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【概 　要】

　本稿は、日本社会の 水面下 で 深刻化 しつ つ ある学齢超過者 の 学習権 とい うグロ
ーバ ル な課題 につ い て 、就 学支

援 と い う形で支える ロ
ーカ ル の 実践事例か ら、ボ ラ ン テ ィ ア の 意義 を考察 した もの で ある。

　未だ 日本に居住す る外国人 の 初等教育が 保障され る仕組み は構築され てい ない 。そ の た め 、学齢 （日本 の 義務

教育年限）期で ある に もか か らず、学校に 通 っ て ない 不就学 の 子 どもが実在す る。こ うした背景 によ り、学 齢期

に 不就学で あっ た外国人住民は学齢を超過 し た 時には義務教育未修了者 となる もの の 、社会 か ら 「見えな い 」 存

在で あるが た め に 、日本社会で は学齢を超過 し た外 国人 の 学習権 とい う課題 が 置き去 りに され て きた。そ の なか

で 、外 国人 が 多 く暮 らす地域で は、ボ ラン テ ィ ア が 中心 とな り、学齢 を超過 した義務教育未修 了 の 外 国人住 民 の

就学支援を行 っ て い る。

　画
一

的な思考で はなくグ ロ
ーバ ル と ロ

ーカ ル の 複眼的思考を持 っ たボ ラ ン テ ィ ア の 尽 力は 、学齢超過者 の 「日

本で 生活 し て い く中で 高校進学 し て学力 を向上 し た い 」 「美容師にな りたい 」 な どの 夢 の 具現化 に大 き く寄 与 し

て い る。

1．は じめ に

　 日本国憲法第 26 条で は 、 第 1項 「す べ て 国民 は 、

法律 の 定め る と こ ろに よ り、 そ の 能力 に応 じて 、ひ

と し く教育を受け る権利 を有す る 」、 第 2 項 「す べ

て 国民 は 、法律 の 定 め る と こ ろ に よ り、そ の 保護す

る 子 女に普通教育を受け させ る義務 を負ふ 。 義務教

育は こ れ を無償 とす る」 と定 め 、国民 に 「教育 を受

ける権利 」 を与 え、「普通教育を受 けさせ る義務」

を課す。し か し な が ら、未 だ 日本 に 居住す る 外国人

の 義務教育が 保 障さ れ る仕 組 み は 構 築 さ れ て い な

い 。憲法 上 で は 日本 国籍 を保 有 し ない 外国人 に 関 し

て 教 育を受 ける権利 と普 通教育 を受 け さ せ る義務

に っ い て 言及 され て い な い た め 、日本 の 公 教育に お

い て 実際は、外国人 の 就学を 「恩恵的 」 な形 で しか

許 可 し て い ない 。そ の た め、学齢 （日本の 義務教育

年 限）期 で ある に もか か らず 、学校 に 通 っ て な い 不

就学の 子 どもが実在す る 。
こ うし た背景 に よ り、学

齢 期に 不就学 で あ っ た外 国人住民 は 学齢 を超過 し

た時に は義務教育未修了者 となる もの の 、そ の 住民

の 実態 は把握 され て い ない
D

。
っ ま り、学齢 を超過

した義務教育未修 了 の 外国人住民 は社会 か ら 「見 え

な い 」存在 で あ る が ために、日本社 会 で は学齢 を超

過 し た 義務教 育未修 r の 外 国人住 民 の 学 習権保 障

と い う課 題 が 置 き去 り に され て き た の で ある。

　以 上 か ら 本稿で は 、学齢を超過 し た義務教育未修

了 の 外 国人住 民 の 学習権保 障と い う課題 に っ い て

取 り組 む実践 事例 を通 じ て ボ ラ ン テ ィ ア が 果 た す

意義 を考察し て い きた い 。なお 本稿 で の 学習権 と は、

1985 年 の 第 4 同 ユ ネ ス コ 国際成人 教育会議 で 採 択

され た ユ ネス コ 学習権宣言 文 の 「読み書き を 学ぶ権

利で あ り、質問 し、分析す る権利 で あ り、想像 し、

創造す る権利 で あ り、自分 自身の 世界 を読み と り、
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歴史を書 く権利で あ り、教育の 機会に接する権利で

