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共 同研究報告

地域にお ける外国人子弟 の 教育条件整備 に 関す る調査研究

一 東海 地 方 の 事 例 を中心 に
一 （第 H 期）

1　 共同研究者

　 朝倉美香　　○ 有賀克明　　村 井忠政　　山 田敦　　（以 上本 学教 員）

　 米勢治子 （愛知学院大学非常勤講師）

2　研 究課題 とそ の 意義

　標記 の テ
ー

マ の もとに 、 前年度は東海地 方 の 4 地点、名古屋 市、愛知県、岐阜県、静岡県に お

け る中国帰国者、 日系ブ ラジ ル 人 の 生活 と教育をめ ぐる実態 や 、問題点を資料、先行研 究、そ し

て 実地調査等か ら部分 的で は あ る が 明 らか に し て きた 。

　こ れ ま で は、どちらか とい うとそれぞ れ の 地 域 の 住 民や在 日 （日系） 外国 人 の 側か ら問題 を見

て きた 。
こ の 中で 具体的に 明 らかにな っ て きた問題 や課 題をもう少 して い ね い に分析す る こ とで 、

各地 域に共通 し て い る こ とが ら と、居住地 の 地域性、居住者 の 国籍等 に 固有な こ とが らとが明確

にな っ て くる か も しれ な い 。

　ま た 、定住、集住 の 受け入れ地 区 の 行政側 か ら見る と、外 国籍 の 人たち と、も ともと地域に 住

み続け て きた 日本 人住残 とが どの よ うな関係を保 っ て 生活 し よ うと し て い る か 、地域にお ける社

会生 活に在 日外 国 人集団が どの よ うに適応で きて い る の か は大事 な問題 で あるが 、こ れ を行政が

どの よ うに 、そ し て どの 程度 に把握 し て い るか は大 い に気に なる と こ ろ で あ る。そ の 観点か ら中

国帰 国者や在 日外国人 とそ の 子ど もに対す る 自治体 の 施策 に つ い て 調査 ・分析す る こ とが 基本的

に重要 で あ ろ う。つ ま り、地域 自治体や 住 民 の 意識が 中国帰国者や 日系ブラ ジル 人 をは じめ、
一

般 の 在 日 外国人等 の 生活や仕事、住民 と して の 権利や義務等 々 を ど の よ うに 捉 えて い るか を調査

する こ とで 、かれ ら の 子弟 の 教育に つ い て の 関心 の 度合 い 、あ る い は実際 に彼 らの 教育条件を 自

治体当局 が どう整 え よ うと して い るか を知 る 二 とがで き る。

　そ こ で今年度は 、あ らた め て地域 に お け る 日本 人 と外 国 籍の 定住者 と の 間で 現実に引き起 こ さ

れ る諸問題を視野にお きな が ら、そ の 原理 的把握 の た め の 社 会学的な意味で の 「共生 」 も しくは

　「多分化共 生 」 概念に つ い て まず検討す る。そ の 上で 、長期的 には一ヒ述 の よ うに考え て い る こ の

研究で あるが 、昨年 度の研究活動 で 必ず し も十分に 行な い 得 なか っ た、小 中学校な ど教育現場に

お け る中国帰国者 ・外 国籍の 子 弟の 受 け入れ られ方に つ い て も う少 し仔細 に調 査研 究し、しか る

後 に 当該 自治体 の こ れ ら課題 に つ い て の 施策をで き る限 り調 査 ・分析 して 今後 の 研究 に 繋い で い

く こ とに した。
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3　研究活動の経過 （2002年 4 月 〜2003年 3 月）

