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「日系ブラ ジル 人」 実践 コ ミ ュ ニ テ ィ にお ける

ア イデン テ ィ フ ィ ケ
ー シ ョ ン

〜 グル ー プ 〈 シ ラン ダ〉 の 取 り組み か ら 〜

郡司　英美 （
一

橋大学大学院）

1 、 問題 設 定

　近 年、「日系 ブラ ジル 人 1 の 滞在の 長期 化 の 現

状 を反映 した か た ちで、「日系 ブ ラ ジル 人 」の 子 ど

もを支援す る実践や研究 は、幅 広 く展 開 され て き

て い る 。 た とえば、学力問題 と絡め て、進路の 保 、

障や JSL カ リキ ュ ラ ム の 開発
・
研究が 積み 上げら

れ て き て い る。．ま た、年少者 の ff本語 習得の 支援

に お ける親 の 意識 の 重要 性か ら、親子参加 型 の 日

本語支援に 関す る も の もあ る。

　その 中で 、坪谷 （2005＞が分類するよ うに、地

域の 学習サポー トは、様 々 な活動を展開 して お り、

子 ど もた ち の 「ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」 保持 に危機感

を持 っ た親た ち に よ り開始され る こ と が 多い 母 語

教育型 の 支援も、そ の ひ とつ と して 数 え られ る 。
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　太 田は、早 い 時期 か ら、子 ど もの 母 語や 母 文 化

に対 して敬意を払 うこ と なく日本語の みを学ばせ

るこ とへ対 して、批判的視点を 提示 して きた。（太

田 2000）とい うの も、公教育の 中で 母語 教育を行

お うとす る と、「母語教育は家庭 が責任 を も っ て
　　　　　　　　　　
行 うべ き で ある」 とい う言説 が 幅 を利 か せ て い た

り、実際に 日本語 を教 え て い る関 係 者 か らの 、サ

バ イ バ ル の た め の 日 本 語 の 必 要 性 に 関す る議論 と

対 立 した りす るた め で あ る 。

一
方 で、母語 ・継承

語 ・バ イ リン ガ ル 教育に対 す る研究会も立 ち上 げ

られ、現に 実施 され て い る か ど うか に 関わ らず、．

少 しずつ で あ りなが らも母語教育へ の 関 心 も広が

っ て き て い る と もい える。

　 こ こ で 、オール ドカ マ
ー

の 歴史を見る と、本名

宣言 を争点 とす る か た ちで 「ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」

の 保持 ・確 立 を 目指す活動が展 開され て きた。そ

して 、会 に よ っ て 幅が あ る もの の 、具 体的 に は 「自

らが 面 して い る さま ざま な 問 題 」 を 議 論 した り、

民族楽器 ・民族 言語 の 習得 な どを行 っ て い る。（金

lg99 、倉石 2004 ）

　一方、「日系ブ ラ ジル 人 」の 場 合 も、親 子 間に お

ける世 代 間 の 「ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」 ギ ャ ッ プ に つ

い て は語 られ て き た 。 〔コ ガ 2000） ま た、各地 で

立ち上 が っ て い る母 語 教育型の 支援活動の 中身 に

つ い て、語 られ て き て い る 。 そ の 中に は、IAPE

の ように 、自分の ル ーツ を 探 る旅を主催す る もの

も含まれ て い る。 （沖縄 タイ ム ス 2000 年 8 月 23

日版） し か しなが ら、実態 と し て の 活動 内容 は 羅

列化 され る
一

方 で 、あ るス パ ン に お ける 、活 動 を

取 り巻 く変化 に つ い て は描 か れ て こ なか っ た。

　 そ れ で は、「ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」の 確 立 ・保 持 と

い うこ とを掲げた母 語教育型 の 支援 は．具体的 に

は どの よ うな活動 と して 展開 され て き て い る の だ

ろ うか 。 教室 に お け る活動は、どの よ うな こ とを

争点とし な が ら、ど の よ うな機能をは た して き て

い るの だ ろ うか 。 そ して、現代社会 に お ける 「ア

．イ デ シテ ィ テ ィ 」 概念 の 変容 と母語教育型支援活

動 に お け る 「ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」 概念 との 関係 を

考察 した い
。

2 、対 象 ・方法

　母語教育型 の 支援活動の 歴史 と現状を探 るた め

に、関東圏内の A 市で 活 動 して い る グル
ープ 〈 シ

ラ ン ダ 〉 〔仮名）を対象 とする 。
〈 シ ラ ン ダ〉 は、

「日系ブ ラ ジル 人 」 の 教育
・相 談 に 関 わ る 当事者

自身 に よっ て ］．996 年 に 活動 を 開始 され た グル
ー
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プ で あ り、毎週 土 曜 日 に 「日系 ブ ラ ジル 人 」 家族

