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1 ．問題 の 設定

　われわ れ の研究グル
ープは、昨年の本学会 にお

い て、ニ ュ
ー

カ マ
ー

の 子 どもたち の 学校 生活 をエ

ス ノグ ラ フ ィ ッ クに描き出すこ とを通 じて、わが

国 の 小学校 の 学校文化が彼 らの 学校 「適応 」 に及

ぼす影響につ い て 、一
定 の 考察 を行 っ た。家族 に

対す る聴 き取 り調査 をも と に した今 回 の 発表 は、

そ の 延長線上 に位置つくもの で ある。

　ニ ュ
ーカマ

ー
の 子 どもたち の 学校適応 は多様な

形態 をと りうるが、そ の 差異を もた らす主要な要

因 の ひ とつ として 「家庭 」 が あることは、疑 いを

えな い 事実で あ る 。　 「子 どもた ち」 の 問題 を考え

る ためには、まず 「学校」 を見た の ち、次に 「家

庭 1 に 目を向けな ければな らな い。そ うした関心

か ら、われ わ れは昨年度末よ り、ニ ュ
ー

カ マ
ー

家

庭 に対する イ ン タ ビ ュ
ー

調査を継続 し て きた。本

発表で は、 3 つ の ニ ュ
ーカ マ ー ・グル

ープに 属す

る家庭を取 り上 げ、彼らが い か な る状況の もと

に、どの ような 「教育戦略 」 を産み 出 して い る の

か を探 っ て み る こ とに した い 。

ビュ
ー

で、 1件あた りに要した時間は 1〜 4 時

間。イ ン タビ ュ
ー

は す べ て カセ ッ トテ
ープ に録音

され、一
定の フ ォ

ーマ ッ トに即 し て トランス クリ

プ ト化され た。

　さて 、本研究の分析枠組みを、図で 示 し た も の

が以下 で あ る。

【レベ ル1】　 史
・社会的背景

各 グループの社 会

的位置 づけ

（出稼ぎ、難民、
帰 国者 etc ，）

2 。調査 の概要と分析 の枠組み

　
一

昨年か ら継続 して フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クを行 っ て

い る 3 つ の 地 域をベ ー
ス としつ つ 、われわれ は次

の 3 つ の 「エ ス ニ ッ ク ・グル ープj に 注 目 し、聴

き取 り調査に従事 して きた 。 対象グループ ・対象

地 ・対象家庭 数は、以下 に示 した通 りで ある。

グループ 対 象地 家族 数

日系 南米 人 横浜 市、名古屋 市 29

インドンナ難民 神奈川県大和市周辺 49

韓 国系ニュ
ー
カマ
ー

東京都新宿 区 ・豊島区 13

　対象者は、子どもをもつ 母親か 父親、ある い は

そ の両方で 、イン タビ ュ
ーは、基本的に 1〜 2 人

の 調査員 （お よび必要で あれば通訳）が出向い

て 、対象者 の 自宅やそ の 他 の 場所 （喫茶店や集会

所） で 行 っ た。方法 は 、セ ミ フ ォ
ー

マ ル ・イ ン タ

【レペ ル2】　　 日の きっ か け

【レA
’
ル3】

【レベ ル4】

各家族の 個別的

な来日事情

　　 　　　　　　ど の よ う に 日本で の 生

　生 活 の 組織化　　活 を組織 して い る か（構

　　 　　　　　　造的
・
組織的資源の 使

　い方、母 国 との 関係）

　どのよ う に 自分た ち の

日本で の 生 活 を、主観

　　 　　　　　　的 に定義づけて い るか

【レベ ル5】　 教育 戦略の 選 択

上 に あげた要因 と の 関

連から、い かな る戦略

が選びとられて い る か

　 【レベ ル 1】 の 「歴史 ・社会的背景 」 は、われ

われ の考察 の 出発点を なす部分で あ る 。 ア メ リカ

の文化人類学者 J ．オグブ は 、エ ス ニ ッ ク ・マ イ

ノ リテ ィ
ー

の 教育達成の バ ラ ツ キ を説明す る た め

にマ イ ノ リテ ィ
ー

の 類 型を提 出 して い る 。オグブ

による と、マ イ ノリテ ィ
ー

の 教育達成および学校

適応は、彼 らが どの よ うにホ ス ト社会 に参入 した

か、そ して そ の 後 の 差別 的な処遇に どの よ うに主

体的 に対 応 しよ うとしたか による部分が大き い と

い う。　 氏 の 議論 を参考 に しつ つ 、われ われが設

定 した 3 つ の グループを特徴づける と、次 の よ う

にな る。まず、全家庭が 「難民」 とカテ ゴ リー化

され る イン ドシナ系の人々 は 「難民ニ ュ
ーカマ

ー
」 、ほ と ん どが 「出稼 ぎj を 来 日動機とする 日

系南米人 は 「出稼 ぎニ ュ
ーカマ

ー
」 と名づ ける こ

とができ る。それ に対 して 、韓国人 グル
ー

プ で は

来日の 経緯は多様 で あ る。しか しなが ら、の ち に
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見 る よ う に、職業や滞 日年数の 違 い を こ え て 彼 ら

に は 、　 「社会的成功」 や 「ス テ ッ プア ッ プ 1 と

い っ た動因が共通 し て見 られる 。そ こ で彼 らを、

　「上昇志向 ニ ュ
ー

カ マ
ー

」 と名づける、

　 本発表 の キー概念 と な る の が、　 【レベ ル 4 】

の 「 『家族の物語』 の 生成」 である。ニ ュ
ー

カ マ

ー
研 究の パ イオニ ア の

一
人 で あ る 都市社会学者 の

広 田は 、ア メリカ の 移民研究を レビ ュ
ーする なか

で、　 「家族 として の移民論理 の形成がそれぞれ の

直面する 現実を調整す る 」 、すなわち 「誰が、何

の ため に移住す る の か につ い て の 家族の
”
物語

”

