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2 　 研究課題 とその 意義

　経済活動 の グ ロ ーバ ル 化 が否応 なくひ きお こ す二 次的現象の ひ とつ は 、好む と好 まざ る とにか

か b らず外 国人 同 士 が 生活 空間 を共 に する機会の 増加 で あ り、そ の 結果社会的諸権利や 、文化 ・

習俗 の ちがい に よ っ て もたらされ る さま ざまな面で の 衝突で ある。

　それ は た とえば、公 衆浴 場 にお ける作法に つ い て の ゆ きちが い の ような些細 なもの か ら出発 し

て 、あ る い は社会参加 、 政治参加 におけ る行使権限 の 有無 の よ うに 高度に 政治的判断を求め ら れ

る もの ま で 、ま さ に さま ざま に あ る。 日本 の よ うに 、外 国人 の 流入 を意識 しない で 済む よ うな地

域共 同体を長 く続 け て 来た国に と っ て は 、た とえ さ さや か な問題 であ っ て も、外国人 との 間の 文

化 的摩擦や習慣上 の 差異は け っ し て軽視 し て 済む こ とが ら で は な い
。

　 し か し、い くつ か の 条件が 重な っ た結果、日本に 流入 し て く る 外国人 労働者 の 数は近年激増 し

て い るの で あり、とくにその 子弟は い ずれ こ の 国の 政治経済に深 く関わ る可能性 を も っ て い る 。

また 、単に ロ本に定住 した外国人 との 関係の み な らず、彼 らの 故国 との 関係は 、それ ら在 日外国

人を通 した形 で今後 よ り密接な も の にな っ て い く こ と が 、十分に 予想 され る。

　そ うして み る と、彼 ら外 国人 の 子弟が 、渡航問 もない 日本で い か なる処遇 を受け、あ る い はそ

の 基本的人権 を守 られ て い るか否 かは、そ の 後 の 二 国間 関係や 国際関係 に少 なか らぬ影響を与え

るに相違な い
。

　本研究で は製造業を始 め とす る大小多数の 企 業や 産業施設 の 多 い 東海地方に つ い て 、こ の 地域

に多い 中国人、ブ ラジル 人を中心に外国人 の 受け入れ状況やそ の 子弟の 学校教育受け入れにお け

る条件整備 が ど の よ うな実態 に あ る の か を調査 ・分 析す る こ とを基本的な課題 と し た 。

　具体的には  こ れ まで の 先行研 究 の 分析　  調査す べ き地域 と地 方 自治体 の 確定 　  地方 自治

体 の 外 国人 受け入れ に っ い て の 基本姿勢 と、教育委員会、社会教育、学校教育な どの 各機 関 の 受

け 入 れ の 意識 や そ の 態 勢　  特 に 学校 現場 に お け る 日 本語学習を中核 と し た学習条件 の 整備や生

活 習慣 の 理解 な どにかか わ る措 置が ど う具体化 され て い る か 　等 々 に っ い て 調査 し、施策上 の 課

題 や 教育上 の 問題 点を抽出 し て い きた い 。

3　 研究活動の 経過 （2001年 4 月 〜2002年 3 月）

  研 究報 告会 （9 回）
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　2001年　5／24 研 究の 進め方に っ い て 　　6／7 資料解題 　　6／21 村井報告

