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【要旨】

　1980年代、90 年代に起きた難民条約批准に よ るイ ン ドシ ナ 難民受入 、身元 引受人制度改善に よ る 中国残留

邦人帰国者 の 増大、入管法改定に よ る 日系人在留資格拡大、急増 した 国際結婚な どに よ っ て外国に ル
ーツ を

持 っ 子 どもが 目本 に急増 した。日本 の よ うな高度産業社会で は、外 国にル
ーツ を持 つ 子 ど も の 進学の 重要性

が 認識 さ れ るべ き で あるが 、正 確 な状況 の 把握 さ え 十分 で は な い 。外国 に ル
ーツ を持つ 子 ど も の 高校進学率は 、

目本人 の 子 ど も の 50％〜 70％程度 と推察され て お り、そ の 原因 と し て移住家庭を と りま くさま ざまな問題が

あ る。子 ど もた ち が 何 に つ ま ずい て い る か を知 る こ と が で き な い と 「学び の 保 障」 に つ い て本質的に考え る

べ き視点も生みだ し をえない 。

　本稿で は、進 学 を阻む要 因 と進 学を実現す るため の 支援に つ い て、古 くか らの 移住民多住地域で ある神戸

市長 田 区にお ける進学支援活動か ら考え る。そ の 上 で進学支援 の 成果や課題 を、移住家庭 で育まれ る母文 化

の 継 承や 民族名 の 選択 とい っ た 当事者 で あ る子 どもの 生き方 も含 め て 考 えた い 。また子 どもたちが成長す る

ホ ス ト社会で ある 目本 が あ る べ き変化 を遂げて 受 け入れ て い る か とい う課題 につ い て も考察 し た い 。

【キーワー ド】外国にルーツ を持つ 子ども、 進学支援 、 学びの 保障

は じめ に

　1980年代半ばま で 日本にお け る外 国人の 子 どもは、

在 日 コ リア ン や華僑 の 子 どもな ど外 国籍を持ち 日本生

まれ で 日本語 を理解で きる子 どもが大半で あっ た 。

　 し か し円高に よ る 日本 へ の 出稼 ぎ希望者 の 増大、

1981 年 の 難 民条約 批准 に よるイ ン ドシ ナ 難民 の 受

け入 れ 、
1985 年の 身 元 引受人制度改善に よ る 中国

残留 邦人 帰 国者 の 帰国増、1990 年 の 入管法改 定に

よ る 日系 人 3 世 まで に拡 大 され た在留 資格、1980

年代 か ら急増 した国 際結婚 な どに よ り 日 本国籍 保

持 者 も含め た外 国 で生 まれ た子 ども の 渡 日が 広

が っ た。

　 さらには、日本生 まれ で も保護者 の うち の
一

方 ま

た は両方 が 海外 か ら移住 し て きたた め 、日本語や 日

本 の 習慣 を 理 解 し に くい 子 ど も （2世）が 日本 に増

え て い る。

　こ れ ら外国に ル ーツ を持つ 子 ど もは 、外国人学校

やイ ン ターナ シ ョ ナ ル ス クー
ル とい っ た 教育機 関

を除 くと概ね 日本 の 公 教育、公立 の 小 中高学校に通

い 教育を受 けてい る。こ の 数十年 の 日本 にお ける外

国に ル
ーツ を持つ 子 ど も の 歩み や諸外国 の 事例 を

見 て も 外国か ら移住 した家庭 の 子 ども の 多 くが、移

住国 （日本）で 成人する と考え られ る 。

　 と こ ろ が、こ う した 子 どもた ち に 関 し て、母 語 保

障や文化活動 とい っ た 「文化の 問題 」 を取 り上 げ る

こ とは あ っ て も、子 どもた ちに と っ て 日本社会 との

大 きな壁 とな っ て い る 「就学 ・進学」 の問題 に つ い

て は あま り議論 され て こ な か っ た 。 日本に お け る就

職 ・就 労 の 現状 を考えた とき、教育にお ける外 国に

ル
ー

ツ を持 つ 子 ども の 「高校進学」 の 重要性は い っ

そ う認識 され る べ き で あ る が、現状 は 正確 な状況把

握 さえお こ なわれ て い な い
。

　 実際 に 全 国 の 外 国 に ル ーツ を持 つ 子 ども の 進 学

状況 を先行研究
’

や公 表デ
ー

タを も とに推察 し て も

高等教育 、 資格 取得の 分岐点 に な る高校 へ の 進学率

は 日本人 の 子 どもよ り著 しく低 い 。そ の 原因 として

言葉 の 問題 が ク ロ
ーズ ア ッ プ され る こ とが 多い が 、

実態 は単に言葉 の 問題 に とどま らず移 住家庭 を と

りま くさまざま な要 因が推察 され る。

　本稿 で は 、多くの 子 どもた ちの 希望 で もあ る 高校

進学 を阻む要因が何か とい うこ と、さらに は進学を

実現す る た めの 支援に つ い て 、古 く か ら在 日 コ リ ア
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金　 宣吉、志岐 良子

ン や 奄美群 島出身者 に代表 され る移住者が 多数生

活す る 神戸市長 田 区 に お け る 特定非営利活動法人

神 戸定住外国人支援セ ン ター （以下、「KFC 」 と記す）

の 進学支援 の 取 り組み か ら考え る。そ の 上 で 、外国

に ル
ー

ツ を持 つ 子 どもの 進学支援の 成果や課題 を、

単に子 どもの 進学実績 の み で捉 えず、移 住家庭で

育 まれ る母 文化 の 継 承や 民族名 の 選 択 とい っ た 当

事者で あ る子 どもの 生 き方も含め て 考えた い 。なぜ

な ら進 学支援 の 成果や課題 を考 え る前提 と し て 、被

差 別 の 側 に立 つ 外 国に ル
ー

ツ を持 つ 子 ども が 落 と

し こ め られ て きた情報の 欠如や 幼少 期か ら の 学習

環壌 の 劣悪 さに よ る 「学 び 」 の 価値観 の 欠落 、学習

意欲の低 さや将来に対する諦め、セ ル フ エ ス テ ィ
ー

ム の 欠 如 を考慮 し なけ れ ば進学支援 の 意 義を 正 確

に捉え られ な い と考え る か らで あ る。

　KFC の 進学支援が外国 に ル ーツ を持っ 子 どもに

「学力保障」 と 「進路保障」 を重視す る こ とで 日本

社会への 「同化 」 を促す とい っ た短絡的な場 で はな

く、社会参加 の 機会を保障 し、貧困や社会的排除 の

再生産 を断 ち切 るた め に役立 っ て い る か。進学支援

の 取 り組み を通 じ て 、少 しで も社会的排除か ら子 ど

も た ち を 守 り育て る 場 所 を っ く り だす こ と が で き

て い る か。外国 に ル
ーツ を 持 つ 子 ど もが 進学する に

あた っ て何につ まずき、何が 壁とな っ て い るか を理

解で きるに場 にな りえて い る か を検証 し たい 。

　ま た進学支援に 関わ る支援者を通 し て、子 どもた

ち が 成長す るホ ス ト社会で ある 日本が あ る べ き変

化 を遂 げ て 受け入 れ て い る か とい う課題 に つ い て

も考察 し たい 。

　本稿が 、子 ど もだ け で な く 保 護者 、支援者 、学

校関係者 と い っ た外国に ル ーツ を持 つ 子 どもを と

り ま く 人 た ち に 進 学支援 （学習支 援、奨 学支 援 ）

が もた らす もの を考え る機会の
一

助 となれ ば 幸い

で ある。

1．KF⊂の 進学支援 （学習支援と奨学支援）

1−1．学習支援の とリ〈み

（1 ）KFC とは

　本稿で と り あげ る 学習支援 の 主体で ある KFC は、

1995年の 阪神淡路大震 災後に で きた 「被 災 ベ トナ

ム 人 救援連絡 会 」 と 「兵 庫 県定住 外 国人生 活復 興

セ ン ター
」 とい う 2 っ の ボラ ン テ ィ ア団体が統合

して 1997年 に で きた NGO で あ る。

　KFC は、震災直後 よ り仮設住宅 の 申 し込みや多
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重 債務 の 相談や 公 園に 避 難す るベ トナ ム 人 た ち の

ため の 炊き出し を行 っ て い た 。 支援 し て い た外 国人

被 災者た ちか ら 日本 語 が で きな い こ と で の 不 便 さ

を訴える声が上が り、「日本語を学習 した い 」 とい

う要望か ら、川沿 い の 公 園で の 青空 日本語学習 の 場

を設 ける。そ の 後 、事務所を構え、マ ン ツーマ ン レ ッ

ス ン だ け で は な く、グ ル
ープ で学習 で き る場、生活

す る外 国人 の た め の 生活 日本語学習の場の提供、日

本語 テ キ ス ト作成な ど に 取 り組 ん で い る。

　 現在 の KFC は活動領域が広が り、マ イ ノ リテ ィ

高 齢者 の 文化 や 言語 に も対応 した施設 ま で 網羅 し

た 高齢者支援事業 な ども行 っ て い る。

　KFC が位置す る神 戸 市の 西 部地域 にある長 田区

は 、神 戸 港 開港 と沿岸部 産 業 の 発展 に と も な う都

市 労働者 の 流入 に対応 す るた め拡大 され た市域で

あ る。長 田 区は 、神 戸市 が 都市 計画 と し て 中 心 市

街地 の ス ラ ム 解消 を 目的に「日葺合 区 と旧林 田区 （現

長 田区）に木賃宿 の 建 設を限定 し た こ ともあ り低

廉な住宅 を求 め る移住労働者 の 集積が進ん だ。長 田

区 に は 、九州 ・四国 ・中国地方 とい っ た 日本 国内か

ら の 移住だ け で な く、植 民 地 で あ っ た朝鮮 か らの 移

住、日本国内 に 在住 して い た他 地域 か らの 在 日 コ リ

ア ン 移住も多 く、古 くか ら関西 で も有数 の 外 国人多

住地域 とな っ た。特に第 2 次世界大戦戦後 は、在 目

コ リア ン が ゴ ム サ ン ダル づ く りを起源 とす るケ ミ

カ ル シ ュ
ーズ 産業 の 興 隆 に深 く か か わ っ た こ とで

よ り
一

層 の 外 国人集住が 進む 。
1980 年代 に 入 る と、

兵庫 県姫 路市 に設 置 され た 姫 路定住促進セ ン タ ー

出所 後 の 在 日ベ トナ ム 人 が 、言語 的ハ ン デ ィ が あっ

て も就労 しや す い ケ ミ カ ル シ ュ
ーズ産業に集積 さ

れ て い く 。 これ ら在 日 コ リア ン 、在 日ベ トナ ム 人 ら

長 田 区の 外国人住民は、単身 の 出稼ぎで は な く家族

を伴 う構成 で あ り、外 国にル
ーツ を持 つ 子 ど もの 教

育課 題 も古 くか らあ り、今現在ま で 多層 ・多重化 し

て継続し て い る 。

　外 国 に ル ーツ を持 つ 子 どもが通 う学校 で は、様 々

な子 どもの ル ーツ 国に か かわ る文化活動 がお こ な

われ るよ うにな り、場 合に よ っ て は 母 語保障 な ど

へ の 取 り組み もみ られ る よ うに な っ た。他方 で 、日

本 人 が 住 む国 で あ る 日本とい う認識 は 払拭 されず 、

「チ ョ
ーセ ン 帰れ 」、「ベ トナ ム 帰 れ 」 とい っ た言葉

に 代表され る ル
ー

ツ 国 と密 接 した表 現 の 排除や差

別 が 克服 され ず 現在 も続 い て い る。 こ うし た 問題

は 、子 どもたち の 人 間関係 な どに矮小化 され る こ と
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も多く、日本人社会 と少数者 の 間に存在す る構造 的

