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1．　 は じ め に

　 「往 還 す る人 々 」 とは、私 た ちの 造 語 で あ り、「世界

の ふ たつ あ る い は そ れ 以 上 の 地点 に 生活の 拠点 ・足場

を持ち、身体的あ るい は 精神 的に 行 っ た り来た りし て

い る人 び と 」 （池 田 2012 ，185 頁） の こ とを指 す。

　 目本 に在住 す る外 国 人 の 子 ど もた ち の 教 育問 題 に っ

い て 探 究 し て きた私 た ち は、本 テ
ー

マ に 関す る 従 来 の

教育社会学的研究が、「祖国か ら新天 地への
一
方向 的な

移 動 」 を遂 げた 「移 民 」 イ メージに も とつ い て 行 われ

て きた こ とに 気 づ い た。「日本の 社会 ・学校に 彼 ら を ど

う定着 させ る か 」 とい う問 題 意識 に 、私 た ち は 捕 わ れ

て き た の で あ る （同 184 頁）。

　本研 究で は、そ の パ ラダイ ム か ら抜 け出 て、グ ロ
ー

バ ル な世 界 を タ フ に生 き抜 く、「往 還 す る人 々 」の 教育

戦 略 に着 目す る、具体的に 扱うの は 、「帰国 し た 日系 ブ

ラ ジル 人 」、「エ ス ニ ッ クス ク
ー

ル に 子 どもを通 わせ て

い るオ
ー

ル ドカ マ
ー

」 （具体 的 に は 「華僑 」 と 「在 日」）、

「日本 に在 住 す る 国際 結婚 家庭 」 （夫 が 日本 人 ・妻 が 外

国 人 とい う組 み 合わ せ ）と い う 3 つ の グル
ー

プ で あ る。

　本報告の もう
一

っ の キ
ー

ワ
ー

ドで あ る 「教 育戦 略」

は、P．ブル デ ュ
ーの 概念 で あ る。ブル デ ュ

ーは、さま

ざま な社 会集 団 ・
家族 が 採 用す る さま ざま な再生 産戦

略 （婚 姻 戦略、出産 戦 略、投 資 ・貯 蓄戦略、転居 戦略

な ど） の
一

つ と し て 教育戦略 を 位 置 づ けた。研 究代 表

者で あ る 志水 は、か っ て ニ ュ
ーカマ

ー外 国 人の 教 育戦

略 を、「家 庭 で の 言語 使 用 ・文化伝達 」、「学校観
・
学校

との かか わ り」、「子 ど もへの 進 路の 希望 とそれ へ の 対

応」 の 三 者か らな る もの と捉 え、そ の 内 容 の 把 握 を試

み た こ と が あ る （志 水 ・清 水 2001 ）。本 分析 で も、そ

の 枠 組 み を踏 襲す る。

　本 報 告 で は、共 同 研 究 の メ ン バ ー
が 行 っ た 聞 き取 り

調査 の デー
タ を分析する。対 象 とな っ た 家庭 数 （夫 婦

の 場合 と ど ち らか
一

方の 場 合あ り）は、日系 ブ ラジル

人 16 家庭、オー
ル ドカ マ

ー16 家庭、国際 結婚 23 家

庭で あっ た。以 下、3 つ の グル
ープ に 対す る分析結果

の 概 要 を提示 してみ た い 。

2 ．帰 国 し た 日 系 ブラ ジル 人 の 教 育 戦略

　従 来 の 日系 ブ ラ ジ ル 人 の 研 究 で は、ブ ラ ジル か ら 日

本 ヘ デ カセ ギ と して 渡 り、そ の 後 定 住 化 して い っ た

人 々 を主 な 対象 と して き たが、こ こ で は 、ブ ラ ジル か

ら 日本へ渡 り、そ して 再 びブ ラジル へ と帰 国 した 家族

の 教 育戦 略 を扱 う。

【基本 的 性格 】

　 日本 と ブ ラ ジル に お け る 人 々 の 往 還 は、1908 年 に は

じま る ブ ラ ジル 日本移民 に そ の 端緒を求め る こ とが で

き る。ブ ラジ ル へ と渡 っ た 目本移 民 の 多 くは、契約 労

働者 と して 厳 しい 農作業に 従事 した。そ の後 ブ ラ ジル

で の 自立 を模索 し、各地 に 日本人 コ ロ ニ
ー

をつ く っ た。

本研 究 の 調査 地 と なっ た の は 、第 二 次 世界 大戦 以 前 に

つ く られ た い くつ か の 日本 人入 植 地 で あ る。

　 日本 か らの 移民 の 多 く は、第二 次 世 界大戦を 機 に 目

本帰国を断念 し、ブ ラジル で の 永住 を選 択 し た。親 た

ちは農作 業に従事 す る
一

方 で 、子 ど もた ち を近 郊都 市

部 の 学 校 に 進 学 させ た。移 民 二 ・三 世 で あ る子 どもた

ちは、日 系ブ ラ ジ ル 人 と し て 自立 し て い っ た の で あ る。

　1980 年代 の 南米 を 襲っ た イ ン フ レ の た め、農 村 部 の

日系 ブ ラジル 人 の 経 済状 況 は 悪 化 し た。そ の こ ろ、日

本 はバ ブ ル 景 気 に湧い て い た。国内 ブル
ー

カ ラ
ー

労働

者層 の 不 足 に 悩む 日本 は、そ の 代替労働力 を外 国人 に

求め た。そ して 、89 年 の 入 管 法 改正 と 90年 の 定住 者

告示 に よ っ て 、急 速 に 日系 ブ ラ ジ ル 人 が ff本 に 流入 す

るこ ととな っ た。

　 そ れ か ら約 二 十 年 が 経 過 し、デ カセ ギの 人 々 の 中 に
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は在留資格を永住者に 変更 す る者 が増 える
一