あ り、個人的 ・集団 的技術 を の ばす権利」 （藤 N

2001 ：11） の 意味で 用 い る。

2．学齢を超過 した義務教育来修了の 外国

　 人住民 が置 かれ た現状

2−1．問題設定

　法務省入 国管理 局に よ る と、2010 年末現在 に お

け る外国人 登 録者 の 総数は 2，134，151 人で 、2008年

末に過去最高を記録し て 以降、年々 減少 して い る。

2010 年末 と 2008 年末 の 外国人登録者数 を国籍別 に

比 較する と、中国籍は 4，6％ も増加 し て い る も の の 、

そ の 他 の 国籍者 は減少 し て お り、特に ブ ラ ジ ル 籍

（35．6％）、ペ ル
ー籍 （9，3％）の 減少 は著 しい （表 1）。

表 1　 2010年末および 2008年末の 国籍別外国人 登録者数と

　 　 その 比較　 （人）

国 籍 別 a、201G 年 末 b2008 年 末
E

、 、
−b c ／b

中 国 6＄7．156655 β77　　 　 31，779 4．6％

韓 国
・
朝 鮮 565 ，989589239 　　 −23，250 一4』 ％

ブ ラジ ル 23q ∬ 2312582 　　 −82，030 一35．6％

フィ リピン 2皇o．【s12 重0．617　　　　
−436 一〇．2％

iペ ル
ー 54 ，63659 、723 　　 　 −5，087 一9．3％

米 国
…

50 ，66752 ，683　　　
−2．016 一4、0％

唱
｛そ の 他
1

334 ，970337 ，205 　 　 　 −2，235 一〇．7％

…　 食 計 2，134，且5且 2217 ，426　　
−83，275 一3．9％

出典／入国管理局 （2011） よリ小 島作成

　 こ れは 2008 年秋 の 未曾有の 経済危機に よ り、製

造業を 中心 と し た 派遣労働 に従事するブ ラジル 人

や ペ ル
ー

人など の 外国人労働者が解雇 され 、帰国者

が 増加 した こ とと関係 す る。こ の 経済危機 は、将来

に 希望 や夢 を抱 きな が ら懸 命に 日本 の 学校や外 国

人学校 で 学ん で い た そ の 子 どもた ちま で に も し わ

寄せ が い っ た。保 護者の 失業等の 理 由に よ り授業料

の 支払い が難 し くな り、経済的な理 由か ら就学が継

続 で きない 状況 に置か れ、学齢期 の 外国人住民 の な

か で 不就学者が急増 した の で あ る
2〕。

　 こ う し た非常 事態 とそれ ま で の 研究成果
3）

に よ

り 2008 年秋以降、外国人 の 子 ども の 不就学問題 が

匳］ 岬 ン ttア学輙 V。1．11

日本 社会 の なか で 緊急性 をもつ 課 題 と し て 認識 さ

れ る よ うに な っ た。例 えば文部科学省では、不就学

や 自宅待機 に な っ た外 国人 の 教 育緊急 支援 と し て

定住外 国人 の 子 どもの 就 学支援事 業 を開始し た 。外

国人集住 地域 で は こ の 事業 を活 用 し た 実践が始ま

っ た こ とで 現在 は、各地 の 実情にあわ せ た学齢期の

外 国人 の 子 どもの 不就 学減少 を め ざし た取 り組み

が進 み つ つ あ る。

　 こ の よ うな なか で 学齢超 過 の 外 国人住民 に つ い

て 中学校入 学は可能 とされ て い るもの の
4｝、「原則

として 、市町村教育委員会 は、学齢 と超過 し た義務

教育未修 了者 をそ の 設置す る公 立 小
・
中学校に受け

入 れ る法的義務はな い 」（日本弁護 ＋ 連合会 2006 ：5）

た め に、学齢 を超過 した義務教育未修 了 の 外 国人住

民 の 学 習権 が保 障 され る仕組 み は未だ確 立 され て

い ない 。そ の た め 自治体や学校 に よ り外 国人生徒 の

中学 3 年 の 編入学 にかかわる就学扱 い も異 なる。例

えば、2009 年 に ほ ぼ同時期 に編入学 した外 国人生

徒 の 中学 3 年 の 編入 学にかか わる愛知 県豊 田 市内

の 複数 の 公 立 中学校 で の 異 なる対応 は、こ の 就 学扱

い の 「ちが い 1 とい う、問題 を象徴 した事態で あ っ

た。そ の 事態 とは、  在籍期 間 が 短い とい う理 由か

ら退学扱い とし、卒 業式には参列 し な が らも卒業証

書 を授与 しな い とい う対応 を した中学校 と、  在籍

期 間は短 い が今 まで の 就 学状況 を鑑み て 卒業証 書

を授与 し、高校受験 の 指導 を も行 い 高校進 学まで導

い た とい う対応 を し た中学校 と、同地域 の 中学校間

で 異な っ た対応 が 講 じ られ た とい う内容で ある
5）。

っ ま り、学齢を超過 し た義務教育未修 rの 外国人住

民 の 学習権が 保 障され る仕 組み が 確立 し て い ない

ために外 国人生徒 の 中学 3 年 の 編入学に か か わ る

就学扱 い ま で も 自治 体や学校間 で 大き く異な り、就

学扱 い に 「ち が い 」 が 生 じ て い る。

2−2．夜間中学と中卒試験の役割

　学齢 を超過 した義務教育未修了者 の 学び舎 と し

て公 立 中学校夜 間学級 （以下 、「夜間中学」 と記す）

がある。夜間 中学 とは、「現在 の い わゆる 6・3 制 の

義務教育 は 1947年 に発足 した もの で あるが、 こ の

N 工工
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こ ろは未 だ戦後 の 混乱期 で あ り、貧 困な どによ り就

学で きな い 生徒が数多く存在 して い た。東京都や 京

都府 の
一
部の 中学校 に お い て は、学籍を有す るに も

か か わ らず、貧困 の ため に 昼 間は就労せ ざるを得 な

い こ とか ら、学校 を長期 に わ た っ て 欠席す る生徒 が

増加 し始 めた。かか る状況 を座視 しえな くな り、昼

間は 就 労して い る生徒の ため、夕刻 か ら夜 間 の 授 業

を行 う中学校が 出現す るに至 っ た 」 （日本弁護 士 連

合会 2006：2）とい う設立背景 を持 つ
。

「義務教 育を

修 r し て い な い 人 たち の 真剣 の 真剣 な教 育要求 の

声に 、善意 の 教師 たちが応急 的に学ぶ場 を設 けた こ

とが始 ま りで あ る。そ して 、そ の 『善意』と 『応 急』

の 精神 が、年齢 ・生活歴 ・学歴 ・学力 ・国籍 ・入 学

時期を問わず、実 に多様 な生徒を夜 間中学 に受 け人

れ て きた」 （松崎 1979：13）学 び舎で もあ る。

　2010 年 10月現在、夜間中学は首都圏 と関西圏に

集中し た 8都府 県 に 35 校が所在 し、2，488人 が在籍

する。国籍別 に 生徒数を比較す る と、外国籍生徒 が

2，033 人 （8L7％）で 日本国籍生徒の 452人 （182％）

よ り多く、所在する都府県別 に生徒数 を比較 して も

い ずれ に お い て も外 国籍生徒 の 方が H 本 国籍生 徒

よ り多い （表 2）。なお外国籍生徒 の 2，033人に つ い

て よ り詳 細 に生徒の 状況 をみ る と、中国が 1，131 人

（55，6％） で 最 も多 く、次 い で 韓 国朝鮮が 438 人

（21，5％）、ベ トナ ム が 120人 （5．9％） で あ っ た。

こ の よ うな現状か ら、学齢 を超過 した義務教育未 修

了 の 外国人住民 に と っ て 夜 間 中学は重 要な学 び舎

と して の 役割を担 っ て い る こ とは明 らか で ある。

　 とりわ け夜間 中学 の 前身で あ る夜間小 学校もま

た 、学齢超過 した外 国人に とっ て大切 な学び舎で あ

っ た 。 1910年韓 国併合後 の 朝鮮 人移住増加 に伴 い 、

「政府 は朝鮮人児童 に対 し、昭和 5 年 （1930）『小

学校令』の 適用 をは か っ て い る。し か し尋常小学校

に入学す るには こ とばの 問題 、ま た 学齢超過者、経

済的にも恵まれ なか っ た者も多か っ た。そ こ で 日本

語 を取得 し な が ら経費を か けずに 義務教育が卒 え

られ る尋常夜学校に朝鮮人児童 ・学齢超過者が 多数

入学 した 」 （石井 1992：183−184）。つ ま り、公 教育に

お け る夜 間部 が 果 たす意義は今 もか わ っ て い な い

とい え るだ ろ う。

　 こ の よ うななか で 豊田市や浜松市など外国人 住

民 が 多 く暮 らす 自治体で構成され る外国人集住都

市会議 は学齢期 の 外 国人 の 不就学課題 を 2000年か

ら問題視 し、国に対 し て 外 国人 の 就学保 障に つ い て

提 言を行 っ て い る。特 に 2006 年 11 月 21 口に 外国

人集住都 市会議 が 発 表 し た よ っ か い ち宣 言の な か

で は、「全国 の 夜間 中学 の 実態調査 を行 っ た上 で 、

夜 間中学を拡充す るなど、就学の 機会を逸 した人 が

教育を受 けなお せ る場 づ く りを推進 」こ とが揚げ ら

れ 、義務教育年齢 を超過 し た 子 ど もに 対する具体的

施策 の 重要性が明示 され た 。 夜間中学は 法令上 （学

校教育法施行令第 25 条 5 号）で は 、「市町村教育委

員会 の 裁量に よ り、二 部授業を実施する か ど うか に

つ い て 決定で き る 仕組み 」 （日本弁護士 連 合 会

2006 ：2）と規定され て い る 。 し か し 実際は 、外国人

集住都市会議参加 都市に は未だ夜 間中学 が所 在 し

表 2　夜 間 中学に お ける 都府 県別国籍別 在籍生 徒数 　2010 年9月現在 （人）

含計

（35校〉

東京都
（8校）

神豪川 県

（6校 ）

千 葉 県

（1狡 ）

京都府

（1校）

大阪府

（11校）

兵 庫県

（3校 ）

奈 良 県

（3校）

広島 県

（2校）

B本 国籍生徒 452 　 18．2％ 64．11．鱗 9　 16．1覧 4 旨　 8．隅 31　 6．1％ 262itg ．8％ 4212 ア．6覧 64128 、4％ 4…　 6．3％
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ない 。っ ま り、義務教育未修 了 の 学齢超過者 が多 い

