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ア イ デン テ ィ テ ィ
・ポ リテ ィ クス と して の 多文 化教育

　　 一大阪に おけ る教育実践をとお し て み る 、 そ の意義 と課題一

金　泰泳 （大阪 大学）

（1 ）現 代 日 本 と 多民 族 状 況

　 1972 年 の 日 中国 交 正 常 化 を機 とす る 、い わ

ゆ る 「中 国 残 留孤 児 」　 「中 国残 留婦 人 」 と そ

の 家族 の 来 日 。 1975 年 の イ ン ドシ ナ 革 命 に よ

る難 民 の 創 出 と 日 本 へ の ボ ー
トピープ ル の 上

陸 。1980 年 代 後 半 以 降 の 大 量 の 外 国 人 労働 者

の 日 本 社 会 へ の 参 入 と 定 住 化 。異 質 な言 語 ・

文 化 を も つ 人 々 の 参 入 に よ り 、日 本社 会 に 多

民 族状 況 が 出 現 しは じめ た。 「ニ ュ
ー

カ マ
ー

」

の 参 入 は 、　 「オ
ー ル ドカ マ

ー
」 の 定住 外 国 人

や 、あ る い は ア イ ヌ 、沖 縄 の 人 々 の 存 在 に あ

らた め て 光 を当て る こ と に な る。潜在 的 で あ

っ た 日 本 の 「多 民 族 性 」 が 顕在 化 した の で あ

る 。

（2 ） 共 生 の 思 想 と多 文 化 教 育

　 多 民族 状 況 は教 育 現場 に おい て も現 わ れ は

じめ た 。 日 系 人 や 中 国 帰 還 者 の 子 ど もた ち 、

．ま た 外 国 人 労 働者 の 滞 日 が 進 み 、彼 ら の 子 ど

もた ち が 、幼 稚園 ・保 育 所 あ る い は学 校 に 入

園
・
就 学す る よ うに な っ て き た 。 学校 教 育 の

現 場 で は 、文 化 や 言 語 を異 に す る 児 童 ・生 徒

が 学 ぶ よ うに な り、彼 ら の 日 本社 会 へ の 適 応

の 問 題 、母 語 教育 等 に よ る彼 らの 文 化 的 ア イ

デ ン テ ィ テ ィ の 保 障 、ま た 周 囲 の 日 本 人 の 子

ど もた ち へ の 「国 際理 解 」 の 教 育 な ど、新 た

な 教 育 課題 が 提起 され る よ うに な る。

　 こ れ ま で 日本 社会 は 、 日 本語 を軸 と した 同

質 性 の 高 さか ら単
一

民 族観 が 自 明 視 され て き

た 。 80 年 代 後 半 以 降 急 激 に 顕 在 化 した 「多民

族 状 況 」 は 、 こ う した 社 会 観 に 見 直 しを迫 る

こ と に な る 。 そ し て 登 場 し たの が 、　 「共 生 の

思 想 」 で あ り、そ の 基 礎 とな る 「多 文 化 主 義」

で あ っ た 。

（3 ） 多文 化主 義 と

　 　 　 　 　 　 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 政 治学

　 日 本 の 教 育現 場 に お い て は 、　「違 い を豊 か

さに 」 とい うス ロ ーガ ン の も と、共 生 の た め

の 教 育 、多 文 化 教 育 の 実 践 が 一部 で 始 ま っ た 。

そ こ で は 、少 数 民 族 の 言語 ・歴 史 ・衣 装
・
料

理 と い っ た 内 容 が 、文 化 的 マ イ ノ リテ ィ の 子

ど も た ち に も、そ し て マ ジ ョ リ テ ィ の 子 ど も

た ち に も教 え られ て い っ た 。 しか し
一方 で 、

そ う した 実 践 ・考 え 方 に 対 し て 疑 問 も提 出 さ

れ始 め る 。

　 多 文 化 主 義 は 、長 い 奴 隷 時 代 や 差 別 の 結 果

と し て 、 目 に み え る形 で は 原 初的 な 民 族 文 化

を と どめ な い 、 い わ ば 「脱 民 族 化 され 脱文 化

化 され た 人種 ・民族 J に 対 し て 、は た し て 適

用 し う る の だ ろ う か 、 と い う も の で あ る 。彼

らは 文 化や 言 語 の 違 い に よ っ て 差 別 され る の

で は な く、 人 種 的
・
民 族 的 差 異 そ れ 自体 に よ

っ て 差別 され る の で あ り、い く ら 「異 文 化 理

解 」 を進 め て も 、　 「差 別
・
抑 圧 の 構 造 」 は あ

い か わ らず 残 り続 け る の で は な い か 、 と い う

も の で ある ，

　 多 文化 主 義 は 、主 体 と し て の 民 族 集 団 と 民

族 文 化 を確 固 と した も の と 措 定 す る こ と に よ

っ て 、　「文 化 本 質 主 義 j に 陥 る こ とに な っ た

の で ある 。

　 こ う し た文 化 本 質 主 義 的 な考 え 方 は 、民 族

的 マ イ ノ リテ ィ の側 に も存 在 した 。 　「われ わ

れ は 、支 配 文 化 の 中 で 不 断 に 文 化 的 剥奪 を受

け 、否 定 的 な 自 己意 識 を植 え つ け ら れ て き た 。

そ う し た意 味 で は 民 族 的 に 〈欠 落 し た 存 在 〉
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で あ る 。だ か ら 、民 族 言語 を学ぶ とか 、民 族