差別 は見過 ご され がち で あ る。

　KFC が地域で 認識 し て きた外国に ル
ー

ツ を持つ

子 どもの 教育課題 を列挙す ると、  保護者 の 不安定

な就労に よ る貧困、  保護者 の 婚姻などに よ る 国際

間も含め た頻繁な移動、  日本語習得の 問題 、  母

語 ま た は 目 本語 習得 の 保 障が で き な い こ と に よ る

思考言語 の欠落、  言語、文化ギ ャ ッ プが生 み だす

家族間 の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の難 し さ、  学校や家

庭にお ける学習サ ポー
ト環 境の 欠落などに よ る低

学 力、  低学 力 と家庭 の 貧 困 が複合 的に関係 した

（高校）進学 の 困難 進学 して も頻繁に起きる ドロ ッ

プ ア ウ ト、  進学 の 困難 さを背景 とす るライ フ チ ャ

ン ス の 少 な さと貧困 の 再生産、  社会か ら周辺化 さ

れ る こ とに よる非 行行動 とい っ た もの で あ る。

　低 学力 や進 学 の 課題 は 、 外 国にル
ー

ツ を持 つ 子 ど

も 自身 に もホ ス ト社会に とっ て も切実 な課題 で ある

が 、 外国に ル ーツ を持 つ 子 ども自身や家庭に課題 が

還 元 され 日本社会で は取 り組 まれに くい状況 で ある。

（2 ）学習支援の き っ かけ

　KFC が学力保障 を中心 と し た学習支援 に取 り組

ん だ き っ か け は 、KFC が 運 営 し て い た 日本語支援

教室 に通 う子 どもの 「宿題 を教え て ほ し い 」、「学校

の 勉強を教え て欲 しい 」 とい う声をうけて の こ とで

あ っ た 。

　 こ の 声 の 裏に あ る外 国に ル
ー

ツ を持 つ 子 どもの 実

情 は、目本語 で 書 かれ た宿題 を教 えて も らえる人 が

い な い 、学校 の 勉 強を教えて も らえる人が い な い と

い うこ とで あ る 。 学齢期 の 子 ども に とっ て 日々 課 さ

れ る 宿題 を教え て もらえな い こ とは 、 単に学校 へ の

提 出物 を出せ ない とい うこ とに とどま らない 。日本

語 で の 勉強 を教 える こ とが で きない 家庭 へ の 子 ども

の ま な ざ し は 諦 め 、時 に は恥ず か し さに 繋 が り信 頼

や愛着を失わせ る こ とも見 られ る、

　学習 に お い て は 、復習機 能 を持 つ 宿題 が で きな い

こ とは学習 の 定着、蓄積が 得 られず、学校の 勉強 に

っ い て い けな くなる。結果、進学 の 道が閉 ざされ る

とい う問題 も起きる。

　KFC で は、2003年 か ら 2 年 間、夏休 み期 間 な ど

に短期 間 の 宿題 学習な どを実施 し、そ の 後 2005年

よ り本格 的 に学習支援を開始 した 。 学習支援を本格

的 に 開始す る に 際 し て は そ の ミ ッ シ ョ ン を 明確化

し た 。 高校進学率が 日本人 の 子 ど もに 比 べ て著 し く

外国に ル
ー

ツ を 持つ 子 ども へ の 「学びの 保 障」 がも た らす もの

低 い 状況 を改善 し、自分 の 夢や 目標 を持ち、自立 自

活 で き るよ う高校 進 学 をメ ル ク マ
ー

ル とす る こ と

で あ る。

　高校進学を達成する に は 、中学生 か ら学習を始め

て も時間的に難 し い と考え、当初は 小学生 だけを対

象に学習を は じ め る 予定で あっ た。 しか し、ある保

護者か ら 「中学生 の 兄 も学習 させ て欲 し い 」 と い う

希望 があ っ た こ とで 、当初か ら中学生 も対象 と し て

活動す る こ ととな っ た。活動 を開始 し た頃は、子 ど

もは当初 7 名で あっ た が、また た く間に 子 ども が増

え、現在 （2013年 7 月 時点）で は 45 名 を超 える子

どもた ち が 週 に 1 日 か ら 3 日学習 して い る。現在、

小学生 を対象 とした学習支援は火曜 目、水曜 日、木

曜 目 の 週 3 日、中学生は水曜 日、木曜 日 の 週 2 日 実

施 して い る。

　学習内容 は、渡 日 して 間 もない 子 どもは 日本語 を

学習 して ある程度 で きる ようにな ると、漢字 な ど母

国で は 学習 し な か っ た もの や 自分だ け で は こ な せ

ない 宿題 を して い る。日本生 まれ の 子や 日本に長期

間住ん で い る 子 で 、宿題の サポー トが必 要な子 は宿

題 を し、宿題 が 自分で で き る 子 に は で き る だ け 発展

的 な学習を して もらうよ うに努め て い る。

　 ベ トナ ム に ル ーツ を持 つ 子 ど も が 多い た め 、開設

当初 か らベ トナ ム 語 が で き る ス タ ッ フ が母語 を使

用 して 日本語
・教科学習を行 っ て い る。現在はベ ト

ナ ム 人留学生 ・社会人 の ボ ラ ン テ ィ ア支援者 2 名 と、

ア ル バ イ トで ベ トナ ム 人留学生 1名がベ トナ ム 語 を

使 っ た 日本語 ・教科学習支援に携わ っ て い る。

　また最近 で は 、KFC で 学習し た 中国人大学生 が中

国語 を使 っ て学習支援な ど も行な っ て い る。

　小学校が学期末に作成する成績表 「あゆみ 」 は、

1年 生 で は 2 段階、そ れ 以降は 3 段階評価 と な っ て

い る。外 国人 の保護者は
一
番低い 評価 を付けられ て

い て も、レ 2 年生ま で は 子 どもの 学習 の 明 らか な遅

れ を把握 しに くい の か、3・4 年生 にな っ て か ら、「子

どもの 学習が 遅れ て い るか ら学習 させ て欲 しい 」 と

子 どもの 学習 の 申 し込みに来 る 保護者が多い 。

　 こ れ まで 、 学習支援事業を始め て か らの 8 年間に

は、学習支援以外 に も様 々 な企画 を実施 し た。2007

年 6 〜 7 月には、情報 を入手 しに くい 外国人の 子 ど

も と保護者 に複雑 な高校入 試 の シ ス テ ム や 日 本 の

高校に つ い て知 っ て もらお うと、通訳や翻訳資料 を

つ け、中学校教員による 「高校進学ガイダ ン ス と個

別相談会 」 を開催 して い る。そ の 頃中学生だ っ た べ
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トナ ム 人青年 は、当時を振 り返 り、「（高校入試 の 情