がつ くられる 」 と い う指摘 を行 っ て い る 。イン タ

ビュ
ー

を進め る なか で われわれが感 じた の は、不

安定 な 法的地位や 厳 し い 経 済的条件が必ずしも直

接的に 彼 らの 生活を規定 して い るわ けで はな い と

い うこ とであ っ た。むし ろ、重要 に思 えた の は、

彼 ら自身が どの よ うに 自分たち の 日本で の 生活 を

意味づけて い るか とい う点 であ っ た。そ こ で 、広

田に ならい 、こ こ で 「家族 の 物語 」 とい う視点を

設定 し て お きた い と 思 う。

　 われわれ の 考察 の 中心 を占める の が、　【レベ

ル 5】 の 「教育戦略の 選択」 で ある。 こ こ で い う

「教育戦略 」 と は、言うま で も な く P ．ブルデュ

ー
らの 文化的再生産論の流れ に 立 つ 用語で ある。

教育戦略 とは、各社会集団 の再生産戦略 の
一

環を

なすも の で 、意図的の みな らず無意図的な態度や

行動をも含み こ む幅広 い 概念 で ある。 こ こ で

は、次の 3 つ の 側面か ら、ニ ュ
ー

カ マ
ー

家庭 の 教

育戦略を把握する こ と に した い 。

　 1）家庭で の 言語使用 ・文化伝達 （同化主義的

　　　な二 文化主義的か）

　 2 ）学校観 ・学校 との かかわ り　（日本の 学校で

　　　の 成功 をどの 程度重視す る か）

　 3 ）子どもの進路 へ の希望 とそれ へ の 対 応 （学

　　　校 選択 ・学校外教育 の 利用など）

　以下 で 、調査を行 っ た 3 つ の グル
ープの概要 を

紹介 して お く こ とに しよう。

3 ．南米か ら の 「出稼ぎニ ュ
ーカマ ー

」

1）　プロ フ ィ
ー

ル

　 日系南米人 の 来日は、1990年の 「出入国管理

法」 の 改正 を機に急増 した。1996年末の 時点

で 、外 国人登録を して い る者の 数 は、ブラジル人

20万人、ペ ル ー
人4万人な どとな っ て お り、今 日

の わが国 の 約80万人 の ニ ュ
ー

カ マ
ー

の なか で 、

最 大規模の グループを形 成し て い る。

　今 回の 聴き取 り調査 は、横浜市鶴見区お よ び名

古屋市と い う 2 つ の 地域 にお い て 実施 された 。 調

査対象 とな っ た の は29家族 （鶴見 14家族、名古

屋 15家族） で 、国籍別の 内訳 は ブラジル 22家

族、ペ ル
ー4 家族、ボ リビア 2 家族、パ ラグア イ

1家族とな っ て い る 。

　 調査対象者の平均的なプ ロ フ ィ
ー

ル を描 いて み

よ う。年齢的 に は 30代 ・40代が 最も多 く、2 世

が過半数を占める。来 日の動機は、ほ ぼ例外な く

出稼 ぎである。住ま い は、鶴見で はア パ ートない

しマ ン シ ョ ンが ほ とんどで 、名古屋 で は公団住宅

に集中 して い る。高校卒が 5割、大学卒が 3割

と、比較的学歴は高く、母国 で はホ ワイ トカ ラー

色の 濃 い 職業に 従事 して い た者が多い 。 現在 の 職

業は 、鶴見では電気工事 関連 、名古屋 で 自動車関

連へ の集中がみ られる。宗教 で はキ リス ト教の 割

合が大き く、カ トリ ッ クがそ の うち の 8 割を占め

て い る。将来 の 見通 しと して は、 8 割が帰国 、 2

割が 日本へ の永住 の 可能性を語 っ て い る が、滞在

の 長期化は 避 けがた い もの と考え られ る 。

　鶴見と名古屋では、地域 的条件の相違に加え、

前者で は 沖縄 系 日系入が大 半を占めて い る の に対

し、後者 で は そ の よ うな 集 中 は 見 られな い な ど、

グル
ー

プ構成に 関して も若干 の 違 い が認め られ

る。しか しなが ら、今回 の報告で は、　「日系南米

人」 と して 括 っ た場合 に 見 え て く る 共通性 に着目

し て 、考察 を 進め て い く こ とに す る 。

2）　 「一時的回帰の 物語 」

　 日系南米人が もつ 典型 的な家族の物語は 、　 「一

時的回帰の 物語 」 と呼びうる。ほ とん どすべ て の

日系南米人は、来 日の 動機 を 「出稼ぎ」 と述 べ

る，出稼 ぎ の 特徴 は 何 と い っ て も滞在 の 「一時

性」 であろう。　 「閉鎖的 」 で 「冷た い 」 日本で 、

家族 と過 ごす楽しみを奪わ れながらも、きつ い仕

事に耐え る こ と が で き る の は、お 金 もうけの 手応

え とともに、帰 国後の よ りよ い生活を思 い 描 ける

か らである。

　し か し、　 「一時性 」 の み が彼 らの 来 日経験 の 特

徴な の で はな い 。 もうひ とp 「回帰」 と い うテ
ー

マ を、そ こ に挿入 する必要が ある。日系南米人に

とっ て 、日本は と り も な お さず父母な い し祖父母

の 生 まれ故郷である 。し たが っ て 、来日は 「帰

郷」 をも意味する の で あり、そ こ で の 生活 は しば

しば 「自分 の 祖先 の 文化を理解す る 」 過程と捉え

られ る 。

　た だ し、日本へ の 永住を言明 する例は 少な い と

い う事実が示す よ うに 、必ず し も 日本が 「回帰 」
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の終着点な の で はな い 。む しろ、出稼ぎっ い で に