　　7／5　村井報告　　7／26　　有賀報告　　8／28　　朝倉報告

　　 10／26　実地調査報告　　11／9　山田報告　　12／7　山 田 ・朝倉 ・有賀 ・村井報告

  実地調査 （1 回 ）　 9／26 「愛知 県中国帰国者 自立研 修セ ン タ
ー

」 の 聞き取 り調査

4　 研究成果の概要

　　以 下、（1 ）岐阜県の 中国帰国 者 3 世 の 教育環境　　（2 ）名古屋 市内 の 中国帰国者支援組織

（3 ）愛知県下の 日系ブ ラジル 人集住地 区に お ける学校教育問題　　（4 ）静岡県下 の 日系ブ ラ ジ

ル 人 集住地区 の調査計画 の 4 地域に 関する研 究の 概要を報告する 。

，

1 ）岐阜県に おける 中国帰国者子弟の 教育

　中国帰国者 2 世 ・3 世の 教育問題 に関する先行研究は、国費帰国者 を受 け入れ る中国帰国者定

着促進 セ ン タ
ー （以 下 、

セ ン タ ー
と記 す） の 職 員 に よ る も の が 多 い 。例 え ば 寺 村 ・佐 久 間

（1995）は 、セ ン タ
ー修了 の 中学生を人的 リ ソー

ス （人 との 接触）の 視点か ら追跡調査 をし、半

構成的面 接法に よる訪問調査 の 成果 か ら生活 実態を ま とめた。

　中国帰国者 の 研 究は 首都圏 と い う比較的支援環境が 充実 して い る地域を対象 に し た もの が 多 い

た め、本 研究で は岐阜県大垣 市 の 事例 を取 り上げ、地 方都市にお ける 3 世 （学齢期生徒）の 教育

環境に つ い て参与観察法 によ る調査 ・考察を試み た 。 こ れ は断片的な数値や一過性 の 調 査に よる

帰国者 の 3 世像を探索す る の で はな く、長期的に帰 国者の 言葉か ら彼 らの 教育環境を考察す るた

め で ある。こ れ に よ っ て 東海地方の 周縁部にお け る教育の 国際化 を考え る
一

助 とな るだろ う。

　 さて 本テーマ に関 して は 、帰国者 3 世が プ ラ ス の 学習意欲をい かに維持 して い るの か を明 らか

に する こ とに 焦点をあて た。

　結論を述べ る と、プ ラス の 要因 と し て 働 い た の は 、第
一

に 日本 と中国の 教育事情に通 じた 自立

生活指導員の 存在で あっ た。彼 は公 的な存在 とは い え、在籍校 の 教師の よ うに 毎 日顔 をつ き合わ

せ た り、彼 らに成績 をつ け評価す る立場にない 。

　第二 に 、学齢期 の 子 どもの 教育に対 して前 向きな世帯が多か っ た こ とは注 目に値す る。つ ま り

帰国者に は、日本で生活水準を向上 させ、子 どもに学歴をつ けた い とい っ た上昇志向が 強い とい

え よ う、 こ れ まで の 帰国者に 関す る レ ポー
トは 、 政府 に よる帰国者対策 の 未 整備 、 あ る い は帰国

者に 勤労 ・勉学意欲が見 られ ない こ とを指摘 し た もの が多か っ た。 し か し大垣市 の 事例 をみ る限

り、残留婦 人 ・残 留孤 児の 子 どもで あ る 2 世が仕事に励み 、 3 世の 生 活環境を整 え る努力 を し て

い る 。 そ して 帰国者 の 自助努力 は 、 3 世 の 上級学校進学 と い う目に見 える成果 と して 結実 しつ つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厂

ある。

　本事例 の よ うに 、地方に 居住する帰国者 が子 どもの 教育を求め奮闘で きる要因 と し て 、都市部

に比 べ 帰国者数が少 な い ため 各家庭 レ ベ ル で は手厚 い 支援を受 け る こ とが可能 な こ と、さらに保

守的な土地柄 で あるた め帰国 者も家族を大事にす る生活 を心掛 けて い る点が 挙げられ よ う。
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2 ）愛知県中国帰国者 自立研 修セ ン タ
ー