報 とか ）全部 KFC で 教え て も らっ た。僕、まだ覚

え て る。（そ の 高校進学ガ イダ ン ス の ）授業を受 け

て 、（公 立 の 工 業高校 3校 の ）高校 の 名前 と か 覚え

た ん です。私 立や っ た ら、お金か か る んや っ た ら、

行 き た くな い と思 っ て た ん で す i と KFC で 情報 を

得 て 、進学先 を決 めた こ とを話 した。現在で は教

育委員会主催 の ガイダ ン ス も開催 され 、 多言語 で の

情報 も受け られ る ように な っ て い るが、数年前 ま で

は そ うい っ た こ とが実施 され て い なか っ た こ ともあ

り、保護者 も中学生本人 も情報 を得 られ る 機会 が少

な く、進学を諦め て しま う場合もあ っ た 。

　 そ の 他 に も、試験対策 だ けで な く、2007 年 12 月

に は 「推薦入試 の ため の面接 と作文 の指導」 を行 っ

た。渡 日 し て 3年たちや っ と進学意欲が湧い て きた

ベ トナ ム 人中学生 が、こ の 指導に よ っ て推薦で 高校

に合格 を果 た し た。そ の 後も推薦入試を希望する も

の が い る とき に は 、現在も継続 して 支援 して くれ て

い る中学校教員に よ る面接 ・作文指導を個別 に 実施

し て い る。

　また高校入試などの 情報提供 と と もに 、ロ
ー

ル モ

デル と な る先輩 か ら話 を 聞 く機 会 を 設 け、高校 を ど

う選 択 し た かや高校生活 に つ い て 語 っ て もら い 進

学意欲 を高め て もら う機会 も設 けた。

　加えて 、年数回 の 交流会、中学 3年生を対象 と し

た夏休み集中学習ク ラス 、カ ナ ダ人大学教員などに

よ る英会話・英語 ク ラス 、子 どもを暴力か ら守る ワー

ク シ ョ ッ プ、そ ろばん 教室なども開催 して きた。

　年 に 数件、就 学前の 子 ど もの 学習希 望 も受け る こ

と が あ り、2011年 1月 よ り毎年 1〜 3月 に就学前 の

子 ど も に学習支援や 日本の 学校 の し くみ を学ぶ プ レ

ス クール も始め て い る。プ レ ス ク
ー

ル の 参加者は毎

回 3 名 か ら 6名。通 っ て くる子 は ほ とん ど保育園か

幼稚園 に は 通 っ て い る。小学生以上 の 兄弟 ・姉 妹が

い る子 は 日本語 の 会話 も問題なくで きる場合が多い

が 、兄弟 ・姉妹が い ない と 日本語 で の 会話が難 しい

こ と が多い 。

　 た だ 保育所以 外 に習 い 事 を させ て い た り、外 国人

の保護者以外の 日本語を話す大人 と接する機会が多

い 子 どもだ とや は り言葉 の 数が多 く、他の 子 ども と

比較 しても学習 にあま り支障なく取 り組め る場合も

ある。

　KFC の 学習 支援 は 、2013 年 か ら は拠点 を神 戸市

東部 へ も広げ、長年 地域に根付い て社会活動を展開

區 ］ ・・ラ・了・ア営研 究 V・［14

して い る賀川記念館 と協力し て 、小学生 と就学前 の

子 ど もの 学習支援を拡大 し て実施 し て い る。

1−2．学習支援が積み上げてきたも の

　 これ ま で学習支援に きた子 ども の ル
ー

ツ は 、
ベ ト

ナ ム 、フ ィ リ ピ ン 、中国、ペ ル
ー
、オ ラ ン ダ、コ ロ

ン ビ ア 、パ キ ス タ ン 、ボ リ ビ ア、イ ン ドネシ ア 、ア

フ ガ ニ ス タ ン 、ウク ラ イ ナ 、ロ シ ア な ど で 、約 200

名 を支援 して きた。転居 し て しま っ た 子 ど もも い る

ため正確 な数字 とは言 えな い が 、そ の 中で 母国 へ 帰

国 し て し ま っ た 子 ど もは 7 名 で 、うち 2 名は親 の 強

制送 還 な ど在留 資格 の 問題 か ら帰国せ ざるを得な

か っ た子 ども で あ る。ま た 中に は
一

旦帰国後、再渡

日 して い る者 もい る。活動開始 3年 目ぐらい か らは、

対象者を公 立小 ・中学校に通 っ て い る者 に限 っ て い

る こ ともあ る が、こ の 数字 か ら定住 し、日本社 会で

生 き て い く外 国に ル
ー

ツ を もつ 子 ど も が 圧 倒 的 に

多 い こ とがわか る。

　KFC に 通 っ て 中学卒業 ま で 学習 を継 続 しよ うと

する 子 ど も は
一

定 の 進 学意欲 があ る ため、やは り高

校進 学率は 高くな っ て い る （表 1）。 しか し、中学

1年生 で い じ め に 遭 い 不 登 校 とな り、中学 3 年 生 の

年齢で KFC にきた も の の 、数 ヶ 月学習 し て 、働 き

出し て し ま っ た子 もい た
。 そ の 子 ど も の 家庭 は 再婚

家庭で 、義父 との 関係 が うま くい かず、
一

人暮 らし

をす る こ ととな っ たた め、で きる だ け早 く に 自活 し

た い とい う思 い があ っ た と思われ るが 、進学に向か

わせ られな か っ た の は非常に残念 で あ る。また高校

進 学 し た もの の 中退 を し て し ま っ た子 ど も もい る

の が現状 で 、高校進 学 し て も、卒業す る とい うハ
ー

ドル はまだ残 っ て い る。

　通 常、NPO な どが 運 営する学習教室 は 月 2 回や

週 1 回 、 多い とこ ろ で も週 に 2 回 開催 し て い る とい

う状 況 で あ り、KFC の よ うに 常設 の 教室 ス ペ ース

を持 っ て お り、 メイ ン の コ
ーディネーターが 常駐 し

て い ると こ ろは皆無 とい っ て い い 。

　KFC の 学習支援は、常設 の 場 所が あ り、常駐 ス

タ ッ フ が い る こ とで 、子 どもが常に 相 談に来 られ る

体制 が とれ て い る。子 どもは保護者が解決 で きな い

問題 、例えば、学校 の 持ち物に つ い て の お知 らせや

配布 され た プ リン トに つ い て わ か らない こ とを聞

きに来て い る 。 また家 の ガ ス が 止 ま っ た 、水 漏 れ し

て い る、家族 が 倒れ た 、など様 々 な相談 も 日々 持 ち

込 ん で くる。
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　学習支援に来 て い て 既 に 高校 卒業年 齢 とな っ た

27名の 中で は 、 就職は 14名 、 進学は大学に は 6名 、

専門学校 に は 2 名 が進ん で い る （そ の 他 大学浪人 1

名、不 明 4 名 ）。また高校 卒業後 、一
旦、就職 して

か ら、自分で 学費を貯めて 、 専門学校 に 進学 した り

ほ か に も現在働 きな が ら専門学校 への 進 学 を 目指

し貯金 を して い る者もい る 。 大学 ・専門学校 へ 進 学

し て い る者 は ほ とん どが なん らか の 奨学金 を受給

して い る 。 高校、大学 へ の 進学時に は 、保護者が家

庭 の 経済状況 を話す か どうか に か か わ らず 、経済 面

を気 に しなが ら進 学を検討 して い る様子 が見 られ 、

外 国に ル ーツ を持 つ 子 ど もの 家庭 の 経済 状況 の 厳

し さが垣 間見 られ る。

1−3．奨学支援のとりくみ

　学習支援を初め て 2 年経 っ た 頃、学習支援に来て

い た 1 人 の 中学生 が経済的な理 由 もあ り、高校進学

せ ずに働 くとい う道を選 ん だ。こ の こ とか ら、経済

的な支援 の 必 要 性 を感 じ外 国 に ル
ー

ツ を 持 つ 高校

生 の 奨学金を設立 し た い とい う声が KFC 内部か ら

あが る。

　そ こ で、兵庫県 の 外郭団体が私費大学留学生 を対

象 とした大規模 の 奨学金制度を設 けて い た こ とか ら、

外国 にル
ー

ツ を持つ 子 どもへ の 「学びの 保 障」 が もたらすもの

そ の 規模 よ り小 さくて も外 国にル
ー

ツ を持 つ 高校生

の 奨学金 を設立 して もらえな い か と奨学金設 立 の 必

要性 を訴 え、外郭団体常務理事の 理解 も得 られ た。

　マ イ ノ リテ ィ の 子 どもにた い す る奨学金活動 は、

同和 奨学金 や 朝鮮奨学会 をは じ め 重要 な教 育支援

の 活動 で ある。 しか し奨学金設 立 は、兵庫県 の 外 郭

団体 の 内部起案ま で され た が結果 と して 見送 られ

た。国際交流 ・国際協力事業 中心 の 外 郭団体にお い

て 、日本で 育ち学ぶ外国に ル
ー

ツ を持 つ 子 どもの 奨

学支援 へ の 取 り組 み が位 置 つ く こ とは な か っ た。

　他 の 方 法 で 給付制 の 奨学金 制度 設 立 が で きな い

か と KFC 理事会 で 議論 す る 中 で 、外 国人 の 子 ども

の 教育に取 り組 む大学 教員で KFC の 理 事 で もあ る

野崎志帆が責任者 となり、奨学金設立 を 目指すこ と

とな っ た。大学教員、行政職員、弁護士、地域活動

に熱心 な僧侶、教育関係 NPO な ど に 実行委員就任

依頼を行い 、2007年 11月 に 「定住外 国人子 ども奨

学金実行委員会」 を立 ち上 げ、給付制奨学金制度設

立 に 向 け て 始 動 し た 。2008 年 か ら奨学金 支給 を 開

始 して い る。

　対象は 、兵庫県下在住 の 外国 に ル
ーツ を持つ 高校

生 で、1学年 3 名採用、現在 9 名 が 奨学金 を受 けて

い る。経済状況以外 に、将来 ロ
ー

ル モ デル とな りう

表 1　 KFCで 中学 を卒業 した子 どもの 高校進学状況

卒 業 年 度 出 生 地 公 立 高 校 　（う ち 定 時 制 ） 私 立 高 校 就 職 （う ち 中 退 ）

2006 年 度
日 本 1 0 0 0

日 本 以 外 0 1 0 0

2007 年 度
日 本 2 0 0 0

日 本 以 外 1 3 1 1

2008 年 度

日 本 1 1 0 1

日 本 以 外 8 3 0 1

2009 年 度

日 本 1 0 0 0

日 本 以 外 2 2 0 0

2010 年 度

日 本 0 1 0 0

日 本 以 外 2　 （2 ） 1 0 0

2011 年 度

日 本 0 0 0 0

日 本 以 外 5　（2 ） 0 0 2

2012 年 度
日 本 1 1 0 0

目 本 以 外 3　 （2 ） 1 0 0

合 計 27 　（6 ） 1　4 1 5
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る人 材 にな りえ るか とい う点 も選考時 には重 要な

選考基準 とな っ て い る。

　 ど の くらい の 奨学金 を何人 に 支給す る か を検討

する中で 、実行委員か らの 「進学意欲に つ なが る よ

うあ る程度意味 の ある額を」 との 声もあ り、金 額は

月額 15，000円、3 名 で あれ ば支給 し続け られ るで あ

ろ う とい うこ とで 、支給金 額 と 人数が 決 定 した 。ま

た単なる奨学金支給とい うだ けで は なく、応援 して

い る人 が た く さ ん い る と い うメ ッ セ ージ を 送る の

も奨学金事業の 大きな役割で ある。

　奨学金 を貸与 で はな く、 給付 にす る こ とは当初か

ら方針 と して 決 め て い た。日本 人 で も奨学金 の 返還

が で きない 人が増えて お り、政府 が給 付制 の 奨学金

を設 立 す る とい う話 も出 る よ うに な っ た が 、特 に

外 国人 の 場合 、家族 が安 定的 な収 入が な い こ とも

多 く、国籍条項を は じ め と し就職に おけ る ハ ン デ ィ

キ ャ ッ プもあ る た め、本人が返還す る の も難 し い こ

と が あるた め貸与で は なく給付と した。

　運営に あた っ て は、大きな基金 があ っ て の 奨学金

で は なく毎年多 くの 人 に 協力を もら い 子 ど も へ 支

給す る奨学金 で あ る た め 、当初、資金 面 は 不 安定 で

あ っ た 。 2 年目 に 、篤志家か ら
一

定額 の 寄付が集ま

り、現在 は 、今年 5 回 目 とな る チ ャ リテ ィ コ ン サ
ー

ト実施や神 戸ま つ りな どイ ベ ン トへ の 財 源集 め の

出店、寄付で 安定的な運営が出来る よ うに な っ て き

て い る。

1−4．奨学支援が積み上げてきたもの

　定住外国人子 ども奨学金 の これ まで の 応募者 （表 2）

と 選 考 され た 奨学生 の ル
ー

ツ （表 3） は 、以 下 の 表

の とお りで ある 。

　奨学生 に 選ばれ た者 に は 、イ ベ ン トへ の 参加や コ

ン サ
ー

トで の 登壇 、年 3 回 の 成績表 を持参 して の 面

接や 交流会な どの 参加 も義務付 け て い る。奨学生同

士 ・ボ ラ ン テ ィ ア の 大学生 との 交流 や、実行 委員で

あ る 大学教員などか らの ア ドバ イ ス は、学校 生活や

進学 へ の 意欲 に もつ な が っ て お り、こ れ ま で 高校を

中退 して しま っ た者は い ない 。

　 こ れ ま で 、奨学生 となっ た の は 、ペ ル
ー
、ベ トナ

ム 、中国、フ ィ リ ピ ン 、メ キ シ コ 、韓 国な どに ル
ー

ツ を持 っ 高校生た ちで あ る 。 卒業した 9 名 の うち 1

名 を 除い て 、大学、専門学校 な ど に 進 学 し て い る。

国立 大学や有名私 立大学に進学 した者 もお り、今

後 、様 々 な形 で 支え る側 に回 っ て くれ る こ と も期待

して い る。

　奨 学生 とな っ た高校生た ちは、年 に 3 回、支援者

の 方 へ の 報告と い う形で 、様 々 なテ ー
マ で作文を書

き、近 況や学習状 況を把握する た め の 面談を行な っ

て い る 。 面談 を担 当 した実行委員 か らは、進学に 関

す る情報量が少 な い な どの 声 を聞 くこ とが 多い 。

　 また就職 の 希望 を聞 くと、「自分の
一

番 の 取 り柄

で あ る語学力 を生 か し て 通訳 ・翻 訳 の 仕 事 に した

い 」 とい う奨学生が多い が 、 自分 の 日本語 と母語 の

語 学 力 で ど の 程 度 の 通 訳 ・翻訳 が で き る の か を把握

で きて い る もの は 少な い 。

　以 下 は 、あ る奨学生を面談 し た 時の 実行委員 の 記

録 で あ る。

　　「大学進 学にっ い て の 知識 、準備 が進ん で い な

　 い よ うに見 えま した。大学 の 『理 系』、『文 系』 の

　意味 もわ か っ て お らず 、模 試 を 受 け て 判定 を 見

　 る とい う知識 もな い よ うで し た。ま た進学 に 必

　要 な費用 もわ か っ て い な い よ うで あ ま りに も漠

　然 と し て い る状況 で す。家庭内 の 会話も母語 の み

　で 、読書も母語 の 本で 、ど うし て も日本語 の 理解、

　語彙 の 習得が進ん で い な い 状況に あ り、『具体 的』

　 とい う言葉 の 意味もわ か っ て お らず、進学希望者

表 2　「定住 外国人子 ども奨 学金」 へ の応 募者数

応 募 者 数 ル
ー

ツ 国

2008 年 度 9 韓 国
・
朝 鮮 4 、ベ ト ナ ム 2 、 ペ ル

ー 1 、 中 国 1

2009 年 度 4 ペ ル
ー 2 、中 国 1 、 ベ ト ナ ム 1

2010 年 度 9 中 国 4 、ベ トナ ム 2 、 ペ ル
ー 1 、ア ル ゼ ン チ ン 1 、ブ ラ ジ ル 1

2011 年 度 6 中 国 2 、 フ ィ リ ピ ン 2 、ベ ト ナ ム 1 、韓 国 ・朝 鮮 1

2012 年 度 11
フ ィ リ ピ ン 3 、中 国 2 、ベ ト ナ ム 2 、 コ ロ ン ビ ア 1 、ペ ル

ー 1 、

ブ ラ ジ ル 1 、韓 国 ・朝 鮮 1

2013 年 度 10 中 国 4 、ペ ル ー 2 、 フ ィ リ ピ ン 2 、韓 国 ・朝 鮮 1 、メ キ シ コ 1
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表 3　定住外国人子 ども奨学金に選考ざれ た奨学生のル
ー

