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論文要旨 

 

１． 問題の所在と本論文の目的 

 チュニジアでは、2011年1月の「ジャスミン革命」によってベン・アリー政権が崩壊し、23

年におよぶ独裁政権に幕が引かれた。この革命の背景には、失業と社会・経済的地域間格差とい

う問題が潜んでいたが、革命後の政情不安から未だ問題の解決には至っていない。このように、

チュニジアで喫緊の課題となっている雇用の創出や社会・経済的地域間格差の是正は、政治的な

民主化運動が進む流れのなかにある中東・北アフリカ諸国（以下、MENA諸国と記載）全体に通じ

る問題ともなっているが、注目すべきは、一般的に男性よりも女性がその影響を受けていると言

われている点である。そこには、中東アラブ諸国における女性の経済活動率が今なお途上国の平

均よりもかなり低いという現実がある［国連開発計2007/2008］。 

 その一方でMENA諸国では、近年、教育と保健分野で著しいジェンダーギャップの改善が実現し、

女性のエンパワーメントの促進が期待されており[Chamlou 2008:xiii、World Bank 2011:Viii]、

女性をエンパワーする重要な手段の一つとして、また女性が男性と同等の権利を得るための有効

なストラテジーの一つとして、女性が起業することへの関心が高まってきている［Coughlin, 

Thomas 2002:49, Ghannay 2007:12］。 

チュニジアでは、構造調整政策が導入された1990年代以降、政府の開発政策の中で、女性企業

家支援のためのプロジェクトが促進されてきたが、女性企業家の多くがインフォーマルな零細企

業を営んでいることから、その全容は未だ明らかにされておらず、特に農村部における女性企業

家の実態に関する調査研究は非常に限られている。そこで、本論文ではMENA諸国の中でも女性の

社会的地位が比較的高く、また今回の民主化革命においても女性の活発な参加が見られたチュニ

ジアに焦点をあて、同国における女性企業家を対象として研究を行った。 

以上のような議論を踏まえて、本論文の目的を次の２点に定めた。 

① 女性企業家の実態の一端をフィールドワークに基づいて明らかにする。すなわち、どのよう

な女性たちがどのような目的で起業し、具体的にどのような事業を展開し、その事業実施プ

ロセスにおいてどのような問題や課題を抱え、またそれらの問題や課題をどのように解決し

克服したのかをマイクロ・エスノグラフィーの手法を用いて明らかにする。 

② 上述のマイクロ・エスノグラフィーを基に、都市部および農村部の女性企業家のエンパワー

メントの状況について分析・考察し、そのうえで女性企業家の地域開発アクターとしての可

能性についても検討する。そして最後に、それらの結果を踏まえて、日本が今後チュニジア

の女性企業家に対してどのような支援ができ得るのかについて提言を述べる。 

 

２．研究方法論と理論的枠組み 

（１）研究方法論 

 本論文の研究方法論には、箕浦（1999、2009）が提唱するマイクロ・エスノグラフィーを採用

した。マイクロ・エスノグラフィーとは、特定のテーマに絞り込んだトピック中心のエスノグラ
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フィーであり、従来の文化人類学におけるフィールドワークとは異なり、「マイクロな次元での交

互交渉過程の解明」に力が注がれている[箕浦1999:11]。また筆者は、フィールドワーク実施の

際の認識上のポジショニングとして批判的アプローチを用いることとした。このアプローチは、

結果の分析を通して不平等を明らかにし、解放のスタンスを育むことにある。つまり、「人々の意

識を縛っている諸力を明らかにし、現状を変革していく力を人々が得ること（empowerment）を重

視」するアプローチである。そのため、女性企業家支援と関わりのあるチュニジアの行政組織の

関係者などからもインフォーマルの聞き取り調査を行った。 

 

（２）エンパワーメントの分析枠組み 

 マイクロ・エスノグラフィーから明らかになった問題点や課題を踏まえて、女性企業家のエ

ンパワーメントの分析と考察を行うにあたっては、平松ほか（2010）の社会ネットワークのリサー

チメソッドを採用した。平松らは、「行為主体と行為者間を結ぶ紐帯を『ネットワーク』と表現し、

ネットワークを作りだすプロセスが、複雑化した現代社会の中での課題解決や状況の変革につな

がり、また新たなモノやサービスを生み出すために求められている」と述べている[平松2010:4、

119]。さらに、グリスコム（1992）は、力は個人に帰属するものではなく、人と人との関係性か

ら生まれると指摘していることからも[Griscom 1992]、女性企業家たちが様々なステークホル

ダーとの間でネットワークを構築していくことはエンパワーメントにつながるものと考えられる。

そこで、ネットワークのプロセスをたどるメソッドを分析枠組みとして採用した。 

可視化が困難なネットワークを実際に調査する具体的な方法としては、女性企業家と関わりが

深いと考えられる次の4つのネットワークのレベルを設定した。1）個人レベルのネットワーク、

2）地域コミュニティーレベルでのネットワーク、3）行政レベルでのネットワーク、4）グローバ

ル経済レベルでのネットワークである。この4つのネットワークは、それぞれ独立しているもの

ではなく、相互補完的に結びつき、また関連性もあると考えられる。そこでそれらの関係性も踏

まえながら、マイクロ・エスノグラフィーを通して女性企業家のエンパワーメントの可能性の分

析と考察を試みた。 

 

