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目系移民 の 還流 と国民国家 「教育」 共 同体の ゆ らぎ

高藤三千代 （立命館大学、帝塚 山大学 ・非常勤講 師）

　 1980 年 代 か ら加 速 した 資 本 主 義経済 の グ ロ

ーバ ル 化 と国 際 労働移動 を 背景 に 、「改正 出 入

国 管理 及 び難民 認 定 法」 が 日 本政府 に よ り 1990

年 に施行 され た。そ の 後、南米諸国出身 の 日系

人家族 の R 本社会 へ の 定住化 が 進 み、現在、推

定 約 34 万 入 が 日本 で 生 活 し て い る 。 同 改 正 法

は 、1980 年代 に 急増 した ア ジ ア 諸 国 か らの 非

合法な外国人労働者 の 取 り締ま りを強化 す る
一

方 で 、「日本人 の 血筋」 を 基準 に、目系 3 世 ま

で の 外国籍者 と そ の 配 偶 者 お よび 子 弟 に、日本

で の 居 住 と 非熟練 労 働 へ の 就 労 を合 法 化 した。

そ の 結果、日系人 が 日 本経済の 下 部構 造 を支え

る仕組 み が形 成され た。

　 ま た 同 改正 法 に よ り、日本 の 公 立 学校 に 就学

す る 日系人 の 子 ど もが 急増 し た。以来、子 ども

た ち の 学 習 困難 、不 就 学、ア イ デ ン テ ィ テ ィ の

葛藤 とい っ た 問 題 が 起 こ っ て い る 。就労に お け

る 日系人 へ の 政策上 の 「優遇措置」 とは 対象的

に、日系 人 の 子 ど も の 教育に 対 し 国家 レ ベ ル に

お け る新た な 政策 は 実施 され て い な い 。現行 の

日本 の 公 教育制度 は 外国籍 の 子 ど もの 義務教育

への 就学 を義務付 け て い ない 。希望す る 子 ども

に は、日本人 （日本国籍保有者）の 子 ど も と同

等の 教育を 受 け る権利を保 障 して い るが、その

学 習 が 国 家 レ ベ ル で 支 援 され て い るわ け で は な

く、日本語 指導 や 母 語指導の た め の 資格 や カ リ

キ ュ ラ ム が 設 け られ て い る わ け で は な い。日系

人 の 子 ど もの 教育へ の 実質的 な 対応 は 、地方 自

治 体 、教 育 現 場 、ボ ラ ン テ ィ ア に ゆだ ね られ て

い る の が 現状 で あ る。

　こ の 日系人家族 を 取 り巻 く教育状況 は、戦前

期 の 帝国 日本 に お ける朝鮮人移住家族 が 直面 し

て い た 教育問題 と類似 して い る （中島 2005）。

両 者 と も に、近 代 世 界 シ ス テ ム （ウォ
ー

ラ
ース

テ イ ン 1974＝1981） の なか で 形 成 さ れ た 国民 国

家 日本 の 経済活 動 を そ の 境 界 枠 内 で 支 え て き た

わけだ が、公 教育 に お け る境界枠は、こ れ ま で

曖昧 に 設 定 され て き た。そ し て そ こ に は 新来者

で あ る労働移住家族 の 子 ど もが 周縁化 され て し

ま う構造が 潜ん で い る。

　 本 報 告 は、公 教育制度 と近代世界 シ ス テ ム の

関係 性 を踏ま え、日 本社会 の 公 教育 に お ける 統

合 の あ り方 につ い て 再考す る こ とを 目 的とす る。

そ の 手続き と して 、報告者 が こ れまで 行 っ たフ

ィ
ー

ル ド調 査 に お け る 民 族誌 の 事例 （Takato

2006，2GO9、高藤 2008）を提示 し、教育政策、

教育実践、教育研究 の なか で 自明視 され て きた

言語 、文化、民 族、教育 の 境界 枠 の ゆ らぎ を、

ナ シ ョ ナ リテ ィ （国 体） を 脱構 築 （酒 井 1996）

す る こ と に よ り考察す る 。