祖国 を理解 しよ う と い う傾向が強く、日本社会 へ

の 「同化」志向はさほ ど見 られな い。逆に、来日

経験は、あ らか じめ抱 い て い た美化 された 日本の

イ メ
ー

ジ と現実 との 間のずれ を認識さ せ 、祖国

を相対化する契機 とな る こ とが多い。そ の意味

で 、あ く ま で も 「一時的回帰」 な の で あ る。

3 ）事例

　 30歳、女性。ブ ラ ジ ル 、サ ンパ ウ ロ 州出身の

日系 2世 。現在、夫 （31歳、日系 2 世）および

小学校 1年、 5 歳、 3 歳の娘と と も に 、名古屋市

内 の 都市公 団 に住んで い る。初来日は 91年。翌

年 2月に帰国 して結婚。以降 6 年間ブラジル で生

活する。ブラジルで の 事業が うまくい かず、一
足

先 に夫が来 日。97年に家族全員がや っ て きた。

現在、夫は自動車会社で エ ン ジ ニ ア の助手 として

働き、本人は工 場で溶接 の仕事 を して い る。長女

は学区内の 公立小学校、次女 ・三 女は団地内 の 保

育園に通 っ て い る。

　家庭で の 言語は基本的にはポル トガル語だが、

子 ど も 同士 は 日本語 で 話 す こ と が多い。子 ど も と

の 意思疎通 の 面で将来的に 不安を感 じる の で 、ポ

ル トガル語や ブ ラ ジル の 文化を忘れ な い ように借

り て き た ビデオ を見せ た り して い る。長女の 場合

は、日系ブラジル人が経営する 団地内の個入塾 で

週 に 2 回 ほ どポル トガ ル 語を勉強 さ せ て い る。

　帰国する か 否 か は 、家族 の 成員問で 意見が分か

れる。帰国希望の 長女は 日本語 を勉強する こ と に

不満を言うが、両親は、日本の学校で 学んだ こ と

は ブラ ジルに 帰っ て も使え る の で 決 して 無駄 に は

な らな い 考え て い る 。日本の 学校は、秩序があ

り、目上 の 人や友 人を尊敬す ると い う大切な教 育

を して い る 。娘 に はそ う し た日本的な教育をぜ ひ

受けて もらい た い 。将来的に は高校卒業を期待す

るが、それ以降 の こ とは彼女たち 自身に決めて ほ

しい。

4 ） 日系南米人の 教育戦略

　  積極的な母語
・
母文化継承

　基本的 に 母語
・
母文化 の 伝達 に 関 し て は積極的

で 、家庭で母語を使用する他、ビデオ ・新聞 ・雑

誌な ど の 母語 メディ ア を利用 し た環境づ く り を し

て い る 。 ただ し、子ど もの来日時の 年齢によ る程

度差が顕著で ある。すなわち、子どもが幼い頃か

ら日本で 生活 して い る 場合、親 の 母語以 上に 日本

語に熟達して い くケ
ー

ス が多い ため、母語教育が

重視 され る ケ
ー

ス が 目 立 っ 。対 照的に、来 日時 の

年齢が 比較的高 く、母語能力がすで に安定 して い

る場合 は、日本で の 適応を考鷹して 日本語習得の

重要性 が強調 され る こ とが多 い。

　  日本文化の称揚

　多 くの親が 日本の 学校に期待する の が、　 「日本

の 文化 」 の伝達で ある 。秩序、計画性、清潔さ、

礼儀正 しさ、努力な ど、彼 らに と っ て 「日本的」

とイ メ
ージされ るあり とあらゆる レ パ ートリ

ーが

列 挙さ れ る。そ れ ら は 、い わ ば 「日系人文化 」 の

原型、模範と して価値づ けられるもの であ り、母

国に持ち帰れば必 ずや有効に機能し うる と予想さ

れ る 資源 であ る。学校は そ う した資源 を伝達す る

場と して、基本的に好意的に受 け入れ られ て い

る。そ して 、そ の ような資源 の 獲得とい う文脈 に

お い て 、子 どもの 努力も奨励され る。

　  市場価値の あ る 言語 の習得の奨励

　日本で の 滞在期間や将来 の 居住地が不確定 であ

る日系南 米人は、子 どもの 進路 に関して 、特定化

された戦略を と りに く い。そ の よ うな状況 の もと

で、身に つ けて いれば将来ど こ に い よ うと確実に

利用可能な資源 と して 、市場価値 の あ る 「言 語 」

の 習得を子．ども に奨励する ケース が し ば しば認め

られ る。子 どもを英会話学校 に通わせ る の は、そ

の 典型 で あ る。

4 ，イン ドシ ナか らの 「難民ニ ュ
ーカ マ

ー
」

1）プ ロ フ ィ
ー

ル

イ ン ドシ ナ地域か らの ニ ュ
ーカ マ ーの ほ とん どは

1975年の イ ン ドシ ナ戦争終結後、母国 の 急速な

社会主義化や 内戦状態か ら逃れ て 国外 に脱 出 した

「イ ン ドシ ナ難民 」 であ る。1978 年 の 閣議 了解

による定住受 け入れ決定以降、そ の 定住許可総数

は 1999 年6月末現在で 1万465人 と な っ て い る。

ボー
トピープ ル と し て出国間 も な く 日本に 上 陸し

たベ トナム難民を除い て、ほ と ん どは数ヶ 月か ら

10年以 上 に 及ぶ難民キャ ン プ生活 の 中で定住許

可 申請を経 て 来日 し て い る。来 日後 は 受 け入れ施

設 で 約半年の 日本語教育 と社会適応指導、住居の

確保を伴う職業斡旋を経 て 地域社会で の 生活 とな

る が、国内 3 カ所 の 受け入れ施設の
一

つ が あっ た

神奈川県 には、全体の 約 3 割 と い う最も多 くの イ

ン ドシ ナ難 民が居住 して い る 。

　調査対象 と な っ た神奈川県在住 の ラ オ ス 11家

族、ベ トナム 14家族 、カ ンボジア 24家族 は、す

べ て イ ン ドシ ナ難民 と して の 来 日経緯を持 ち、ほ

とん どが公営住宅 に住む。来日は 1980 年代前半
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か ら1990 年代前半 に か け て が 中心 で、難民キ ャ

