found that we need to learn in depth about the social 
structure and values within both context of local communities and the entire nation. We, therefore, 
carried out this investigation to find out an answer to these points, while proceeding along with the its 
reconstruction. Thus, the scope of this investigation is not confined within Ramche, but extended to a 
neighbour village, Guman, and indeed urban areas in Kathmandu. Throughout this observation, we 
can gain a plenty of insights about Nepalese societies at both macro and micro level. This 
investigation was supported by a warm hospitality of several members of FIWC Kyushu Committee 
who settled at Guman in the same period. Notably furthermore, our work camp was operated thanks to 
a voluntary fund offered by Japan ICU Foundation. Interacting with the indigenous and other 
volunteering groups all contributed to findings on this report and ended up broadening the range of 
our involvements in this type of field work.  
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1. 目的/Aims 

- コミュニティハウスプロジェクトの妥当性検討/Considering to what extent the 
reconstruction of the community house is appropriate for the indigenous residents. 

- 地方と都市部の生活の比較から相違点の把握/Comparative Analysis on the 
difference in living environment between the rural and urban area.  

- 新しいキャンプの可能性の模索/Looking for possibilities of our future 
engagements.  

 
 
2. 期間・場所・内容 /Duration, Place, Components 
期間/Duration 場所/Place 内容/Components 

2/19~3/14　 ラムチェ村（FIWC関東キャンプ地） 生活調査・プロジェクト妥

当性の検討 

3/15~3/19 グマン村（FIWC九州キャンプ地） プロジェクトの妥当性検討 

3/21~3/23 カトマンズ周辺 生活環境・ニーズの調査 

 
 
3. 調査方法/Methodoogy 
　半構造化インタビュー/Semi-Structured Interview（あらかじめ質問内容を定め、回答に応
じてさらに詳細を訪ねていく質的調査）形式をとった。あらかじめ質問事項（日本語・英

語）をまとめ、その内容を現地コーディネーターと検討し質問の選別・練り直しを行った。

各家に訪問しコーディネーターが（ネパール語・タマン語で）質問し、その答えをコーディ

ネーターに日本語に訳してもらい内容を確認した。回答者が変わるごとに質問者もかえた。

また、臨機応変に追加質問を投げかけ、踏み込んだ回答を得られるように努めた。メディア

（携帯・一眼・メモ）を使い記録した。 
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4. 通訳/Translators 
 
　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　アシスくん　　　　　　　　　　　　　　　カルパナさん 
　　　ラムチェ調査同行　　　　　　　　　　　　カトマンズ調査同行 
ネパール語・タマン語↔ 日本語・英語　　　　　ネパール語↔ 日本語・英語　 
 
 
 
5. 調査結果/Results 
5. 1 ラムチェ村調査/Investigation at Ramche 
　ラムチェ調査はメンバー全員で取り組んだため、全員が取り組めるよう、事前に調査の質

問リストを作成した。基本的にはそれに基づいてインタビューを進めたが、聞いても価値あ

る結果をもたらさないと判断した質問や、時間の有無は随時考慮して、内容の取捨選択を

行った。調査はワーク終了後や休日にはアシスくんに通訳として同行してもらい、昼時は自

分たちのみで英語の話せる村人を探し、インタビューをした。先発隊３人（玄・凛太郎・双

葉・朱紗）で下記にあるweek1を終わらせ、後発隊（寛菜・貴史・歩嵩）が合流してから
week2、week3、そして番外編を進めた。 
＊Y：Yes、N：No、NA：No Answer 
 
 

Week1 
・生活環境/Living Environment 
1  Which language do you speak more, Taman or Nepalese? What is the ratio?  
    When do  you use? 
2  How often do you take a shower per week? 
3  How many hours do you sleep per day? 
4  Do you have a clock in your house? 
5  Do you have a phone? 
6  Do you read books? or Do you read any articles on line? 
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回答者(年齢、性別) Q1　 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

ユトゥリ・タマン 
(28、M） ネパール語 1,2回 

9h(21:00～
6:00) 

N(腕時計、
携帯) Y 

読める(が時間
がない) 

カンツァ・タマン 
(38、M） タマン語 1,2回 

9h(21:00～
6:00) 

N(腕時計、
携帯) Y 

読める(小説・
自叙伝) 

サイラ・タマン (48
、M） タマン語 3,4回 

7h(22:00～
5:00) N(携帯) Y 

読める(が家に
ない） 

スグマン・タマン 
(54、M) タマン語 1回 

3h(20:00～
23:00) N(腕時計） N 読めない 

 
 
 

・生活範囲と生活満足度/Living Area and Life Satisfaction  
 7   How many times do you go to Barabishe a month? What for? 
 8   Do you go to Kathmandu? What for? 
 9   Do you go abroad? Where have you been? What for? Do you want to go abroad? 
10  Do you want to stay in this village? Why? Why not? 
11  What do you like about this village? 
12  What do you feel inconvenient about this village? 

 
回答者(年齢、性別) Q７ Q８ Q９ Q10 Q11 Q12 

ポボン・タマン　　

(42、M） 
　2回 / 月　

(必需品) 
たまの冠婚葬

祭 
マレーシア・イ

ンド(出稼ぎ) 
Y(年を取っ
たから) 

村人同士

の交流 
水、道路、経

済状況 

テポック・プジェル

(25、M) 
　1回 / 週　

(仕事) 
1,2回 / 月　(子
供に面会) N 

Y(生育した
場所だから) すべて 

道路よりも水

不足 

マヤ・タマン　　(20
、W) 

　1回 / 週　
(両親に面会) 

1回 / 3ヶ月(観
光) N 

N(嫁いでま
だ1ヶ月) 

まだ見つ

けられず 
不自由は感じ

ない 

プルナズバラ・ラマ

(53、M) 
　5回 / 月　
(仕事・買物) 

　2回 / 月　
(子供に面会) N 

Y(生育した
場所だから) すべて 高齢化 

 
 
・村意識/Sense of Village 
 13   Do you interact with people living mountain over there? Is that Ramche?  
        (pointing at the community you see other side) 
 14  From where to where do you think Ramche is? 
 15  Do you consider this community a village? （質問不可）  1

 
・生活インフラ/Living Infrastructure 
 16   How much do you pay for electricity every month?  
 17   Do you think stairs and roads in the village should be improved? Where should be?  
 18   Where is the hospital you go when you get hurt? 

 

1 Investigators was not able to tell the accurate meaning of the question to translator 
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回答者(年齢、性別) Q13 Q14 Q16 Q17 Q18 

プルナズバラ・ラマ

(53、M) N 
学校から上はラマ家

から見える範囲 90Rs Y(特に生活路) 
ラムチェ→バラビセ 

→カトマンズ 

タイラ・タマン　　

(62、M) N 
学校からビッグス

トーン キャンドル Y(特に生活路) 
ラムチェ→バラビセ 

→カトマンズ 

モノズ・タマン　　

(21、M) N 
学校からビッグス

トーン 100Rs Y(全体的に) 
祈祷→ラムチェ→ 
バラビセ→カトマンズ 

アスミタ・タマン　

(22、W) N 
学校からビッグス

トーン キャンドル Y(全体的に) 
祈祷→ラムチェ→ 
バラビセ→カトマンズ 

ラール・タマン　　

(35、W) N NA 200Rs Y(全体的に) バラビセ 

 
Week2 
・農業/Farmacy 
4  Do you have your own farm filed?*1　（*1でYesの回答をした人のみ以下の質問） 
5   What do you make?  Is that for business? If it is yes, where do you sell them? 
6   Do you have goats and chickens? How many? Is this for business? How much do you earn 
from them monthly? 

 
回答者(年齢、性別) Q５ Q６ 

プラカス 農場(自家用) 鶏４羽、ヤギ７匹 

ビシュヌ 農場(自家用) 鶏16羽、ヤギ13匹 

 
 

・買い物/Shopping  
7    What does cost most in your life?　 
8    What do you feel expensive to buy? 
9    What do you buy in Barabishe? 
10  What is a thing supplied well in the village? and not supplied well? 
11  How often do you buy food? How much money do you use on an average? 

 
回答者(年齢、性別) Q７ Q８ Q９ Q10 Q11 

プラカス 特になし 特になし 服、食料品 
水以外は整っ

ている 不定期 

ビシャラジャン 娘の医療費 特になし ガス 
不足している

ものはない 不定期 

 
 

・仕事と収支/Work and Income 
12 　What jobs are there in the village in the wet season and dry season? How much money 
do you make? 
13   How much do you earn per day in this season? (it is different that earning 3000 by 20 
days and 2000 by 10 days) 
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14   Are you satisfied with your job? Why? Why not? 
15   Do you feel you get paid enough? 
 
・貯蓄/Saving 
16  Do you save money? What for? 
17  Do you lend money from bank?  What for? 

 
回答者(年齢、性別) Q12 Q16 Q17 

プラカス 農業 N(節約する余裕はない) N 

ビシュヌ 農業と建設 N(節約する余裕はない) N 

 
＊他の質問に関して、回答者が就労していなかったため有効な回答が得られなかった。 
 

Week3 
・ 地震とその影響/the Earthquake and its Influences 
1  When the big earthquake happened, where were you? 
2  How did you feel at the time? 
3  Did somebody in your family get hurt? 
4  Do you know someone who left the village because of the earthquake? 
5  Did you rebuild your house? How much did it cost for rebuilding your house? How long 
did it take? 
6  Did you get the aids from the government? How much did you get?  

 
 
・ビシャラジャン 
　地震が起きてすぐみんな恐怖から慌てて家を飛び出し畑まで

行ったという。地震が発生したのが日中だったこともあり人的

被害は少なく済んだが自分の家は全壊してしまった。その影響

もあり、村人の中にはバラビセやカトマンズへ一時的に避難し

て、約一年後に帰ってきた人が多いとのことだ。地震後の支援

について、筋田さんやスンダル・ラマさんが食べ物や毛布など

の支援を行ってくれたことをよく覚えているという。また、倒

壊してしまった自宅の再建に必要な費用の半額は政府がまか

なってくれると主張しているが、その財源の大部分は海外から

の寄付金であるため、援助が予定通りに支払われるかについて

本人はまだ不安そうであった。 
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・コミュニティハウス/Our Community House 
7  How would you use the community house in the future? 
8  How was the old community house used before? For what? 
9  Was the old house used to hold a ceremony such as wedding, funeral, and an event that you 
need to gather? 
10  How much do you feel the community house is needed for the village? 1 2 3  (3 very 
interested,1 not interested)  
11  Do you have a will of building community house by your hands? 1 2 3 
12  How much are you interested in the community house project? 1 2 3 
13  If we quit the project, do you have any alternative plans? 
14  If you have enough money for the community house, are you going to participate in 
building it with other villagers without reward? 
15  Who started this project? Why they started? 
16  Does the village already have a leader for the project? 
17  If you were the leader, what kind of project would you hold? 