聞き取 り調査

　中国残留孤 児とそ の 近縁 者は在 日外国人 の 中で もやや特殊な位置に ある。入 国条件 は
一般 の 外

国人 とは著 しく異 な る し、来 日後 の 生活に つ い て も比 較的手厚い 支援 を受けられ る こ とにな っ て

い る。　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　 ．．

　それ で も、こ れ らの 人 々 の 日本 におけ る 暮 ら しや環境適応は けっ して 容易で はない 。具体的に

どの よ うな問題を抱え て い るの か、さしあた り名古屋市内の 自立研修セ ン タ
ー

で、帰国者に対す

る 支援状 温 を調査す る こ とと し た。

9A27 日 の 聞き取 り調査 で は以下の 点 が明確に なっ た．

　愛知県中国帰国者 自立研修 セ ン ター
は 1985年 、厚生省 （当時）によ る委託 業務 （設 置運 営要領

に基づ く） と し て社会福祉 法人
・愛知県厚生事業団に よ り設立。全国 20ヵ 所 （2001 年 4 月現在 。

9 月26日現在は 15ヵ 所に 減少）の
一

つ 。他県の 場合は、社会福祉協議会が 設 立 運営にあた るな ど、

設置 ・
運 営形態は多様である 。 愛知県 にお ける管轄は現 在 、 健康福祉部 （援護i課 ） にあ る とい う。

　 中国か らの 帰国後 4 ヶ A 間は全 国 4 ヵ 所 （埼玉 ・長野 ・大阪 ・福岡） （以前 は愛知 県新川町 に

もあ っ た）の 「中国帰国者定着促進セ ン タ
ー

」 で生活支援が行われ る。そ の 後同 自立研 修セ ン タ

ー
にて生 活支援 （8 ヶ 月 間） が行 われ る 。

　厚生労働省に よ り本年度計画で 「中国帰国者支援交流セ ン タ
ー

」 の 設置 （2 ヵ所）が予定 され

て い る 。 残 留者は なお 700人 あま りあ る もの の 、帰国者は漸減 して い る。高齢化、 日本で の 生

活 ・就職困難等がお もな理 由 と思われ る 。

　同研修セ ン ターは 通常業務を し て い る限 り、財政的に は 闇題は ない との 説明で あ っ た。職員 は、

所長 （常勤〉、目本語講師 （非常勤 ：若干名、現在 7 名）、相談員兼通訳 （非常勤 ：若干名、現在

2 名）、事務員 （嘱託職員） とな っ て い て、現状で は 7 世帯 ll名 の 帰国者 の 支援 にあた っ て い る。

日本語 教育は レ ベ ル 別 の ニ ク ラス で定員30名。中国語 の で きる講師が ほ しい との こ とであ っ た。

　今回 の 闘き取 り調査 で 、い くつ か の 課題が 明 らか に な っ て きた。

　まず 、周 辺住民 との 問で の 摩擦など、問題 は特に発 生 して い ない が 、交流 もま っ た くな い と い

う問題 である。セ ン タ
ー

としては 、居住区 （港 区、南区 などの 県 営 ・市営住宅 の 在住者が 多い ）

で の 交流を援助す る活動を行な っ て い きた い として い るが、居住 区に同 セ ン タ
ー

の 職員の ような

専門員 が 配置 され ない 限 り実現は難 し い の で は ない か c 県 レ ベ ル （援護課）で も地域交流 の 促 進

を図ろ うとい う計画が あるそ うなの で 、そ うし た動 きとの 連携が重要に なっ て くる と思われ る。

　ま た、支援組 織間 の ネ ッ トワ
ー

クもま っ た くな い とい うの が意外 で あ っ た。少 な くとも愛知 県

国 際交流セ ン タ
ー、名古屋 国際セ ン タ

ー、各種民 間組織 ・ボラ ン テ ィ ア組織 などと の 連携、連絡

は積極的 に と り くむ べ きで は な か ろ うか。

　ま た、高校入学 には大 きな壁 が立 ちはだ か っ て い る。自立研修 セ ン タ
ー

で はそ の 性 格上 、生活

指導 と 日本語 の 学習が も っ ぱ ら で 、それ 以外 に は 進学準備 に あ た る よ うな学習指導は ま っ た くな