と い う実態を把握す る 外 国 人 集 住都 市会議参 加都

市に つ い て も、夜間中学に す べ て の 人が ア ク セ ス で

きる教育環境が整 っ て い ない の が実情 で あ る。

　 こ の よ うに居住環境 や生活事 情等 で 夜 間中学に

ア ク セ ス で きな い 学齢 超過者 が 高校 の 受験 資格 を

得る た め には、年 に 1 回実施 され る 中学校卒業程度

認 定試験 （以下、「中卒試験 」 と記す） を受験 し、

合格 しなければな らない 。中卒試験 とは 、中学校 卒

業程度認定規則 （昭和 41 年 文部省令 第 36 号）に よ

り文部科学省 が 実施す る試験 で あ る。こ の 中卒試験

の 受験者状況 をみ る と、1998年 度 の 受 1験者 は 27 人

で あっ た が 1999 年度に な る と倍 以 上 の 57 人 に な り、

2010 年度には 104 人 ま で 増加 し て い る （図 1＞。

〔人）11e
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図 1　年度別 中卒試験 出願者数 ・受験者数 ・合格者数 の 推移

出典／文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課提供資料よ リ小島作成

　 こ の 受験者数増加 の 背景に は 、「中卒認 定規則 」

の 改正 がある。1999年 8月 31 日 に改正 された 中卒

認 定規則 で は、受験資格が拡大され、受験年度に 満

15 歳 以上 の 外 国人住民 の 受験が認 め られ る よ うに

な っ た。そ の 結果 、外 国籍受験者 の 占め る割合が 増

加 した 。2010 年度 の 中卒試験受験資格別 受験者数

を受験資格が緩和 され た 1999年度 と比較する と、

当該年度に満 正5 歳にな る者 で 円本 の 国籍を有 しな

い 者 を示す 4号受験者数は 15人か ら 44 人 ま で 増加

し、そ の 増加 率 も他 の 受験者 と比 較し て 高い こ とが

わ か る （図 2）。と りわけ 2010年度の 受験者数 93 人

の うち 44 人 の 47．3％ が 4 号受験者 で あ り、全受験

者数に 占め る 比 率も高い
6）。
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注） 1号 受験者…当該年 度に満 15歳 に な る者 で、就 学義務 を

　　　　　　 猶予又 は免除ざれてい る者

　 2号受験者…4号に掲げる者を 除き、当該年度 に満15歳に

　　　　　　 な る者 で、中学校 を卒業 で き な い と見込 ま れ

　　　　　　 る こ とにや む を得ない 事由があると認 め られ

　 　 　 　 　 　 る 者

　 3号受験者一・1，2，4号に 該当 しない 者で、当該年 度に 満16
　 　 　 　 　 　 歳以 上 にな る 者

　 4 号受験者…
当該年度に 満 ↑5歳にな る者で、日本 の国籍を

　 　 　 　 　 　 有 しな い者

　以 上 か ら、前述 の 自治体ご との 就学扱 い の ちが い

や夜 間 中学 に ア ク セ ス で き な い とい う問題 を抱 え

る義務教育未修 了者 の 外 国人住民 に とっ て 、 普通教

育課 程を修了 し た と い う 「証 明」 と、次 へ の ス テ ソ

プ の た め の 「パ ス ポ ー
ト」 とな る 日本政府発行 の 認

定書が 取得 で きる中卒試験 は大 きな意義を果た し

て い る と考え られ る。し か し な が ら 、 日本語 を母 語

と し な い 人 が 多い と 思 わ れ る学齢 を超過 し た義務

教 育未修 了 の 外 国人住民 が 、日本 の 中学校卒業 ま で

に 学習す る 5 教科を 独学で 学ん で 中卒試験 に臨む

とい うこ とは難 しい と推測 さ れ る。つ ま り、す べ て

の 中卒試 験受験希 望者が ア ク セ ス し て 合格 で きる

環境 に 置 か れ て い な い と い え る だ ろ う。した が っ て 、

夜 間 中学 と中卒試 験 は 学齢 を 超 過 し た 義務教 育未

修了 の 外 国人住 民 の 学習 権保 障 と し て 大 き な 役 割

を果 た し て い る もの の 、す べ て の 人 の 学習権保 障と

い う役割で は 課題 が残 る 。

　 こ う し た現状 の な か で 、学齢を超過 し た義務教育

未修 了 の 外 国 人住民 の 学習権保 障に つ い て 言及 し

た研 究 は極 めて 少 な い 。学齢超過 し た 外 国人住 民に

と っ て の 夜 間 中 学 の 果 た す意 義 を 述 べ た 藤 田

（2006 ）、寺井 （2006）や 、中学校卒業程度認 定試

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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験 の 意義に つ い て 述べ た 西村 （2009 ）は あるもの の
、

