
Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

国際交流委員会企画 シ ンポ ジ ウム

、多文化共生社会 に お ける保育の 課題 と展望

　　　　一
過去 3回 の シ ン ポ ジ ウム の 成果 を 踏 ま え て

一

企 画 者 ：

「
国際交流委員会

司 会 者　：山本登 志哉 （共愛学園前橋国際大学）

話題提供者．： 名倉啓太郎 （仁愛大学）

　　　　　 谷 口　正 子 （大阪国際大学）

　　　　　 箕浦　康子 （お茶の 水女子大学）

指定討論者 ；星 三 和子 （東京家政学院筑波女子大学 ）

　　　　　 鳥光美緒子 （広島大学〉

［企画 の 趣 旨］

　本学会国際交流委員会 は 、 「足元 か らの 国際交流 を み つ め よ う 」 と い う意図 の も と に 、

過去 3 回 の 研究大会 に お い て 『日本 に お け る 地域 の 中の 多文 化 保 育 』 を テ ー
マ 1ごシ ン ポ ジ

ウ ム を企 画 して きた 。 第 54 回 大会 で は群馬県大泉町 の 実践 を、第 55 回大会 で は 大阪府

八尾市 、 そ して 第 56 回 大 会 で は 静 岡 県浜松市 の 実践 を 、そ れ ぞ れ保育現場 の 担 当 者 、 行

政 の 担 当 者 、及 び研 究者 の 三 者 が一堂 に 会 して 、異な る切 り口 か ら現状を紹介 して きた 。

三 地 域 は、外 国 籍住 人 の 人数 もそ の 人 口比 、 そ して 滞在理 由や 滞在期間 も異 な り、そ の 結

果、多文化保育の 展開も地域の 特性に 根ざ して 個性的 に 展開 して お り 、 わ が 国の 多文化保

育の 多様性を理 解す る 上 で 重要 な 資料源 を 提供 して き た と い え る 。 しか し 、 同時 に 、 多文

化保育 の 質 を 向上 さ せ て い くた め に は、保育現場 に お い て も、行政担当者 や 研究者 に あ っ

て も幾 つ もの 課題が残 され 、 今後 の 検討 が求 め られ る こ と と な っ た．
。 例え ば 、 第 54 回大

会 で は 、

一
時滞在型 の 外国集住 地域 に お け る多文化保育 を め ぐ っ て 、以 下 の よ うな 課題が

指摘 され て き た （中澤，2001 ） 。

　（1｝保護者 と 保育者 と の 双方向 コ ミニ ュ ケ イ シ ョ ン をどの よ うに 保証す る か

　  保 護者 と 保育者 と の 保育期待 の ズ レ を ど の よ う に 解消する か

　（3；保育所 と外国入経営託児所と の 連携、及び小学校との 連携をどの よ う に すす め る か

　（4｝母 国 語教育 の 重要性

　また、第 55 回大会 で は、永住滞在型 の 地域 に お け る異文化保育の 展開 に関 して は 、以

下 の よ うな 課題 が 指摘 さ れ た （名倉， 2002 ） 。

　（1）民族 の もつ 文化 へ の ア イ デ ン テ ィ テ ィ が異文化 の な か で どの よ うに 形成 さ れ る の か．

　  相互 に 異 な る生活 の 様式 やもの の 考 え 方 、 価値観 な どの 文化 を 、 生活するなか で 、相

　　互 に 理解 し、学 び会 う閼係を、子 どもの み な らず、地域 の 大人 も、保護者 も ど の よう

　　 に も て る か 、 ま た そ れ を 実現 す る た め の 条件 と は ？　　 ．　　　 　　 　　
』

　（3｝多文 化 交流 の 保育現場 に お い て 、相互 の 言語学習を どの よ うに す す め る か

　（4｝保 育者 ・保 護 者 、保 護者 同 士 の 信 頼 関 係 を 築 く保護者参画 型 の 多文 化 交流活動 の 創出

（86）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

　 こ れ ま で 3 回 の シ ン ポ ジ ウ ム で報告 して きた 多文化保育 の 実践 は 、多文化共生 を 実現 し

て い る先駆的な地域社会 の 取 り組 み で あり、 こ うした 地域社会 は わ が 国に あ っ て は 、 ま だ

点在 しそい る 状況 で あ る ・ ゆ し ・ ，跡 で都 す岬 煙 柳 碇 住化 ・ あ る い は幼L’子