３．本論文のまとめ 

 本論文の第1章では、上述の通り、先行研究から本論文の問題の所在と目的を明らかにし、研究方法

論と理論的枠組みを定めた。 
 第 2 章では、ブルギーバ政権時代（1956年-1986年）およびベン・アリー政権時代(1987年-2011

年)のチュニジアの地域開発政策と女性政策の変遷を概観した。まず、ブルギーバ政権時代に関し

て特筆すべき点は、社会主義政策から経済自由化政策への転換（1969年-1980年）に伴って、国

内に今までにない地域間格差が生まれ、貧富の差が拡大したことである。そのような状況の中で、

社会・経済的な地域間格差是正に向けてのプロジェクトも実施されたが、農村部の開発は後回し

となり、農村女性たちの生活の改善や生産の改善につながるようなプロジェクトはほとんど実施

されるに至らなかった。続くベン・アリー政権においても、発展が続く沿岸部と農業以外の主要
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産業がない内陸部との経済格差は益々広がり、このことが後の革命の一要因になったとも言われ

ている。女性政策に関して特筆すべきは、第8次国家開発計画（1992年-1996年）以降、地域開

発政策の中では、農村部の女性たちが抱える問題が初めて明確にされた点である。そして、女性

のエンパワーメントの手段として世界で注目されるマイクロ・クレジットも雇用促進プログラム

の一環として導入されることとなり、マイクロ・クレジットを利用して事業を始める女性も現れ

るようになった。 

 
 第3章では、インフォーマル・セクターで働く女性の経済活動の実状に関する情報が極めて少

ないことから、筆者が貧困地域の一つであるチュニジア北西部のカスリーン県の一寒村で、女性

を対象としたフィールドワークを実施し、その結果を報告した。フィールドワークからは、村の

インフラ整備の欠如により、女性が家庭内の多岐にわたる労働に多くの時間を費やさなければな

らないこと、さらに自ら収入を得る機会が大変限られていることが観察された。その一方で、村

の女性たちがNGOによって導入されたマイクロ・クレジットを利用することで、その有用性を認

識し自ら収入を得ることに満足していることがインタビューによって明らかとなった。 

 

 第4章では、女性企業家たちが乗り越えなければならない課題として、ナブリ（2011）が挙げ

たジェンダー問題、資金調達の問題、そして国際社会での競争を考慮しつつ、都市部4名、農村

部6名の女性企業家のマイクロ・エスノグラフィーを作成した。候補地とした3県は、国内でも

低開発地域とみなされ、特に女性の失業率が高い地域である。加えて、女性企業家に関する既存

の調査研究では、今まで取り上げられることのなかった地域を選び、対面式の聞き取り調査およ

び参与観察を行った。 

 

 第5章では、第4章のマイクロ・エスノグラフィーを基に女性企業家たちのエンパワーメント

の可能性について分析と考察を行った。4つのネットワークのレベルを踏まえながら整理したエ

ンパワーメントの促進要因と阻害要因は次の表1.の通りである。 

 

表1. 女性企業家のエンパワーメントの促進要因と阻害要因 

 促進要因 阻害要因 

個人レベルのネットワーク ・家族の理解と支援 ・仕事と家事の両立による労
働の負担増 
・プロジェクト実施に関わる
財政難 

地域コミュニティーレベルの
ネットワーク 

・相互扶助と相互理解の
醸成 

・同業者及び同様の問題を抱
える他者とのネットワーク
の欠如 
・他者への不信感およびジェ
ラシー 
・旧来の社会規範 
・地域資源の欠乏 
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行政レベルでのネットワーク ・研修制度の利用 
・見本市への参加 

・非効率かつ不透明な事務手
続き 
・行政の支援体制の不備 
・情報普及の手段の欠如 
・賄賂の要求 

グローバル経済レベルでの
ネットワーク 

・世界市場への進出 ・輸出の障壁（品質、価格、
生産量における改善の必要
性） 
・国内の工業製品の品質の悪
さ 
・行政によるフォローアップ
の不備 

出典：マイクロ・エスノグラフィーの分析と考察から筆者作成 

 