 
 
 
 
・アッカレー・タマン 
　コミュニティハウス建設に大いに貢献していただいた

村人の一人。５人家族の大黒柱でソビトパパの愛称で

キャンパーに親しまれていた。ワークがすべて終了した

日の翌日、そんな彼のところにコミュニティハウスプロ

ジェクトについていくつか質問をさせてもらった。 
　彼によると、コミュニティハウスの意義はネパール人

にとって大切な宗教的儀式を狭い家で行うことは困難で

あるのでコミュニティハウスは村には絶対にないといけ

ない存在であるという。コミュニティハウス建設を村人

とFIWCのメンバーで行えていることがとても良いことだ
と考えていて、これを継続していくためにも村人は積極

的にワークに参加しないといけない、と村人同士でよく

話をしているらしい。また、このプロジェクトが立ち上

がった理由について、大地震で前のコミュニティハウス

が倒壊してしまい、村人が再建したいと思いながらも自

宅の再建にも追われていたためなかなか行動に移せずにいた中で、アシス君の兄にあたるス

ンダル・ラマさん（現ラムチェ群長）がコミュニティハウスの必要性を訴えたからでと認識

していた。 
　彼はコミュニティハウス建設継続を強く望んでおり、その使用目的としてお葬式や結婚式

などの冠婚葬祭のためとしつつも、漠然とだれか特定の個人が長時間使用するのではなく村

人みんなで使用していきたいとも話していた。 
　もし彼にコミュニティハウス建設に十分な資金があるとした場合他の村人とともにワーク

を継続していくかどうか尋ねたところ、「自分一人でもコミュニティハウス建設を進める気

でいるが、実際問題として本当にお金がない」と答えた。また、コミュニティハウスプロ

ジェクトが終了した場合における代替案については、村人一人ひとりからの募金を行えば協

力してプロジェクトを進めていけるとするとともに、「一人だけで建設することは不可能だ
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がみんなで一つになって行えばできないことはない」と力強く話してくれた。 後のFIWC
のメンバーが来年は来られないことについてどう感じているか尋ねると、これまではFIWC
がお金を負担してくれており自分たちは力だけで協力すればよかったが、これからはそうい

うわけにもいかないのでどうすればいいかとても悩んでいると言い、これからも一緒に建設

をしてほしいというのが本音であることが分かった。 
 
 
・その他/Others  

・教育/Education 
1　How many teachers do you have at school? 
2　What backgrounds teachers have? How did they become a teacher? 
3　How many students do you have? And how many in one class?  
4　Are all students in a same class?  If so, from what age to what age? 
5　(How do you teach students in different ages at the same time?) 
6　Show me the class schedule. 
7　What is the drop rate? Why do they drop? 
8　Are the textbooks given by the government?  
9　Does the government send some supervisors? How often? What they do? 
10　Is the education in the village is enough for kids? 
11　Is the education in the village supported by the government well? 
12　What does family pay for school? (lunch, textbook, education fee) 
13　In what language are the classes done? 
14　Which language do you think students should study harder, Nepalese, English, Taman? 
15　Which subject do you want to teach kids for their future? 
16　Do you think the education in the village has difficulties to overcome? What are they? 

 
 
 
・ビジャラジャン 
　ラムチェ村にある学校で情報の先生をしている。彼からは村の学校の話や、ネパールには

何が必要か、さらには政治の話まで様々なことを聞くことができた。 
彼の話によると、現在は約15人が先生として学校に勤務している。そのうちの５人は村から
の人で、残りの人は他の村から来た人とのこと。クラスは１クラスあたり１５人からなって

いて、地震発生後は金銭的理由でやめる生徒もいたが、ほとんどは奨学金を利用して学校に

通っている。学校の授業はネパール語で行っているが、先生という立場からは生徒には将

来、海外に行ったときやビジネスをする際も使うことができる英語を学んでほしいと思って

いる。というのも彼の給料は現在、月２万ルピー程だが、昔は２千ルピー程で非常に少な

かったため、教師を一時辞職して海外へと出稼ぎに行ったという経緯を持つからだ。現在、

村に若者が少ない原因は自分と同じくUAE、ドバイやインドネシアへの出稼ぎに起因する
と指摘していた。 
ラムチェ村に学校が出来たのは約35年ほど前で、それ以上前に成人を迎えている人は英語は
喋れず、母国語の読み書きができない。そうした中、彼はネパールには今、”教育”こそが必
要であり、無知が無理解を生み金銭的にも精神的にも貧しくしてしまうと言っていた。 
そして現在のネパールに政治は極めて悪く、各国が地震のために寄付してくれた資金を自身

の財源の中に組み込んでしまい、結果75％は政府がポケットに入れ、あまりの25％だけを地
震関連のことに使っている状態である。国民が地震に対してあてがわれた資金はどこからの
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お金で、それが今どういう利用をされているのかというのも知ることがないまま、他者に依

存してしまうmind poorから脱却することがゆくゆくは国を現在よりさらに良くするための
要だと考えていた。 
 
 
 
・村での暮らしについて 
ディペス・タマン 

　平日はネパール語教師という仕事柄学校に泊

まり込みで仕事をこなしているため、休日しか

ラムチェ村の家族のもとにはいられない。そん

な家族との大切な時間にもかかわらず快くイン

タビューに答えてくれた。彼はタマン人であ

り、28歳ながら３人の息子（１０歳、８歳、１
歳）を持っている。家に時計はなく時間は携帯

で見ている。海外経験は仕事で訪れたマレーシ

アの一回のみだと言うが、村の中では限られた

英語が話せる人物。 
　家計について、教師ということもあり年収は

20万Rsで金額にも満足している。1日にかける電
気・水道・光熱費は200Rsほどで、もっとも出費
がかさむのはこどもの養育費だという。実際彼

の家を訪れた際、村では珍しく彼の子どもたち

はおもちゃや文房具を持っていた。 
　村の環境について、ラムチェのことはとても

好きで、特に村のきれいな空気が気に入ってい

る。道路については現状に満足ではないとしつつ、まもなく政府の支援が入るということで

そこまで深刻には考えていない。村でも1番の問題として、水環境を挙げており、山頂付近
からの水道整備の必要性を感じていた。 
 
 
 
 
・世代性別間におけるジェンダー、村の変化、ネパールの政治の認識について 
 
・妻29歳・夫42歳 
　夫婦のどちらかが出稼ぎに村を離れている家庭が多い中、彼らの家を訪れた際にちょうど

二人で軒先に座っていたため、夕食の時間にもかかわらず急遽インタビューをさせていただ

くことになった。 
 
・ジェンダーについて 
　結婚は昔からの慣習でもあり、しないという選択肢は頭になかったようである。親や親戚

の紹介で結婚するのが一般的とされてきたが、現在ではFacebookなどのSNSなどで知り合っ
た人との恋愛結婚も増えてきているらしい。そんな結婚の意義は、人と人との新たなつなが

りが生まれることだと夫は主張していた。続けて結婚適齢期について、早すぎるのは勉強不

足につながるとして20～25歳と言っていたが、彼らが結婚したときの妻の年齢は18であっ
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た。これについてこちらから問いただすことはもちろんしなかったが、これが現実なのだと

考察した。そして、夫婦の役割として、夫は基本的に村外で働き、妻がその仕送りを受けな

がら家の管理、農地、家畜の管理や子どもの育児をしている。しかし夫は、村外での労働は

賃金が比較的良いと認めつつ、本当は家族のそばにいるために村での就労を望んでいるとい

う。 後に結婚してできなくなったことはあるかと訪ねたところ、夫は何もないと答え、妻

の方も勉強はできていないが結婚する以前もそれほどできなかったため現状には満足してい

るとほほえみながら答えていた。 
 
 
・村の変化について 
　出生率は以前より下がってきているという。昔の新生児は一年に20人ほどだったが、今は
その半分以下になっているらしい。昔とは違い、今は一家庭に2,3人の子どもがいるのが一
般的、それ以上いると育てるのが経済的にも大変になってくるという。ただ自分たちの老後

の世話をしてくれるのは子どもたちであるために、子どもは少なければいいというわけでも

ないため、それぞれの家庭によって多少の差があるようだった。お住まいの家は地震が起こ

る前よりは小さいが、今のものは一階建てと高さがないだけ丈夫で安定性が高いという。次

に農業について。地震以前は油の素でもある菜の花が一面に広がっていたり、年にトウモロ

コシ、コメ、野菜の順に三毛作を行っていたが、水路が寸断されてしまい今はなくなってし

まったと少し気を落としながら話してくれた。水は生活用水としてでなく農業用水としても

重要で水路が流れている家は家庭菜園ができるが、その逆は不可能であるなど、いわゆる持

つ家と持たざる家が生まれたという。地震後、家などの再建築のためにに活発化した森林伐

採もこの問題に追い打ちをかけていると深刻そうに説明してくれた。こうした状況下で彼ら

を含めた村人たちは、雨に頼るしかなく毎年安定的に農作物を収穫できるとは限らないとい

う。 
 
 
 
・政治について 
　政治における関心は高いようでテレビで政治のニュースをほぼ毎日チェックしている。よ

く言われることではあるが、選挙で賄賂を払い票を獲得している政治家がいるということに

関しては、ニュースとして流れることはないが実際にはあると夫は話す。政府の行政力につ

いて、地震から復興するためのインフラ整備はすべてを一気に進めることは不可能であり、

できることはやってくれているとして特に家の建設や教育支援などにおける政府の援助には

満足しているようだった。 
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5. 2 グマン村調査/Investigation in Guman 
 
　FIWC九州がキャンプを行うグマン村に丸４日間、滞在した。グマン村はラムチェ村から
ジープで30分ほどで着き、標高はラムチェより少し高い1600m。同村はラムチェ村よりも全
体的に発展しており、経済的にも幾分か恵まれている印象を受けた。それは主に以下の状況

から判断した。まず、ラムチェ村と比べて道幅が広く、村全体に車が通れる環境が整ってい

たためか、店の品揃えも豊富であったこと。そして、村の上の方がほぼ岩で形成されるラム

チェ村に対し、グンバ村の上の方は森林で形成されるため、乾季とはいえ水量が多かったこ

とである。 
　関東と九州のプロジェクト内容はどちらもコミュニティハウス（グンバ）建設であるた

め、そして同じ団体に所属しネパールでも近くの村で活動を展開するためか、似たような困

難に直面していた。村人の主体性や参加を促すことの難しさとFIWCの理念である「村人と
共に」の狭間で葛藤を抱えるのは、FIWCという文脈の上でネパールキャンプを行う以上は
常に伴うことなのだろう。 
　特にグマン村では、民族や宗教の違いがそれぞれの人々のグンバの使用方法の違いと直に