ンプ生活 を経て い る ため、キャ ン プ生まれ の 子 ど

もも多い。調査対象者 の 多 くが母国で は都市 の 商

家か 地方 の 農家出身で 、そ の よ うな 階層的背景 と

長期間 にわたる母 国 の 混乱 、難民 と して の移動生

活 の ため に、多 くが高校以下 の 中退者で 、学校経

験はな い とい う例もまれ で はな い 。現在 の 職業は

中小 の 製造工場 の 工員で夫婦共働き とい う家族が

大多数 を占め、母 国へ の 送金 を して い る ケ
ー

ス も

多 い 。また、現在 の 不況 を反映 し て 失業 中の 者 も

い る。

2 ）　 「安住 の 物語」

　 日本における外国人 として 社会的、経済的に困

難な状況 に あ りなが ら、彼 らは現在 の 生活 をおお

むね肯定的に捉え て い る 。 彼 らの 多くは 日本を近

代化 し 「発展 した 」 国 で あ る と言及する と同時

に、現在 の 生活を 「自由」　 「平和 」　 「安全 」　 「安

心 」 と い う言葉で 表現 して い る。こ の こ とと、母

国ある い は難民キ ャ ンプ脱出後 の 目的地 が 「生活

ができる な らどこ で もよか っ たj とい う言葉が物

語 る の は 、母 国 の 混乱 の 元 で の 生 活 と 生命 の 危険

を伴う移動過程の過酷さ、そ の過程を経た後の

「安住の 地」 つ ま り日本で の 生活に 対する安堵感

で あ ろ う。こ こ か ら彼 ら の 「安住 の 物語 」 が想起

され る 。 難民で あっ た彼らに と っ て現在 の 生活は

求め て い た第
一

の もの で あり、それ自体すで に
一

つ の 「成功」 で ある。多く が 日本で の 長期的滞在

や永住を示唆し なが らも、そ の こ とが将来 的な 日

本社会 へ の 同化や成功 へ の積極 的な態度に結びつ

い て い な い とい う事実 は、彼 らが こ の 「安住 の 物

語 」 の 中 で 、現状以上 の 生活、ひい て は子 どもの

将来 の 具体像、成功像 を思 い描 き得て い な い こ と

を示唆し て い る。

3 ）事例 ．

　カ ン ボジ ア の農村 出身の 40歳 と41歳の 夫婦 。

夫 は高校中退、妻は学校経験な し。 1979年の ベ

トナム 軍侵攻か ら逃れた二 人はキ ャ ンプで結婚、

キ ャ ンプ生まれ の 二 人 の 息子 と と も に妻 の 弟が い

た 日本の定住許可を得て 1988年来 日。現在綾瀬

市内の県営団地に住む。夫、妻とも に 工 員。母国

送金 もあ り生活 は 苦 し い。家庭 内で は 母語 中心、

県立高校 2年生 の 長男も両親とは母語を話すが、

日本語 の みを話 す中学 2 年生 の 次男 とは意志疎通

に困難を生 じ、時 お り長男が通訳に入 る。毎年家

で新年仏教儀礼を行うが、次男には強制で きな

い 、自ら希望 し た通塾や 日本人 の友人 との遊び で

門限に遅れる次男 の 「親  言 う こ とを聞かな い 」

状況を心配 する 。学 校か らの連絡物は子どもが

読んで親 に話すか子 どもが処理する 。 学校の こ と　　　　　　　　　　　 　
を子 どもに聞い て も特に返答は なく、勉強の こ と

はわか らな い 。長男の 三 者面談で は 通訳が同席

し、長男 と先生が決めた受験に つ い て説 明を受 け

たが、合格発表 まで はとて も心配した。日本の義

務教育は留年がな く平等な の が よ い が 、逆 に 高校

進学 の 時に突然厳 し くな る と思 う。 子 ど もに は大

学進学と帰化 を希望するぷ、大学に受か らなけれ

ば長男 は母 国ゐ親族 の 元古母語 を勉強 し通訳 に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