が集住す る 団地 内に あ る公 民 館 で、ポ ル トガ ル 語

を 教 えた り、ブラ ジル に 関 す る行事を行 っ て い る 。

　活動開始 か ら 10 年 目 を迎える 〈 シ ラン ダ 〉 は、

グル
ープ外 の 人 に対 して 、どの ように活動を語 っ

て きた の だ ろ うか 。（言説 レ ベ ル で の 変化）そして 、

実際 の 活 動 に お い て は 、ど の よ うな争点を もちな

が ら、どの よ うな緩や か な変化 を もた ら され て き

た の だ ろ うか。（活動 レ ベ ル で の 変化）

　こ れ ら二 つ の 側面 に お ける 変化 を探 る た め、ま

ず、今 ま で に 受 け た 取 材資料 の 語 りを分析す る。

そ し て 、発足当時 か ら活動 に参加 して い る 報告者

の 実践記録 や 他 の 関係 者 へ の イ ン タ ビ ュ
ーか ら、

  活動 内容、  場所
・空 間、  関 わ る人 、  構成

メ ン バ ー
の 4 点 に お ける 変化 を明 らか に す る。さ

らに、〈 シ ラ ン ダ 〉 の 方向性 に 関 して 話 し合 っ た

記 録 か ら、グル
ープ 内部 の 語 り に お い て 、何が 争・

点 に な っ て き た の か を 明 らか にす る。

3 、結果 と考察

　ニ
ーズへの 対応 に よ る 活動 内容 の 拡 張

　当初 は 、子 ど もに 対 し て 、ポ ル トガ ル 語 の 読み

書 き を 中 心 に 行 っ て い た が、学校 ・生 活 上 の 必 要

書類 の 翻訳
・
相談や 日本 語 （学校の 宿題 、作文 、

ひ らが な練習な ど）、文字 を書き始 め る 以前の 段階

の 子 ど もへ の 遊 び を通 し た 学習準備な どが 活動 に

組 み 込 まれ て き た。あるい は、ポ ル トガ ル 語 を学

び た い と足 を運 ん で きた 日本 人 を受 け入 れ る よ う

に も なる。

　 こ の 活動内容の 拡張 は 、構成 メ ン バ ー
の 中学生

や親 が持ち込 ん だ もの に 対 し て 、〈 シ ラ ン ダ 〉 内

部で 争点 と な りなが らも、関わ る人 が ひ とつ ひ と

つ 対応 し て い く中で 、漸次的 に ほ ぼ 正 式 な 活動 に

組み 込 まれ た か た ちをと っ て い る。そ し て 、そ の

前提と し て 、拡張 され た 役割 を 担 う人 が必要 と さ

れ るが 、そ の 役 割 も固 定 され た もの で は な く、自

ら も二 人 の 子 ど も を 学 ばせ て い る臨 床 心 理 士 や、

不就学 だ っ た 中学生 、ポ ル トガ ル 語 を学ぶ 目的 で

く シ ラ ン ダ 〉 を 訪 れ た 日本 人 の 元保 育士 、当初 は

調査 で 訪れ た 報告者、〈 シ ラ ン ダ 〉 の 活動す る 学

区 に あ る小学校 の 日 本語 指導教室担当の 先生 、ロ

コ ミで 紹介 され た 学生 ボ ラ ン テ ィ ア な ど が 隙間 を

うめ るか た ちで 活動を展開 させ て き て い る。

　こ の ような構成 メ ン バ ーや ニ
ーズ の 多様化 に 対

応す るか たちの 活動 上 の 変化 に伴 っ て、言 説 上 で

も変化が 見 られ る。つ ま り、帰国を念頭 に置 い て

語 られ る、セ ル フ ヘ ル プ的意味合 い の 濃 い 語 りか

ら、様 々 な メ ン バ ーを 想定 して 、ブ ラ ジル 文化や

ポ ル トガル 語 を通 して、あ る い は子 ど も の 教育を

媒介 に して 、立 ち上 げ ・発 信す る語 りへと重 心 が

移 っ て き て い るの で あ る。

ア イデ ン テ ィ テ ィ か らアイ デ ン テ ィ フ ィ ケ
ー

シ ョ

訟

　現在も 「日系 ブ ラジ ル 人」 と して の 「アイ デ ン

テ ィ テ ィ 」 保持 ・確 立 を目指す こ とは 活動 目的 の

ひ とつ と して 掲げられて い る。とくに、日本社会

へ の 参画 を 求め られ て い る文 脈 に対応す る場面 で

は、説 明 の 要 に な る とい っ て も よい 。

　 しか しなが ら、〈 シ ラ ン ダ 〉 を構成 し て い る メ

ン バ
ー

と い う観点か らは 、い わ ゆ る エ ス ニ ッ ク ・

ゴ ミ ュ ニ テ ィ とは 呼 ぴ 難 く、そ こ で の 活動 は、日

本 人 も含み なが ら、学校 で の 関係を基盤 と した 友

人 関係や、大人
一

子 ども関係 を基盤 に 展開 され て

い る。つ ま り、実践 コ ミ ュ ニ テ ィ とよぶ ほ うが 適

して い る もの へ と変貌して い る 。

　 こ の 状況 で 、母 語 教室 の 看板 の 下 で 日本 語 を 教

え る 活動 と 「ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」 概 念 は、齟齬 を

き た し て い な い。活動の 拡 張 の 争点 とは な っ た が 、

そ れ は、「ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」を め ぐ る も の で は な

い。む し ろ、メ ン バ ー
の
一

人 が 語 っ て い る よ うに、

日 常生 活 に お い て 「困難 」 を抱え た と きの 語 る一

聴 く関 係 を構 築す る 取 り組 み と して 機能 して い る 。

そ し て 、そ れ を 「日 系ブラ ジル 人」 間 の 関 係 に 限

定 し て い ない。こ の こ とは、物語論的 な解決 と等

し く見 え るの だ が、坂本 （2005 ）が 言及 す る よ う

に ア イ デ ン テ ィ フ ィ ケ
ー

シ ョ ン の 実践 と名付けら

れ る もの で あ る。
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