また事業経営という側面からの分析として、事業の成功・失敗事例とエンパワーメントの促進

要因および阻害要因の関係も明らかにした。その結果、エンパワーメントを阻害すると考えられ

る要因すべてが、必ずしも事業の失敗につながらないことがわかった。その一方で、エンパワー

メントを促進していると思われる要因の背景に、越えられないジェンダーの壁や行政支援の弱点

が隠れていることも明らかとなった。 

さらに新たな発見として、女性企業家の営む企業にはビジネス志向型と芸術志向型という２つ

の異なるタイプがあることもマイクロ・エスノグラフィーから明らかとなった。 

最後に、女性企業家のエンパワーメントに関するこれまでの考察や議論を踏まえつつ、女性企

業家が地域開発アクターとしてどのような可能性を秘めているのかについて検討した。その結果、

地域開発アクターとして次の３つの役割、すなわち①ジェンダー平等化に向けての役割、②社会

ネットワーク化に向けての役割、③地域経済活性化への役割、が浮かび上がってきた。 

 

① ジェンダー平等化に向けての役割 

家庭内においては家族の女性成員の支援を最大限に引き出しながら事業を遂行し、家庭外では

男性を含む多くのステークホルダーたちとの交渉や議論を通して問題点や課題を解決し、道を切

り開こうとする女性企業家たちの存在が明らかとなった。このような女性企業家たちが増えてい

くことは、周囲にいる女性たちの一つのモデルになるばかりでなく、男性に向けても新たな女性

像をアピールする機会と考えられる。そして女性企業家たちのそのような行動力は、ジェンダー

平等化に向けて、無意識であっても開発アクターとしての役割を果たし、またコミュニティーへ

も影響を及ぼしていくのではないかと筆者は考えている。 

 

② 社会ネットワーク化に向けての役割 

コミュニティー内には日常的な相互扶助が見受けられるが、同業者や同じ問題を抱える他者と

の体系的なネットワークはほぼ存在しないに等しいことがわかった。しかし、地域コミュニティー

の中で入手困難な原材料の共同購入や事業の分業化、さらに個々人が行っている内職的な仕事を

組織化させることで効率化を図ろうとした女性企業家たちの存在が注目される。そのような女性
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企業家の存在は、その試みが直ちに実現しなかったとしても、社会ネットワークの形成に一石を

投じることができるのではないかと考えられる。さらに、賄賂の要求や不透明な事務手続きに関

しては、ほとんどの女性企業家が声を上げられない状況にあることが分かったが、佐藤（2004）

が言及するように「集団交渉権」を得ることができれば、それは革命後のチュニジアにとって民

主化を促すことにつながるだろう。実際、集団交渉権の獲得までには時間が掛かることが予想さ

れることから、それ以前の段階として女性企業家たちが組織化することで、行政機関の不透明な

事務手続きなどを公にすることができれば、公正な社会の実現に向けての一歩踏み出すことがで

きるのではないかと考えられる。 

 

③ 地域経済活性化への貢献 

地域経済の活性化という視点から女性企業家とステークホルダーとの関係を見てみると、そこ

には相互補完的なインセンティブが存在することが明らかとなった。そのインセンティブは女性

企業家たちが内職の女性たちに支払う賃金の上乗せであったり、また地域の特産品の受賞であっ

たりと様々な形を取っている。そして、女性企業家が生産性や品質の向上のみに注力するのでは

なく、ステークホルダーとなる人々との間に信頼関係を築き、インセンティブや仕事に対する動

機づけ、そして希望を分かち合った時に、ステークホルダーとなる人々の意識改革や意識向上が

生まれ、そこに地域経済の活性化にもつながる可能性を見出すことができると考えられる。 

そして筆者は、周囲のステークホルダーの人々とのつながりを深め、協力を可能にするような

信頼関係や相互理解を醸成する女性企業家の存在の中に、地域開発アクターとしての素地を見出

せると考えている。 

 

４．提言 

（１）ジェンダー平等化に向けての提言 

 民主化政策を促進しているチュニジアにおいて、女性の社会・経済的な地位のさらなる向上に

向けてジェンダー主流化に対する理解を深めるために、ジェンダー関連のセミナーの開催や、実

践面で取り組めるようなジェンダーのトレーニングの導入を提言したい。特に地方でのセミナー

開催に関しては、男性にも参加してもらえるような工夫が必要であり、単に西洋的な観点からの

ジェンダーの伝播ではなく、イスラーム文化を考慮した教材や、同じくイスラームの文化や慣習

に対する十分な知識を持ち合わせた講師の派遣といった配慮の必要性が考えられる。 

 

（２）社会ネットワークに向けての提言 

各地域のコミュニティーレベルにおける小規模な「学びの場」の設立を提案したい。組織化で

はなくあえて「学びの場」としたのは、同国では、人々が集団としての精神を持ち合わせている

ものの、組織的に動くということが常ではない「Denieuil 2001:151」という点を考慮してのこと

である。そこでまず第1段階として「学びの場」を設けて、女性企業家や、これから起業したい

と考えている女性たちが集まり、アイディアや経験を分かち合える場、また起業するために必要
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な研修（財務管理、経営管理、リーダーシップの在り方、企業を成長させるためのテクノロジー