結びついたり、村内での権力差が住民全体の参加を心理的に阻害したり、そしてコーディ

ネーターの出身村ではないことから住民との連携が取りにくいなどという点で、ラムチェ村

でプロジェクトを行うよりも前提条件が悪いように思えた。似たような活動内容でも、村が

少し違うだけで状況は大きく異なるということを肌で感じることができた。 
　それと同時に、メンバーの違いにいよって生み出されるアプローチの仕方の違いも観察で

き、自分たちの活動を見直すための良い材料となった。18人でキャンプを行うからこそ起こ
る人間関係の摩擦、そして活動の指針を再構築する際に生じる混乱は、九州キャンプの場に

身を投じたからこそ観察できるものであった。 
 
 
 
以下は九州キャンプの報告書より抜粋する。 
●グマンマニサワラ村 
 
＜質問項目＞ 
１．これからグンバを何に使っていきたいですか？（グンバを作る意義） 
２．グンバを建てることやmanagement（村の公共物の管理の組織のこと）に参加したいと
思いますか？（組織作りの基盤） 
３．生活で困ったことがあったら誰に話しますか？（組織作りの基盤） 
４．みんなにとって必要な水道などの新しいプロジェクトなどを行うとき、自分の意見をみ

んなに知ってほしいと思いますか？（組織作りの基盤） 
５．グンバがないこと以外で、今困っていることはありますか？（乾季のニーズ） 
  
 
＜インタビュー結果＞ 
インタビューした結果を、タマン、ポーレル、ラウト、スレスタ、ネパールの民族毎にまと

める。 
 
 
・タマン(８軒) 
（グンバに家が近い場合） 
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１．グンバは今まで通り冠婚葬祭、ミーティングとして使いたい。新しい使い方があるなら

教えてほしい。 
２．グンバを建てたりマネジメントに参加したりしたい意欲はある。 
３．家族などの身内で解決するか、村の人が集まって話し合う。 
４．思う 
５．道路整備や水 
 
  
（グンバから遠い所に家がある場合） 
１．わからない 
２〜５は上に同じ 
→基本的にグンバは仏教徒であるタマン民族が使うが家が遠いとグンバに対しての意識が薄
いようだった。 
  
 
・ポーレル(３軒) 
１．宗教上使えない 
２．マネジメントには参加したい 
３．村の人との話し合いや政府のところに行って相談する。 
４．思う 
５．水 
  
 
・ラウト(２軒) 
１．宗教上使えない。 
２．マネジメントには参加したい。 
３．JICAのところに行ったり政府のところに行ったりして相談しお金をもらう。 
４．思う 
５．水 
  
 
・スレスタ(１軒) 
１．宗教上使えない。 
２．マネジメントには参加したい。 
３．政府に相談する。 
４．思う 
５．水 
  
・ネパール(１軒) 
１．宗教上使えない 
２．グンバは宗教的に関わりがないから建てないがマネジメントには参加したい。 
３．村の人が集まって話し合うか政府に協力してもらう。 
４．思う 
５．水 
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＜考察、まとめ＞ 
基本的にグンバは仏教徒であるタマン民族が冠婚葬祭として使う。よってタマン以外はヒン

ドゥー教でグンバは宗教的には使えない。ヒンドゥー教の人はヒンドゥー教のお寺で冠婚葬

祭を行う。しかし冠婚葬祭やミーティングは自分たちからは使おうとしないが参加はでき

る。また、ヒンドゥー教の人の冠婚葬祭はグンバとは別にヒンドゥー教用のお寺がありそこ

で行われることが分かった。 
民族関係なくみんながマネジメントに関わりたい、自分の意見を言いたいという意志を持っ

ていたが学歴が高い人の方がこのような場面で優位になりやすいため村の人全員の意見が反

映されにくい。これについては、私たち日本人が踏み込むと村人同士や私たちと村人の関係

性を悪くしてしまう可能性があったので私たちの活動をよく理解してくれている一部の村の

人に村の人の学歴や身分の差関係なく一人一人の意見を反映していってほしいと提案する形

で伝えた。 
今回調査を行ったグマンマニサワラ村の現在の乾季の需要は水であった。もっと共同の水場

が欲しいという意見や各家庭に水道が欲しいというものが多かった。 
  
 ●他村のグンバ 視察調査　 
私たちが活動している村ではないところのグンバに行き、グンバを管理している管理者の女

性と近くに住む村人3名に対して調査を行った。 
 
＜経緯・目的＞ 
グンバは日本に無く私たちにとってあまりなじみのないものであるため、グンバについて

もっと知る必要があると思ったことと、グンバの管理について知りたいと思ったため。 
 
<概要> 
今から34年前（ネパール大地震のおきる前）に建設された。地震による被害が大きな村では
あったが、多くの住民はこの村には現在住んでおらず、建物の倒壊も多くみられた。このグ

ンバも地震によりひびが入ったり壊れたりしており、約150万ネパールルピーをかけて再建
設されたものである。三階建てで地下一階にキッチンがあり一階はミーティングスペースで

仏像も3体ほど置かれており、二階はお祈りのスペースとなっていた。 
 
＜調査内容＞ 
Q.グンバをどのように使っているか 
A.お祈り、地震の時の避難場所として使用。遠方から来訪者が来た場合の宿泊場所として提
供することもある。冠婚葬祭はグンバの大きさの問題上行わない。 
 
Q. グンバは仏教徒のためのお寺だがヒンドゥー教徒もグンバを利用するか 
A.お祈りの目的では利用はしないがミーティングの時は利用する。 
 
Q. グンバ（コミュニティハウス部分）で、どんなことを話すか 
A.グンバのことについて話す。例えば遠くから来た人のためによりよいグンバにするための
方法など。過去に地震でグンバが壊れた時はどうやって再建したのかを話した。宗教的な場

であるため、グンバのこと以外については話し合いを行わない。 
 
Q.管理（電気代等）はどうしているか 
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A.お祈りの際に使用するろうそくをグンバで売っており、その売り上げを利用したり一階と
二階に設置されているdonation boxに寄付されたお金を利用したりしている。村人から徴収 
することはない。また、政府から補助金などは受け取っていない。 
 
Q.管理は誰が行なっているか 
A.Management communityのメンバー（総勢11~13人所属）が行なっている。地震が起きてか 
らほとんどの村人が都市部に移住したため現在はインタビューを受けてくれた女性一人が行

なっている。なお、そのManagement Communityは村人の投票によってメンバーが決められ 
た。 
 
Q. Management communityの年齢層はどのようか 
A.幅広い年齢層で行なっておる。若い人はだいたい30歳程度。ネパールの法律により組織の
リーダーが男性ならサブリーダーは女性のため女性も組織に入っている。 
 
Q.グンバを作ったときの資金は誰があつめたか 
A.村人たちがお金を出し合ったり、近くを通った車に募金をお願いしたりして徴収した。政
府からの補助金は一切なかった。 
 
Q.グンバの存在、必要性 
A.大きな祭りの時に人が集まるのでグンバは必要。毎日お祈りをしたりはしないが、そこに
グンバがあることということだけで、村は守られているため必要である。地震が起こった時

もこの村の建物はたくさん壊れたが人はほとんどなくなっておらず、グンバがあって守って

くれたのだと話していた。 
 
＜考察＞ 
・村人たちでグンバ再建のための資金を集めた。 
・Management Communityが機能しており、女性も参加するなど公平性が保たれている。 
・仏教徒以外も利用できる。 
・利用目的は宗教的なお祈り以外に、来訪者のための宿泊場所としても使われている。 
・管理費はろうそく代や寄付で賄われている。 
・グンバは物理的な面だけではなく、村人の精神的な面においても重要な役割を果たしてい

る。 
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5. 3 カトマンズ調査/Investigation in Kathomandu 
 
＜スケジュール/schedule＞ 

Day1   3/21 ・アソンの小売店(問屋、携帯ショップ、レストラン、洋服屋、八百屋)  
・トリブバン大学トリチャンドラキャンパス 

Day2   3/22 ・タリパリのスクンバシ（スラム街） 
・ 日本語学校 

Day3   3/23 ・コカナハンセン病療養所 

 
 
＜調査結果/Results＞ 
Day1（3/21） 
・アソン/Ason 
　現地人が買い物を済ませる街で、カトマンズ中心部に位置する。スパイス屋、家電屋、生

活雑貨屋などが建ち並び、カトマンズの人々の暮らしが垣間見える地域。各地域へのバス停

留所があるラトナパークにアクセスが良く、常に多くの人で賑わっている。 

 
 
 
 
①問屋　優しいおじさん　40代  
　どんな質問にもNGなしに正直に答えてくれた優しいこの
方。一家は昔からアソンに住んでおり、実家の近くでお菓

子、チャウチャウ、香辛料といった小物を売るお店を持って

いる。彼は以前に魚屋、スパイス屋といったお店を出してい

たが売り上げがあまり上がらず、現在の問屋業を営んでい

る。営業時間は朝7時～夜8時までで、2人で店を回してい
る。お店は路地に入ってすぐのところにあり、建物の外に商

品を並べて店主は座っていた。客数は1日に約40～50人で、
時間帯としては3時～4時あたりに多く来る。客の年齢、性別
は様々で、ちょこちょこ物が売れ、前職と比べれば売り上げ

はそこそこに良い。そして、自分の土地で商売をしているか

ら、店の地代家賃は払っていない。 
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   しかし、この店の売り上げだけでは生活できないのが現状。家族は10人いるのだが、仕事
をしている人は他にいない。店の売り上げの他に、部屋貸しをしており、２つの収入を足す

と月に10万ルピーになる。その中から月に水道代、電気代は2000～2500ルピーと、飲み水代
1500ルピーを支払い、子供の教育費を払うと生活はギリギリになる。(子供を大学に行かせ
ると四年で250万ルピー。私立学校に入ると、幼稚園も月に1万5000ルピー。中学高校で4～7
万ルピーになる。) 食事は村のようにほぼ毎食ダルバードで、外食は基本しない。(外食をす
ると、Momo一皿で150ルピーくらい。チョーメンだと250ルピー。タメルの観光客が入るよ
うなお店だと、バーガー１つで400ルピー。カクテルは450ルピーくらい。) 
   アソンは基本、地震で建物が大きく崩れたりすることはなかったが、3～4ヶ月店はまとも
にできなかった。地震直後は、簡易に腹を満たすことのできるチャウチャウなどはよく売れ