な っ て ほ しい 。 次男は 彼なりに技術を勉強 して 日

本で や っ て い っ て ほ しい。1夫婦は、将来に つ い て

帰国 まで は 考 え て い な い、｛

4 ）イ ン ドシ ナ系 ニ ュ
ー

カ マ
ー

の 教育戦略

　   母語 と しつ け を 通 じた 親子間 の 地位関係 の 維

持　　　　　　　　　　 1

　多 くの家庭の 中心言語古ある母語は、親子間 の

地位 関係を維持す る た め の 意志疎通 の 言葉と して

機能 して い る 。し か し、親よ り早 く 日本語能力が

向上 し、母語使 用頻度の隊少する子どもとの 問に

は意志疎通 としつ け の 困難さが生 じやす く、　 「親

の 言 う事を聞か な くな る 」．状況を生み出し て い

る。それに対 して は、日本の環境に影響された結

果 で やむを得な い と感 じて い る親は多 く、子 ども

が理解す るか どうか に関ゆらず、日本の若者の よ

うに 「悪 く」 な らな い よ うに と心配する態度が特

徴的で あ る。

　  日本 の 教育制度 へ の 信頼 と子 どもを通じた学

校情報の 把握　　　　　　！

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
　多 くの 親は、通 訳者や翻訳物などの 資源を含め

日本の 教育制度は 、母 国 よ り圧倒 的 に よ い と 評価

して い る 。 しか し 日本の学校 へ の 全面 的な信頼

と、母国で の学校経験の 乏し さ、教育制度 の 違
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

い、そ して親の 日本語能ガの 不十分さによる 学校

情報把握 の 困難さか ら、学校や勉強の こ とは学校

任せ や子 ども依存 の 状況 にある 。 学校か ら の 連絡

は子 どもを通 じて 知る親が多い が、仲介者と なる

子 ど もの 判断 によ っ て 、情報が制限さ れ る こ と は

避け られ な い 。同国人や近隣 の 日本人、ボラ ン テ

ィ ア な ど に 相談す る例 も少な くな い が、　 「相談は

しない 」 、　「現状に 問題はない 」 とする親の方が

目立つ 。　　　　　 …

　  子 ども任せ の 進路選択 と将来像

　子 どもの将来に 対する期待は、最低で も高校卒

　　　　　　　　　　　 」
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業、で きれば大 学まで行 っ て技術を身 にっ け、