学齢 を 超過 し た 義務教育未 修 了 の 外 国人 住民 の 学

習権保 障 に つ い て は 、白 らの 実 践 を紹介 し た 王

（2008）、各務 （2010）、多文化共 生 教育 ネ ッ トワ
ー

ク か な が わ （201D な ど が ある が 、活動 の 意義を考

察 し た 研究や調 査は行 われ て い な い
。

　 し た が っ て 本稿 で は 、 日本社会 の 水面 ドで 深刻

化 し つ つ あ る学齢超 過者 の 学習権 とい うグ ロ
ーバ

ル な課題 に つ い て 、就 学支援 とい う形 で 支 え る ロ

ーカ ル の 実践事例 か ら、ボ ラ ン テ ィ ア が 果 たす 意

義を考察す る。

3．地域を支えるボラン ディ ア 団体の実践

　 フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク か ら収 集 し た 情報に よ る と

2011 年 6 月現在 、 学齢 を超過 した外国人住民 を対

象 に し た 就 学支援 を行 うボ ラ ン テ ィ ア 団体 は 全 国

で 4 団体所在 し て い る
ア）

。
した が っ て 本稿で は 、東

京 、 神奈川 、 愛知 、 岐阜に所在す る す べ て の ボ ラ ン

テ ィ ア 団体を訪問 し て 各団体 の 代表者お よび 関係

者 を対 象に直接イ ン タ ビ ュ
ー

調査 を実施 し た 。

　以下 、 各 ボ ラ ン テ ィ ア 団体 の 設 立 経緯 と活動概要

にっ い て 提示す る 。

3−1．東京での実践 「たぶんか フ リ
ー

スク
ー

ル 」
8）

3−1−1．設 立経緯

　認 定 NPO 法人多文化 共 生 セ ン タ
ー

東京 （以下、

「多文化 東京 」 と 記す）は 、主 に 高校進学 を め ざす

学齢超過者 と 中学 生 を 対象 と して 「た ぶ ん か フ リー

ス クー
ル 」 （以

．
ド、「フ リ

ー
ス クー

ル 東京 」 と記す）

を 2005 年 5 月 に 開設 した 。多文 化東京 は 2001 年 5

月 に 設 立 し た が 、多言語 に よ る 相 談事業を 行 うな か

で 設 立 当初か ら学齢超 過者 の 教育に 関す る相談が

多 い こ と か ら学習の 場 づ く りの 重要 性 を強 く 認識

し、フ リ
ー

ス ク
ー

ル 東京 を開設 す る こ と とな っ た。

3−1−2．活動概要

　週 4 日 の 13 時 〜 16 時 10 分 に 設 署す る午後ク ラ

ス は 、義務教育末修 了 者 を含む 学齢超過者 お よ び 母

国 で 中学 を卒業 し た 生徒を 対 象 に 開 設 して い る。こ

学齢 を超過 した義務教 育未修 了 の外 国人住 民 の 学習 権保障

こ で は 日本語お よび教科指導 （国語 、数学、英語 、

社会、理科）を しつ つ 、居場所を提供 し て い る。

　 フ リ
ー

ス クール 東京で は 通信制 の 私 立高校 とも

提携 した多文化共 生 コ ー ス もあ る。こ の コ ース で

は 、外国に ル
ー

ツ を持 つ 生 徒や高校 中退者 の み な

らず、母 国で 高校 ユ、2 年修了者 も対象 と し て い

る。 H 本で の 教員免許 を持 つ 教員が フ リ
ース ク

ー

ル 東京の な か で レ ポー ト指導や試験 を行 うこ とで、

日本語 学習を進 め なが ら 通信制高校が 卒業で きる

シ ス テ ム も 可 能に し て い る 。 そ し て 、高校卒業程

度認 定試験で 1科 目以上合格 し た 18歳以上 の 学習

者に つ い て は 、通信制高校の 科 目履修生 と し て 位

置づ けなが ら高卒認 定試験合格 を め ざし た学習支

援 も行 っ て い る。なお 、義務教育未修了者に つ い

て は 、夜間中学に 通 い な が ら こ ち ら で も学ぶ 学習

者 も い る 。

　廃校に な っ た JR 駅前に あ る 公 立小 学校 の 建物 の

一
部 を、行政か ら無償提供を受けて教室 と し て利用

し、常に活用で きる 「学校」 と し て の 機能を持つ よ

うに 工 夫し て い る。また活動で は 学習指導の 他、多

言語 に よ る 進 学ガ イ ダ ン ス の 参加 な ど課外活 動も

取 り入 れ なが ら、高校進 学を考え る場づ くり も設定

して い る 。

　 日本 語は 日本語教員養成 の 420 時間修 了者が、教

科 は教員免許 取得者 が 中心 とな り、
20〜30 人 の ス

タ ッ フ が 活動 を支 え て い る。 そ して 指導者 による全

体 ミーテ ィ ン グ や教科別 の 部会 を設 置 し、ス キ ル ア

ッ プ を め ざ した 勉 強会 な ど も随時行 い な が ら実践

か ら 必 要 な オ リジ ナ ル の 教材 を作成 し 指導 を進 め

て い る。

　 な お 、月 謝 は 月 3 万 円 と して い る が 、民間 の 企 業

の 協力 を得て 、経済的 に 困難な家庭に は 月謝 の 減免

も 行 っ て い る。

　こ う し た実践 の な か で、開講 し た 2005年度は 24

人 で あ っ た 学習者が 2009年度に は 93人 の 約 4倍 ま

で に 増加 し、2010 年度ま で に 高校受験者 の ほ ぼ全

員が 合格 して い る （表 3）、

抑 瑠 隊 肅 V・1，11 巨i］
　 　 　 　 N 工工
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表 3 フ リ
ー