の利用、国内外における新たな市場の開拓等）に関する情報交換などを行うための場を設けるこ

とを提案したい。 

 

（３）地域活性化へ向けての提言 

① 産学ネットワークの構築 

 同国第二の都市であるスファックスでは、すでに大学と企業が共同で企業に関するセミナーな

どを開催している。内陸部でも新設大学の設置が見込まれていることから、今後若者の起業支援

のために、産学のネットワークの構築を提案したい。また、産学のネットワークが上述の地域レ

ベルにおける「学びの場」と連携を取ることができれば、指導機関として地域の零細企業の促進

にもつながるものと考えられる。 

 

② 企業家によるITの活用 

 小規模で個性的なアイディアを商品にしている零細企業家も存在することから、付加価値の付

いた製品のネット販売を提案したい。同国では2012年からブロードバンド普及の取り組みが始め

られていることから、女性企業家による情報ツールのさらなる利用と活用を提案したい。 

 

③ 品質改善と技術向上の必要性 

 品質改善のために、新たなアイディアを投入した製品の開発とその品評会の開催、また低賃金

で働く被雇用者に対する賃金の見直しなどを通して、モチベーションを向上させることを提案し

たい。技術の向上に関しては、地域の行政組織への人員増加や技術指導にあたることのできる適

切な人材の配置、および職業訓練後のフォローアップの必要性などが提案できる。 

 

（４）日本の支援の可能性 

① 「人づくり」「モノづくり」のための専門家派遣 

 国内産業促進を担う人材育成を鑑み、日本からの専門家派遣を提案したい。日本は地域活力の

活性化、地場産業に関して蓄積してきた知見や経験があり、それらの知見や経験をチュニジアの

特に農村部における女性の起業促進に活用できる可能性があるのではないかと考えられる。 

 

② ITリテラシー普及のための人材派遣 

 女性企業家への IT 活用支援として、IT リテラシーの教育がまず考えられる。これに対し、日

本からの草の根支援として、インターネットの有効活用方法やウェッブサイトのつくり方などを

指導する人材派遣が考えられる。また、インターネットなどの情報ツールを使いこなし、忙しい

女性企業家に代わってネットでの製品販売や企業の宣伝などを代行する人材を育成することで、

若者の雇用創出の可能性も見いだせる。 
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③金融システムの整備への貢献 

 「2012 年－2016 年期のチュニジア発展戦略における地域開発」の中で、内陸部においても銀行同

様の機能を人々が享受できるインフラ整備と、金融システムの改善を図ることが明示されており、新テク

ノロジーの導入によって、金融部門の近代化を図ることが目標とされている。 

インターネットによる商品の販売を実現させるためには、さらなる金融システムの整備が必要

になると考えられる。すでにチュニジアの中小企業金融の分野に日本からシニアボランティアが

派遣されており、融資に関するマニュアルの作成などに関与している前例もある。したがって、

女性企業家の事業推進のみならず、広く同国の地域経済を発展させるうえでも、今後銀行および

金融システムの新たな構築に日本が関与できる可能性が考えられる。 

 

５．今後の課題 

 本論文の序章で述べたように、MENA諸国では女性企業家に関する定性的な情報や研究が十分で

はなく、どのような女性がどのような目的で起業し、また事業の実施過程においてどのような問

題や課題に直面し、それらをどのようにして乗り越えることができたのか否かといった研究に関

する蓄積が少ない。チュニジアに関しても、女性企業家に関する調査・研究は少なく、2007年に

CAWTARと世銀による共同研究として、初めて系統的な方法で女性企業家への対面調査研究が実施

されたが、それも都市部に偏ったものであった。 

コミュニティーの発展の牽引役となる女性企業家を育成することで、新たなニッチ産業を生み

出す可能性が注目されるなか、今後の女性企業家に関する定性的および定量的な多くの事例研究

が期待されるだろう。そのような意味で、本研究は僅かではあるものの、特に情報の少ない農村

部の女性企業家に関する情報を提供できるものであると考える。 

今後は、さらに調査協力者となる女性企業家の数を増やしていくと共に、革命後のチュニジア

では、それ以前と比べて社会・経済にも変化が生じることが予想されることから、できる範囲で

本研究の調査協力者の追跡調査を行うことを今後の課題の一つとしたい。 

 また、本研究ではマイクロ・エスノグラフィーによる手法を用いて、数値からだけでは分から

ない事業実施過程における問題や課題を明らかにしたが、今後より客観性の高いデータ収集によ

り分析と考察の質を高めるために、調査方法に工夫することを課題としたい。 
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