「軽い 」仕事 に 就く こ と で あ る と語 る親は多い

が 、結局は子 どもの能力 と選択次第だ として い

る。子どもの高校受験時に見 られ る ように、親は

心配する事以上 の 具体的対応 は とれず、子 ども自

身が必要を感 じれ ば塾やボラ ン テ ィ ア の 教室 に

通 っ て い る。こ の グル
ープでは、子 ども の 学習 に

親がかかわ る こ と が実質的に むずか し い。そ の た

め に 、子どもが 自己 の 将来像を描きに くい とい う

問題が生 じて いる。

5，韓国か らの 「上昇志 向ニ ュ
ー

カ マ
ー

」

1）プロ フ ィ
ール

　こ こ数年、毎年80万人前後 の韓国人が来 日す

る。そ の 9割以上が観光 目的な どの短期滞在 者だ

が、残 りの 1万人 ほ どは、ビジネ ス や研修、ある

い は留学や文化活 動などで長期間滞在す る 。本研

究で は、こ うし た人々 をい わゆる 「在 日韓国 ・朝

鮮人」 と 区別 し、　「韓国系ニ ュ
ー

カ マ
ー

」 と呼

ぶ。

　韓国系 ニ ュ
ーカ マ

ー
へ の 聞き取 り調査は 、東京

都新宿区
・豊島区周辺 で行 われた。調査対象は、

韓国系教会に 通 うクリス チ ャ ンたち 13家族（7月

20日現在）で ある。彼 らの 来 日目的は 、 留学、商、

社の 駐在、事業、宗教活動、国際結婚等さまざま

であ り、来日歴 5年以上 の 滞在 者が 9 名 （うち来

日10年以 上 が 4 名）と、長期滞在者が目立つ 。

また、彼 らは総 じて 学歴が高 く、13名の うち 11

名が大卒者で ある 。 以上 の こ と か ら、今回 の 調 査

対象とな っ た韓 国系 ニ ュ
ー

カ マ
ーは、新来 した韓

国人 の なかで も、比較的高い階層に属す る 人 々 で

ある と位置づけ る こ とが で き る。

2＞　 「チ ャ レンジの物語」

　彼らが有 して い る典型的な家族の 物語 は 「チ ャ

レン ジ の物語 」 とで も称 しうる も の で ある。こ こ

で の 「チ ャ レンジ 」 とは、各々 の家族が、そ れぞ

れに思い描 く　「社会的成功 」 に 向か っ て挑戦する

こ と で ある 。

　で は、比較的階層 の 高い 人 々 がなぜ 日本に くる

必要がある の か 。 そ の 理由 の
一

つ に、本国 で の 経

済不況の 問題があ る。韓国よ り も経済状況の よ い

日本に来る こ とは、自分 の 実力を試 した り、さら

な る成功を獲得す る チ ャ ン ス を拡大す る こ とにな

る 。 例えば、母国で の 大卒失業者の急増を懸念

し、　「な らば日本で
一旗あげて や ろ う」 と目的

をビジネス に変えた留学生が い る。国際結婚 をし

た者 も、新天地で の 理想的な生活 の 実現をめざす

とい う意 味で 、一
つ の チ ャ レンジを行 っ て い る 。

彼 ら は 、それぞれ の 「ジ ャ パ ン ・ドリー
ム 」 をつ

か もうと、日本で の 生活 を送 っ て いる の である。