ス ク
ー

ル 東京での 学習者の状況 （人）

学 習 者 数 高 校 受 験 者 数 高 校 合 格 者 数

2005 年 度 24 7 7

2006 年 度 41 18 18

2GO7 年 度 71 33 33

2GO8 年 度 9i 33 33

2009 年 度 93 48 48

3−2．神奈川での実践 「たぶんか フ リ
ー

スク
ー

ル

　　 よ こはま」
9）

3−2−1．設立経緯

　 1995 年 に全 国 で 初 め て 日本語 を母語 と しな い 人

たち の ため の 高校進 学 ガイ ダ ン ス が神 奈川 県 で 開

催 され た こ とをき っ かけに、多文化共生教 育ネ ッ ト

ワ
ー

クかながわ 「ME −net 」 が発 足 した 。
　 ME −net の

ス タ ッ フ は、外 国に つ ながる子 ども の 教育支援 を R

的と した高校進学 ガイダ ン ス に加 え て 、2003 年 か

らか なが わ 外 国人教育相談を実施す るな か で 、学齢

超過者 の 就学支援 の 必要性 を感 じ た。それ に よっ て、

高校受験に 対応する学び 場 と し て、同時に同世代 の

了 ど もた ち の 居場所 と し て、2009 年 9 月 に 「た ぶ

ん か フ リース クール よ こ は ま 1 （以 ド、「フ リ
ー

ス ク

ー
ル 横浜 」 と記す）を開設する こ と となっ た 。

3−2−2．活動概要

　週 3 回 の 10時〜16時 20 分 （2010年度ま で は 13

時〜16時 20 分）に 開講 し て い る 。 教室 に は 、学齢

超過 した外 国人 で 、   夜間巾学に 通 い なが らの 義務

教育未修 了 の 高校進学希望者、  出身 国で 中学校を

修 了 した 日本の高校進学希望者、  日本で 中学校卒

業し た高校進学希望者 （中学生浪人）が通 っ て い る。

授業は 、日本語 に つ い て は ま っ た く初心者 の 生 徒な

ども含み、日本語 と教科 （国語、数学、英語 、社会）

ともに 能 力別 に行 っ て い る。

　 い ずれ の教室 も
一
般 の 施設利用者 と共有 し なが

ら公 共施設を無償で借用 して い る。そ の た め 、曜 口

や時間に よ っ て利用で きる教室 が限定 され た り、教

国 岬 万 ・ア知 蹴 V。［11

材 や教 具 な どの 保 管場 所 な どもな い な か で 常に移

動 しなが ら授 業を行 っ た りして い るが 、不特定多数

の 人 と生徒 が コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン でき る とい うメ

リッ トも多 い とい う。

　 2010年 度 の 運営 ス タ ッ フ として 、指導者 14人 （日

本語 6 人、数 学 4 人、英語 2 人、国語 1 人、社会 1

人 ） と事務担 当 2 人 の 計 16 人 が 活動 を支え た。な

お指導者 の うち 口本語 は 口本 語学校や横浜市の 非

常勤 日本語指導員等 の 長期指導経験者に、教科 は中

学高校 の 教員免許取得者 （全員が OB ・OG 教員 ）

に 限定 し、指導 を行 っ て い る。また活動 で は ME −net

が主催す る 「目本語 を母語 としな い 人た ち の ため の

高校進学ガイ ダ ン ス 」 や高校 見学 の ほ か、先輩 の 話

を聞 く会や調 理実習 な どの 課 外活動 も取 り入 れ な

が ら、高校進学 を考 える場 づ く りも設 定 して い る。

学習者 の 月謝 の 他、民問や行政 な どの 助成金 を活 動

費 にあて て 実施 して い る。なお月謝 は月 3 万円 とし

て い るもの の 、個 々 の 家庭状況 な どを考慮 し、減免

制度 も設 け て い る 。

　 こ うした実践 の なか で 、開講 した 2009 年度は 16

人 で あ っ た学習者が翌年度には 33 人 の 2 倍以 上に

増加 し、高校受験者数 および 高校合格者 も増加 して

い る （表 4）。

表 4　フ リ
ー

ス ク
ー

ル 横浜で の学習者の 状況 （人 ）

学 習 者 数 高 校 受 験 者 数 高 校 合格者 数

2009 年 度 16 16 16

2010 年 度 33 31 31

3−3．愛知で の 実践 「NPO 法人 トルシ ーダ」
1D）

3−3−1．設立経緯

　2003年に 設 立 し た NPO 法人 トル シーダは、不就

学 の 子 ども の 心 の 居 場所 と学習機会を提供 し な が

ら日本で の 進路を考え な が ら社会性 を育む こ とを

め ざした 日本語教室 Curso　Sol　Nascente （以下、「ト

ル シーダ CSN 」 と記す）を開設 して い る。地域に

ブ ラジ ル 学校が 開校 され る と不就 学の 子 どもは減

少 して い るもの の 、ブラ ジ ル 学校 に通 い なが ら 日本
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語 を学 びた い 子 ども、ブラジル 学校 と公 立学校間 の

異動 を繰 り返す子 どもや い ずれ に も適応で きな い

子 どもな どを対象に活動を行 っ て きた 。こ うしたな

か で 、15 歳 を超 えた学齢超過 で 行 き場所 が ない 子

どもと の かか わ りか ら、学齢超 過者 の 学習 支援を

2008年度か ら本格 的に稼働 させ る こ ととな っ た。

3−3−2．活動概要

　 トル シ
ーダ CSN は、週 5 日の 10 時か ら 15時 30

分に開講 され、習熟度 と年齢によ っ て 学習者を グル

ー
プ に 分けて い る 。 入室時 に学習 目標 を決 め るた め 、

学習歴 （公立 中学校卒業状況 、出身 国における 9 年

間の 教育修 了状況、ブラ ジ ル 国籍者に つ い て は 日本

に あ るブ ラ ジ ル 学校 の 基礎課程状況 な ど）を確認 し、

漢字 （小学校 中学年 レ ベ ル の 学習語彙な ど）や計算

（繰 り上が り、繰 り下 が り、掛 け算、分数 、少数 の

計算問題 など）の レ ベ ル をチ ェ ッ クし、進路 の 希望

に つ い て 本人や保護者か ら聞き取 りを行 っ て い る。

教室 の 場所 と して 、外国人住民が集 住す る UR 都 市

機構の 団地 の 集会場 を活用 して い る。

　2011 年 6 月現在、学習者 17人 の うち学齢超過者

は 5 人 で 、全 員が進学希望 で ある。活動 で は、学習

支援の みな らず、高校見学をは じめ、会社見学、地

域 との 交流な どの 機会 をつ く りなが ら、進路を考え

る ため の 場づ くりも設定 して い る。ブラ ジ ル 学校 の

基礎課程修 了 者 に対 して 愛知県は高校受験資格外 と

して い る ため に 、中卒試 験受験準備 を しなが ら高校

受験準備 を し なけれ ばな らな い とい う問題 が 大きい 。

　学習者 の 参加費 を無料 として い るた め、教室運 営

費や講師謝礼 な どに つ い て は民 間 の 助 成金 な ど を

表 5　トル シ
ーダ CNS で の 学習者 の 状況 （人〉

学 習 者 数 高校 含 格 鷺数

高 校 合 格 者 数

　の うち 中 卒

試 験 舎 格 者 数

2008 年 度 3 2 2

2009 年 度 2 2 2

2010 年 度 8 8 2

学齢を超過 した義務教育未修 了の 外国人住民の 学習権保 障

あ て なが ら、ボ ラ ン テ ィ ア ス タ ッ フ が 日本語指導者

と して 1 日 に 4人 で ロ
ー

テ
ー

シ ョ ン を組 ん で 活動 を

支えて い る 。

　こ うした実践の なか で 、 2008 年度 は 3 人 で あ っ

た 学習者が 2010年度に は 8 人の 25 倍 に増加 し 、

高校合格者数も増加 し て い る 。 とりわけ中卒試験合格

を経た高校合格者も毎年実在す る状況 で ある （表 5）。

3−4．岐阜での実践 「NPO 法人可児市国際交流協会」
11）

3−4−1．設立経緯

　2000年設立 の 可児市国際交流協会 （2008年 NPO

法人認 証 、以下 「可児協会1 と記す）で は 、 2002

年に来 日 した 16歳の ブ ラ ジル 人青年 へ の 高校進学

相談か ら学齢超過者 に 対す る支 援が開始 した。2008

年 4 月に 可児市多文化共生 セ ン タ
ー 「フ レ ビ ア」 が

オ ープ ン し、可児協会の 活動拠 点が で きた こ とか ら、

学齢超過者の 学習支援教室 「さつ き教室 」 （希望 教

室 か ら名称 変更）を開講する こ ととな っ た 。 こ れ ま

で 可児協会で は 随時対応 とい う体制で 学齢超 過者

の 学習支援 を行 っ て きたが、フ レ ビ ア の オ
ー

プ ン が

契機 とな り、高校受験に失敗 し た子 どもや 中学卒 業

後 にひ き こ も りが ちな 子 どもの 居場所づ く りを可

児協会の
一

事業 と し て 正式 に位置づ ける こ と とし

た の で あ る。

3−4−2．活動概要

　さつ き教室 は週 5N の 10時 か ら 16 時ま で と し、

学習者の レ ベ ル にあわせ た高校進 学をめ ざし た オ

リジナ ル カ ル キ ュ ラ ム によ り学習 を進 め て い る。運

営に つ い て は 、 全体調整 を行 うコ
ーデ ィ ネーターの

ほ か 、教科 ごとに よるボ ラ ン テ ィ ア 講師兼ク ラ ス 担

任の 計 4 人 で 行 っ て い る。

　さつ き教室 で は、学習 指導 の み な らず、公共交通

機関を利用 して 通学す る練習 を兼ね た施設 見学を

は じ め、高校見学、地域 の イ ベ ン ト参加 な どの 課外

活動や体験活動 も取 り入れなが ら、学習者が暮 らす

地域 をみ っ めた り日本 で の 進路を考 え た りする場

づ く りも設 定 して い る、加 えて 、こ うし た 子 ど もの

存在や 教育支援の 重要 性 を近郊 の 高校や 地域住民

御 ン ’・ア肇囃 〉・［11 囲
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に 理解 して もらえる よ うな場 づ く り も工 夫 し て い