た。地震のような緊急時も国は何もしてくれなかった。地震の影響を受けた建物には政府が 
そこに住んだら危ないというシールを貼ったが、それ以上は何もしなかったので、国民はそ

のような建物に住み続けた。普段から、店をやる上で税金を一年間に2万5000ルピー払って
いるが、税金を払ったことで何か恩恵を受けた感じはない。払わなければ、政府職員が店に

訪問した時や国民証明書の維持、出店において厄介事が起こるから仕方なく払う。政府はい

つでも強く、民意を反映しない。 
  
 
 
 
②携帯ショップ　スタッフ　20代 
 
　チャラい見た目に反して、しっかり質問に答え、わから

ない という返事は決してしなかったこの方。カトマンズ
盆地の西南部出身で、この店ではスタッフとして5ヶ月前
から働いている。前職は同じくケータイ屋のスタッフ。お

店の営業時間は朝9時〜夜8時。店は新しく、白を基調に明
るいイメージがあり、ウィンドウケースの中にはケータイ

や周辺機器があった。1日の客数は前の店ではマックス100
人くらいだったが、今の店は50人くらい。店の周りには、
同じようなケータイ屋が何件も連続して立ち並ぶ。ケータ

イ本体よりも、カバーの方がよく売れている。機種として

人気なのは、oppo(中国)、サムスン、HUAWEI、MIで、日
本と違ってIPhoneは主流ではない。機種代はoppoだと1万5
千～5万5千ルピーで、サムスン1万～14万ルピーまでとい
うように、幅がある。ネパールでは月額の通信料を払うの

ではなく、通信した分だけお金が発生する。彼の場合、月

に平均して1800ルピーほど使うという。 
　雇用についてだが、ネパールは基本アルバイト文化はない。彼の月収は2万5千ルピーほど
で、生活費として2万ルピーを使い、5千ルピーが残る。 低1人3万ルピーの月収がないと、
生活は厳しいという。ネパールでは平均的なお店のスタッフとして雇われると、自分がどん

なに努力したとしても、それが給料に反映されないため、怠けても同じ。海外で今のように

働いたらもっと稼げると感じるそうだ。インドに旅行に行ったことがあるが、将来的にはそ

こで働くことを考えている。ネパールで報われにくいのはなぜかという問いに対して、国全

体のシステムの問題だと彼は言う。近年物価が急激に上がっているが、給料は低いまま。若

者は皆出稼ぎに海外へ行くが、それはネパールに充分な仕事の機会がないから。国全体のシ

17 



ステムが変わって、給料が5万ルピーくらいになれば多少の余裕を持って暮らせると言う。
今のネパールの問題は、雇用だ。ネパールの若者たちに自分の国にいても仕事ができ、自分

の努力が反映される環境を見せなくてはいけない。若者にネパールで労働することに対する

モチベーションを与えることが も必要なことだそう。 
 

 
 

③レストラン　オーナー女性 40代 
　インタビュー調査をお願いしたとき、女性だけに対してなら話すということだったので、

女性メンバーだけで質疑応答をした。シャイな人なのかと予想していたが、話してみると超

明快姉御肌だったこの方。店の賃料や社員の給料などの質問はNGだった。 
彼女の出身はラムチャというバラビセへ向かう途中にある村で、この方もヒンドゥー教徒の

ネワール族。店の営業時間は朝9時～夜9時で、スタッフは15人。客数は一日におおよそ100
～200人で、平均して200～500ルピー支払っていくようだ。この店は基本現地の人が訪れる
ようで、300ルピーほどでチャーハンやインドカレーなどが食べられる。ローカルレストラ
ンの中で1番美味しかった。彼女の祖父の代で商売のためアソンへ越してきた。村と比べて
カトマンズでは良い生活ができるため、戻るつもりはないという。店の料理の値段について

尋ねると、材料費の値上がりと連動して値段は上がっており、物によっては去年と比べて50
～100ルピー程値上がりしているようだ。地震により、建物に問題が生じたため、一年半は
近所の表通りで営業を続けた。当時は店の立地が良かったため、むしろ売り上げは元の路地

裏で店を構える現在より良かった。大学生の息子がおり、将来は店を継いでほしいと考えて

いる。海外へ行ったことがあるか尋ねると、ネパール人は基本的に海外旅行は行かないと答

えた。ネパール国内に比べれば海外はチャンスがあるとは思うが、働くにもビザが厳しく、

機会がなかなかないという。生活で困っていることや、ネパール政府についてどう思うか尋

ねてみたが、特に言及すべきことはないという。政治に期待しても無駄なので、自分で頑張

るしかないと言った。 
 
 
 
 
④洋服屋　オーナー女性　30代 
　ネパール国内によくある洋服屋を二ヶ月前から経営する

女性。やや物珍しいそうな視線を向けながらも丁寧に質問

に答えてくれた。出身はカトマンズ、店をオープンしたの

は生活のため。ターゲットはネパール人、日常ベースの衣

類を提供する。ジーパンやTシャツ、ジャケットなどが多
かった。そのほかにもスニーカー、革靴、サンダルも売っ

ていた。1日あたりのお客さんは30〜40人、約2500〜3000ル
ピーを使う。外国人が来ることはほぼなく、だから私たち

にも不思議がる視線を送ったのだろう。インタビュー中に

もネパールの女性が来店して、トップスやジーパンを試着

していた。店の売り上げは月10万ルピー程度で、そこから
スタッフ2〜3人への給料、税金（13%）、賃料（月6000ル
ピー）、諸経費を払う。アルバイトはいない（そもそもア

ルバイトの仕組みがネパール全体で少ない）。この女性は

家族と暮らしており生活で経済的に困ることはほぼないそ
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うだ。おそらくこの女性の収入だけでは十分な生活は送れないと推察できる。とは言っても

外食や海外に行けるほどの余裕はない。それが故に気にかけることは当座の生活のこと。ネ

パールの発展や政府の汚職にかする質問を投げかけても、「まずは生活が優先、今は普通に

生活できているから政府とか汚職に関することはよくわからない」と答えるのみ。税金に関

しては銀行を介したやり取りになって以来多少よくなった面があると言っていたが何がどの

ようによくなったかに関して閉口していた。アソンに関することはラトナパーク（アソン付

近にあるバス発着所がある広い公園）でミーティングなどをするという。アソンの道路の拡

張などについて 近は話すらしい。 後に店で売っているものに関する質問をぶつけた。と

いうのもネパールで見かける洋服屋はどの店も見た目、内装、売り物が酷似しているから

だ。日本のように独自性やオリジナルブランドで差別化を図る意図が感じられなかった。少

し困惑した表情を見せていたが、商品が似通うのはそれらの商品がよく売れるから、売れな

いものを置いてもしょうがない、との回答をもらった。納得はしつつも何か噛み砕けない感

が残ったがこれ以上は、ということでここで終了。 
 
 
 
⑤八百屋　オーナー男性　50代 
　忙しい昼間の時間帯でも快くインタビューに対応して

くださったこの男性。カトマンズから一時間ほどのバク

タプル出身で、実家で栽培した野菜類を直売している。

店のスタッフは二人、営業時間は朝8時から夜7時までで1
日あたり数百人のお客さんが来るそうだ。インタビュー

中にも何人かのお客さんが来店していた。紳士な対応が

光る。野菜の種類は豊富でネギ・セロリ・白菜・キャベ

ツ・ニンニク・生姜・ホウレンソウ・オクラなどなど

（白菜が人気でこの日は昼の時点ですでに売り切れ）。

値段はネギ1キロ70ルピー、セロリ1キロ100ルピー、キャ
ベツ1キロ20ルピーなどで他の店よりも安く提供してい
る。その訳は先述したように直売で仕入額・小売価格を

気にせずに済むからだ。売上の仔細までは聞けなかった

が生活費・諸経費をさし抜いて手元に残るのは月20〜30
万ルピー。かなり余裕のある生活を送っているのだろ

う。二人の子供がいるが二人とも大学に通わせている（ネパールの大学の学費は年60万ル
ピー）収入の中にはカトマンズ内にあるもう一つの店の売り上げも含まれている。店の賃料

は月7000ルピー、店の土地は全て自分で働いて稼いだもの。昔はかなり苦労したと赤裸々に
語ってくれた。栽培に関しては国内で手に入るものだけでなく、海外に赴き種子を買ってき

たこともある。4年前の地震では店への物理的被害は特になかったが、栽培していた野菜が
ダメになってしまい約一ヶ月の間休業せざるを得なかった。店を経営していく上で厄介なの

が税金の処理だそうだ。アソンの他の小売店の方も話していたが税金を払っていないと商売

ができないことが多い。払っていなかったら公の書類や申請に問題が生じる。しかし税金を

払っていることで何か恩恵を受けているわけでもない。処理は適当に済ませているらしい

が、一連の話では非常に芳しくない表情をしており、政府に対する信頼はやはりここでも薄

かった。 
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・トリブバン大学トリチャンドラキャンパス 
　トリブバン大学は1959年にネパールに設立された初の国立高等教育機関。提携大学を含め
ると全国に1058のキャンパスがあり、トリチャンドラキャンパスはカトマンズ内にあるキャ
ンパスの一つ。このキャンパスは主に理系学問を教えている。 
 
①図書館 
図書館は大体日本の学校の体育館の半分程度の大きさで、本の数も日本の大学図書館と比較

するとかなり少ない。置いてある教科書や本は基本的に全て英語圏のもので、ネパール語の

書籍は近くで見てやっと気付く程度に置いてある。本棚には鍵がかけられていて、学生が気

軽に手にとりにくいようにも感じた。座席数も３０程度で、館内全体にそもそも蛍光灯はつ

いていなかった。私たちが訪れた夕方の時間帯は、図書館で勉強している生徒は５人程度で

あった。 

②教室 
教室も図書館と同様、蛍光灯が設備されていない。また、コンクリート造りの壁も相まって

か、かなり冷たい印象を受ける。教室が暗いため、後ろの方の席からではホワイトボードも

見づらい。机や椅子は長く、木でできている。物理の授業後だったようだ。 
 
③２０歳の大学生男女４人組。 
　放課後、サッカーをしている学生の近くで

談笑しているところへお邪魔した。この場で

は全体に対して質問を投げかけた。 
　この大学は国立大学なので、学費は国が全

て負担しているようだ。国立大学は入試で

しっかり点数を取らなくては入れないが、私

立は学費さえ払えれば入試なしでも入学でき

る。ネパールにバイトやサークル文化はな

く、大学の勉強をちょくちょくやる以外の時

間は友達とスポーツをして遊んだり、家でア

ニメやドラマを見て過ごすそうだ。皆友達に

会えるから大学が楽しいそう。そしてアニメ

はナルトが人気だった。インターンシップに

ついても、ホテルマネージメント専攻の学生
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は実習として必修だが、それ以外の枠はなかなかないという。地方からきた学生たちは、親