ツ

中 国 5

ペ ノレー 5

ベ トナ ム 4

フ ィ リ ピ ン 2

韓 国 ・朝 鮮 1

メ キ シ コ 1

合 計 18

の 少 な い 学校 （高校） の こ とも考える ときめ細や

か なサ ポー トが 必要 な状況 だ と考え ます。ア ドバ

イ ス と し て 、学校 の 先生 た ちか ら適切 な助言 をも

らうこ との 必要性を繰 りか えし伝えま し た。」

　奨学生 の 中で も学校教員に相談で きる もの は 、や

は りきちん とした情報 を得て 、目標を持 っ て 学習も

で き て い る 。 し か し、早 い 段 階か ら情報を入 手 し、

目標 を持 っ た学習 を して も らうこ とが で きて い る の

は僅か で 、高校 3 年 生頃 にな り慌 て て 進 学 にっ い て

考え出 し、望む進学先 に 進学で きて い ない 者 も少 な

くな い
。

　
一

方、うま く周 り の 支援者 か ら情報や支援を得 ら

れ た もの 中に は 、AO 入試な どの 大学入試制度を う

ま く活用 し
、 例 えば母語 で あ る ス ペ イ ン 語の 検定 も

受 け、志望大学に進 学 して い くもの もい る。奨学支

援を通 じて 、外国 に ル
ーツ を持 つ 子 どもは、高校 と

ちが っ て 語学や厳 しい 経済状況、マ イ ノ リテ ィ 性 が

時に大学入 試 の ア ドバ ン テ
ージ となる の で 、 重要 な

進学 ・進路情報を提 供す る こ とが い か に大切 か も実

感 して い る。

2 ．KF⊂の 子 どもたち
2−1．学習支援 、 プレスク

ー
ル の子 どもたち

　外国に ル ーツ を持 つ 子 ど もた ちは、様 々 な困難 を

抱 えて い る。

　 日本人 と結婚 し た母親か ら呼び 寄せ られ た も の

の 日本 で は 数歳上 の姉 と 2 人 暮 ら し で食事をま と

もに とれ て い な い よ うな環境で 暮 らす 中学生や小

学生 、 再婚 家庭で義理 の 日本人 の 兄弟 ・姉妹 と言葉

の 壁 な どもあ り うま く馴染 めな い 状況、母 国で長年

放 置 され た と い う思 い か ら呼び寄せ られ て も保護

者 と うま くい か な い な ど家庭で の 安心 感が 得 ら れ

外 国 に ル
ー

ツ を 持つ 子 どもへ の 「学びの 保障」 がもた らす もの

な い こ とや 、保護者 か らの 保護 ・監督下 にない 状況

も見 られ た 。 こ れ らも影響 して 学習意欲が低い 子 ど

もが多 く見 られ る。

　こ こ で は、こ れ まで KFC の学習支援で か か わ っ

た印象深 い 子 どもたち の 事例を紹介 し た い 。

（1）渡日 した くなか っ た子 どもたち

　生 活費の 確保や母 国で の 就学の た め など様 々 な

理 由で 一時期離れ て暮 らす親子 が い る。呼 び 寄せ ら

れ た 時に は親子 関係 が 上手 くい か なくな っ て い る

こ とも多 い 。

　ある中国人 の 中学生 は、親 と離れ て 暮 ら して い た

時 の こ と と親 と再 会 し た 時の こ とを以下 の よ うに

語 っ て い る。

　　「小 学校 の 時、中国でお父 さん とお母 さんが離

　婚 して ん 。 お 父 さん が ア ル 中で 大変や っ た か ら。

　お母 さん は 自分が小 学校の 時 に 目本に来て 、日

　本人 の 今の 父親 と再婚 して ん 。僕は 中学校に なっ

　て 、呼び寄せ られ て 、日本に来た んや。

　　中国に い た ときはお じ い さん とお ばあ さ ん に

　預か っ て も らっ て て 、そ の 数年間、全 くお 母 さん

　は 自分の こ とを心配 して くれ へ ん か っ た 。 中国で

　は お 正 月 に 新 しい 服を着る ん や け ど、全 く お 母 さ

　ん は 送 っ て もこ ない し、見か ねた親戚の おばさん

　が 用意 して くれ て ん 。

　　 日 本 に 来 て 数 日 は お母 さん と中国将棋を し た

　 り、
一

緒 に 過 ご し た けど、すぐに仕事に行 くよ う

　にな っ て 、ず っ と 1 人や っ た 。 そ の うち帰っ て き

　た ら、小言ばか り言われ て 、 お小遣い もくれ な い

　し、喧嘩ばか り して んねん 」

　 日 本 に 来 日 して か らは 、同 じ よ うな経験を も つ 子

どもが学校 に はお らず、友人 もな か な か で きずに 、

非常に寂 しか っ た よ うだ 。

　本 事例 以外に も、母 国 で は友人 もい て 、優 し い 祖

父母 に 可愛 が られ 、た くさん の 親戚 も周 りに い る と

い う環境か ら突然 日本に くる こ とにな り、日本語 が

わ か らな い こ とで や る気 をな く して し ま っ た 子 ど

ももい る。母 国 で は勉強が で きた が 、日本 で の 生活

が長 くなる と国に帰 っ て も以前 の よ うには学 習に

つ い て い けなくなっ て しま っ て い る こ とに気 づ き、

半ば諦め の よ うな心境 の なか、本来 の カ を発揮で き

ずに高校 へ 進学 し て い く子 もい る 。
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金　 宣吉、志岐 良子