る。教育未修了者 に つ い て は、中卒試験受験準備 を

し なが ら高校受験準備 を し て い る。

　 2011年 4 月 か ら 6 月 ま で に学齢超過者 14 人か ら

入室希望 の 申し込 み があ っ た もの の 現在は 5 人 が

通室 して い る。厳 しい 経済状況 の た め に 進 学を断念

し、就労を選択せ ざるを得ない 状況 に 置 か れた学習

者 が多 い こ とも大きな課題 で あ る 。 2010 年度 も学

習者 20 人 の うち、高校受験 で きた学習者 は 4 人 で

あ っ た。そ の た め 活動費に つ い て 学習者 か らは 教材

費と して 月謝を 2
，
000 円徴収 して い る もの の 、運 営

費や講師謝礼など に つ い て は可児 協会 が 民 間や 公

的助成金を獲得 し、補填 して い る。

　 こ うし た 実践の なか で 、2008 年度は 3 人 で あ っ

た 学習者が 2010 年度 に は 20 人 へ 増加 し、高校受験

者 の 全員が合格 し て い る （表 6）。

表 6　可 児 協会さ つ き教室 の学習者数 と高校合格者の 状況 （人）

学 習 者 数 嵩 校 受 験 者 数 高 校 合 格 者 数

高校 舎格 者数

　 の うち 中卒
試 験 合 格 者 数

ZOOB 年 度 3 茎 且 一

2009 庫 度 7 7 7 1

20】0 年崖 20 4 4 ｝

　 こ の よ うな 可 児協会の 実践を踏まえ て 可児 市で

は、学齢 を超過 し た外国人 に 対する就学支援 の 重要

性 が 認識 され るよ うに な っ た。と りわ け 2011 年 3

A に発表 された 「可児市多文化共生推進計画 」 の 就

学支援体制 の 充実 の なかで は 、推進事業の 具体的内

容 として 「就学年齢 を超 えた 子 どもの 就学支援 の 充

実」 が 明示 され た。し か し、現時点 で は 具体的な施

策には繋が っ て い な い 状態 で あ る。

4．考察

　学齢を超過 し た外 国人住 民 を対象 に就 学支援を

行 うボ ラ ン テ ィ ア 団体 を対象 に直接イ ン タ ビ ュ
ー

調 査を実施 した結 果、活動意義と課題が明らか に な

っ た 。

　ボ ラ ン テ ィ ア の 実践成果 と し て は 、い ずれ も学習

国 or7 ンttア  蓆 v。m

者数 が増加 して お り、そ の学び 舎 と し て 大 きな社会

的役 割を果た して い る とい う点 が あげ られ る。日本

で は 学齢 を超過 し た 外 国人 の み な らず義務教育未

修 了 者 に か か わ る 統 計や調査 が 行わ れ て い な い た

め に 彼 ・彼 らは 社会 か ら 「見え ない 」 住民 で あ る。

そ の た め 、そ の 対応 や具体的な施策が実施 され て い

な い 。例えば 可児協会が 所在する 岐阜県 の 教育委員

会は 「現在、県教育委員会 に は 、義務教育未修 了者

に 対 す る課題 は 報告 され て い ま せ ん 」 （全 国夜 間中

学校研 究会 2010 ：104）と 公 式 に 表明 し て い る。し か

し なが ら 可児協会 で は 学齢超過 し た 義務教 育未修

了 の 人 室希望 は増加 して い た。ま た 、い ずれ の 団体

で も学習希 望 者が 増加 して い た こ とよ り、 学齢を超

過 し た 外 国人住 民は学習 の 場 を求 めて お り、そ の 社

会的 ニ
ーズ は高 い こ とが 明 か に な っ た 。 と りわ け、

い ず れ の 団体 で も高校受 験者 に 占め る 合格者 の 割

合が 高 い こ と は、学習者
一一

人 ひ と りの 学習意欲 の 高

さも同時 に 示 し て い る とい えるだ ろ う。

　ま た 、学習者 の な か には 日本語 がま っ た くわ か ら

な い 学習歴ゼ ロ の 者 も い る 。 そ の ため 、 高校受験 日

ま で に 日本語 学習 を主体 に し な が ら教科学習をす

す め る と い う実践 を い ずれ の ボ ラ ン テ ィ ア も行 っ

て い る こ と が わ か っ た。フ リ
ー

ス クー
ル 横浜 で 学ん

だ学習者は高校受験後 に 次 の よ うな感想 を述 べ て

い る。

　 （省略）お 陰で 、日本語 で 新 し い こ とを学び

ま し た。なぜ な ら 私 の 国 フ ィ リ ピ ン で は、英語

が使 われ 、英語 は とて も有用 で す。で も日本 で

は 入 学試験 が 日本語 で 行 わ れ て い る の で 、日本

語 は とて も大事 で す 。も し、こ の フ リー
ス ク ー

ル に 入 っ て い な か っ た ら、た ぶ ん 私 は 入 り た い

学校 の 入 学試 験 を受 け る こ と が 可 能で な か っ

た と思 い ます。フ リ
ー

ス ク
ー

ル な し に は 、学校

に 申し込む前に何 を し た らい い か 、要求 され て

い る必要 な もの もわ か らな か っ た で し ょ う（省

略 ） （多文 化 共生 教育ネ ッ トワーク か なが わ

2011 ：49）
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　 こ の 事 例が 示 し て い る と お り こ う し た 実 践 が で