楽 器 に 親 し む と か 、民 族 の 食 文 化 に ふ れ て 、

民族 文 化 を 〈充 填 〉 し て い く こ と に よ っ て 、

〈真 の 民族 〉 に な る こ とが で き る の で あ り 、

そ う す る こ と に よ っ て 文 化 剥奪 の 状 況 や 否 定

的 自 己 意 識 を克服 す る こ と が で き る の だ」 と

い う も の で あ る 。 自 分 た ち の ア イ デ ン テ ィ テ

ィ の 源 泉 とな る文 化 や 伝 統 の 真 正 性 を抑圧 し

侵 害 す る も の に 対 す る 抗議 や 拒 絶 を通 し て 、

自 分た ち の 文 化 や 民 族 の 伝 統 の 固 有 性 が 主 張

され は じめ る 。い わ ゆ る 「ア イ デ ン テ ィ テ ィ
・

ポ リ テ ィ ク ス 」 の 発生 で ある 。

（4 ＞ ア イ デ ン テ ィ テ ィ
・
ポ リ テ ィ ク ス と

　　 　 　 　 　 　 　 　　 　在 日朝 鮮 人 子 ど も会

　 在 日朝 鮮 人 は 戦 争 中、 日 本 の 植 民 地 政 策 に

よ り 、 民 族の 言語 や 名 前 を 使 用 す る こ とが 禁

じ られ 、　「日 本 人 と し て 生 きる こ と 」 を強 い

ら れ て き た 。 また 、戦 後 も、子 ど も た ち に 対

す る 民 族 文 化 を 伝 達 す る 教 育 ば 、 GHQ 、 N

本 政府 に よ り、統 治 上 、好 ま しか ら ざる も の

と して 冷遇 され て きた 。在 日朝 鮮 人 は 日本 社

会 か らの 「同 化 の 圧力 」 に 絶 え ず さ らされ て

きた と い う こ とが で き る で あ ろ う 。t
こ う し た

環 境 下 、在 日 朝鮮 人 は 、彼 らの 文 化 的 伝 統 を

自 ら の 本質 と み な し、そ れ を も っ て 「同 化 の

圧 力 」 へ の 抵抗 の 手 段 とす るア イ デ ン テ ィ テ

ィ
・ポ

”
リ テ ィ ク ス を発 達 させ て き た 。 し か し

当 初 s そ う し た 「抵 抗の 手 段 」 で あ っ た ア イ

デ ン テ ィ テ ィ
・ポ リ テ ィ ク ス は 、 しだ い に 在

日朝 鮮人 内 部 の 多様 なア イ デ ン テ ィ テ ィ の あ

りか た を抑 圧 す る機 能 を も つ よ うに な るの で

あ る 。

　 大 阪 府高 槻 市 で は 、市 内 の 在 日 朝 鮮 人 集 住

地 域 を校 区 と し て も つ 学校 （小学 校 3 校 、中

学 校 5 校 ） に お い て 「学 校 子 ど も 会 」 が 週 に

一
度 も た れ て い る 。 そ の 指導 は 、教 師 が主 体

とな り、在 日 朝 鮮 人 の 「指導 員」 が そ れ をサ

ポ ー トす る と い う形 式 を と っ て い る。　「子 ど

も 会 」 に お い て は 、朝 鮮 の 罠 族 文 化 に ふ れ る

取 り組 み 、在 日朝 鮮 人 問 題 に つ い て の 学習 な

ど が 行 わ れ て い る 。

　 子 ど も会 に お い て は 、　「在 日朝 鮮 人 の 子 ど

もたち の 民 族 の 自 覚 と誇 りを育 て る 1 と と も

に 、　 「 日 本社 会 に お け る 自 ら の 立 場 性 を 前 向

きに と ら え 、民 族 の 自覚 や 誇 り を持 っ て 、差

別に 立 ち 向か い 、そ れ ら と闘 っ て い く こ と の

で きる 」 、そ う した 子 ど も 像が 教育 目 標 と し

て 設 定 され て き た 。 し か し 、教 育 実 践 が 積 み

重ね られ る 中 で 、そ の 子 ど も像 は 、固 定 化 さ

れ 、そ の 絶 対化 さ れ た像 は 、逆 に 、そ こ に 参

加 す る 子 ど もた ち を 拘 束 す る と い う結 果 を生

む よ う に な っ て い く の で あ る e

　 当 Eiは そ う し た 在 Eヨ朝鮮 人 教 育 の 場 に お け

る ア イ デ ン テ ィ テ ィ
・ポ リ テ ィ ク ス の 現 状 と

課題 を、子 ど も会 の 参与 観察 と 、参 加者 か ら

の イ ン タ ビ ュ
ー

を と お し て 明 らか に し て い き

た い と考 え る 。

※ 本発表 で は 、日 本 の 植 民 地 政 策 の 結 果 と し

て 日本 へ 定 住 す る よ うに な っ た朝 鮮 人 、あ る

い は そ の 子 孫 を、韓 国 籍 ・
朝 鮮 籍 ま た 日 本 籍

の 人 々 をふ く め て 、民 族 名 と して 朝 鮮 人 、あ

る い は 在 日 朝 鮮 人 と 呼 称 す る 。
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