方、2008

年 の サ ブ プ ライ ム ・シ ョ ッ ク で 大量帰国が 生 じた こ と

も記憶に 新 しい 、こ の よ うに 、さ ま ざま な経緯の も と

に 、日本 とブ ラ ジル の 間 で は、日本 人一日系 ブ ラ ジル

人一ブ ラジ ル 人 の 往還 が 約 百 年 に わ た っ て 続 い て きた

の で あ る。

【家族の 物 語一再 出発 の 物語 】

　帰国 し た 日系ブ ラ ジル 人 に と っ て の 家族 の 物 語 は、

「再 出発 の 物 語 1 で あ る。日本 で の 滞在 時 期 ・期 間 に

も よ る が、帰 国 した多 くの 家族 を待 ち受 け て い た の は、

不 況 を 乗 り越 え好景気 に 転 じた ブラ ジル で ある。生 活

環 境 の 激 変に加 え て 、ブ ラ ジル で の 空 白期 間 が あ るた

め、帰 国後 の 求 職 は容易で は なか っ た。子 どもた ちだ

けで な く、親た ちに と っ て も、帰 国後 の 生 活に 再適 応

す る こ と は簡単で は ない
。

こ う した 環 境 の 変化 を 乗 り

越 え、「も う二 度 と 日本ヘデ カ セ ギ しな くて も よ い よ

う」 ブ ラ ジル で の 生活 を早 期 に安 定 させ 、再 出発 す る

こ とが 、彼 ら 日系 ブ ラ ジル 人 家族 に 共通 し て 見 られ た

物語 で あ る。

【教育戦略 の 特徴 】

  家庭で の 母 語使 用 ・文化 伝 達

　多 くの 家族 は、日本滞在 当初 か ら帰 国 に向 け て の 準

備を始 め る、ほ ぼす べ て の 家族 が 家庭内 で ポル トガル

語 を使用 し、そ の 保 持 に 努 めて い る、さらに、ブ ラジ

ル の テ レ ビ番 組 の DVD や雑 誌 ・漫画 を取 り寄せ 、子

どもた ち に与 え る と い っ た 工 夫 をす る家族 もみ られ た。

  学校観
・学校 との 関わ り

　 日本 にお い て は、家族 は 子 ど もた ち を ブ ラ ジル 人 学

校 か、日本 の 公 立 学校 か の い ず れ か に通 わせ て い る。

ブ ラ ジル 人 学 校 の 学 費 は 高価 だ が、帰 国後 の 環 境適応

や教育接続 を念 頭 に 置 き、前者 を選 択す る 家庭 が 目立

っ 。公 立 学校 に 通 わせ る家 族 も、家庭教師をつ け る な

ど、子 どもた ち の 教育に
一定 の 配 慮 をお こ な っ て い る。

　帰国後の 学 校 選 択 も、計画 的 に 行 な われ る場合 が 多

い 。質の 高い 教 育 を受 け る こ と が で きな い 公 立 学校 を

避 け、私 立 学校 に 進 学させ る事 例や 、日系人 が 経営す

る 学校 に 子 ど もた ちを進 学 させ る事 例 が 見 られ た。

  子 どもの 進 路 へ の 希望 と そ れへの 対 応

　子 ど もた ち に よ り よ い 教育 を与 え、「自分 た ちの よ う