　聴き取 りの対象 とな っ た韓 国系ニ ュ
ー

カ マ
ー

は 、日常生活 に お い て 、経済的 ・文化的に特別大

きな困難を抱えて は い な い 。 専業主婦が 多い こ と

か ら、夫 の 収入で十分に生計が立 っ て い る こ とが

わか る 。ま た、彼 ら は本国 へ の仕送 りをして お ら

ず、なか には母国か らの仕送 りに頼っ て 生活 して

い る者も い る。これは 、例えば日系南米人 の 「

出稼ぎ」 と は 全 く異な っ た生活 形 態 で あ り、彼 ら

の 日本で の チ ャ レンジは、一定の経済的基盤の も

と に成 り立 っ て い るの で ある 。

　文化的な違 い につ い て は、日本と の 類似点の 多

さを指摘 した り、日本文化 を高く評価する者が多

か っ た。そ の
一

方 で 彼 らは、子 ども に韓国語 を熱

心に教 えた り、母文化 の 保持に も こ だわ りを持 っ

て い た。こ の こ とは、彼ら に とっ て の 日本は、イ

ン ドシ ナ難民に と っ て の 「安住の 地 」 に相 当する

よ うな もの で は な い こ と を示 し て い る 。彼 らの な

かには、具体的に次の移住先をあげる者 もお り、

日本で の 成功を 「元手」 に、本国や他 の 国でス

テ ッ プア ッ プ し た生活 を送 りた い と い う展望を

持っ て い るケ
ース も目立 っ た 。 彼らは、社会的成

功 へ の 足がか りとして 、日本で の 生活 を選んだ。

彼 らは、ま さ に チ ャ レ ン ジ の 途上 にあ る。

3） 事例

　36歳、男性。現在は、妻、小学校2年と4才 の

娘 と と も に、新宿区内の
一

軒家 を借 りて住んで い

る。日本に来る前にはイギ リス に い た 。 そ の後ア

メ リカ ・オー
ス トラ リア に行こ うとしたが、ビザ

が とれなか っ た。そ の 頃友達に 日本の こ とを聞 い

た。学生 と して 88年 に来日、90年に
一

時帰国 し

て 韓国 で 結婚、妻をつ れて 再来日。子 どもは学区

内の 公立小学校に通っ て いる。日本では い くつ か

の 学校で 学生 をし、事業家 を経て、現在は伝道師

を して い る。

　家で の言語は基本的には韓 国語だが、子 ども た

ちは先に 日本語が出て しま う。去年、夏休み に韓

国 に一月 ほど滞在 し、子 どもたちも結構話せ る よ

うに なっ た 。 それ まで は子 どもに気 を使 っ て家で

日本語で 話す こ ともあ っ たが、それか らは、　 厂家

で は 韓国語 で 話そ うね 」 と彼 らに言 っ て い る 。自

分 の 理想とす る教育があるが、今の 日本の 学校で

はそ こ まで 望めな い 。したが っ て、何で も楽 しん
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で や っ て ほ し い 。 帰国する 可能性もあ る ため、子