い た め、帰国者に とっ て は 高卒の 学歴 も実力も得 る こ とが 困難で 、し たが っ て研修セ ン タ ー へ の

通 所後 の 就業は きわ め て 難 しい とい うこ とで あ っ た 。 こ れ は もちろん 、中国帰国者に 限らず、在

162
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 N 工工

一EleotronioLibrary 　



Nagoya City University

NII-Electronic Library Service

Nagoya 　City 　University

日の 外国人子 弟全般 に共通 した深刻な問題 で あ り、義務教育に お け る教育条件整備や学習支援の

問題 とな らんで 日本の 教育行政が意識 して 取 り組 むべ き重要 な課題で ある。

3 ）豊田 市保見団地 にお け る 日 系 ブラ ジ ル 人 との 共 生 の 試 み と教育問題

　 1990年 6月 の 「入 管法 」改正前後か ら、わ が国で は 急激にブ ラ ジル 、ペ ル ーな ど南米の 国 々 か

ら日系人 が 外 国人労働者 と して 「合法的に 」 就労す る現象が顕著に な っ て い る。 とりわけ愛知県

下 の トヨ タ 自工 （株） の 企業城下 町 とい われ る 豊田市に は 近年 日 系ブ ラジル 人 の 居住者が 急増 し

てお り、地 域住民 との 間で 様 々 な トラブ ル が発生 し て い る。

　本研 究 で は豊 田市内最大 の 日系人集住地域 として 全国 的に知 られ る保 見 団地 を事例 と して取 り

上げ、日系 ブラ ジル 人 日本流入 の 原因をブ ラジル 側 の 押 し 出 し要 因 （イ ン フ レ と高 い 失業率な ど

経済的要 因が 中心） と 日本側の 引き込み要因 （中小零細企業にお け る労働力 不足 ）に分け て 説明

した 。

　次 に 保見団地 の概 況 と そ こ に 日系人 が 集住す るに至 っ た経緯 を明 らかに し、その 結果同 団地住

民との あ い だ に い か なる問題が発生 した か、また 自治 区 はそれ に どの よ うに対応 して きた か を同

団地 自治区長 A 氏か らの 聴き取 りに基づ き明 らか に した 。

・日系ブラ ジル 人子 弟 の 教育問題

　 日系人子弟 に限らず、日本社会にお け る外 国人生徒児童は、非常に弱 い 立場 に置かれ て い る 。

国際条約 に より外国人 の 子 どもた ちが教育を受ける権利が認め られて い るに もか かわ らず、学校

に通い 学習を継続す るため には多 くの 壁が ある。まず、行政にお ける外 国人 の 子 どもたち の 教育

問題に対する関心 がま だ低 く、外国語 （母語）で の 情報提供が不 十分で あ る 自治体 も多 く、教育

に関す る情報が外 国人の親 たちに十分伝わ っ て い ない 現実がある。 日本の 公 立 小中学校で は、日

本語や 日本 の 学校の 生活様式に適応する こ とが大きな課題 で あ り、教科学習 に つ い て い く こ とや、

高校へ の 進学を果たす こ とは大変難 し い 。何よ りも深刻な の は 、日本の 公 立学校 に入 学 して も、

言葉 （日本語、特に漢字）や文化 （日本 の 学校の 厳 しい 規律）の ハ ン デ ィ キ ャ ッ プが原因 で 授業

に つ い て い けず不登校 になる児童生徒が 多い が、彼 らの 正確な人数や状況 な どは把握 され て い な

い と い う現実で ある。

　そ こ で 愛知 県下の 公立学校で行なわれ て い る外 国人児童生徒 に対す る 「取 り出 し授業」 と 「入

れ込み授業］ の 実態に つ い て分析 し、そ こ で の 問題 点を明 らか に した 。

・「ニ ュ
ー

カ マ
ー

の 子 どもの学校教 育」

　江原武一編著 『多文 化教育の 国際比 較一
エ ス ニ シ テ ィ へ の 教育 へ の 対応一』 玉 川大学出版部