き る 背景に は 、学習指導 の み な らず 、生 活や教育相

談な ど も随時行 い 、学 習者 と そ の 家族 をサ ポ ー
トす

る と い う姿勢 と 対応 に よ り築 か れ た 信頼 関係 の 構

築 が 大 き く関係 して い る と考 え られ る。設 立 経緯 か

ら 明 ら か で あ る と お り、地 域 に 暮 ら す学齢超過者 の

「顔 が 見 え る」ボ ラ ン テ ィ ア は 外 国人住 民 の 学 び 場

づ く りの 緊急性 を痛感 し、同 じ地域 に暮 らす住 民 と

し て 「ほ っ とけな か っ た 」 か ら こ そ、同 じ 地域住民

と し て 支え る仕組 み を 自ら立 ち 上げ 、 活動 を実践 し

て い る。 そ の こ と は、可児協会 で 学 ん だあ る学習者

の 「私 た ちは 自分 の 夢 を簡単 に 捨 て て は い け ま せ ん。

なぜ な らば、夢 は 努 力すれ ば叶 え られ る と 思 うか ら

で す 」 （可児 市国際交流協会 2009 ：1） とい う声 か ら

も うかがえ る 。 ボ ラ ン テ ィ ア が 地域 の 課題 を認識 し 、

地城住民が教育者 と し て の み な らず 、
一

人 ひ と りの

将来 の 夢ま で をサ ポ ー
トす る応 援団 と し て も機能

して 学 習者 に 寄 り添 っ た 対応 を行 っ た 結果 が 、高 い

高校合格 率に結 び つ い て い る と 考 え られ る。つ ま り、

画
一

的 な思考 で はな くグ ロ
ーバ ル と ロ

ーカ ル の 複

眼的思考を持 っ た ボ ラ ン テ ィ ア の 尽力 は 、 学齢超過

者の 「日本で 生 活し て い く中で 高校進学 し て学力 を

向上 し た い 」 「美 容師 に な りた い 」 な ど の 夢 の 具現

化 に 大 き く寄与 し て い るの で あ る。

　そ の
一

方 で 、ボ ラ ン テ ィ ア で は 解決 で き な い 問題

が ある こ とも明 らか に な っ た。そ の 1 つ 日が、夜問

中学 の 偏在化 で あ る。前述 の 通 り、外 国 に お い て も

学校教 育 に お ける 9 年 の 課程 を 修 r して い な い 学

齢超過者 が 高校受 験を希 望 す る 場 合、夜間 中学で の

卒業 証書取得 も し く は 中卒認 定試験合格の い ずれ

か に該 当 し な け れ ば 日本で は 高校受験資格 が得 ら

れ ない 。そ の た め 、フ リ
ー

ス ク
ー

ル 東京や フ リ
ー

ス

クー
ル 横浜 で は夜間 中学に 通 い な が ら高校進 学準

備 と い う実践 を 行 っ て お り、 トル シ
ー

ダ CSN や 可

児協会 で は 中卒認 定試験 合格 を め ざ し なが ら高校

進学準備 とい う実践 を行 っ て い た。前述 の 通 り、現

在 の 夜 間 中学 は 首都 圏 と関西 圏 に 集 中 して 所 在す

る た め 、居住環境に よ り学齢を超 過 した外 国 人 住 民

を 対象 に し た 就学支援 の あ り方 も異な っ て い る こ

学齢を超過 した義 務教育未修 了の 外国人住民の 学習権保障

と が わ か っ た。

　2 つ 目は、高校入試 に か か わ る特別措置や特別入

試枠 の 設置状況 で あ る。 例 えば、フ リ
ー

ス ク
ー

ル 東

京 が あ る東京都教育委員会 で は 、入 国後 3 年以内 の

外 国籍 の 生 徒 は 申請 に よ りひ らが な の ル ビ を振 っ

た 学力検 査 問題 で 受験す る こ と が で き る特別措 置

や 、規 定 の 資格 を満 た せ ば 日本語 また は英語 による

作 文お よ び 面接 で 受験 で きる特 別入試 枠 （海 外帰

国 ・在京外 国人生徒枠）が あ る 。 また フ リ
ー

ス ク
ー

ル 横浜 が あ る 神奈川 県教育委員会 で も、在 県外国人

等特 別募集な ど 日 本語 を母 語 に し な い 受験 生 に 対

して 特別措青や 特別入試枠 が 設置 され て い るほ か 、

一
般受験 に つ い て も海外 か ら移住 し て 6 年 以内 の

受験者 につ い て は事前 申請 す る こ とで 学力検査 等

の 時 間の 延長な どの 配慮 が行 われ て お り、募集枠も

広 い
。

一
方 で 、条件を満 たす外 国人志願者 に対し て

トル シ
ー

ダ CSN の あ る愛 知県教育委 員会 で は 4 校

に つ い て 、可児協 会 の ある ll皮阜県 教育委員 会 で は

10 校 に つ い て 特別 措置 が あ るもの の 、東京都 と 神

奈川県 と比較 し て 限定 され た 条件 と対応 で あ る。 そ

の た め 、 学齢超過者 に とっ て 特別措 置や 特別 入試 枠

を活用 し た高校進学は狭き門 とな っ て い る 。
こ の よ

うに 地 域 に よ り高校人 試 に か か わ る 特別措 置や 特

別入 試 枠 の 設 置状況 が 異 な る な か で 、地域 の 実情を

考慮 した 就学支援を ボ ラ ン テ ィ ア は 行 っ て い る こ

と が わ か っ た 。

　3 つ 目は 、目本 に あ る外 国人学校に お け る 中等部

修了 生 に 対 す る 高校受 験資格 の 扱 い で あ る。フ リ
ー

ス ク
ー

ル 東京 が あ る 東京都教育委 員会 と フ リ
ー

ス

ク
ー

ル 横浜 の あ る 神奈川県教育委 員会 は 、日本 に あ

る 外 国 人 学校 中等部修 了 生 に 対 し て 条件 を満 たす

場合 は 高校受験 資格 者 と し て 認 め て い る が
12〕、 ト

ル シ
ー

ダ CSN の あ る 愛知 県教育委 員会や 可 児 協会

の あ る 岐阜県教育委員会 は
一

切認 め て い な い 。例 え

ば岐阜県 の 場合 、外 国人学校 中等部修 了 生 に 対す る

岐阜 県 立 高等 学校 の 受 験 資格扱い に つ い て 担当者

に 確 認 し た と こ ろ、「日本 に あ る 外 国人学校 は 、学

校 教育法施行規則 第 95 号第 1項 の い ずれ に も該 当

しな い た め 外 国 人 学校修 了 者 に は 受験資格 は な く、
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高等学校 の 受検資格を得 る た め に は 中学校卒業程