　 日本 の 公 教育制度 の 成 り立 ち は、明 治期 に お

ける資本主義近代世界 シ ス テ ム への 参入 に は じ

ま る。以来、国民 の 創造と統合 に お い て 主 要 な

装置 と し て 機能 し てきた 。 国民 国家の 形成期 に

国 内の 言 語 的統
一

を 目的に 構 築 され た 国 語 ／ 目

本語 が、公教育制度 を介 し普及 され、言 語 の 標

準化 が 図 られ学歴社会成 立 の 基盤 が っ くられた。

そ し て 旧来 の 身分制度 に よ る社会編成が、学歴

社会 に よ る 階層構造 に 再編 され、日 本社会 の 資

本 主 義経済 へ の 転換 が 遂げ られた。

　 こ の 図式 の 根底 に は 教育 と経済そ し て 国民国

家 の 共役性 が 存在す る。誰 もが 教育を受け る権

利 と 義務 が あ る とす る公 教育 の 理 念 は 、18 世

紀 フ ラ ン ス 市民 革命 に お い て 誕 生 し た。し か し

なが らその 実施 は、産業革命 の 後、民主主義を

背景 と しなが らも、資本主義 の 発展を支え る 労

働政策 の
一

環 と し て 位置づ け られ 、大衆教育 が

徐 々 に 拡 大 ・整 備 され て い っ た。こ の こ とは 、
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経 済 に お け る競争原 理 が 公 教育 に 入 り込 ん で い

る こ と、公 教育は 市場 原 理 が 支配 す る グ ロ
ーバ

リゼーシ ョ ン の 影 響 下 に あ る こ と を示 唆 し て い

る。そ して、そ こ に お い て 新来者 で あ る 越境 労

働移住者 の 子 どもは、移住 国 に お け る言 語 ・文

化資本 にお い て 周縁化 され か ね な い。

　 「改正 入管法 」 の 施 行 か ら 20 年余 りが 経過

しようと して い る近年、在 日 日系人の 定住化 の

増大 に と もない 、総務省 に よ り 「多文化 共 生 推

進 プ ラ ン 」 （2006 年度）が 提言 され、ま た 文部

科学省 に よ り 「外国人児童生徒教育の 充実方策

に つ い て の 報告書j （2008 年度） が 出 され た。

前者 に お い て は 地域社会 に お い ける 「民 族 ・文

化 的差異 」 の 容 認 が 強 調 され、後者 に お い て は

外国人 児童生徒 が 「異な る 文化 1 を持 ち 日本 の

学校 へ の 「適応 」 が 期待され る存在 と し て 位置

づ け られ て い る 。 両者と も に 民 族
・文 化 と国家

の 境界枠が 対応 す る こ と を前提 と して い る 。

　本 報 告 で は 、沖 縄 、ボ リ ビ ア、ブ ラ ジ ル 、ペ

ル
ー、日本 を越境す る 在 日 日系 人 たちの 学校儀

礼 ・国 語 ・言 語 継 承 の 体験 が 提 示 す る ナ シ ョ ナ

リテ ィの
一

元 化的拘束力 と、言語 ・文 化
・民 族

の 異種 混 淆 性 お よ び 複合 的 同
一

性 につ い て 論 じ

る。論 考 に お い て 、民 族 ・文 化 的 「差 異」 を 問

題 とす る の で は な く、そ れ らが 本 質的 で 不 変な

もの で は な く、常 に 「生成 過 程 」 に あ り、在 日

日系 人 も そ の 「実践 共 同 体 」 （レ イ ヴこ ウエ ン

ガ
ー 1991 ＝1993 ） に 参加 し て い る こ と、ま た 公

教育 が 人 々 の 「子 ども期 」 を通 じ て そ の 生成過

程 の 主要な場を担 っ て い る こ とに 着 目す る。以

上 を踏まえ、現 行 の 日本社会 の 公 教育 に お け る

統合 の あ り方 とそ の 可 能性 に つ い て 考察す る。
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