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外国人園児受け入れに対する保育士 の 意識の 規定要因

野崎 剛 毅 （國學 院大學北海道短期大学部）

1． 問題の 所在

　1990 年 の 入 国管理 法改 正 以 降、我 が 国 で は

ニ ュ
ー

カ マ
ー

と呼ばれ る 外 国人労働 者 、特 に

目系ブ ラ ジル 人 が急増 した 。 デ カ セ ギ 目 的 で

来 日 し た彼 らは徐 々 に定住化 し、そ の 子 ど も

た ちを巡 る教育 ・保 育 上 の 問題 が 生 じ て き て

い る。そ の 中で も、保 育を巡 る 問題は そ の 後

の 人 間形成 の 重要 な 基盤 と な る時期 で あ る が

ゆえに重要 で ある とい える 。

　 し か し、そ の 重 要性 に もか か わ らず、就学

前段 階を扱 っ た研 究はほ とん どな く、あ っ た

として も、実際に外国人園児 と向 き合 っ た際

に ど の よ うに 接 す れ ば よ い の か とい う検討 に

とどま っ て い る。

　そ こ で 、本報 告で は 日 系ブ ラジル 人 の 集住

地 と して 有名な 3 市 町 で 行 っ た保育所調 査 を

もと に、外国人園児の受け 入 れ を保育士た ち

が ど の よ うに と ら え て い る の か 、ま た 、受 け

入 れ へ の 評 価が ど の ような要素 に 規 定 され て

い る の か を見 て い く こ とと し た い 。 こ れ らの

検討 に よ り、外 国人 園児 の 保育が 抱 え る社会

的な課題 を よ りマ ク ロ に と ら え る こ と が 期待

で きる。

2． 調査の 概要

　調 査 は 群馬 県大泉町、愛 知 県豊橋市、静岡

県 浜松 市 で お こ な っ た。調 査は保育士 調 査、

日本入 保護者調 査、外 国 人 保護者調査 か らな

る。各調 査の概要 に っ い て は 表 1 の 、調査対

象園 の 概要 に つ い て は表 2 の 通 りで ある。豊

橋 調査 と浜松調 査 で は、各 市役所 よ り調 査対

象園を選定 し て も らっ て い る。

表 2 調 査 対 象 園の 概 要

園 邏 園 児数
外 国人

園 児率

保 育士 調

査 回収率
A 公 141 6、4％ 90．0％

B 公 158 5．1％ 90．9％

大 C 公 107 19．6％ 77．8％

泉 D 私 98 21．4％ 86．7％
E 私 100 23．0％ 93．3％

F 私 106 3．8％ 68．8％

些
G 私 221 25．3％ 94，3％

儒 HI 私

私

231224 182 ％

11．6％

29 ．0％

100 ．0％

J 公 133 17．3％ 100，0％

浜 K 公 84 15．5％ 100，0％

松 L 私 49 24 ，5％ 833 ％

M 私 108 5．6％ 100 ．0％

3． 分 析 の 枠組み

　 品 川 ・野 崎 ・小 内 （2006） は 、大泉 町 の E

園 を対 象と して 行 っ た 01 年調査 と 05 年調査

を比 較 した 。そ の 結果 、外 国人 園児を受け入

れ る こ とを肯定す る 保育士 の 割合 が 大幅 に減

少 し て い た 。
一

方、E 園 と状況の 似て い る D

園 で は、ほ とん どの 保育士 が外国人園児 の 受

け入 れ を肯定 し て い た。品川 らは こ の 2 園 の

差 を、  保育方針 、  園を取 り巻 く環境 、 

経験 の 蓄積 、の 3 点 か ら説明 を試 み た。

　本報告で は 、こ の 視点を よ り拡 大 し 、 豊橋

市、浜松市 の 調 査結果 も用 い て 検証す る こ と

とす る 。 検証 す る仮説 は以 下 の 3 点 で あ る。

 
’

：園児 の 日本人 化 を 志向す る 保 育実践 は 、

外国人 園児 受 け入れ への 姿勢を消極的にする。

 
’

： 園をサポ
ー

トす る体制 が 弱 い 園 は、外

国人 園児受け入 れ へ の 姿勢を消極 的 に す る。

 
’

：若 い 保育士 が多くベ テ ラ ン の 少 な い 園

は 外 国人園児受け 入 れ へ の 姿勢を消極 的 に す

る。

表 1　調査 の 概 要

調査 園数 時 期

大泉 公 立 3 園私 立 3 園計 6 園 2005 年 12月

豊橋 公 立 0 園 私 立 3 園 計 3 園 2006 年 　 9 月

浜 松 公 立 2 園私 立 2 園 計 4 園 2007 年 　 9 月

4． 各園の傾向

◎外 国 人園児 の 受け入れ に つ い て

　まず全体 の 従属変数 となる 「保育所 が 外国

人園児を受け入 れ る こ とに つ い て 」 保 育士 が
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どの よ うに考え て い る の か を確認 し て お く。