（2 ）言葉の問題

　子 どもた ち に とっ て 日本語 習得は 大 きな困難 で

ある。 しか し、課題は そ れだけ に 留ま らな い
。 例 え

ば子 どもた ちが 日本語を主た る コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン

言語 に した と き、保護者は 目本語 が で きない た めに 、

い ろ ん な場面 で 子 ど もが 家庭や 学校で の 通 訳 と して

の 役割を果た さない とい けない こ とが ある。ある中

国 か らきた 中学 生 は、保護 者の 仕 事の 面接に 立 ち会

うこ とになっ た とい う話を下記 の よ うに話 した。

　　「い ややわ。また父親 の 面接の 通訳 で 行か なあ

　か ん。なん で 私だ け…。普通、親 の 面接に 子 ども

　が付 き添わへん や ろ。親が 日本人や っ た らよ か っ

　た の に。」

　役所か ら来た文書を前 に 、 南米 か ら 日本 に来 て 数

年 の 中学生 を 目本 語 の 日常会 話 が で きな い 保 護 者

が 「なん で わか らない の 」 と怒 るの を見 た こ と もあ

る 。 仕事 をして い るわけ で もな い の に 日本語 をほ と

ん ど学習もせず過 ご して い る保護者が、難 しい 行政

用語 がわ か らな い 子 どもを どう して 怒 るの か 、と疑

問を感 じ も した 。

　保護者 が 日本 語 を理 解で きない こ とで 、子 どもは

誰 に も相 談 もで きず様 々 な場面 で 判 断 を迫 られ た

り、行政用語や医療用語 などの 難 しい 言葉 の 通訳 を

させ られ た りと子 ども の 抱える ス トレ ス は大き い 。

また保護者 が 日本語 が で きず 、子 ど も は 母語 が で き

な い こ とか ら、寂 しさを漏 らす子 どもも い る。

　　 「お母 さんは 日本語 も読 まれ へ ん し、話 され へ

　ん。お 母 さん ともっ と深 い 話 した い け ど、私 もそ

　 こ ま で 中国語 で きひ んか らなあ。」

　また、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が とれ ない こ と か ら、

家庭で は簡 単な 買 い 物 さ え まま な らな い よ うな状

況 も発生 し て い る 。

　　 「こ な い だ
、 お か ん に 買 い 物 を 頼 ま れ て ん け ど、

　ベ トナ ム 語 で言 うか ら何 を買 っ た らい い か わ か

　 らへ んか っ て ん 。 ほん で 、必 死にジ ェ ス チ ャ
ー

を

　 して 、や っ とな に を買 っ て き た らええ ん か わ か っ

　て ん 。 」

　以上 の よ うに 、親子 の 会話が 「ご飯た べ る ？」 「う

ん 」 程度の家庭も多 く、母語は もちろん 、日本語 の

語彙数も少な く、学習に支障 をきた して い る こ と も

多 い 。ま た 、夏休み な どに 長期帰国す る こ と に よ り

匡 ］tlラ・于tア学 ・硫 V。1・14

家庭や ル
ー

ツ 国で 過 ご す 時 間 が 増 え 目本語 に 触 れ

る機 会が大幅に減 る こ とで、せ っ か く進捗 し て い た

日本 語能力 が 落 ち、帰 国後 は 学校 で の 教員 の 簡単な

指示 さえ理解 で きな くな っ て し ま うこ と もある。

（3 ）ア イデン テ ィ テ ィ
・名前に つ いて

　ア イデ ン テ ィ テ ィ で 悩 ん で い る子 どもも多 々 見

受 け る。あ る ベ トナ ム に ル
ー

ツ を もつ 日本国籍 の 小

学生 が、「○○ （自分 ）は何人 なん ？ 」 と聞 い て き た

こ とがあ る 。
「ベ トナ ム 人だ っ た 両親 を持 っ か らベ

トナ ム 系 の 日本 人や。日本国籍を取 っ た か ら、ほ か

の 国や っ た らベ トナ ム 系 日本人 とか い うけ ど。日本

人や で 」 とい うと安心 した よ うな顔 を して い た。

　小 学生 ぐ らい だ と 自分 の家庭の 外 国人性 と 自分

が 日 本社会 に 同化 し て い る状況 を他者 が どの よ う

に 見 て い る か が気に な る よ うで あ る 。 そ の 背 景 とし

て は 外 国人 が 日本 社会 で は 排 除 され る とい う認識

が 子 ど もに もあ り、影を落 として い るよ うで ある。

小 学校の途 中で帰化 を し た りす る と、「あ い つ は ほ

ん まは ベ トナ ム 人や」 と中学にあが っ て も影 で噂を

され る こ とが あ っ た と語 っ た 子 どももい る 。

　　「や っ ぱ り歴 史の 授業に な っ た ら出 て くる じゃ

　ない で すか。結構何か し ら、ベ トナ ム 戦争 や （ベ

　 トナ ム の こ と が）出 て きた ら、（クラス メ イ トが ）

　ち らっ て 見て み た り。 」 （ベ トナ ム に ル
ーツ を持っ

　 日本国籍の 青年）

と、日本国籍を取得 し て い て もル
ー

ツ 国 と繋 げら

れる こ とが ア イデ ン テ ィ テ ィ を揺 らす よ うで あ り、

「ちら っ て 見 て みた り」 す る 行為 自体 が 、子 ど も に

対 し て ル
ー

ツ へ の ネ ガテ ィ ブ な印象を持た せ て い

る よ うな語 りも聞かれ た。

　また名前 に つ い て も、「妹が 小学校に 上が っ た ら

こ の ままの 名前だ とい じめ られ る か ら、日本名をつ

け よ うと思 うけ ど、ど ん な名前が い い か 」 とい う相

談や 、「弟 は名前 を 目本名 に変え る け ど、自分は 変

えた くない 」とい うような相談 を 受け た こ と も あ る 。

　 ある 4 年 生 の 時に渡 日 し た ベ トナ ム 人 の 小 学生

は、5 年生 の 時に、

　KFC ス タ ッ フ ： 「00 （本人 の ベ トナ ム の名前）」

　　　　　　A ： 「僕 は△ △ △ △ （本人 が つ けた

　　　　　　　　自分 の 日本名）や」

　KFC ス タ ッ フ ：「こ こ で は、ベ トナ ム の 名前を使 っ

　　　　　　　 て や」
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A ： 「ベ トナ ム に行 っ た ら ベ トナ ム の

　　名前を使 う。 日本に い る と きは

　　日本人 に なるか ら 日本 の 名前を使

　　う。将来は 日本国籍をとるんや」

と話 し、日本に い る と きに は 日本人 に なりた い 、と

い う複雑 な思 い を感 じた。

　KFC で は、日本人性が 圧倒的な力を持つ 学校や

社 会 状況 を考 え単 純 に学校で の 使 用名 を学習支援

の 場 に は 持 ち 込 ま ず 、家庭 で 使 用 して い る名 前 （主

に民族名 になるが 〉を使 うよ うに し て い る。学校で

は 日本名 を使 用 し て い る子 ども で もル
ーツ を大 事

に して ほ しい 、出 自を隠 さず成長 して ほ しい とい う

姿勢か らで ある 。

　名前 に 関して は 、国際結婚家庭の 子 どもも多い こ

とか らどの 名 前 が ル
ー

ツ を大事 にす る名 前 で あ る

か は単純 で はない が 、家庭 の 外 国人性や母語 ・継承

語 で も 自由に話が で きる環境 の なか で 「日本的 で な

い 名前 」 を呼ぶ こ とで 、 安心 して マ イ ノ リテ ィ で あ

る自分を認識 して 過 ごして欲 しい と考 え て い る。

　 また 日本で 使 っ て い る カ タ カ ナ の 名前が既に 自

分の 名前で は な い と感 じ て い る 子 どももい る。

　　 「中学校で 名前変え て ん 。 外 で 使 うだ けや か ら

　別 に ええや ん 。 小学校 の 時使 っ て た カ タカ ナ の 名

　前も別 に ち ゃ ん と し た本名 じゃな い もん」

　こ の 「ち ゃ ん とした本名 じゃ な い 」 とい う子 ども

の 表現に は 、外国人 の 名前は 、カ タ カ ナ で表記する

とい う 目本 の 慣習 と外国人 の 子 どもの 本 名が持 つ

ギ ャ ッ プ を表 し て い る。
ベ トナ ム で 生 まれた子 ども

に とっ ては、漢字、ひ らがな の 「氏 （うじ）」、「名

前 （なま え）」 で 構成 され る 日本 的名 前が標 準 の な

か に ミ ドル ネーム が ありア ル フ ァ ベ ッ ト表記 され

る 自分 たちの 名前 を、正 確な発音表記 も難 しい カ タ

カ ナ で 単に対 応 させ て も既 に名前が 変わ っ て い る

とい う感覚が あ るよ うだ。

　名前を 尊重す る と い うこ と は 、異 なる文化 へ の 深

い 理 解で あ る と い うこ と を子 ど も の 言葉が 示 唆 し

て い る。

　神戸市に お けるベ トナ ム 国籍の 子 ど もの 学校 で

の 本名使用 率は、1998年 に 9L7％ だ っ た も の が 、

2012年に は 455 ％ と大幅に 下が っ て き て い る。 こ

の こ とか らも、カ タ カ ナ の ベ トナ ム の名前を使用 し

て 、日本人 で ない こ とが認識 される状況をベ トナ ム

外国 にルーツを持つ 子 どもへ の 「学びの 保 障」 がもたらすもの

人 の 子 ど もが、学校生活 を送 る な か で 忌避 して きて

い る こ とは 明らか で あ る 。

（4 ）学校でのでき E’と

　子 どもが
一

番長 い 時間生活 する の は学校で ある。

学校 に 関 し て 語 られ る こ とで と りわ け印象深 い の

が 、い じ めや教員 の 無理解、サポー
タ
ー

の 嫌が らせ

など で ある。子 ど もた ちは孤立無援 の なか 通学 して

い る。

　あ る フ ィ リ ピ ン 人 の 小 学生 は、

　　「給食の 時間に、お なか が痛 くなっ て 保健室 に

　行 っ て ん
。 給食当番 の 目や っ た か ら、み ん な に 、

　『当番 さぼ っ たや ろ。フ ィ リ ピ ン に帰れ 』 っ て、

　言われ て ん 。 おなかが痛 か っ たか ら保健室行 っ た

　だ けや の に
…

。 死 に た い
。 」

と話 し、また 別 の 日 にも

　　「今 日、い じめ られ た。先 生 が い な い 時に、漢

字 テ ス トが あ っ て 、 み ん な見せ 合 っ て た の に 、 ○

○ （私）が見せ て っ て 言 っ て も見せ て くれな か っ

　て ん 。 」

　 日本人同 士 で も あ る 嫌が らせ な の か も しれ な い

が、外国 に ル
ー

ツ をもつ 子 どもた ち に は 「フ ィ リ ピ

ン に帰れ 」、
「ベ トナ ム に帰れ 」、

「中国に帰れ 」 とい

う出生 を揶揄す る 言葉 が 投 げつ け られ て い る。そ こ

に 日本 の 学校 で の 外 国にル
ー

ツ を持 つ 子 ども の 人

権の 取 り組み の 薄 さを感 じずに は い られな い
。

　ま た学校 教員 と の 関係 で も様 々 な問題 が起 こ っ

て い る 。

　　「（日本 に来 てか ら） クラ ス メイ トの 『あほ』 と

　か けな して い る言葉 は 早 くに分 か る よ うに な っ

　た 。い やなこ とを言 われ て い る こ とが わ か っ た か

　 ら、言 い 返 したか っ たけ ど、日本語 ができな い か

　 ら、手 を出 し た。そ し た ら、担任 の 先生 が 『謝 り

　な さい 』と理 由も説明 で きな い 自分 をクラ ス メ
ー

　 トみ ん な の 前 で 謝 らせ た 」 （ベ トナ ム 人青年 ）

とい う語 り が 聞 か れ た。学校 で は こ の よ うな対応 が

取 られ て お り、理 由も聞 か れずに
一方的に謝 らされ

る と い う形 でた だ そ の 場 を収 め るだ け の 対応 が 取

られ て い る。

　そ の 他 に も、兵 庫県 で は、子 ども多 文化共 生 サ

ポー
タ
ー制度 とい う 日本 に来 た ばか りの 子 ども に
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は母語 が で きるサポ
ー