戚の家に住むか何人かで部屋を借りたりしながら、自炊をしたりして節約しているようだ。 
   ネパールの教育について問いかけた。地方出身の学生は、カトマンズの教育水準は地方よ
り高く、競争も激しい実感をもっているようだ。ラムチェの中にも質の高い教育を受けるた

め、幼い頃から近くのバラビセという街やカトマンズへ出る子供もいたように、地方の教育

は課題を多く残しているようだ。大学教育において改善すべき点は、実験の不足。インタ

ビューをした生徒たちは生物学や動物学を専攻しているのだが、教科書での勉強に偏重して

いるといった。 
　将来のヴィジョンについては皆んな、まだはっきりしていない様子だったが、『先生にな

りたい』、『例えばオーストラリアのような海外へ行って、勉強しながら働きたい』などと

いう声は上がってきた。また、ここの大学の掲示板には学生が主体となる政治団体のチラシ

やポスターが貼られていたので、政治に興味のある学生が多いのかと思い、政治について意

見を問うた。政治に興味はないという人がいたが、その理由はネパールの政治は効率的でな

いからだそうだ。国の状態について不満はもちろん持っていて、例えば、大卒でもその資格

が国内で仕事やキャリアにつながりにくいことなどが挙げられる。それでも大学に行く方

が、人脈、機会、経験においてプラスに評価されるから通っているという。私たちがインタ

ビューをしたのはほんの一部の学生たちだったが、若者も国政に対して一定の諦めを持って

おるように感じた。ネパールが現時点で国として課題が多くあるとしても、ネパールの中核

を担うのは若者である彼らだ。国の問題は何で、それを次世代を担う者としてどのように向

き合っていくのかを尋ねた。すると、ネパールの問題は、アソン調査でも上がってきたこと

だが、やはり政治家の腐敗、失業、そして水不足が主なものだと答えた。加えて、女子大学

生にジェンダー格差は感じているかについて聞くと、生活する上で格差を感じることは今の

ところないようで、以前に比べれば状況は良くなっていると言った。例えば、議席も女性の

ための枠が33%設けられているそうだ。インドと比べればネパールのジェンダー問題は緩や
かだと言う。(まだ彼女らが学生で、格差を感じる場がない可能性もある) ネパールの問題を
解決することには皆前向きなようで、稼げるようになり生活が安定したら国を良くするため

に何かすることを考えたいといった。 
 
 
Day2 
・タリパリ　スクンバシ 
　タリパリはカトマンズ南部にあり、中心部

からはバスで20〜30分ほどの場所に位置す
る。ショッピングモールや料理屋が立ち並ぶ

町を横目に、川沿い一帯のエリアがスクンバ

シである。スクンバシを一言で言えばスラ

ム。家が川の流れに沿ってまっすぐ立ち並

び、野外で商品を売る雑貨屋もある。経済民

主化政策が進んだ1990年代を境にネパール社
会は急激な変化に見舞われ、都市における経

済格差が拡大した。そしてあぶれた者同士が

集まって集落を形成したのがスクンバシである。ネパールの中で住宅や設備、衛生状態はこ

こが も悪く、年貧困層の生活を目の当たりにした。川からは常に悪臭が漂い、雰囲気とも

異様なものが感じられた。 
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①チャトルバードさん　三児の父　50−60代 
　スクンバシはカトマンズ で家賃が払えないような貧しい人々が住むエリア。私たちが質
問をする相手は、自分を貧しい者と 初からみる視線を受け入れた上で質問に答えることに

なる。失礼にあたるのではないかと思い、やりづらさを感じていた私達だったが、そんな

我々を快く家にまで受け入れてくださったのが、この気さくなお父さんだった。ネパールの

大学生がソーシャルワークとして時折ここに訪れ、生活の様子を聞いていくとのことだか

ら、急な訪問者に対してあまり抵抗を感じないのだろう。彼の家は木材やトタンを組み合わ

せた平屋だ。中の床には絨毯が敷かれており、広さは狭い教室くらいあるように見えた。彼

は東ネパールのサルライ出身のマガール族（全体の約７％）で大学生の娘と二人の小学生の

息子がいる。宗教はキリスト教。ネパール人とキリスト教の組み合わせは不思議な響きに聞

こえるのも無理はない（ネパールの人々は８割がネワール仏教徒）。しかし、キリスト教は

協会を中心としたサポートがあり、近年広がりを見せている。彼も元々は仏教徒だったが、

あることがきっかけでクリスチャンに改宗した。元いた村で妻が精神病だった時、ヒン

ドゥー寺院で祈祷してもらう治療を試みたが治らず、キリスト教に改宗した途端に治って以

来、キリスト教徒だそうだ。その恩恵から彼はクリスチャンとなり、自宅の扉には清廉な十

字架が描かれていた。さらに協会の援助のおかげで一度やめざるを得なかった小学校に再

び、息子ふたりを通わせることができている。協会を介した共同体の環が広がっているよう

だった。 
　カトマンズに来たのは14年前、出身の村は蒸し暑く暮らし向きも悪い。村に土地も財産も
あるが、仕事の種類が豊富で収入も多いカトマンズへ。首都は盆地のため気候も安定し暮ら

しやすい。チャトルバードさんは建築関係の仕事をこなしているが、腰に持病を抱え慢性的

な痛みに苦しむ。そのために毎日仕事に向かうことができず、痛みが和らいだ日に日雇いの

仕事に就く。朝10時から夕方17時まで働き、日当は約1000ルピー（当日受け取り）。妻も建
設現場での仕事をしているが、日当は約800ルピー。二人のわずかな収入の合計でなんとか
生活を食いつないでいる。月収は明らかではなかったが生活の様子から十分でないことが見

て取れるだろう。家賃はなく、電気代は月600ルピー〜1000ルピー、水代（ガロン）は月
1200ルピー、食費は計算していないが余裕があるときだけ肉を入れるという。生活用水（洗
濯・洗い物用）はポンプ式の井戸あるいは、雨水のタンクからの水を使う。米は4人で月に
75キロ消費する（一人あたり月112合の計算。1日2食計算で一食あたり半合）。また海外や
NGOから支援が入ることがあり、インタビューの10日前にも25キロ分の米を提供されたと
いう。家も地域的問題から警察の介入を避けるために短時間で建てる必要があり、屋根と壁

に隙間があり、風が入ってくる状態だ。他の家も似たようなもので同じ様な形状の家が左

右、また道をはあんだ反対側にも建ち並ぶ（仮設住宅を思い起こさせる）。この地域も変化

を経験していて、彼が来た当初はまだジャングルの状態で人もあまり住んでいなかった。そ

こから人、家ともに増え始め、多いときは300軒もの家があった。が、地震の後は村に戻る
人やスクンバシを去る人もいて、現在は135軒ほどの家があるそうだ。川の状態も変わった
という。一帯を歩いていると下水の様な鼻につくキツイ匂いがたち込めたが、川にゴミが多

くなったことが原因らしい。今はゴミは収集所に集め業者が持っていく。日本のホームレス

とは違って、資源ゴミを集めて売ることはしないようだ。 
　生活で困ることは土地。そもそも政府の土地で暗黙下で暮らしているために政情の変化に

よって暮らしが危うくなるかもしれない。だが彼は読み書きができず、政治に関することは

よくわかっていない。テレビ・ラジオもあるがインドのドラマを見ることが多く、ニュース

などでは情報がごった返していて状況をつかめていないという。地域にはコミッティー（自

治委員会）があり、地域に関わること、運営について話し合いをすることがある。 近では

上水と下水の工事に関する話し合いを開いたらしい。暮らし向きは微々ながらも改善してい

ると言えそうだが都市における貧富の差が顕著に出た一例の様に思えた。 質問も差し詰め
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で、そろそろ切り上げようとすると家の外をおまわりさんが3人すずろ歩きしていた。それ
に対してその家の犬が吠えていたものだから、『犬も怒ってるの？』 ときくと、笑いなが
ら、『警官が来るといつも吠えるんだ』と答えてくれた。 
 
 
 
②乳幼児を抱くお母さん勢　およそ１０名 
　保育園についての会議終わりだった様子。スクンバシ入り口付近にkids roomと書いてある
ドアがあったから、おそらくそこが保育園的役割を果たしているのではないかと推測した。

スクンバシへ嫁いできて、そこで子供を産む女性もいるそうで、若いお母さんも度々見かけ

た。スクンバシでの子育てに当たって困難に感じることは、道に物が落ちていたり障害があ

るから、幼い子供を自由に移動させられないことだと言う人がいた。（スクンバシならでは

の問題なのか。。。）お母さんたちは、井戸端会議をしているようで、私たちを歓迎しては

くれず、長くて２分程度しか相手にしてもらえなかった。ネパールの女性は内向的な方が多

く、男性の方が陽気でおしゃべりな人が多い気がするのは私だけだろうか。 
 
 
③歯が無い初老の女性 
　同年代の仲の良いお友達と家の前で喋っていたこの方。年は明かさなかったが、平均寿命

が69歳くらいのネパールなら、彼女も高齢者の類に入るのだろう。 初は雰囲気的にインタ

ビューには答えてくれないかと思ったが、何気にしっかり答えてくれた。 
　彼女は東ネパールの村からカトマンズへ仕事を探しにきた。スクンバシには20年間住んで
いる。カトマンズでちゃんと家賃を払って家に住んでいた時代もあったようだが、離婚した

彼女にとって女手一つで子供を育てながら生活に十分なお金を稼ぐのは困難で、スクンバシ

に越してきた。以前はレンガ運びの仕事をしていたが、心臓の病を患って以来仕事は控えて

いる。治療はしっかり済ませたのかを尋ねると、治療費は高すぎて払えないからしてないと

いう。治療費が高いのは当たり前かもしれないが、聞くところによると診察料もものすごく

高く、一回の受診で２万ルピーかかるそうだ。（言葉がうまく伝わっていなくて間違えてい

る可能性はあるが、ネパール人の平均月収は２万～３万ルピーだと考えるとかなりの額だ）

たまにスクンバシにもネパール人が運営するヘルスキャンプがやってきて、健康診断を実施

するのだが、診断をするだけで薬の処方や重病の処置には対応していないそうだ。 
　普段は何をして過ごしているのか、仕事はしているのかなどといった生活リズムについて

聞いた。朝は7時半におきて夜は8時半に
寝ているようで、基本的な家事を済ませ

る以外の時間はずっと、近隣住民と話し

ているようだ。風呂は週に２、３回入

る。生活費はカトマンズで清掃員として

働く娘からの仕送りに頼っていて、息子

たちは仕事をしているものの、自分に仕

送りをすることはないという。前述した

が、彼女は離婚しており、元夫はすでに

再婚している。スクンバシでなら旦那が

いなくても暮らせると言った。 
　スクンバシの問題は何か尋ねると、問

題だらけで言い切れないと答えた。政府

はそれらの問題を解決してくれるのかと
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いう質問に対しては、政府の土地に無断で住む自弁たちに政府が何もしてくれないのは当然