ど もを もっ 家族 の 国 を 越 えた移動ぽ呑後も蘊き◎多文化保育の 必要は更に 多 くの 地 域 に 浸

透 し具体 的 な対応 が 迫 ら典 る こ と粧予想 さ れ る 。 今回 の ビン
・
ポジ ウ ム は 、や が て 到来 する

で あ ろ う多文化 共生社会 を 生 き る子 ど も た ち の 教 育 と保 育 の 確 立 に 向 け て 、こ れ ま で 報告

し話 し合 っ て き た三 地 域 の 多文 化 保育 の 実践報告 か ら見柔て きた 事柄 を整 理 し、課題 とし

て 指摘 さ れ て き た こ

鞭
に 卿 下 げで

峰 文 化 保
的奉雑 確認 し可能性 を広e「る こ と

を 目的 と し て い る 。

［話題提供者 の プ ロ フ ィ
ー

ル ］

＊ 名倉啓太郎 ： 日本保育学会国際交流委員会委員長 として 、過去 3回の シ ン ポ ジ ウ ム を企

　画 し、そ の 報告 を まと め て こ られ た 。 ．多文化保育 の 展開 に は ｛ 保育現場 に お け る 創意工

　夫 は も と よ り 、 行政 の サ ポ ートが強く求め られ て い る 。 これ ま で報告 の あ っ た 三地域 の

　実践例 か ら、子供 ど もの もつ 文化的な背景 の 違 い を生 か す保育 の 展開上 の 主夫や 互 い の

　違 い を踏 まえ た仲間作 り の ヒ ン ト、あ る い は 多文化保育を支 え る行政 の 取 り組 み で参考
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’
　　　　　　　　　　　　　

’
　，1

：

　に す べ き事柄 を指摘 い た だ き 、 多文化保育の 多様 な 開発 と質の 向上 に 向 けた 実践 と研究

　の 方向性 を 示唆 し て い た だ く。．．．

＊ 寮口　珥子
： 研究費 の 助成をう け て 「亊文隼子育 て 調査」 を 実施 し、報告書 を ま と め ら

　れ た 。こ れ らの 調 査 を も と に 、多文 化 保育 の 課 題 の 一つ と して 指摘 され て い る、保育者

　と保護者 の 双方向的 コ ミニ ュ ケ イ シ ョ

’
ン の 現状と こ れ を す す め て い くた め の 配 慮 点 、あ

　る叫ま改善点を具体的ll示して い た だ く。 主 な著書に、　 r幼児 の た め の 多文化理解教育』

　（明石書店 ・翻訳）〈 『多文化共生保育 Q　＆！　
2T』 （大阪保育子育 て 人権情報セ ン ター）

　な どが あ る 。 　 　　 、

＊ 箕浦　康子 ： 社会
・
文化 の 文脈 の な か で の 人間形成 や 、 そ こ で 生起 して い る さ まざ ま な

臨床上 の 問題、文化移動に と もな う諸問題 を 、 主 に面接や フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クの 手法 を使 っ

　て 研究 して お られ る。社会学や 文化 人類学の マ ク ロ な ア プ ロ
ーチ と心 理学 の マ イ ク ロ な

　ア プ ロ
ー．チ の 連携 させ た 社会臨床論 の 立場か ら人間形成 の 比較文化的研 究 を すす め て い

　る 。 文化間移動 や 社会変動 な ど に ホり 流動化す る生 活世界と個人 の 蘭係性 、 あ る い は グ

　
ロ
ーバ リゼ イ

／；ヨ ン の 進展p〈人間生活 に 及 ぼ す影響 に
？

い て の 研究を踏 ま え、多文化 共

生祉会 の 教育展開上 の 基 本 を 語 っ て い た だ く。主 な 著 書 に、　『子 ど も の 異文化体験 一人

間形成 過 程 の 心貍人類学的研究』 （思索社， 1984 ＞丶．『文化 の な か の 子 ど も』・
’
（東

　京大学出 版会， 1 σ90 ）、　r地球市民を育 て る 教育』．（岩波出版，
’
19 ．97 ）な どが

南う
・

、．
・
．
’

． ：．，

「

．　　 t1
．．

1
』’

．

＊ 国際交流委員会委員 は 、 大戸美也子 ・泉　千勢 ・田 中享胤 ・鳥光美緒子 ・日浦直美 ・星

三 和子 ・山本登志哉 の 7名 で 構成 して お り、司会 と指定討論者は 委員 が 担当 した。
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