タ
ー

が週 1〜 3 目派遣 され る

制度 が あ る が 、そ の サポ
ー

タ
ー

との や りと りで 問題

が起 こ り、嫌が らせ を受 けた と保護者 か ら訴 えが

あ っ た こ ともあ る 。

　　「ス ペ イ ン 人 と結婚 した 日本人がサ ポ
ー

タ
ー

と

　 し て 来た 。 子 どもがペ ル
ー

の歴史 （昔、ス ペ イ ン

　に 金をた くさん 盗 られ た） の 話 を し た ら、サ ポ
ー

　 ターか らの嫌が らせ が始ま っ た。小学校の 入学式

　に 正 装で い く と い う こ と を教え て も ら え な か っ

　た し、子 どもも嫌が らせ を受 け た 」 （ペ ル
ー

人 の

　保護者）

　 こ の よ うに単 に母語 （ス ペ イ ン 語） が で きるか ら

とい うだけで サ ポーターと し て 派遣する こ と で 、ト

ラブル にな っ て い る。教育委員会が宗主国 と植民地

とい っ た状況 を把握 し 、 母 語 が で き る 事以外 の 要素

も加 味 して、派遣 を検討す る必要が あるの で は ない

だ ろ うか 。

　また、サ ポ
ー

タ
ー

によ っ て は 「私は通訳で す か ら、

目本語 は教 えませ ん」 とい う者 もい る 。 サポ
ー

タ
ー

の 地位 の 向上 ととも に、サ ポ ー
タ
ー

の 役割 の 明確化

や子 ども へ の 接 し方 な ど研修 し改善 させ る必 要が

ある と考える。

　サ ポ
ー

タ
ー

の 中には、サポ
ー

タ
ー

の 限界を しっ か

り把握 し、子 ども自身が 自分で 学習で きる力 をっ け

る、自分 で 学習す る方法 を教 える とい っ た よ うに、

指導 し て い る人 も い る。一
方 で 単な る時給 の 高 い ア

ル バ イ トになっ て い る人 も い る。

　学校によ っ て はサ ポー
タ
ーが 、保護者 へ の お知 ら

せ の 翻訳 に追われ 、子 ど も と接する時間が非常に 限

られ て し ま っ て い た り と ほ か の 課題も多い 。

れ るの が 良か っ た で す 」 （中学校 時代 に学習 にき

て い たベ トナ ム 人青年）

　中学入 学当初、保護者に 連れ られ て 数ヶ 月母国ベ

トナ ム ヘ
ー

時帰国 し、そ の 間学校 で の 授業が受けら

れず、中学 2 年生 に な っ て もア ル フ ァ ベ
ッ トを理

解で き て い な か っ たが、個別 学 習で 自分に 合 わ せ

て ロ ー
マ 字か ら教え て もらえた こ とが よか っ た と

語 っ て い る。

　　「勉強する 時間 を設 け る こ と が で きた。こ こ

　に来 る こ とで。家にお っ た ら し な か っ た だ ろ う

　 と ・・
」 （中学校時代 に学習 に きて い た ベ トナ ム

　人青年 の イ ン タ ビ ュ
ー

よ り）

　　　　　　A ： 「塾 っ て 先 に 予 習 じ ゃ な い で す

　　　　　　　 か。今、こ こ が わか らへ ん の に

　　　　　　　 予習 し て 　　もわ か らな い じ ゃ な

　　　　　　　 い で すか。 こ こ に来た ら、『今 日

　 　　 　 　 　 　 は こ こ が 授 業 で わ か らへ ん か っ

　　　　　　　 た』 っ て 言 っ た ら、お さ ら い が

　 　　 　 　 　 　 で きる の で 、それがす ご くよか っ

　 　　 　 　 　 　 た で す ね 。」

　KFC ス タ ッ フ ： 「勉強 はそれな りに効果 が あ っ た

　 　　 　 　 　 　　と」

　 　　 　 　 　A ： 「そ うで す ね。高校 に も入 れ た

　　　　　　　 の で 。 」 （中学校 時代 に学 習 にき

　　　　　　　 て い た ベ トナ ム 人青年 の イ ン タ

　　　　　　　　ビューよ り）

　 「め っ ち ゃ教え て くれ て 、結構多分、成績 も上

が っ た と思 う。」 （中学校時代に学習に き て い たペ

ル ー
人青年 の イ ン タ ビ ュ

ーよ り）

3 ．「学びの保障」 のもたらすもの

　 〜 子 どもたちの声から〜

3−1．子 どもと家庭にとっ て

　子 ど も と家庭に と っ て 、学習支援がな に を も た ら

した の か 、青年 とな っ た彼 （女）た ちや学校教員の

語 りか ら明 らか に した い 。

　　「僕が （KFC に）来て い た時 は で すけ ど、本当

　に周 りが 日本語が し ゃ べ れ へ ん 子 ば か りで 。 （中

　略）そ れ で ち ょ っ と入 りや すか っ た で す。『ロ
ー

　マ 字が わ か ん ない で すけ ど』、み た い な ん 言 っ た

　 と こ ろ で 、日本語 し ゃ べ れ と る か ら。（中略 ）全

　然ま しや と思 っ て。個別指導で 自分に 合わせ て く

　学習に 関 して は 、個別の ニ
ーズ に応え て くれ た の

が良 か っ た とい う声が多数聞 か れ た。また 日本語 を

学習 して い る もの 、 宿題 を学習 して い る もの 、学年

を落 と し た教科 学習を して い る もの 等、学習 内容が

それ ぞれ で ある こ とか ら、自分 の 学 習 内容 を恥ず

か し い と思 わず 学習 で き る環境 で もあ る こ と が わ

か っ た 。

　KFC ス タ ッ フ ： 「何 か 私 た ちが （KFC に 来 て い る

　　　　　　　 子 どもた ちに）で き る こ とあん

　 　　 　 　 　 　 の かなあ」

　　　　　　A ： 「あ
一、あ りま す よ一。話聞 い て

　 　　 　 　 　 　 もら うだけ とか で も。」
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KFC ス タ ソ フ ； 「ある の 」

　　　　　A ： 「あ ります、あ ります。私 は （こ

　　　　　　　こ に）来 た ら、S さん とか に 話

　　　　　　　聞 い て もらっ て た じ ゃ な い で す

　 　 　　 　 　 　か。」

KFC ス タ ッ フ ： 「うん、うん。」

　　　　　A ： 「（家に ）帰 る と、普通 に 喋 る、

　　　　　　 伝え るだ け しん どくなる ん で す

　　　　　　　よ、親 に 。 だ か ら普通 に 日本語

　　　　　　　で 喋 るだ け で 、通 じ合 うの が 楽

　　　　　　　な ん で す よ。だ か らそ れだ け で

　　　　　　　も全 然違 うん で す よ っ て 私 は 思

　　　　　　　い ま す け ど。」 （中学 校 時代 に

　　　　　　 学習 に き て い た 青年 の イ ン タ

　　　　　　　ビ ュ
ーよ り）

ま た ある小学校教員は以下 の よ うに話 した。

　「B 君 が、こ の 間 『先生 見 て み て 』とうれ しそ

うに連絡帳 を持 っ て きた ん で す よ。 こ れ ま で お

母 さん が連絡帳 にな にか 書 く事が な か っ たか ら、

KFC の 先生 に サ イ ン と か 連 絡 を書 い て も ら っ た

の が嬉 しか っ たみた い です 」

とい うよ うに、家庭で は コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 問題

か ら十分に話せ な い こ とを、KFC の 学習支援教室

で は聞き、時には ア ドバ イ ス した り、サポ
ー

トし た

りとい うこ とが あ る。学校で楽 しか っ た こ とであ っ

た り、今運動会 の 練習で こ ん な こ と し て い る、とい

うよ うなたわい もない こ とか ら学校で の 嫌が らせ 、

保護者 へ の 不満 な ど様 々 な話 にお よぶ
。 目本 の 学校

教育を受けて い な い 保護者には、い ち い ち説 明が必

要 で あ っ た り、そ の 説 明 が 言葉 の 問題 で で きな か っ

た り と い うこ と を KFC の 学習教室で は受 け止 め 、

家庭 の 役割 を補 うよ うな役割 も果 た し て き た と言

える。

　また 「こ こ へ 来る と調子 に乗 っ て い た 」 「あ り の

まま の 自分が出せ 」 とい う声 も聞く こ とがあ り、日

本人 の 子 どもばか りの 場か ら解放 され る場の提供

ともな っ て い る 。

　KFC ス タ ッ フ ： 「じ ゃ あ、　 KFC に 同 じ環境 と か

　　　　　　　 同 じ背景 の 人 がお る の が良 か っ

　　　　　　　 た っ て こ と」。

　　　　　　A ； 「うん
。 何 か

、 『こ うこ うこ うい

　　　　　　　　う こ とあ っ てな』み た い な感 じ

外国 に ル
ー

ツ を持つ子 どもへ の 「学びの 保障」 がもた らす もの

　　　　　　　で し ゃ べ っ と っ て 、『ああ、わか

　　　　　　　る 、 わか る、そ れ、わか る』 み

　　　　　　　た い な感 じ 。 『あ る 、 あ る』み た

　　　　　　　い な 。 」

KFC ス タ ッ フ ；「ベ トナ ム 人 の親や っ た ら、それ、

　　　　　　　あ る と い うの は 、何か 具体的に

　　　　　　　あ る。

　　　　　　 親 に 言 っ た っ て わ か ら へ ん。 日

　　　　　　 本 人 の 親や っ た らわ か る け ど、

　　　　　　 ベ トナ ム 人 の 親、こ ん なん わ か

　　　　　　　らへん ね ん とか みた い な話。」

　　　　　A ： 「ある、うん。も う多分半分 くら

　　　　　　　い 親 の 話やで。」

KFC ス タ ッ フ ； 「何 か 1 っ か 2 つ 、思 い 出せ る よ

　　　　　　　うなこ とあ るか。」

　　　　　A ： 「何かな 、 うち 、 うちはあ っ た っ

　　　　　　　け な。何 か ベ トナ ム 人 の 親 の キ

　　　　　　　レ るポイ ン トが わ か らん とい う

　　　　　　　の と。 」

KFC ス タ ッ フ ： 「あ あ、親 の キ レ る ポイ ン トが、

　　　　　　 ベ トナ ム なん 。 」

　　　　　　　「そ れ がみ ん な、『そ うそ う』 っ

　　　　　　　て感 じなん。」

　　　　　A ： 「うん。『わ か ら ん 、わ か らん 』

　　　　　　 み た い な感 じ。1 （中学校時代 に

　　　　　　 学 習に き て い た ベ トナ ム 人 青年

　　 　 　 　 　　の イ ン タ ビ ュ
ー

より）

　以上 の よ うに、ベ トナ ム 人 の 保護者を持 つ 子 ども

特有 の 話が で き て 楽 し か っ た と学校で は 話せ な い

家庭 で の （文化 の ）話が で きた と思い 出を語る者 も

い る 。

　KFC ス タ ッ フ ： 「自分 の 周 りに とっ て の
、 同 じ世

　　　　　　　 代 とか の ベ トナ ム 人 と の 輪み た

　　　　　　　 い なんはある ん か な。」

　　　　　　A ； 「輪は ない です ね、正 直言 うと。

　　　　　　　 私の 学年も、学校とか にも （ベ ト

　　　　　　　 ナ ム 人が）い なか っ たん で 、他校

　　　　　　　 には探 した らい て るけど 、 私 の 行

　　　　　　　 く学校、行く学校には い なか っ た

　 　 　　 　 　 　 　り し て た ん で、本 当 に な か な か、

　　　　　　　 KFC で で き た 友達が 自分 の 中 の

　　　　　　　 輪み た い な。それ も、今も結構長

　　　　　　　 い こ と続 い て る ん で 。」
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KFC ス タ ッ フ ：誰 と仲よ くや っ て た の 。

　　　　　A ： 「M と仲 よ く し て ま す し、1 ち ゃ

　　　　　　 ん とか 。 夏に な る と、去年 も行 っ

　　　　　　 て た じ ゃ な い で す か 、花火 、こ

　　　　　　 れ か らする み た い な。結構、年

　　　　　　　に 1 度か 2 度 ぐ らい は み ん なで

　　　　　　 集 ま っ て 、公 園 で 花火 し て 、最

　　　　　　 近 どな い とか 話 し た りは し て ま

　　　　　　 すね。」

KFC ス タ ッ フ ： 「ベ トナ ム 人 と い うよ り は KFC

　　　　　　　（の 輪）でや っ て る。」

　　　　　A ：「そ うですね、い ろんなも う、は い 。」

KFC ス タ ッ フ ： 「同 じ よ うに 外 国 の 血 を引 い て る

　　　　　　 人たち の 輪が、それ は続 い て るっ

　　　　　　 て 感 じ。 」

　 　 　 　 　A 二 「そ うで すね、」 （中学校 時代 に 学

　　　　　　 習 に き て い た ベ トナ ム 人青年 の

　　　　　　 イ ン タ ビ ュ
ー

よ り）

　　　　　A ： 「中学は余 り し ゃ べ れ な か っ た で

　　　　　　 す。 こ っ ち （KFC ）に来て 、ち ょ っ

　　　　　　　とずつ し ゃ べ れ る よ うに な っ て 、

　 　 　 　 　　 高校 で しゃ べ りま し た。」

KFC ス タ ッ フ ： 「しゃ べ る訓練 し た の は KFC やっ

　 　 　 　 　　 た。」

　　　　　A ： 「多分、それ で す。多分、意 図的

　　　　　　　に じゃなくっ て 、本能的に。」 （中

　　　　　　 学校 時代 に学習 にき て い た ベ ト

　 　 　 　 　　 ナ ム 人青年 の イ ン タ ビ ュ
ー

よ り）

　 こ の よ うに KFC を卒業 した あ と も続 く友人 関係

が 築 け た 子 ど もた ちも い る。そ し て 、KFC が 支援

者や ス タ ッ フ と気軽に話 す こ とが で き る場 で あ る

こ とか ら、高校 で の 友人づ く りに も役立 っ て い る子

もい る こ とがわか っ た 。

3−2．支援者とホス ト社会に とっ て

　 こ れ ま で KFC の 学 習支援は、大学生 、留 学生、

リタイ ア した シ ニ ア 層、主婦など た くさん の支援者

（ボ ラ ン テ ィ ア ）に支え られ て き た。大学生 ・留学

生 は、外 国語 大学 の 学生や国際系 の 学生 だけで な

く、大学の 教員や大学 の ボラ ン テ ィ アセ ン タ
ーなど

か ら情報 を得 て 様 々 な学部 の 学生が 学習支援に 参

加 し て くれ て い る 。
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　支援者は 、子 ども と接するだ けで 元気 になるか ら