の話である上、政治の状況は無学であるから把握していないと述べた。普段の会話で地域の

問題を話し合ったりすることも滅多にないようだ。スクンバシはそのような状況であるし、

ましてや故郷の村には自分の家があるから尚更帰りたいのだが、長距離を車に乗って移動す

るほどの体力がないから戻れない。ここで

一生を終えるつもりなのだろう。 
　２０年前のスクンバシについて尋ねた。

昔はあたり一帯がジャングルのようで、野

生のジャッカルや犬もいた。川の向こうに

は産婦人科があるのだが、水子は川にすて

られていたようで、その遺体を犬が拾って

食べたりしていたようだ。ちょっと怖い

が、それも仕方がないと思っていた。12年
前から近隣住民で産婦人科に対してデモを

行って成功して以来、そのような光景を目

にすることはなくなったそうだ。 
 
 
 
 
 
 
 
日本語学校 
①エビエム日本語学校 
 
　朝の10時ごろ、授業後の教室にお邪魔させ
てもらった。そこには33人の学生たちがお
り、私たちが『こんにちは』と挨拶をすると

元気に日本語で返事を返してくれた。開いて

いる教科書のページから、曜日の言い方など

といった基本的な日本語の単語を学んでいる

ことがわかる。カトマンズ市内にはたくさん

の日本語学校があり、日本語の他にもオース

トラリア留学などを目指すIELTS対策学校、韓
国語学校が多く見られる。中国は隣国である

が、労働ビザが厳しいようであまり中国語学習は普及していない。 
　この日本語学校に通う生徒は、18歳から29歳までの若者たち。日本語は３ヶ月前にオープ
ンしたため、生徒数は現在90名ほどだが、韓国語の方は９年前からあるため、約1200名の学
生がいる。この日本語学校の先生たちは、日本に住んだ経験のある人たちだ。ここの校長先

生は以前横浜に住み、品川駅改札内のコンビニで働いていたようだ。学費は月に2500ルピー
で、土曜を除いて週６回、朝１時間授業がある。 
　生徒たちの身の回りでは日本へ働きに出かけている人がそれなりにいるようだ。３３人中

１０人の生徒が、知り合いに日本へ働きに出ている人がいるという。その知り合いたちから

日本についてどのような情報を聞いているか尋ねた。日本は仕事がきつい、以前より稼げな

い、言葉の壁が苦しいという声を聞いているそうだ。マイナスな意見多いが、それでも行き
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たい気持ちは変わらないのか尋ねると、留学生ビザで行くと大変だが、労働ビザでは違う可

能性があり、そして日本の中でもどの地域へ行くかによって状況は異なると言った。日本で

外国人が働くのは大変な苦労が伴うが、それでも日本に行ったらネパールにはないチャンス

がある。努力に対してのリターンがあるからこうして日本語を学ぶことに決めたようだ。 
　ここの日本語の達者な先生に、話を聞いてみた。この10年間でネパールの日本語学習者は
急速に増えているという。日本語教室は始めたばかりでまだ卒業生がいないが、この学校の

卒業生で韓国へ働きに行った多くの生徒は、韓国で働くことに満足しているそうだ。ネパー

ルで働くと、月給は２万ルピーだが、韓国なら工場や農業に携わるだけで１５万ルピーはも

らえる。今のネパールにとって海外に出ていく人間が増えることはとても重要で、それは金

銭的な利も大きな理由だが、先進国の技術力やノウハウをネパールに持ち帰る人が増えれば

国の状態が良くなるから。今後日本を始めとする他国へ出るネパール人の働きに期待してい

るという。現在、日本語を教える上で日本地図や日本文化に触れられるマテリアルが学校に

ないことが不便していることだという。そのようなマテリアルを送ることで、楽しく日本語

を学ぶ手助けをするのも確実に必要とされていることだ。 
 
＜日本に対するイメージ＞ 
・ハードワーカー  
・教育水準が高い 
・アニメ 
・技術力が高い 
 
＜日本語を勉強する理由＞ 
・ネパールは失業率が高いから新たなチャンスを求めて 
・ 先進テクノロジーを学んで、ネパールに還元するため 
・80%の国民が農業を営むネパールに、先進的農業技術を導入するため 
 
＜ネパールの一番の問題＞ 
・教育水準の低さ 
・失業 
・政治 
 
 
②日本語学校2 
　１校目と変わって少し狭いビルの三階に位置する日本語学校では訪れた時3人の男子学生
が女性の先生から授業を受けている 中だった。校長先生の案内で教室へ。 初に目に付い

たのは壁一面に貼られている日本の語学学校のポスターだった。日本人からすると聞き覚え

のないものばかりだった（そもそも日本にある日本語学校の名前を知らない）がその学校か

らは多くの大学に進学する者がいるという授業では単語レベルの日本語を教えていた。話を

聞くと初級コースの授業でクラスにいるのも初学者のみ。ホワイトボードでは英語の横に対

応訳が書かれ発音もローマ字で書かれていた（例：white 白 shiro）。ノートを見せてもらう
と彼のノートにはネパール語による書き込みもあった。ノートは既に半分以上使われてお

り、自己紹介や簡単な例文が書き写されていた。しかしホワイトボードに注意深く目を向け

ると「男」の漢字に誤りが。寛菜が訂正してくれました。先生の女性は日本語を学習した経

験があるが日本に行ったことがないそうだ。他に目立ったミスはないがやや授業進行の妨げ

になっていたので退室し、校長先生に話を聞くことにした。 
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　校長先生は日本語を不自由なく話し、なんと横須賀に居酒屋（Denny Dine Bar）を持って
いるらしい。この日本語学校では18〜21歳の大学生が主で2年間にわたって日本語を学ぶ。
学費は月3000ルピーで週6回の授業を受ける。クラスも学生VISAと労働VISAでクラスが別
れており、お邪魔したクラスは学生VISAクラスであった。需要は労働VISA向けクラスでそ
の分授業料も高い。このような人気は10年前はなく、徐々に人気が出てきたところらしい。
しかし校長先生は状況を楽観視せず切に現実を語ってくれた。その現実とは、日本語をここ

で学ぶことが必ずしも明るい未来に繋がるわけではないこと。確かにここで勉強したのちに

日本に留学し、現在日本企業で職を得ている者もいるという。それでもそのような事例は稀

で、多くの学生が挫折を経験するという。そもそも学習意欲がなく、隔日で休んだり、目的

がなかったりする生徒もいる。日本に行っても真面目に勉強せずVISAの期限満了で帰国す
る生徒は後を絶たない。日本では「日本語」で生活することが求められ、そこはもう日本語

「学校」ではない。そのイメージを持たないまま学習し絶望することが多いという。日本で

の費用も無視できない。学費だけで100万円はかかる。基本はローンを組んで資金を捻出す
るという。多額の投資と厳しい現実のギャップにやられる人が多いと語ってくれた。日本で

の提携校は10校で、年に2回担当者がやってきて、学生と面談を実施し、受け入れの是非が
判断される。福岡の外国人向け日本語学校（西日本国際教育学院）が人気でこれまでに100
人以上者ネパールの若者が日本へ向かった。その学校のポスターでは旧帝大学はじめ、多く

の大学への進学実績が掲載されていた。 
　ここで偶然にも立命館大学大学院で日本語教育を研究する博士院生に居合わせ、話に加

わってくれた。ネパール他タイやベトナムの日本語学校を練り歩き、その実情を調査してい

るという。彼は日本にくるネパール人のような語学留学生の実情を話してくれた。学生は学

費だけを親に払ってもらうケースが多いので生活費はアルバイトをして稼ぐことになる。そ

して実経験からもわかるが、外国人が働いているのはコンビニや牛丼屋、しかも深夜帯の方

が給料が多いので昼間は学校、夜はアルバイトの生活になることが多い。そしてVISA等で
は留学生は週28時間の労働が認められているが、フルで働くことは難しいので月のアルバイ
ト代は6万〜8万円になる。しかし、夜間に働いていたらその後の状況は簡単に予測できる。
バイトの疲れから学校では寝てしまい、そして放課後はまたバイトへ。負の循環が生み出さ

れ、日本に来た目的が霞んでしまう。さらに悪いことには学校に来なくなる学生もいるとい

うことだ。日本での現実を目の当たりにして言葉が出なかった。直近では東京福祉大学で

1400人もの留学生が行方不明になりニュースになったがその裏にはこう行った時事情も隠さ
れているのだろう。 
　学生だけでなく労働VISA関連の話も聞くことができた。東南アジア諸国から多くの外国
人が技能実習生として来日しているが国によって状況は異なるという。たとえば看護師を目

指して来日する外国人の国家試験合格率は国別に見るとその違いは顕著で、ベトナム人は

100％に近い一方でフィリピン人は30％らしい。各国での医療水準（医療的発想）の差が合
格率に現れるらしい。看護師の他にも介護士・介護福祉士など職種は多岐にわたり、人手不

足が嘆かれる領域では労働VISAの延期も容易に可能だが、薄給や長時間労働の問題が残
る。さらにインド人やネパール人が介護の技術を学んだとしてもカースト制の名残りで介護

の対象になる人とそうでない人の区別がなされ、技術の持ち帰りが円滑に進まないことも珍

しくない。他にも 新技術の学びを目的としていても業務が事務作業に留まり、VISAの期
限が来てしまうなど、必ずしも来る側の問題ではなく、「受け入れる側」の問題が大きな障

害となっているように感じられた。 
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Day3 
・コカナ　ハンセン病療所 
　カトマンズからバスで１時間の谷間に

位置する地域。村は平地で広大な農地が

広がる。古くからネワール族の居住地域

で、ネワール族伝統のレンガ造りの家

と、精巧な木彫り細工が街の中心部では

見ることができる。村には、1857年に建
てられたハ 
ンセン病患者の治療、及び収容施設があ

り、患者とその家族・親類が身を寄せ

合って暮らしている。1984年以降、この
居住地域はNGOによって管理されてお
り、そのほかにも日本や欧米諸国からボ

ランティアが多く訪れる。 
 
 
 