なデ カ セ ギ に な っ て ほ し く ない j「ブ ラ ジ ル で 安 定 した

暮 ら しを して ほ しい 」 とい うの が 、家族 に 共 通 し て 見

られ る 特徴で あ る。子 どもた ちが ブ ラジ ル で 大学進 学

を果 た し、よい 就職先を 見つ け、ブ ラ ジル で安 定 した

生活 を送 っ て ほ しい 、と ほ ぼすべ て の 親 が語 っ て い る。

　他 方、子 ど もた ち の 中 に は 、「日本で の 生活 の 方 が よ

い 」「日本 に 帰 りたい 」と語 る事例 もい くつ か 見 られ た。

3 ．オー
ル ドカ マ

ー
の 教育戦略

　 こ こ で 取 りあげ るの は、あ る中華学校 （X 校）に 子

ど もを通 わせ る オー
ル ドカマ

ー中国 人 （以 下、「華僑 」

と表 記 ） と、あ る韓国 学校 （Y 校〉に 子 ども を通 わせ

るオール ドカ マ
ー

韓 国 人 （以 下 、　 「在 日」 と表 記 ） で

あ る。た だ し、　 「国際 結 婚家 庭 」 との 重 複 を避 け る た

め、こ こ で は 夫婦 双 方 が オール ドカ マ
ー

で あ る よ うな

家族 の 教 育戦略 を中心 に扱う。

【基本的性格 】

　華僑 と在 日が 日本で 暮 らす よ うに な っ た きっ か け は 、

と も に歴 史的 要因 （清 朝 崩壊 と韓 国併 合 ） にあ る。

　清 朝崩 壊 前 後 に 大 陸か ら 渡 っ て きた 華僑 た ちは、戦

時 下 の 日本 に お い て 「敵性国 民」 とみ な され る こ とが

多か っ た。ま た戦後の 冷戦 期 に は、国共 間 の 対 立 が華

僑社 会 を襲 っ た し、冷戦終結後も、日本 人 の 対 中感情

が 悪化す る局 面 が しば し ばあっ た。とは い え、華僑 社

会を取 り巻 く政 治情 勢 が め ま ぐる し く変化 す る な か に

あ っ て も、彼 らは 常 に 日 中友 好 の 精神 を 大 切 に し、政

治 との 距離 を 適切 に 保 ち、自分 た ちの 学校を
一

世紀以

上 に わ た っ て 守 り抜 い て きた。

　一方、韓国併 合 に よ り 「帝国 臣 民」 とな っ た韓国
・

朝鮮人 は 、戦時下の 日本 を 「目本 人」 と して 生 きて 行

か ざ るを 得 な か っ た。だが、日本敗 戦 に伴 う祖 国解放

に よ り、彼 らの 中に 韓 国 ・朝鮮 人 と して の 誇 りを取 り

戻 そ うとい う機 運 が 高ま っ た。在 日 同胞 た ちは 自 らの

手 で 学校を創設 し、日本 生 まれ の 二 世 た ちに 民 族の 言

葉 や祖 国 の 歴史を教 え始めた。他 方 で 、民族 差 別 が 今

日 よ りも激 しかっ た 当時、民 族的な出 自を隠 して 生 き

る 道 を選 択 し た人 々 も少 な く な か っ た。
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【家族 の 物語一 民 族性 の 保持 】