継続で き て い る と い う人 や、自身 の 子 ども時代の経

験か ら経済的 ・言語的 ハ ン デ を緩和 し て あげた い と

い う人 、海外生活 で 自分 も助けて も らっ た か ら恩返

し した い とい う人、こ れ ま で の教師経験を少 し で も

役立 て た い と い う人た ちで ある。子 どもに 「わ か っ

た」 とい う瞬間が提供で きた り、成績が良くなる こ

とが 最も大きな喜び だが、子 どもか らベ トナ ム の こ

とや 中国な ど母 国 の こ とを聞か せ て も らうこ とも、

支援者 の 楽 しみ の
一

つ に な っ て い る 。 こ の よ うに

「や りが い 」や 「い き が い 」、留学を考えて い る
一

部

の 学生 の 「自分磨き」 に もなっ て い る。学生 の 中に

は 、教員 、保 育士 を 目指す も の も お り、社会人 に

な っ た時に外 国 にル
ーツ を持つ も の へ の ま なざ し

を持 っ て もら うこ とも期待 して い る。

　ま た 、支援者は、子 ど も の 学習を支援する だ け で

な く、活動資金 の 寄付や子 ど もが 楽 しみ に して い る

休憩時間 の お菓子 の 差入な ど の 協力もし て くれ る。

あ どけな い 外 国 にル
ー

ツ を持 っ 子 どもを支えた い

とい う思 い が原点 で あ ると思われ るが
、 支援 を通 し

て 子 ども の 置かれ て い る厳 しい 状況 の 理解が 進む

と多 く の 人 が 子 ども へ の 理解を深 め 、子 ど も の 努力

を背 景 も加味し て 認 め 、自らの 友人 な ど へ 支援の輪

を広 げて くれ る。

　外国人犯 罪などネガ テ ィ ブ な イ メ
ー

ジが蔓延 し

て い る現在、外 国にル
ーツ を持つ 子 ど も の 可能性を

広げる支援は、「日本人 」 に とっ て も貴重な支援 と

な っ て い る。

　ホ ス ト社 会 に と っ て は 、ど うだ ろ うか。学校で

こ ぼれ お ち て し ま っ て い る 子 ど もが 、 KFC に や っ

て き が ち で あ る。学校教員 も 問題 を抱 えた 子 ども

を KFC に連れ て くる。学校 で 手 に負 えな くな っ た

子 ど も た ち を引き受け て い る KFC を 、 あ る 研 究者

は 学校 の 「下請け 」 と表 現 した。社会 の 問題解消

に向 け自主的に 取 り組む はず の NGO が、「下請 け」

と評 され、い ささか憤慨する とこ ろもあるが 、学校

か ら排除され 、こ ぼれお ちて い く子 どもを少 しで も

包摂 し な い こ とに は 、将来社会 の お荷物 とな っ て し

ま う可能性 が高 い こ とを考 える と無給 の 「下請 け」

を続 け る し か な い
。

　前述 し た よ うに 、外 国に ル
ー

ツ を持 つ 子 どもは、

置か れ て い る状況が十分に 理解 され て い な い た め

に 能力 に あ っ た学力 の 保 障を受 け られ て い ない 。そ

の 上、本名 （民族名）を名乗れ る取 り組 みも少 な く、
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出自を明 らか に し づ らくな っ て い る学校 の 中で 、理