1 ＞研 究 報告会

5A7

6 ／13

6 ／27

7 ／9

9 ／13

「共生 」概念 の 検討 （村井 ） と保見団地 の 日 系外 国 人 の 生 活 に つ い て の 共同討議

静岡県小 笠町 と名 古屋市九 番 団地 の 口系外 国 人集住地 区 の 実態 に つ い て の 共 同学

習 と討議

報 告 ＆ 検討会 ；　保 見 ケ丘 ボ ラ ン テ ィ ア 研 修会 （有賀）、片 平保育園 調査 （有賀、

朝倉）等 に つ い て

報告＆検討会 ：　小 笠町 ミニ 調査 （山 田）、千鳥 ヶ 丘 中学 調 査 （有賀、朝倉）、名

占屋 栄地 区の 外国人集住地 区 の 実 態 （赤嶺氏 に 報告依頼）等に つ い て

報告 と討論 ：　広 島市立幟町 中学 の 実例 （朝倉）

2 ）実 地調査

　　6 ／21　 片平保育園聞き取 り調 査 （有賀、朝倉）

　　　　　 浦里 小学校聞 き取 り調 査 （有賀、朝倉）

　　7 〆5　　f’鳥 ヶ 丘 中学校聞 き取 り調 査 （有賀、朝倉）

3 ）他研 究会参加

　　6 ／16　保 見 ケ丘ボ ラ ン テ ィ ア 研修会一
シ ン ポ ジ ウム 「子 ど も の 教育 を考え る

一
保 見か ら

　　　　　 の 発信一
」

　　7 ／7　 同 上
一

講演 ： リ リ川村 「ブ ラ ジル 移 民 の 現 状 と今後一
子 ども の 世界を中心 に

一
」

4 　研 究成果の 概要

1 ）共 生概念 の 再検討

　近年 、「共生 」 も し くは 「多文化共 生 」とい う言葉が 多 く の 分野 で 用 い られ てお り、今や ほ とん

ど 日常言 語 とな っ て い る とい っ て もい い だ ろ う。自然 （環境） との 共生 、民族間 の 共 生、外国人

との 共生 、男女 の 共生 、障害者 との 共 生等 々 、きわ め て 多種多様な領域で こ の 言葉が 使用 され て

い る こ とが わ か る 。 また こ の 議論に参加 して い る研 究者は 、哲学者 、社会 学者、教育学者 を は じ

め と し て 、経営、環 境保護、社会福祉な ど実践的な分野 の 人 々 に も及ん で い る。

　しか し、こ れ ら多種多様 な 分野 で 使用 され て い る共生概念 は必ず し も厳密に定 義 され た もの と

はな っ て い な い e 共 生概念は心地 よ い 響 きを もつ ス m 一
ガ ン や修飾語 と し て 用 い られ る場合が 多

く、共生概念 の 濫用 とい っ て も い い す ぎで は な い 状況が生み 出 され て い る。こ の よ うな 状況 に 対

して 、当然 の こ となが ら厳 し い 批判 も早 くか ら投げか け られて い る。た しか に 、共生 とい う言葉

は今 日、実社会の さまざま な領域で広 く用 い られ て い るが、学 問的概念 とし て は 未成熟で あ り、
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混乱もみ られ る。そ の ため 、こ の 言葉が用 い られ る こ と に よ っ て 、深 刻 で 複雑 な問題 の 本質が 見