　 オール ドカ マ
ー

に と っ て の 家族 の 物 語 は、　 「民族 性

の 保持 」 で あ る。す で に 幾 世代 に もわた り 目本 で 生活

して お り、今後 も 日本 で 生活 して い こ うと して い る 彼

らに と っ て の 最 大 の 課題 は、日本社会の 中で い か に し

て 自分た ち の 民族性 を保持 し て い くかで あ る。た だ し、

そ の 「意識」 に は 次 の よ うなバ リエ ーシ ョ ン が あ る。

　 ま ず、X 校 の 華 僑保 護者 に は 同 校 の 卒業生 が 多い の

み な らず、祖 父 母 の 代 か ら X 校 に 通 っ て い る と い う児

竜 生徒 も珍 しくな い 。彼 らは X 校を核 とす る コ ミ ュ ニ

テ ィ の 中で 華僑 と して 生 まれ 育 っ て きた が、自分の 子

どもた ち もそ うで あ っ て ほ しい と考えて い る。

　
一

方、Y 校 の 在 日保護者 に は 日本 の 公 立 学校 に通 っ

て い た 者 が 多い が、青年 期 にお け る エ ス ニ ッ ク ・コ ミ

ュ ニ テ ィ と の 出会 い や留 学経 験 等 を 機に 、自分 が 在 冂

韓国人 で あ る こ と を強 く意 識 す る よ うに な り、幾 多 の

葛藤を克 服 した の ち に 「本当の 自分 」 を取 り戻 す とい

う体 験 を して い る。彼 らは、　 「子 ど もに は同 じ経験 を

させ た くな い 」 と い う思 い か ら、また、い ずれ 日本 の

社 会 に 出て 行 く過 程 で さま ざま な壁 に ぶ つ か る で あ ろ

うこ とも踏 ま えて 、早 期 か らの 民族性 の 確 立 と保 持 を

促 す た めに 、子 ど もを Y 校に入 学 させ る。

【教育戦略の 特徴 】

  家庭で の 母 語 使用 ・文化伝 達

　両校 の オール ドカマ
ー

保護者 を見 るか ぎ り、子 ども

には 中国名 や 韓国名 を名 乗 らせ 、国籍 に つ い て も中国

籍 や韓国籍 を 家族み ん なで 保 有 して い る の が
一

般 的 で

あ る。だ が 、日本 に渡 り既 に 半 世 紀以．．ヒを経 た 現 在、

彼 らの 生活 言 語や 生活 様式 は 日本人家庭 の もの とほ と

ん ど変 わ らな い 。家庭 に お け る文化 や 言葉の 保持 に 努

め る 保護者 も い る が 、そ れ には 限界が あ るた め、民族

の 言 葉や 民 族 の 文化 に つ い て は 学校 が 自分 た ちの か わ

り に し っ か り教 えて ほ しい と 期待 して い る。

  学 校観 ・学校 との か か わ り

　両校 の オー
ル ドカ マ

ー
保 護者 が 日本 の 公 立学校を選

択 しなか っ た の は、日本 の 公 立学校を最初 か らあ て に

して い ない か らで ある。まず、X 校 の 華僑た ち は 子 ど

もを母 校 に 入 学 させ る こ と を 「当た り前」 で あ る と考

えて い る。日本 の 学校に わが 子 を通 わせ る こ とは、も