どもたちに は しっ か り韓国語 を覚え て ほ しい 。

　中学校で は、彼 ら を イ ン ターナ シ ョ ナル ・ス ク

ー
ル に行か せ る 予定で ある 。今は、公文 とス イミ

ングと英会話 と ピア ノ を習わせ て い る。当然 、大

学に も い っ て ほ し い。帰国 の 予定は特 にな く、で

きればア メリカで布教活動を した い の で 、子 ども

たちがア メ リカ の 大学に い っ て くれれ ばい い と

思 っ て い る 。

4）韓 国系 ニ ュ
ーカマ

ー
の 教育戦略

　  家庭で の 母語教育 の 熱心 さ

　帰国の見通 しの 有無 にかかわ らず、多くの 家庭

で子 ども に韓 国語 を教 えて い る。学齢に応じた韓

国 の教科書を使 い 、ハ ン グル の 完全な習 得 を 求 め

る。親たちは、韓 国語 を身に つ ける こ と が、自文

化を保持す る と い う意味を持 つ の みな らず、ス

テ ッ ブア ッ プ の 道 具 と して 有効で あ る と 考え て い

る。　 rこ れか ら国際時代に な る か ら、お金払 っ て

も英語 を習わせ た りして い る 時代だ し、私が教え

られ る も の だ か ら 」 と い うあ る 母親 の コ メ ン ト

は、そ うした志向性を端的に表 して い る。家庭で

の 母語教育は、ピア ノ や英会話 と同 じよ うに、身

に つ け る べ き教養の
一

つ な の で あ る。

　  日本の学校 の戦略的利用

　 日本の学校を高く評価す る家庭が多 い 。しか

し、学校に何を求 め る かをたずね る と、決ま っ て

「学校で は楽 しく、勉強 は塾 で」 と い う答えが

返 っ て きた。彼 らは、受験で の 成功 を望むが、

「受験学力」 の 養成は学校で はなく、学校外教育

に求 める傾向が強い 。帰国予定者たちはそ の 理由

と して、韓国と比較した場合 の 日本の学習 レベ ル

の 低さ をあげて い る が、彼 らだけで な く、韓国 の

受験競争の 過熱ぶ りをそ の まま 日本に持ち込ん で

い る と思われる家庭が多い 。 彼 らは、親戚か ら本

国 の 情報 を入手し、自分 の 子 どもを塾や習い 事に

行かせ て い る。

　母国 の 情報 と同様、彼 らは 日本 の 学校の 情報に

も明 る い 。　 「一度は し な い と周 りの 目がある の

で、rrA役員を志願 した 」、　 「地元 の公立中学

は評判が悪 い の で、私立に 」 と い っ た よ うに 、彼

らは 日本の 学校を彼らな りに利用する術を もっ て

い るようである。

　  家族の将来 に方向づ けられた子どもの 進路

　彼 らは、総じて 教育熱心で ある。それは、習い

事 の 多 さや、高等教育進学の 当然視などに象徴さ

れる。い くつ か の 家庭 では、次 の 移住先に アメ リ

　　　　　　　　　　　　 1

カ をあげて お り、そ の ため に 子 どもたちを英語塾

に 通わせ た り、イ ンターナシ ョ ナル ・ス クール へ

の 進学を希望 して い た。永住予定者たちは、具体

的 な進路 と して 日本の有名大…学をあげる者が多

か っ た。家族の一員が高い学歴 を取得する こ と

は、家族全体 の 社会的成功を左右す る 重要なキ
ー

となるため 、子 どもた ちに は：
そ の役割を積極的に

担 うこ とが期待されて い る 。 家族の将来的なビ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
ジ ョ ン によ り、子 ども の 進路はすで に かな りの 程

度方向づけ られ て い る。

　　　　　　　　　　　　 　
　当 日の 報告 で は、それぞれ の グル

ープに つ い
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
て 、　「家族の物語」 と 「教育i戦略 」 との 関係に つ

い て の さ らな る考察を進めたあ と、われわれが見

出だ し た こ と が ら か ら引きだしうる 理論的 ・実践

的イン プ リケ
ー

シ ョ ン につ いて 述 べ る予定であ

る 。
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