えに くくなる 状況 さえ もた らされ る可能性 があ る 。

　こ うし た状況 の 下で、近 年改 め て 共生 とい う概念を厳密 に吟味 しよ うとす る 試 み が な され っ っ

ある。本研究 会 で は こ れ らの 試み の うち 、 特 に 意義の あ る と思われ る論考を取 り一Lげ検討 した。

そ うす る こ とで 、共 生概念が本 来 もっ と思われ る 重要 か つ 豊か な意義を改め て 浮 き彫 りにす るの

がね らい で ある。その 際 、問題 点を よ り明確に す るた め に 、筆者は 次 の 6 点 の 疑問を設 定 した。

　  い ま何故共 生 が問 われ ね ばな ら な い の か ？　  生物学 と社会 科学 の 共生概念は ど う違 うの

　か ？   共 生 とは どの よ うな 状態 を い うの か ？   哄 生 」 は現 実か 、それ とも理 想 か ？  

　共生 は通歴 史的概念な の か 、 それ とも特殊現代的概念なの か ？　  共 生概 念は尺度化する こ と

　 が で き る の か ？

　結論 と して 、まだ まだ 共生概念が厳密に規 定 され て い る と は思 えな い し、
一

定 の 共通理解に達

し て い る ともい え ない こ とが 明 らかに なっ た 。 し た が っ て 、共 生概念をめ ぐる議 論 を通 し て これ

ま で 明 らか に な っ た論点 を さ らに深め る こ とに よ っ て 、よ り豊富な共生概念に到 達する 努力 を継

続す る こ とが今後 の 我 々 の 大 きな課題に な っ て い る とい え る。

2 ）歴史研 究 と実態調査

ア ）愛知 ・名古屋 の 保育園 ・小 中学校

　東海地域 の 小 中学校 の 中には 、以前か ら比較的外 国籍の 子 どもが比 較的 多 く在籍す る学校もあ

っ たが、その 数は 限 られ て い た。 し か し近年は 中 国帰 国者は もとよ り、アジ ア 、南米 を中心 に し

た外国人労働者 の 流 入 に 伴 い 、外 国籍 の 子 どもを抱え る学校の 数 は激増 して い る。中には 、 こ の

数年で そ の 数が 一桁 か ら二 桁 へ と急増 した学校 もある。

　そ の よ うに急激な変化が もた ら され た 学校で は 、学校 の 受 け入 れ対策は も とよ り、自治体の 対

応 の 仕 方が 、外国籍児童 ・生 徒の 学習 と生活に きわ めて大き な影響を与 える こ とは想像に 難 くな

い 。

　そ こ で 外国人居住者 が 他 地 域に くらべ る と集住度 の 高 い 名古屋 市緑 区 の 保育園、小学校、中学

校 を
一校ずつ 選 ん で 、外国籍 の 子 ども、中国帰国者の 子 ど も等 の 受 け入れ に ま つ わ るさま ざまな

問題や対応策 などに つ い て の 聞き取 り調 査を行 なっ た 。 そ の 結果 、 日本語指導教室 の 設置 （空き

教室 の 利用な ど）や 教員加配 な ど、学校 と自治体が
一体 とな っ て 教育条件 をよ く しよ うとする取

り組み は確 かに あ る こ と、ボ ラ ン テ ィ ア に よる各種 学習支援 も活発 に なる 中で 、 外 国籍の 子 ども

た ち へ の 支援活動 も広が っ て い る こ と、そ の
一

方 で社会全体 と し て は在 日外 国人 の 子弟 の 生活 と

教育に つ い て の 理解は 必 ず しも十分で な く、国や 自治体に よる財 政支援、制度改善な どもまだ ま

だ必 要な水準には 達 し て い な い こ とな どが明 らか にな っ た。

　 もちろん私 た ちの 研究は現在 の 事実 を見 るだ けで は な く、過去 の 実態 との 比較検討 を進め なが

ら、こ の 問題 に つ い て の今 日の 政策や実践、運動な どを評価 しよ うとす るもの で あ る 。 外 国人就

226

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Nagoya City University

NII-Electronic Library Service

Nagoya 　City 　University

労者 の 増加 に伴 い 、冂本 人 の 外国人観や彼 らの 牛活 ・習慣な ど へ の 理 解 も確 実 に 進 ん で お り、そ

れ に 従い 上述 の 教育条件な ども当然なが ら 変 化発展 も し て い る は ずで あ る。

　 こ こ で はそ の 全容 は紹介で きない が 、一
例 と して 中国 帰国者の 子 弟 の 教育状況 に 関 す る以 前 の