と も と頭 に な く、半 ば無意識 的 に X 校 を選 択 した と言

う。彼 らは 学校 を 中核 に 据 え た コ ミ ュ ニ テ ィ の 中で 生

活 して お り、X 校 は 「家 」 あ る い は 「家族 」 の よ うな

存在 とな っ て い る。彼 ら は、X 校の 教 育に 全 幅 の 信 頼

を寄せ て お り、　 「学校に対 し て 何 か 要 望 は あ る か 」 と

の 問 い か け に対 して 「特 にな い 」　 「こ の まま変わ らず

に い て ほ しい 」 と答え て い る。

　
一方、Y 校 の 在 日韓 国人保 護 者 の 多 くは、日本 の 学

校 で 自分 た ち の 民族性 を健 全 に育 む こ とは で きな い と

考え て い る。日本 の 学校 に 通 うなか で 思 い 悩ん だ 末 に

本名 宣 言 を して 在 日韓国人 と して 生 き る道 を選 択 した

彼 らは、こ うし た 自らの 経 験 を踏ま え、自分た ち の 子

ども につ い て は、た とえ温 室育 ち と揶揄され て もか ま

わ ない の で、せ め て 小 中学校の うちは Y 校 に通 い 、民

族 の 伝 統文 化 に 親 しみ なが ら同胞 の ぬ く も りの 中で の

び の び 育っ て ほ しい と考 えて い る。そ うした 「温 室 」

の 中で 民族性 を し っ か り と身 に つ け させ た うえ で 、高

校 以 降 は 「日本社会に 慣れ るた め に」 日本 の 学校 に 子

ども を通 わせ る と い う保 護者 もい る。

  子 ど もの 進 路 へ の 希 望 とそ れへの 対応

　 「カ ナ ダの 大 学 に 進 学 させ た い t　 「語 学 を活 か し た

就 職 を して ほ しい 」　 「家族 の 生 活 拠 点 を韓 国 に 移 し た

い 」 な どと語 る の は い ずれ もニ ュ
ー

カ マ
ー

や 欧 米 人 と

結婚 し たオ
ー

ル ドカマ
ー保 護者 で あ り、夫婦双 方が オ

ー
ル ドカ マ

ー
で あ る 家族 の 揚合 は、語

．
学 力や 民 族性 を

フ ル に 活用 して 本国 との 問 を行 き来す る よ うな将来像

を子 ども に 期 待す る声 は、ほ とん ど聞か れ なか っ た。

そ れ ど こ ろか 、子 ども の 進 学や就職 に 関す る何 らか の

希望 を具体 的 に 語 ろ うと す る 者 もほ とん どい な か っ た 。

そ の か わ り、子 ど もに 望む華 僑 と して の 生 き 方、在 日

と して の 生 き方、人 間 と して の 生 き方 に つ い て 熱 心 に

語 ろ うとす る者 は何 人 か い た。

4 ．国際 結婚 家 庭の 教育戦 略

　こ こで は 、夫が 日本 人 ・妻 が外 国 人 （旧 ソ連 諸 国、

フ ィ リピ ン 、中国、ブ ラジル 籍） で あ る 家庭に 共 通 し

て み られ る 特徴を抽出 し て い く。
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【基 本 的性 格 】