外国人 園児受入 に 肯 定 的 な保 育士 は 全体 の

80．9％ に及 ぶ。大前提と し て 、ほ とん ど の 保

育士 は 外国人 園児受入 に 肯定的 と い え る。肯

定的な者が最 も少 な い の は E 園の 21．4％、次

に少な い の は M 園 の 62．5％ で あ る。

 
’
保育方針

　 こ こ で は 4 つ の 質問 へ の 回答傾向を もと に

各園 を母 国文化尊重型 と 日本人化志 向型 と に

分類 し た。こ の類型 で 保 育士 の 外 国人 園児受

入 の 意識 をみ て み る と、母 国文化尊重型 の 園

で は 89．4％が受 入 に 肯定的 で あ っ た の に対 し、

日本人 化志 向型 の 園で は 肯定的 な者 は 61 ．9％

に過 ぎな か っ た。

 
’
園を取 り 巻 く環境

　 こ こ で は 、お 便 り な どの 翻訳を誰がす るか、

そ して 、保護 者 の 日本語 能力が い か ば か り か

とい う 2 点 で 、園 を支える体制を検証 し た 。

そ の 結果 、い ずれ も 保 育士 の 意識 へ 与 え る影

響は あま り大 き くな か っ た。た だ し、公 立 か

私 立 か と い う、行政 の バ ッ ク ア ッ プ の 有無は

多少 な り と も影響を与 え て い る。

 
’
経験 の 蓄積

　保 育所 全体 の 経験 の 蓄積 を示 す指標 と して 、

保育士 の 平均年齢、平均経験年数、キ ャ リア

5 年 以内の 割合、キ ャ リ ア 20 年以上 の 割合 の

4 点を検証 し た。そ の 結果、「若さ」 が否定的

な意識 を生 み 出す と い う よ り は、ベ テ ラ ン 保

育士 の 存在が肯定的 な態度 を支 え て い る こ と

がわ か っ た。

5， 保育士の意識の規定要 因

　 こ こ ま で 、保 育所 を対 象 と し て分析 を し て

きた 。 で は保育士 個 々 の 意識 は何 に よ っ て規

定され て い る の で あろ うか。こ の 点 を明 らか

にす る た め、外国人 園児受 入 の 是 非を従属変

数 と し た重 回帰分析 をお こ な っ た。

　独立変数 に は勤務する園の タイプや保 育 士

自身 の 属性 、保育士 自身 の 保 育に 対する 考え

方 な どを設 定 し た。そ の 上 で ス テ ッ プ ワ イ ズ

法 に よる変数 の 選 定をお こ な うと、表 3 の 重

回 帰式が得 られ た 。

表 3　重回 帰式

独 立 変 数
粥黷 匕

蠍

騨 匕

係数
蘚

（定数）
匡際 紅な視野が広がる

園 ：公 立ダミ
ー

園 ；キャ リア 20年以上

保育所では 日本語を使 うべ き

1．893
，242
．251
．181
−．089

　　一
．336
，183
．205
・．134

．000
．000
．007
．003
．039

調整済み R2値 ．250
重國 一 確率 く ．001

従 属 変数 ：外 国人 園 児が入 園 す る こ とに つ い て

　 こ の 式 か ら 2 っ の こ とがわか る 。 まず 、働

い て い る保育所 の タイ プ が 、保 育士個人 の 考

え方 に 大 きな影響 を及 ぼ し て い る こ とで ある。

こ れ は、外国人 園児 に 対す る考え 方が個人 の

素養だ けに帰す るも の で はな い とい うこ とを

示 し て い る。2 つ め に 、外国人園 児 の 人数や

割合 な どの 変数 が 排除 され て い る こ とで あ る 。

外 国人 園児 との 接触頻度が 意識を規定する わ

け で は な い
。

6． 結論

　新倉涼子 は 、 外 国人園児 の 受 け入れ によ っ

て 異文化 と接触 し た保育士 がそ の 困難を乗 り

越 える力を 「異文化 間 ト レ ラ ン ス 」 と呼 ん だ

（新倉 2002）。 こ の よ うな考 え方 は、外 国人

園児 へ の 対応 を個 人 の 資質 に 還 元す る もの と

い え る 。

　 し か し、本報告で は 以下 の 点が明 らかにな

っ た。1 点 目に 、保 育所 の 保 育方針が 保 育士

の 意識 に大 きな影 響 を与 え て い る こ と。2 点

目に 、ベ テ ラ ン 保育士 の存在 が 、外 国人 園児

の 受 け入れ に対す る意識を左 右す る こ と 。 3

点 目に、保育士 個 人 の 意識 は周 囲 の 環境に 影

響 を受 けて い る こ と。こ れ らは 、新倉 の い う

「異文化間 トレ ラ ン ス 」 の 習 得 が個人 の 資質

だ け に よ る もの で は な い こ とを示 して い る。
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