回復者の住むのは、赤レンガ造りの長

屋。建物は整備されており、その前には

花壇があり、和やかな空気を生み出して

いる。この場所で、元々ハンセン病患者

だったが、完治後はこの施設で管理人と

して45年以上働きながら暮らす初老の男
性にお話を伺った。インタビューをして

いると、周りの住民も近くに座り始め

た。 
　ネパールでは日本と同様、ハンセン病

を患うと家族やそれまでいた社会から離

れ、回復に向けて患者たちが集団的に暮

らす。現在コカナにはハンセン病回復者

が160人ほど住んでおり、住人は一度こ
の地へくると基本的にはここで一生を送る。平均年齢は65~70歳。周囲の住人の中には、移
り住んだ回復者の家族や親戚もいるようだ。ハンセン病になると身体に支障が生じ、働けな

くなる。それによって、家族全体の収支において問題が生じるため、家族に迷惑をかけるこ

とになる。そしておそらく金銭の事情以外にも、ハンセン病に対する正しい理解の不足が、

家族や周辺住民からの差別を引き起こしてしまう事情も相まって、一般社会から隔絶されて

いったのだろう。畑仕事や、レンガ運びの仕事などは自由にすることが許されているのだ

が、実家に訪れる際は、施設から事前に外出許可をもらう必要があるようだ。 
　ハンセン病回復患者は完治後も、手足に後遺症が残る。熱さ、冷たさ、痛みなどの感覚が

わからず、よく怪我をするようだ。その処置の為にも、週に２日、月曜と木曜にネパール人

の医者２名と看護師３名が定期検診に来る。コカナにいる限りは、治療費も国負担で、住居

も提供される。この保障もあって、コカナに住み続ける住民も多いのだろう。1人あたり、
調味料や油を買うお金が月額1500ルピー支給され、その他米、ダル（豆カレー）、少量の油
といった基本的な食材が配給されるが、それでは 低限度の生活を送るので精一杯である。
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（1500ルピーというと、農村部の約２日分の給料）週に１回ネパールでは高級だとされてい
るヤギ肉が配給され、それが贅沢とされている。 
　人口の推移については、回答者がこの施設で暮らし始めた45年前は546名が暮らしていた
という。つまりこの半世紀弱で人口は約５分の１になった。今でも年に2、3人が入居し、3
ヶ月前には18歳の若者も入って来たという。治療に何ヶ月かかるかは不明だが、青年はこれ
から先もコカナに住み続けるのではないかと言った。コカナにはボランティア支援がたびた

び来る。このレンガ造りの住居も日本の援助で30年前に建てられ、4、5年前には日本の学生
ボランティアがペンキ塗りに来たようだ。ペンキが塗られて綺麗な見た目になると、雰囲気

が明るくなったという。 
  
↓100年前から震災まで、ハンセン病患者とその家族が住んでいた建物 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
番外編 
・HOLI祭 

 
　ホーリーはヒンドゥー教の春の訪れを

祝う祭典で、インドとネパールでインド

暦11月（太陽暦3月）の満月の日に行われ
る。祭では誰彼無く色付きの粉や水を掛

け合って春の訪れを感じる。祭は元来豊

作祈願であったとされるが、各地の儀式

や時代に伴って現在の形になったとい

う。ネパールの人々にとって国家的一大

イベントであり、至る所で色粉や記念T
シャツが売られている。ネパール人の盛

り上がりはもちろん、多くの観光客も祭

を楽しむ。祭当日は街ゆく人からは粉を

かけられ（塗られ？）、頭上からは水が降ってくる（大抵の水はなぜか濁っている）。 
　調査班もカトマンズでホーリーに参加したが、ステイ先を出ると真っ先に子どもの標的と

なって水風船を投げられ快い洗礼を受けた。これくらいが可愛いものだった。繰り返される

粉・水・粉・粉・水・水・水。「これがカオス」と感じながら祭典の中心部であるダルバル
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広場へ向かった。この日は多くの店が休業で皆が祭を楽しむため飲食店をのぞいて街の景観

は普段と異なる。すれ違う人も今か今かと粉・水を振りまけるタイミングを狙っている。歩

いてくる人ならまだ許せる。お互い塗りあえるし。しかし、水の入った球体はどこからと無

く飛んでくるのだ。子供。加減を知らない子供。７階付近から水風船を全力で投げてくる少

年少女。バケツで援護する大人。どこかのドッキリ番組であった「知らない人が部屋にいる

が一番怖い説」のように「どこと無く茶色い水が降ってくる」が一番怖いのである。衛生の

えの字もないような液体の恐怖ったらない。何はともあれそういった環境にいるとアドレナ

リンが溢れ出て感覚が麻痺してくる。すしざんまいの社長並みの寛容さだって手に入れられ

る。もうなんでもありだった。 
　街の中心部にはDJスペースなども設置され軽快かつ重厚なクラブミュージックが鳴り響
き、街中がフェス会場と化していた。アバター。ハルク。エルモ。チャーリーとチョコレー

ト工場のガム好き少女の顛末。肌の色は皆それぞれ。塗りたくるだけ塗りたくる。それだけ

がルールだった。でもふと下を見ると混ざり合った粉がヘドロみたいになっていたのでオス

スメしません。 
　このホーリーはヒンドゥー教の祭典だが、その内容から世界でも注目を集め、アメリカや

ヨーロッパをはじめ世界規模で行われている。おそらく祭りにインスパイアされた  COLOR 
RUN というイベントも日本・世界で行われ人気を博している。 
 
 
 
6. 考察と課題/Thoughts and Challenges 
6.１考察/Thoughts 
調査の結果から、当初の目的であった以下の３点を考察する。 

①コミュニティハウスプロジェクトの妥当性 
②村と都市部の生活の比較から相違点の把握 
③新しいキャンプの可能性の模索 

 
①コミュニティハウスの妥当性 
　今回、調査に至った背景には以下の経緯がある。私たちは、昨年のワークに対する村人の

参加率の低さを目の当たりにした。そこでその低い参加率の原因として、プロジェクトの妥

当性が低い（ニーズとしての優先度が低い）ことを予測した。ワーク決定時の村全体の情

報、プロジェクトに関する下見情報が皆無であったため、プロジェクトを続けるにしても打

ち切るにしても、改めて村人の生活を知り、そこからコミュニティハウスが本当に村人から

必要とされているのか、妥当性を確かめる必要があった。 
　調査結果から、コミュニティハウスが村人から必要とされていることが明らかとなった。

つまり、私たちが考えていた「村人の参加率が低いのはコミュニティハウスがプロジェクト

として妥当性を欠くため」という仮説は誤りであった。ではなぜ参加率は低いのか、その点

については後述するとし、まずはどのようにコミュニティハウスが妥当であるのかについて

考察する。 
　このコミュニティハウスは冠婚葬祭の場を再び村に取り戻す面で意義がある。コミュニ

ティハウスの主な用途は冠婚葬祭場でありそもそも震災以前にはコミュニティハウスが存在

し、冠婚葬祭を村内で実施していた。しかし震災によって建物は倒壊し、その機能を持つ建

造物は村に存在しないため、現在は違う村で冠婚葬祭を行っている。宗教的儀式は、特に葬

祭において重要であり、また一同が会する場を提供するため、同地域の共同体の活性化に

とって必要な場となる。ゆえに震災復興に関するプロジェクトとしては妥当性があり、実施

に値する。 
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②村と都市の比較 
　村はラムチェ村とグマン村、都市はカトマンズとその周辺地域とする。共通点としては食

事と生活様式があげられる。ネパールの基本色であるダルバートは全国的に食べられてい

る。また食事回数も1日2食で共通していた。また都市部の方が物流が多く野菜の種類も豊富
ではあったが、用いられる野菜は画一的であった。さらに所得に差があっても外食を滅多に

しないことも共通点としてあげられる。生活様式に関しては生活リズムや衣服、また水、交

通手段が村・都市において共通であった。物へのアクセスに相違が大きく見られなかった。 
　相違点として、仕事・収入・消費・教育が挙げられる。第一に仕事に関しては、都市にお

いて多様性が見られる。都市では小売業や観光業の際３次産業が多い中で、復興に向けた建

設業も盛んである。また日雇いの仕事も多く存在する。一方で村では農業に従事している割

合が多く、中には昼間は農業をし夜間は麓へ降りて仕事をする人もある程度いた。また仕事

の多様性に付随して収入も異なっていた。都市部における収入はやや多く、物価もやや高

い。また消費指向もやや高めで、品揃えも都市部の方が圧倒的に多く、多種多様な店が存在

した。村では村内で解決できるほど物流が安定しているわけではなく、近くの都市へ週に１

度か２度買い出しに行く。しかしその都市もカトマンズと比べて店は少なく、品揃えも少な

い。生活レベルが都市部と村でかなり異なっていた。さらに教育に関しても都ではアクセス

が多く、公立学校によらず私立学校も多く存在し、また本屋も都市部には建ち並んでいた。 
　当たり前だが、仕事、教育をとってもカトマンズの方が村より発展している状態である。

スクンバシに住む高齢層でさえ、カトマンズにいる方が村よりも仕事が安定的にあるからと

いう理由で住むほどだ。また、者年層は海外へ出て仕事をするか、もしくは教育を受ける方

が良いと考える傾向にあり、カトマンズ市内を見渡してもそういった風潮を促進する学校が

多くあることに気付いた。現時点では出稼ぎや留学により、家族と離れて暮らさざるを得な

いネパール人が多いが、今後は海外で得たノウハウや技術をネパールに持ち込み、新たなビ

ジネスが新興し、ネパール全体としても変容していくだろう。 
 
 
③新キャンプ 
　村での調査においていくつか新しいキャンプとして実現可能性が高いものがいくつかあっ

たのでここに列挙する。 
 

1. ヤギ飼育プロジェクト 
ラムチェ村でヤギを共同管理するためのスタートアップ支援。主な目的は村内での

雇用の創出に向けた下準備。現在村内での仕事は皆無に等しく、若者は都市部に流

出している状態で、若者が戻ってこないことも多い。また収入も少ないため、緊急

時における備えや、新たなことへの投資ができない。そこで、ネパール内で も高

価な肉（黒毛和牛に相当）であるヤギを飼育し販売すること、雇用を生み出し、ま

た若者の村外流出に歯止めをかける。主な内容は飼育小屋の建設や、運営組織の策

定など。 
 

2. 水道の整備 
村全体で水へのアクセスを広げるインフラ支援。村では水をホースから得ていてそ

の供給量も一定ではない。震災時に水の供給量が変化し、三毛作できた土地で一毛

作しか行えないのが現状である。そこで行える支援は２通りある。水道の増設、あ

るいは供給の増加である。前者は具体的には蛇口を使用する水道状の整備である。
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村の各所に設置し、使える場所を増やす。後者の支援は水源にいき、供給量を増や