不 尽 な状況を理解 し変え る力を奪われて い る。そ の

こ と は、決 して ホ ス ト社会に と っ て 望 ま しい こ とに

な らな い 。

　外国に ル ーツ を持つ 子 どもが、学習 し、解放 され

る 場所が育む 子 どもの 成長 は 、結果 と して 地域 を支

え る 大人が生 まれ る こ とに繋が る 。

　外国人 の 「外国 」 に 目が 向くか ぎ り、外国に ル ー

ツ を持つ 子 ど もの 日本で の 「学び の保障」 を多 くの

人 が 理解す る こ とは難 しい か も しれ ない が 、目の 前

に い る外国に ル
ーツ を持つ 子 どもの 声に 耳を傾 け

る姿勢 を持て ば、「宿題 を教え て ほ し い 」、「学校 の

勉強を教えて 欲 し い 」 と い う子 ど もの 声が意味する

日本社会 の 課題 を理解する こ とは難 し くない。

　 日 本 人 の ほ とん どの 子 ども が 高校 進学 、卒業 に

よっ て 学力 を育み 、そ の 中で 人間関係 をひ ろめ 自信

を持 ち、夢 や希望 も持 っ 中で 、ホ ス ト社会を支え る

一
員 とな っ て い く外 国 にル

ーツ を持 つ 子 ども の 進

学 ・就 学 の ハ ン デ ィ を補 う社会資源は どこ が担 うに

し ろ必要 で ある。

　現状で は、学校や家庭だ けで は果たせ ない 環境を

整 え る た め の
一

つ の 機 能 と し て 、KFC が 作 り だ し

て きた 「学び の 保 障」 の 場 が不可欠 とな っ て い る。

3−3．「学びの保障」 を とりま く課題

　 兵庫県 に は、大阪府や奈良県 に あ る 外国人 の 高校

特別入 学枠 とい っ たも の が存在 しな い 。そ の た め、

中学校 で の 成績が振 るわな い 子 ども （こ の 地域で は

下位 40％程度〉 は 、学費 の 高 い 私 立 や 定時制 、単

位 制 とい っ た高校を選 ばざるを得 な い 状況 が あ る。

家庭的に も経済的に厳 し い 環境に ある外国 に ル
ー

ツ を持つ 子 どもが 、経済的負担が 大き い 私立高校や

中途退学率 の 高 い 定時制 、単位 制 を選択 せ ざるを え

ない 状 況 は、結果 と して在 日外国人 の 困窮 の 固定

化、貧困 の 再 生 産 に繋が っ て い る。

　 こ の よ うな厳 し い 状況 を克服 し、なん とか 高校進

学を し て も問題 は あ る。KFC の 活 動 目的が （希 望

する）高校に 進学する こ ととなっ て い る た め 、支援

が 中学生 ま で に 限 られ て し ま っ て い る が、高校 へ

入 っ て も 日本語 の 問題 な どか ら、学習にっ い て い く

の が難 し く、留年 ・中退する子 ど ももい る。こ の 状

況 を 改善 した い と思 うが、中学生 の 支援者が 不足 し

て い る 現状か ら考え て も、高校生 の 学習支援に踏み

出すこ と は難 しい 。

外国 にルー
ツ を持つ 子 どもへ の 「学 びの 保 障」 がもた らすもの

　学校、保護者 との 連 携に も課 題 が あ る 。 第
一

に、

神戸市教育委員会が 3 年前 よ り開催 し て い る学 校

と NPO などの 地域 の 学習教室 の 交流会 によ り、小 ・

中学 生 が地 域 の NPO な ど の 学 習 教 室 で 学習 して

い る 実 態は学校 で も把握 され るよ うに な っ て きた。

また 、こ の 交流会が 開催 され る前も KFC に 来 て い

る子 どもが通 う学校 の 訪問 は何度か実施 も し、学校

に認 知 して も らえ る よ うに 努めて きた 。 しか し、数

人 の熱 心な先生 は学習 し て い る様子 を見に 来 る こ

ともあ る が、学校現場との 連携は な か な か 取れ て い

な い 。

　第二 に、保護者 と の連携 も難 し い
。 学校の よ うに

個別懇談会を実施 した り、高校進 学の ため の 情報提

供の 場を開催 した り、保護者向けに 子 どもを暴力か

ら守るた め の プ ロ グ ラム を 実施す る も の の 、ど う し

て もそ の 場限 りにな っ て し ま う。保護者に 「こ れ こ

れ こ うい う宿題 が で る か ら、学習 した か ど うか の 確

認 だ けで も し て くだ さい 」 と頼ん で み て も、日本

語 の 理解が十分 で な い 保護者か らは 「わか らな い か

ら、お まか せ します 」 と言 われ て し ま うこ とも多 い 。

保護者 の 日本語 力 、 教育へ の 関心 が高 い 場合 には 、

や は り子 どもた ち の 学 力や進 学意 欲 が 高 くな る こ

と が 多 い た め、保護 者に 「お ま か せ 」 で はな い 関

わ りをす る必 要性 を理解 し て も らわな けれ ばな ら

な い
。 保護者 が小学 校低 学年 ぐ らい ま で は宿題 の

サ ポ ー
トを行 っ て い た り、保護 者 自身 が 学習 をサ

ポー
トできない ときには様 々 な学習 の 場 を探 し利 用

して、子 どもを学習 させ て い る保護 者 もい る。
「そ

の 頃はす ごく忙 し くて し ん どか っ た け ど、そ の お か

げで 日本語 もで きるよ うになっ た の で、今は親には

感謝 し て い る」 をい う子 どもの 声 もあり、保護者 の

教育 へ の 関わ りをい か に増や して い くか も大きな課

題 で あ る。そ の た め に も保護者に 早 い 段 階で 日本 の

教育シ ス テ ムや外国の 子 どもた ちの ハ ン デ ィ キ ャ ッ

プ 、ライ フ チ ャ ン ス を増やす た め の 高校進学 の 必要

性を理解 し て もらえ る場 の 設定が 必要 で ある。

3−4．「学びの保障」 のもたらすもの

　以 上 の よ うに、KFC の 進学支援 は、子 どもを 中

心 と し て、保護者や支援者な ど へ 様 々 な 「学び の 保

障」 を行 っ て きた。進学支援 の 結果 、高校に進 学 し

卒業 で きた 外国 に ル
ー

ツ を持 つ 子 どもは 、
正 社員で

働 く機会を得て い る。ま た転職 して も正 社員 で 働 く

こ と が で きて い る場合が 多 い 。

勘 押 営禰 V・ ［14 巨ヨ
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一

方、高校 へ 進学 で きなか っ たまた進学 して も卒

業で きなか っ た子 どもは 、ア ル バ イ トな ど不安定な

雇用形態 の 中で働き、希望す る職種 へ の転職がまま

な らな い こ と状況が見られ る。あ る高校を中退 し て

し ま っ たベ トナ ム 人青年は、「これ （靴 の 製造 の 仕

事）し か で きない で すやん 」 と話 し た。日本で 中学・

高校を 卒業 し、母国 中国企業で 就職 で きた 中国人青

年が い る
一方、同 じ よ うにで きれば中国企業で働き

た い と考え て も高校 を中退 し て し ま い 、「高校 卒業

し て い な い か ら僕は （中国 で も）雇 っ て もらえな い 。

不安定で も日本 で 働 くほ うが収入 になるか ら、日本

で 働 く」 とい う青年 も い る。

　 こ の よ うに、将 来 ど こ の 国で 生 き て い く として

も、ライ フ チ ャ ン ス を広 げるためには高校進学 ・卒

業が必要 とな っ て い る。最低 限、高校 卒業す る こ と

で 、そ の 後、希望する職種 へ の 転職や就職後に専門

学校な どへ 進学する こ とも可能に な っ て い る。岐路

とな る 高校 へ の 入 り 口 と出 口 の 門を通 る こ とが い

か に 大切か を、青年に な っ た外国に ル
ー

ツ を持 つ 子

どもたちがわか っ て も、学びな お しが難 しい 日本で

は チ ャ ン ス は 少 な い 。

　そ の た め に も学校現場で は で きな い 、NGO だ か

らで き る個別学習 の 強 み を活 か し、そ れ ぞ れ の 子 ど

も に とっ て 必要な学習を見極 め、か つ そ の 学習が子

どもに と っ て 楽 し い 場づ く りが い る。現状は 、特

別入 学枠 な どの ア ドバ ン テ
ー

ジが な い 限 り外 国 に

ル
ー

ツ を持 っ 子 ども 自身 の 努力 で は高校 の 門 は高

い 。それで も進学をあき らめずに学習で きる環境づ

く りは 、 子 どもにも支 える大人 にも高校進学 とい う

メ ル ク マ
ー

ル を超 えた 「学び」 を提供 し て きた。

　前述 した靴製造 に従 事 して い るベ トナ ム 人 青年

は 、学習支援 の 場 で 出会 っ た子 どもが 自分 をサ ポー

トして くれ た こ と、自分 が 後 か ら来 た ベ トナ ム 人

の 子 ど もをサ ポー トし た こ と を語 っ て い る。外国 に

ル
ーツ を持 つ 子 どもが 出会 い 、相互 扶助で きる場 に

も KFC の 学習 支援はな っ た。 日本人 で は ない 自分

と同 じ子 どもが 隣に い る こ との 解放感、学校や子 ど

も と コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が取れ な い 家庭 の 溝を埋

め る補完的役割、情報 が 不足 しが ちな子 ども へ の 身

近 な相談所 として の 機能等、進学を支援する中で も

た ら し て き た こ と も子 どもの 語 り等か ら見えた。進

学支援 を支 える リ ソー
ス が 少 な い 現在、支援者や活

動資金 の 確保 な ど 困難 も抱 え て い る が 、地 域に こ の

よ うな施設 が ある こ とで 、学校や保護者だ けで は 与
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え られ な い 「学び の 保 障 」 を提供 し、子 どもが生 き

生 きと生活を送 れ る 可能性 が 高ま る こ とを支 援を

受けた青年た ちは教え て くれ た 。

　子 どもたちが成長 し て 、日本社会を支え る
一

員 と

な っ て い る た くま し い 姿をみ る と、支援する側も力

を与え て もらえ て い る。進学支援が もた らす もの

は 、決 して
一

方 向的で は なく、弱 い 環境で 育つ 子 ど

も に冷た い 「世間 」 に異議を持っ 人た ちを実は 支え

て くれ て い る。

　外 国にル
ーツ を持っ 子 ど も が 自立 ・自律 し成長 し

た後 の ホ ス ト社会に与 える社会的効果 、経済的効果

を示 し なが ら、進学支援活動が 生みだす 「学び の 保

障 」 の 大切 さ、必要性 を今後 も広 げて い きたい 。

4 ． おわ りに

　本稿は 、外国に ル
ー

ツ を持 つ 子 ど もの 進 学支 援

か ら見え て きた 「学び の 保 障 」 の 大切 さを伝 え る

機会 を作 っ て くれ た こ とがき っ か け で 書かれ た も

の で あ る。外 国に ル
ー

ツ を持 つ 子 どもが発す る 「ど

うせ 頑張 っ た っ て ＿」 とい う言葉に集約 され る焦

燥、諦め 、絶望、そ れ を持た せ る 世間 の 冷た さに 抗っ

て 活 動す る 人 の 思 い の
一

部 で も文字 に で き て い た

な らと考 え る 。

　KFC の 進 学支 援は、多 くの 「国際化 」 が好 きな

人が求 め る 「外 国人 ら し さ」に 応 えな い 活動 で あ る。

国 際交流 、国際 協力 中心 の い ま ま で の 路線 とも主

流 と な りっ つ ある言語 ・文化 中 心 の 「多文化 共 生 」

路線 とも違 う外 国 にル
ーツ を持つ 子 ど もの 「進学」

を支 える活 動 は こ れか らも地 味 で 光 があ た りに く

い か も しれな い 。 し か し、自分探 し もア イデ ン テ ィ

テ ィ づ く りも大人 が 大人 と し て子 ど もの 将 来を考

え 「学び の 場 」 を作れ て こ そ で はない だ ろ うか。そ

の た め の メ ル ク マ
ー

ル と し て の 進学に こ だ わ る 姿

勢を こ れ か ら も KFC と し て 持 ち続 け た い 。そ の た

め に は、そ の意義を もう少 し丁 寧に 深 く掘 り下げ る

こ とが 必 要 で あ る 。 多く の 人 が理 解 、 共感 で き る よ

うに して い く こ とが持続 には必要 で あ り、教 育事業

は続 けて い く しか ない。

　本稿を KFC の 進 学支援を担 当 し て きた筆者 の
一

人 で ある志岐良子 の 思 い を伝 え終 え させ て も らい

た い 。

　学習支援 ・奨学支援を受け て い た彼 （女〉 ら外国

に ル
ー

ツ を持 っ 子 どもが 今、高校 を卒業 して 、大学

進学や就職 を し、イベ ン トや学習支援活動 を手伝 う
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な ど、支 え る側 に も徐 々 に 回 っ て くれ て い る。外

国に ル ーツ を持っ 小 ・中学生た ちに とっ て は、ロ ー

ル モ デル となる先輩た ちと出会 い 、進学意欲を高

め、母語 で安心 して 話が で き る時間 を持 て る機 会 と

なっ て い る。

　 こ れ ま で 活 動 を継 続 して きた筆 者 と しては単 純

に関 わ りを持 っ て も ら え る こ とだ け で も嬉 し い こ

とだ が 、それだけ で なく批判 の 対象 とな りが ちな外

国人 支援 にお ける パ タ
ー

ナ リズ ム か ら明確 に脱 却

し、当事者性 を強 め、今後は よ り主体をは っ き りさ

せ た形 へ 活動 を少 しず っ 変容 させ て もい きた い と

考えて い る。

　 日本人 で あ る 私 が外 国に ル
ー

ツ 子 どもと関わ る

こ と に は
一

定 の 限界 があ る 。 こ れま で それ を埋め て

きた の が、KFC の 理 事長で あ り、も う
一

人 の 筆者

で もあ る 金宣吉で あ る。外国人 と して 、日本で 教育

を受け、社会人 と し て の 経験も持 ち、そ して 現在 は

当事者 と し て 、外国人支援 を し て い る。こ れ ま で 、

学校や社会で の 、疎外感やい らだ ち、
一

部の 支援者

と して 関わる人 た ちの い い 加減 さ、そ して 当事者 自

身の だ ら し な さ な ど、様々 な 思 い を感 じて 活動 して

きて い る。

　当事者 と して 日本社会 で 生 き 、 日本社会にだ けで

はな く、当事者に も厳 しい 。一方、当事者で はな い

こ とか ら当事 者へ 厳 しい 目を持 て な い こ とも多 い

筆者は 、運営方針な どで 対立する こ ともし ば し ば

あ っ た 。どん なに 目本に来て ま だ 日が 浅 くて も、ど

んな に 日本語が不 自由 で も、い っ たん社会に 出た ら

そ の よ うな事情は考慮 され ない の が 「普通 」で ある。

「で き な い も の は で き な い 」 と 切 り捨て られ る の が

社会の 常で ある と い うよ うに （志水 2008：21）、KFC

の 活動が 、社会で 自立 ・自活 で き る こ と を 目的に し

て い る限 り、子 どもが社会に 出て い くこ とを想定 し

た活動で なければ な らない
。 子 どもの 将来 の 自立 ・

自活 を暗 に妨 げ て しま っ て い るか も しれ な い 筆者

自身 の 甘 さを自覚 し、戒めなが ら、こ れ か らも活動

を継続 して い きた い
。

外国 にル
ー

ツ を持つ 子 どもへ の 「学び の 保 障」 が も た らすも の

謝を した い 。

　また本稿の 前提 となる KFC の 外国にル ーツ を持

つ 子 ども支援は 、「日本人」 で ある こ とが前提 とな

る社会で 「生 き づ らさ」 を抱え る子 どもへの 就学 ・

進学、奨学支援 の 必要 を考え、実践 して きたた くさ

ん の ボ ラ ン テ ィ ア によ っ て 支 え られ て い る。日々 の

外 国 に ル
ー

ツ を持 つ 子 ど も の 成長 を支 え て くれ て

い る KFC の ボラ ン テ ィ ア にあ らた め て感謝 した い 。

　最後 に書 く こ とが 苦手 な NGO の ズタ ッ プ に こ の

拙稿 を出すカ を与 えて くれた の は、厳 しい 環境 の な

か で もかか わ る大 人 たち に笑顔や ひ たむ きな姿勢

で 楽 し み や喜 び を与 えて くれ た KFC の 学習支援 に

来て い る外国に ル
ー

ツ を持 つ 子 どもた ちで あ っ た 。

日々 、問題 もた くさん起 こす が成長 した姿で 希 望 を

あた え て くれ て い る KFC の 外国にル ーツ を持っ 子

どもた ちに 心 か ら感謝 した い 。

【注】

1 ）例 え ば、乾 （2008＞、鍛治 （2007）、大曲ら （2010）、

　 高谷 ら （2013）が 詳 しい 。
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Factors Related to Ensuring  the Education  of  Foreign  Children:

The  Practice of  Educational Support at Kobe  Foreigners Friendship Center

  Songil Kim  and  Ybshiko Shiki

(Kobe Foreigners Friendship Center)

Since Japan ratified  the Convention on  the Status of  Refugees in the 1980s and  1990s, the number  of  refugees  from

Indo-China  has increased rapidly.  Furthermore, as  the Immigration Control Law  was  refbrmed  and  the qualifications

for status  of  residence  fbr Japanese descendants were  changed,  the number  of  remaining  Japanese descendants in China

who  repatriated  to Japan also  increased. In addition,  the number  of  mixed  marriages  between Japanese and  foreigners

increased rapidly.Uncler  these  circumstances,  there  has also  been a rapid  increase in the children  in Japan who  have

foreign roots,An  economically  advanced  society  such  as  Japan ought  to be aware  of  the importance of  foreign children's

education;  however, an  accurate  understanding  of  the ratio  of  those  who  go on  to higher education  has not  yet been

suMciently  achieved.  The  rate  of  children  with  foreign roots  who  go on  to higher education  is corijectured  to be about

509t6 to 70%  of  that of  Japanese children.  This is due to domestic  economic  conditions,  learning environments,  and

educational  problems that affect migrant  families. First, in order  to properly consider  educational  support  for the children

with  foreign roots,  it is essential  to grasp what  kinds ofdiMculties  are  hindering their progress. In this anicle, we  consider

the learning support  practice of  an  NPO  in Nagata-ward, Kobe-city. This area  was  chosen  for the  investigation as it has

had a  high population of  foreign migrants  fbr many  years. Regarding learning support,  it is also  necessary  to consider

how  the mother-culture  is passed down  to the children  in foreign migrant  families, and  the  selection  of  ethnic  names.  In

addition,  we  need  to consider  Japan as the host society  where  these children  grow  up, and  in particular what  changes  it

needs  to achieve  regarding  how  it accepts  and  deals with  them.

Keywords  : children  in Japan who  have  foreign roots,  educational  support,  learning support
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