　1980 年代半ば か ら、日本 の 国際 結婚 は急激 に増加 し

は じめ、2000 年 代 半ばに ピ
ー

ク を迎え た。最近 は やや

減少傾向に あ る もの の 、こ こ 十 年 は 全 婚 姻数 の 5％前

後 を推移 して い る。そ の 内訳 を見 る と、夫 日本 人 ・妻

外 国人 とい う組 み合 わ せ が 7 割以 上 を 占め て い る。本

報 告 の 対 象 で あ る 中 国 ・フ ィ リピ ン ・ブ ラ ジル 出身 女

性 と 日本人男性 との 国際 結婚 は、こ れ らの 国 出身 の ニ

ュ
ーカ マ

ー
数 と並行 して 増加 して きた 。 さらに、その

流 れ を追 うよ うに し て、近 年 旧 ソ連 諸 国 出身 女性 と 日

本 人 男性 との 婚 姻 も
一

定 数 見 られ る よ うに な っ て き た 。

　 こ れ らの 家庭 に 生 まれ た 子 どもた ちの な か に は、多

文化 的背 景を有 して は い る もの の、日本 国籍 を取得 し

日本の 公 教 育 を受 けて い る者が 多い。そ の た め、外 国

人母 が 理 想 とす る 「バ イ リン ガル
・バ イ カル チ ュ ラル

教 育 」 を実 現 す るの は、決 して 容易な こ とで は ない 。

【家族の 物 語一 「物語 」 を め ぐ る た え ざる 交 渉 】

　国 際結婚 家 庭 の 特 徴 は、「『物 語』 を め ぐる た え ざる

交 渉 」 と い う言 葉で、端 的 に 表 す こ とが で き よ う。こ

れ らの 家庭 内で は夫婦そ れ ぞ れ の 言語や 文 化 ・慣 習 が

日々 ぶつ か り合 い 、葛藤 を生 み 出 して い る。そ の た め、

前 にあ げた 2 グル
ープ と は 異な り、国際結 婚 家庭 に は

あ る
一

つ の 共通 す る性 質 を もつ 「家族 の 物 語 」 は存 在

し ない 。「物語 」は、夫婦 間 や 親子 間 また は 親 族 との 関

係 や そ れ を取 り巻 く周 辺 社会 と の ダ イ ナ ミ ク ス の 中で 、

常に つ くり変 え続 け られ て い る。

【教 育戦 略 の 特徴】

  家庭で の 母語 使 用 ・文化 伝達

　ほ とん ど の 国際結婚家庭 におい て は 、複数 の 言 語 ・

文 化 が 拮 抗 し て い る。外 国人 母 は 、基 本 的 に 自分 の 母

語 ・母 文 化 を 子 ど も に 継承 させ た い と願 っ て い る。そ

の願 い を 日本 人 夫や そ の 両親が 支持 して い る家庭 の 場

合、母 の 母 語や 母 文化 の 強調 が 逆に 、社会に お ける 子

どもの 「周 辺 化」 につ なが る危 険性 が あ る。

　
一

方、日本 人家族か らの プ レ ッ シ ャ
ーや遠 慮、ま た

は 「同化 す るの が 無 難」 とい う母 自身 の 判 断 か ら、日

本語 ・日本 文 化 が 優先 され る ケ
ー

ス が 見 られ る。こ の

場合、子 ども は 日本 社会 ・学校 に 同化 して い く。

  学校 観
・学校 との か か わ り

　外国 人母 は 日本 以外 の 教育 を経験 して い るた め 、日

本 の 学校 の あ り方 に は 常に 批判的 な眼 差 し を 向け て い

る。ま た、日本語 や 日本 の カ リキ ュ ラム に 馴 染み の な

い
．
母が 子 ど もの 勉 強 を 見 る の が難 し い た め に、父親が

母親以 上 に学校に か か わ っ た り勉 強 を見 た りす るケー

ス 、あ るい は子 ども を塾 に通 わ せ る な ど して 対処 し よ

うとす る ケース 等 が 見 られ る。

  子 ど も の 進 路への 希 望 とそ れ へ の 対応

　 子 どもの 進 学 に 関 して は、た と え子 どもの 成 績 が低

くて も高 等 教育 を重視 し、「必 ず大 学に 進 学 させ た い 」

と考え る事 例 と、学歴 よ りも子 どもの 多文 化 背景や独

自の 特性 を生 か して ユ ニ
ークな 経験 を積 んで い っ て ほ

しい と考 え る事 例 の 2 パ タ
ー

ン が 見 られ る。父 母 の 教

育経験の 質が 異な る た め に、学 校教 育や進 路 に 関す る

意 見 が 食 い 違 うこ と も あ る。

　 す で に 述 べ た よ うに 、外 国人 母 の 多 くは 「バ イ リン

ガル ・バ イカ ル チ ュ ラル 」 な資質を 育み た い と願 っ て

い る が、それ は 日本 と母 国 とを なん なく 「往還 」 で き

る よ うな資質 を子 ど もた ち に備 えて ほ しい と考 え て い

る た めで あ る。し か し、母 親が い か に 主 体 的 に 教 育 に

携 わ ろ うと も、圧倒 的 な 目本 社会 ・学校 の 影響 の も と

で 、母 語 ・母 文 化 を 子 ど もに継 承 す るこ とは容易 で な

く、家庭内 で は 常 に 異な る言語 ・文 化 間 の 葛藤 と交渉

が 繰 り広 げ られ て い る、

　当 日 の 発表 で は、さ らに 詳 細 な分 析 結果 を提 示 し、

「往 還す る 人 々 」 の 教育戦 略 に 関す る新 た な学 問的 知

見 の 提 示 を試 み たい 。
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