すための拡張工事を行う。 
 

3. 農業支援 
村で育てられる作物を増やす支援。野菜や穀物でもいいが、コーヒーや蚕も考えら

れる。というのも現在コーヒーの栽培を実際に試作的に実施し、もうすぐ主格でき

る状態であるという。そこで増産に向けた農場整備や植林などを行う。 
 

4. コカナハンセン療養所キャンプ 
調査でも訪ねた療養所でのワークキャンプ。住宅施設の老朽化がやや見受けられ修

繕や補修がワークとしては望める。また療養者との交流を通じてハンセン病に関す

る理解も深められるのではないか。さらに子供向けに寺子屋を営んでる人がいるら

しいが、施設としてはまだ不十分で建設に携わることも可能かもしれない。 
 

6.2 課題/Challenges 
　今後の課題として挙げられるものは以下の通りである。 
・本当の原因は何か 
　今回の調査でわかったことは「プロジェクトの妥当性は参加率に影響しない」ということ

のみである。言い換えれば、他の原因が存在するということである。それは何か、が今回の

調査では正確に把握できなかったが、候補としていくつかの可能性が挙げられる。いずれも

推測の域を出ないが、今後の検討課題として十分に意義があるだろう。 
　第一にプロジェクトが「非日常」の支援であることである。つまりプロジェクトの種類が

問題となる。プロジェクトには「日常」の支援と「非日常」の支援があり、今回のものは冠

婚葬祭が目的のため、「非日常」の支援に類する。しかしながら震災後の文脈でいうと「日

常」の支援が求められる環境であり、村人も自身の日常生活に関する安定性確保のために懸

命に働いている。その中で日常を目的としないことに従事するのは必然的に避けられるので

はないか。 
　第二に、村人に「意思決定権」が与えられていなかったからではないか、ということが挙

げられる。このプロジェクトの調査・計画・判断・実施における決定権は常に私たちの側に

あった。村人はプロジェクトの選択や延長・中止に関して一切の決定権を持たなかった。言

い換えれば、自分たちのいないところで決められたプロジェクトに参加してくださいと、と

言われているのである。まるでミュンヘン会議 である。コミュニティハウスは確かに妥当2

性はあるが、村人にとっては知らないところで進んでいたプロジェクトで、その妥当性も可

能性として後づけになっている可能性も否定はできない。 
　上の二点は推測の域を出ないが、今後のキャンプのあり方に関して示唆するところが大き

い。 
 
・キャンプのあり方について 
　第一に支援の種類である。「日常」の支援は使い道や目的がすぐに読み取れ、村人自身の

生活に直接的に関わる。また「日常」の支援は生活水準の向上につながるものが多い。水道

整備はまさに日常の支援で、水準向上につながる。村人がイメージしやすい支援は重要であ

ろう。簡単に想像力が働かされることで主体的な参加も促せるのではないか。主体的な参加

を望む以上、村人が私たちの支援の機会をうまく捉えてもらうことは、村の発展の上で重要

だろう。 

2 1938年にイギリス・フランス・ドイツ・イタリアの4カ国がチェコスロヴァキアの分割を勝手に決
めた会議。 
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　第二に決定権である。村人は今までのプロジェクトに決定権を持ってこなかった。では、

決定権を彼らにも持ってもらうのはどうか。村に関して一番詳しいのは村人である。彼らが

調査をし、計画・判断において決定権を持つことは責任感や実施の上で非常に重要となる。

自分たちで判断・計画したプロジェクトであれば、イメージがしやすくなり、「日常」の支

援になる可能性は高い。さらに村人自身が村について知る機会を提供し、さらに民主主義的

なプロセスが発生し、共同体としての組織運営が深まる可能性もある。決定権も重要ではな

いのか。しかし、このことは私たちが決定権を持たないことを意味しない。もちろん決定権

は彼らもあるが、資金を提供しワークを共同で行う一当事者としての私たちにもあるべきだ

と考えがある。つまり、今までのキャンプ実施のプロセスに村人が決定権を持った形で「参

加」するのである。今まではこの点を軽視していた。これこそが「参加」の本質であり、村

の発展において村人が果たす責任の一つだろう。 
　 
・キャンパーの認識 
　キャンプを行う上で私たちのキャンプに対する認識も大切となる。生半可な考えがキャン

プの実施に重大な支障をきたす可能性があるからだ。そもそも妥当性の検討は昨年の村人の

参加率が低いことから始まった。しかしここで考えられていたのは、「村人の参加率が低

い」から「妥当性がない」という調査時の仮説とは逆の因果関係であった。だが「村人の参

加率」は結果であって、原因ではない。時間的に先行するのはプロジェクトの妥当性であ

り、その結果として出てくるのが参加率である。この点に盲目になっていたことは反省すべ

き点である。 
　もし私たちがこのプロジェクトが「非日常」の支援であることを意識し、それを根底にお

いていれば、自ずと優先度は低いことは理解できたのではないか。さらにワーク内容決定の

際に「日常」か「非日常」か、あるいは「水準向上」か「質の向上」かを意識すればよりや

り易かったのではないか。つまり、この二点がキャンプを実施する上で重要になる。ここを

曖昧にしてしまうと上記のような原因と結果を混合してしまい、無駄な時間を喰うこととな

る。この点は今後のネパキャンを行う上での 重要事項として扱い引き継いでいく。 
 
 
補足 
石井博　『流動するネパール』より 
 
ネパールの農業 
　ネパールの農業は全体的に自給自足の色が強く、村などで見られるのは零細農家だ。農業

国であるにも関わらず、農業が乏しいのは、国土の8割が山間部ということもあるが、何よ
り歴史的に農業に力が入れられてこなかったということもある。 
　２０世紀初頭のゴルカ王朝は、農民から土地を使って金を巻き上げていた。王朝は農業に

はほとんど投資することなく、農民に対する合法、不法な税、強制労働、農奴の義務を増や

していった。自然の自力にしか頼れない国民たちは重圧に耐えかね、生活の糧を求めてイン

ドなどに出稼ぎへいったが、王朝はそれに対して脱税、未納の内容をさらに強化した。 
　近年はさらに増して農業の構造的停滞が見られる。80年代までは自然災害時以外の時は安
定的に食料を確保でき、余剰は輸出していた。だが、90年代は栽培面積は増えているもの
の、稲以外の生産性は停滞しているため食料不足状態が進んでいる。人口増加、食生活の変

化によって米の需要が増えたため、米でさえ輸入に頼る状態だ。歴史的に生産強化を図った

計画的投資ができておらず、国民の食料を常時確保できていない。今後は、化学肥料、機械

化、信用事業、普及活動、組合運動、教育といった部分を強化し、大規模な開発だけでな

く、小農の利用を十分に考慮する必要がある。 
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ネパールの産業 
ネパールに対する諸外国の経済支援は50年代、アメリカによって農村開発が行われたことで
始まる。その後も、インド、中国、ソ連、イギリス、中国、日本などからの支援がたえな

かった。70年代にはすでに、開発歳出の赤字を補うために外国の借款に頼らなくてはならな
くなり、そして2000年時点では国家予算の3割が外国資本となった。 
　現在、ネパールを大きく動かす力を持つのはインドである。私たちもカトマンズ市内でイ

ンドからの労働者の流入に反対するデモを見かけたが、インド人の流入は今に始まったこと

ではない。インドからの支援の受け入れとインド人労働者の流入がセットである状態だ。 
　カトマンズの空港と国道の建設はインドが行ったが、当初は紐付き援助であり、労働者は

インド人であった。また、50年代初頭には65件しかなかった農産物加工工場だが、70年代前
半には2434件までに増え、続いて従来はなかったセメント、スチール、製糸、酒、ベニヤ板
などの工場も設置されていった。これらの非農業部門においての労働もほとんどインド人に

よって担われていている。 悪なことに、流通手段においても海路を持たないネパールは、

中国かインド経由の陸路に頼る他ない。 
　90年代に、GDP成長率における農業の割合は非農業部門と逆転し、2001年度には既に非農
業部門がGDP成長率の7割を占めている。また、国際収支は常に赤字で、輸出額は輸入額の
３分の１。これまた対インド貿易において、赤字が激しい。輸入しているのは生活必需品ば

かりであるため、赤字削減は難しい状況だ。かろうじて国内で成立している産業は、インド

では多くの制約がつくためあまりできていない酒造、インスタント食品、タバコだ。 
　インドから度々経済封鎖を受けるなどして経済を握られていることから、ネパールの政治

もインドの言いなりの状態となってしまい、未だに経済的自立が困難である。 
 
他国からの支援と自立を阻まれるネパール 
　ネパールに対する諸外国の経済支援は50年代、アメリカによって農村開発が行われたこと
で始まる。その後も、インド、中国、ソ連、UK、中国、日本などからの支援がたえなかっ
た。70年代にはすでに、開発歳出の赤字を補うために外国の借款に頼らなくてはならなくな
り、そして2000年時点では国家予算の3割が外国資本となった。 
　現在、ネパールを動かす力を持つのはインドである。私たちもカトマンズ市内でインドか

らの労働者の流入に反対するデモを見かけたが、インド人の流入は今に始まったことではな

い。インドからの支援の受け入れとインド人労働者の流入がセットである状態だ。 
　カトマンズの空港と国道の建設はインドが行ったが、当初は紐付き援助であり、労働者は

インド人であった。また、50年代初頭には65件しかなかった農産物加工工場だが、70年代前
半には2434件までに増え、続いて従来はなかったセメント、スチール、製糸、酒、ベニヤ板
などの工場も設置されていった。これらの非農業部門においての労働もほとんどインド人に

よって担われていている。さらには、流通手段においても海路を持たないネパールは、中国

かインド経由の陸路に頼る他ない。 
　GDP成長率は平均４％。90年代に、成長率における農業の割合は非農業部門と逆転し、
2001年度には既に非農業部門がGDP成長率の7割を占めている。国際収支は常に赤字で、輸
出額は輸入額の３分の１。これまた対インド貿易において、赤字が激しい。輸入しているの

は生活必需品ばかりであるため、赤字削減は難しい状況だ。かろうじて国内で成立している

産業は、インドでは多くの制約がつくためあまりできていない酒造、インスタント食品、タ

バコだ。 
　インドから度々経済封鎖を受け、ネパールの政治もインドの言いなりの状態であり、未だ

に経済的自立が困難である。 
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