研究を通 し て 得 ら れ た 、教育条件 の 発展 ・変化を以 下簡単に紹 介 しよ う。

　  　最近 の 小 中学校 児童生 徒数 の 全体的減少 に伴 い 、中国人 児童 生徒が従来に 比 べ て格段 に恵

　　ま れ た教育環境に 置 か れ るよ うに なっ た。特別 教室 を設 けた り、中国語 を理 解す る教員の 加

　　配、指導な どが行 わ れ て い る 。
1990年代初期 、帰 国者 の 児童や 日系 人出稼 ぎの 児童が相次い

　　で 入 学 し た時は特別 教室が なく、学校 生活に 適応 し て もら うた め 実際 の 学齢 よ りも所属する

　　学年を ドげ、放課後、学級担任が 口本語 を指導す る こ とで対応 す る の が精 い っ ぱ い で あ っ た。

　　また担 任教師は 日本語教授 歴 を 持 た ず 、また外国籍児竜を指導 した経験 もな か っ た c

　　　当時 は、中国人児童生徒 の 成績 の 問題 は 単に本 人 の 学力不足 とされ た が、こ こ数年 は 彼 ら

　　の 出 自に配 慮 し た教育方針 に転換 し つ っ あ る 、，

　  　　「総合学習 」 の 開始に 伴 い 、学校 に お け る国 際理解教育、人権教育 へ の 関心 が高ま っ て き

　　 た。

　  外国人児童 ・生徒に 対す る 日 本 人 の 見方が大きく変化 した 。
マ ス コ ミ報道、ボ ラ ン テ ィ ア

　　ある い は 地方行政 の 助 力 に よ っ て 徐 々 に で は あ る が 、在 口外 国入、中国帰国者 へ の 理解 が高

　　 ま りつ つ ある。

　こ の よ うに 中国帰国者を取 り囲 む外 的環境の 変化が 、多くの 問題点 を抱 えなが らも彼 らの 子 女

の 教育に プ ラス に働 きつ つ ある。ただ し今後 も在 日外 国 人 の 教育に 共通 す る課題、また個別 の 問

題 点 を深 く掘 り 下げ検討す べ き点が多い の も事実で ある

イ）静岡県小笠町集住地区 の 現況

　小笠町 は静岡県中央部 の 牧 ノ原台地に位置す る 。 茶業の 町 で あ っ た が 、最近は 東名高速道路の

イン タ
ー

に近 い こ とか ら工 場団 地 の 造成 が あ り、ま た鉄 道 とバ ス （JR 菊川駅 か ら静 岡鉄 道バ

ス ） を乗 り継げぱ、静岡や浜松に も通 勤可能で ある こ とか ら、工 場勤務者も多 い 。そ し て 、愛知

県の 豊 田 市保見 団地 ほ ど で は ない も の の 、日系ブ ラジル 人 を主 とす る外国籍居住者が 町 の 人 m 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。

　ただ し、集住地 帯 と言 っ て も、大規模団地 に集ま っ て い る保見 と違 い 、町 内で は分 散 し て 居住

し て い るた め、町中で 「ブ ラ ジ ル 」 の 姿を 目にす るこ とは さほ ど多 くな い 。 実際、短時間 の 視察

で 冒にで きた 「ブ ラ ジル 」 と言 えば、ス ーパ ー
マ

ー
ケ ッ トに あるブ ラジ ル 製品 （食料品、衣類）

コ
ー

ナー、同 ス
ーパ ーの 駐車場 で遊ぶ こ とを禁止 す るポ ル トガル 語 の 警告、そ して ゴ ミ捨て 場 で

の 不法投棄 を禁止 す るポ ル トガ ル 語 の 警告程 度で あ っ た 。

　小笠 町は 外国籍児童 へ の 教育に 、加配 教員に加 え、町独 自の 事業 で 国際指導教師 を配 置 し、
一

般 の 教師と も連携 し て 当た っ て い る と い う特 徴があ る。ただ、同町 作成 の 小学校社会科 補助教材
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で は、「ブ ラジ ル か ら来た 人 々 が 最近増 えま した」 と い う簡 単な指摘に 留ま り、多数派 の 日本 人

にブ ラジ ル の 姿を紹介す る よ うな取 り組み に は （少 な くと も教材面で は）今 の と こ ろ 乏 しい
tt

　本来、今年度は 上記小 笠 郡 小 笠 町 の 日系ブ ラ ジル 人 児童 の 教育に つ い て 、学校 お よび 自治体 で

の 現地調査 を詳細 に 行な う予 定 で あ っ たが 、諸般 の 事情か ら下準 備 と して の 小笠町 俔察お よび 、

小学校教 育に関す る資料 収集 の み で 期 間を終 了 し た
。 今後 の 研 究に 引 き継 い で い き た い 。
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