2000年掲載 の 論稿 「ニ ュ
ー

カ マ
ー

の 子 ど もの 学校教育一
日本 的対応 の 再考

一
」 （太 田晴雄著） を

素材 と し、外国人子弟の就学上 の 諸 問題 に つ い て 考察 し た。

そ こ で 指摘 され た 問題点を以 下 に掲 げ、今後の 研 究 の 参考 に した い。

　 1 ）わ が国 の 公 立学校で は外 国人子弟 の就学 の 機会が 「権利義務」 と し て で は な く、「許 可 」

　　もしくは 「恩恵」 として提 供 され て い る こ と。
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2 ）就学 を認 め られ た外 国 人子 弟に対 して は 「日本人 の 子 ども と同様に 」 扱われ る こ と。

3 ） 日本で は 「自動進級 シ ス テ ム 」 を採用 し て い るた め 、外国人 の 子 どもの 学習達成度 とは無

　関係 に年齢相応 の 学年に編入 され るため、学力的に無理 が生 じ、不就学、不登校 、落ち こ ぼ

れ 、 退学 の 原 因にな っ て い るこ と。

4 ）外国人 には就学 の 義務がない ため 、親が就学の 手 続き行為を起 こ さない 限 り、子 どもは不

就学 の まま放置 され る こ と 。

5 ）と くに 中学校段 階の 退学が 目立 つ が 、 そ の なか で も と りわ け  校則や細 々 と した規則 の 遵

　守が強調 され る 日本の 学校文化にな じめな い 生徒　  帰国時期が決定 した生徒　  中学校 3

年生 で 高校進 学の 可能性が 乏 しい こ とが判明 した生 徒の 間で退 学が多い こ と。

4 ）静岡県小 笠郡 小笠 町 の 先行研究お よ び 今後の 調査計画

　静岡県小笠郡 小笠町は愛知県 の 豊田市保見団地ほ どで は ない もの の 、口系人 を主 とす る外国籍

居 住者が町 の 人 口 の 1 割近 くに達 し て い る 日本有数の 集住地の
一

つ で ある s 同町の外 国籍児童 へ

の 教育の 状況に つ い て
、 先行研 究で あ る 「静岡県小笠郡 の 中学校に お け る ブラ ジル 人生徒教育の

現況 と課題
一

日本語 、母 語 、教科教育、そ し て進路一
」 を利用 しなが ら解説 して み よ う．同

町 （先行研 究 で は X 町 と して い る）に居住す る外国籍学齢児童 ・生徒は 120人で ある （先行研究

の 調査時点で あ る1997 ・98年 当時 。 以下 同 じ）。 そ の うち 90人 ほ どが 就学 し て い る。同町 に は 小

学校が 3 つ あるが 、ほ ぼ均 等に 外 国籍児童が分散 し て い る 。 中学校は 1 つ の み で ある。同町 に お

い ては これ ら多数 の外国籍児童 ・生徒 へ の 教育の た めに、加 配教員 （1992年 か ら、全校で 5 人）

に加 え、町独 自の 事業で 、国際指導教師 2 名を配置 して い るe 国際指導教師 は 、
ペ ル

ー留学経験

な どの ある 日本人 と 、 日系ブ ラ ジル 人 が お り、日本人 は 小 学校を巡 回 し、 日系 ブラジル 人 が 中学

校に常駐 して い る 。 外国籍児童 ・生徒 へ の 教育は 、これ ら加配教員とそれ 以外 の 教師、そ して 国

際指導教師が連携 して 当た っ て い る。また 単に 日本語教育を行 うだけで な く、「ポ ル トガ ル ・カ

ル チ ャ
ー

」 と題 して 、国際指導教師が 中心 とな っ てブ ラジ ル （ポ ル トガル ）語お よび文化 をブラ

ジル 人生徒 に教え て い る。

　我 々 の 調査は 、こ の 先行研究を踏ま え （1 ）先行研 究以降の 変化 、を追 うとともに 、先行研究

で は 簡単に 触 れ て い た、（2 ＞小 学校 にお け る児童 教育、に つ い て 詳 し く分析 を行 い た い
v
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