度認 定試験に合格す る 必 要があ る 」 （2009 年 12 月

18 日、2010 年 1 月 21 日の フ ィ
ー

ル ドノ
ー

トよ り）

との 説明 で あっ た。っ ま り、同 じ外国人学校 中等部

修了生 で あ る に もか か わ らず、地域に よ り公立高校

受験資格 の 扱い が 異な る の で あ る。そ の た め、外国

人学校 中等部修 了生 が高校受験資格外 と され て い

る トル シ
ー

ダ CSN で は、当該学習者 に つ い て 中卒

試験準備 に か か わ る 支援が行 われ て い た。こ の よ う

に 外 国人学校 に お け る 中等部修 了生 に対す る高校

受験資格 の 扱 い が地域 に よ り異な る なか で ボ ラ ン

テ ィ ア は 、就学支援を行 っ て い る こ とがわ か っ た。

　 こ れ らに 加 えて 、学齢を超過 し た外国人住民 の 支

援に お い て ボ ラ ン テ ィ ア が地域 で果たす役割 は 大

き く、意義 あ る 活動 で あ る こ とは 明 らか で あ る もの

の 、こ うしたボラ ン テ ィ ア の 活動 は、民間企業や行

政 な どか らの 助成金 や補助金 を獲得 して 実施 され

て い る ため、学習者数 の 増加 に柔軟に対応 で き る人

材や活動場所 の 確保に つ い て は 大きな課題を抱え

て い る こ とも明 らか に な っ た。 トル シ
ー

ダ CSN で

も 「保 護者 の 経済 面 で も精神 面 で もサ ポ ー
トがな い

と学習者 が 継続 して 教室 に通 うこ とは難 しい 」 と指

摘 され 、可児協会で も 「就職 ・帰 国が多く、学 習者

は経済 的な理 由に よ り継続 して 教 室へも通 う こ と

が で きず 、進学 を諦 め ざるを得 な くな る学習者 は多

い 」 と危惧す る意見 も聞 い た。特に学齢 を超過 した

外 国人住民 に つ い て は、高校進学を し た い とい う高

い 意欲 を持ち勉学に 励み な が らも、保護者や家族 の

就労環境が 不安定で ある た め に 鬥常生 活を営む う

え で も経済的に 厳 し い た め に 、学習者が 月謝 を支払

うこ と は厳 し い と い うの が実情で あ る。し た が っ て

義務教育の 無償 と い う観点か ら、こ うし た 学齢 を超

過 し た外国人住民 が 安心 し て 学ぶ こ と が で き る支

援づ く りの みならず、ボ ラ ン テ ィ ア が 継続 して 活動

で き る支援づ く りも併せ て 考え る重要性 も明 らか

にな っ た。

5。ざし、 ご ‘こ

　2010 年 3 月 に、こ れ か らの 出入国管理行政 の 方

圃 cr ンテ・露 蹴 V・1．11

向性 を示 す第 4 次 出入 国管理基本 計画が策定 され

た。こ の 計画 で は基本方針 として 「本格的 な人 口 減

少 時代 が到来 する中、我 が 国 の 社会が 活力 を維持 し

っ っ 、持続 的に発展す るとともに、ア ジ ア 地域の 活

力 を取 り込ん で い くとの 観 点 か ら、積極的な外 国

人 の 受 け入 れ 施 策 を推 進 し て い く 」 （入 管 協会

2010 ） と し、外 国人受 け入 れ を推 進す る方 向性 を

示 した。

　 こ の よ うななか で 、義務教育未修丁 を含む学齢を

超 過 した外 国人住 民 の 存在が 置 き去 り に され て き

た。社会か ら 「見 えな い 」 存在と して の 彼 ・彼 らを

可視化 し、学習権の 保障 の み な らず未来 をも支えて

きた の が、同 じ地域で暮 らす ボラ ン テ ィ ア とそ の 実

践 で あ る こ とは 本調 査が如実 に示す とお りで ある。

　 こ うした ボラ ン テ ィ ア が ロ
ー

カル の 外 交官 と し

て 活躍 を応 援 され る社会 にな るためには、ボラ ン テ

ィ ア だけ で は解決 で きな い 白治体 に よる施 策や 対

応 の 「ちが い j とい う課題 の 解決 がまず必 要 で あ る

だ ろ う。「ちが い 」 は 、前述 の とお りの 夜間中学 の

偏在化、高校入試 にかかわる特別措置や特別入試枠

の 設置状況 、外 国人 学校 中等部修了生 に対す る高校

受験資格 の 扱 い に表れ てい る。公教育の 場 にお い て 、

学 習権保 障に地域格 差が あ る こ とをボ ラ ン テ ィ ア

が明 らか に した。

　 国連総会 は 2003 年 か ら 2012 年 ま で を 「国連識 字

の 10 年 ： す べ て の 人に教育を」 とす ると宣言 して

い る。来年 はそ の 最終年 で ある こ と を か ん が みれ ば、

識 字教育 とい う観点か らも学齢を超過 し た 義務教

育未修了 の 外 国人住民 の 学習権が 保 障 され る環 境

が 緊急に整備 され るべ き で ある。日本に暮 らすす べ

て の 外 国人住 民 の 学習権が 保 障 され る仕 組み が
一

刻も 早く構築 され る こ と を願 い 、今後も研究活動を

続けて い きた い 。
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【注】

1）　全国夜 間中学校研 究会は、2011 年度全国夜間

　　中学校研 究会要望書 の なか で 「現在までに義務

　　教育不就 学 ・未修 了者 （引揚げ ・
帰 国児童生徒

　　及 び外 国人児童生徒 の 不就学 ・
不登校 の 実態を

　　含む）の 数 を、国 の 責任 で 明 らか に し て い た だ

　　きた い 」 （全国夜 間中学校研 究会 2010 ：106） と

　　明示 して い る。

2） 2008 年秋 の 経済危機 に よ り学齢期 の 外 国人 の

　　子 どもの 教育 環境 に つ い て は、例 え ば、小 島

　　 （2010a）、小 島 （2010b） を参 照 され た い 。

3）　例えば教育社会学者 で ある志水 （2008）は、R

　　本 の 学校に お け る ニ ュ
ー

カ マ
ー

の 子 どもがか

　　か え る教育問題 の
一

つ に 不就 学問題 が ある こ

　　 とを先行研究か ら導き、岐阜 県可児 iliにお い て

　　筆者が行 っ た研 究 （小島 ・中村 ・横 尾 2004 ）

　　 を とりあげ、「こ の 研究に刺激 を受 け るよ うな

　　形で 、こ こ数年、外国人集住都 市会議 に参加 し

　　 て い る 自治体を中心 に 、ニ ュ
ー

カ マ
ー

の 子 ども

　　 たち の 不就学 の 実態を て い ね い に把握 し よ う

　　 と い う取 り組 み が 進 め られ て い る 」 （志 水

　　2008 ：18） と説明す る。

4）　学齢超 過者 の 中学校 へ の 入 学許 可 につ い て 文

　　部科学省は 公式 ホ
ー

ム ペ ージ （参考行政実例 昭

　　和 27 年 10 月 21 日伊丹市教育委 員会教育長 あ

　　 て 文部省初等 中等教育局財 務課長 回答 「昭 和

　　22 年 3 月 31 目以前 に義務教育が終 わ っ た者 が

　　現在 の 中学校に 就学す る こ とを願 い 出た場 合

　　 の 市教育委員会 と し て の 処置 につ い て」） で 、

　　次の よ うに解説 し て い る。「学齢 を超 え た者が

　　公 立 中学校に就学す る こ とに つ い て は、（1）学

　　教法第 36 条に は 学齢 に達 しな い 子は小学校に

　　入 学させ る こ とが で きな い とある の に対 し、学

　　齢超 過者に つ い て はそ の よ うな規 定が な い こ

　　と、（2）義務教育 は 中学校 ま で で あ り、中学校

　　 の 課程を修 了 す る こ とで 社会 生活 を営む 上 で

　　 の 基礎的 な態度 、能力 を養 うこ とが で きる こ と、

　　（3）学校 の 収容能力や他 の 生徒への 影響 な どを

　　考慮 し て 、入 学を許 可 して も差 し支えな い 場合

学齢を超過 した義務教育未修了の 外 国人住民 の 学習権保 障

）5

）6

）7

）8

）9

もあ る こ と、と考え られ ます の で 、 教育委員会

は、そ の者が こ れ ま で に 国内 の 中学校を卒業 し

て い ない 場合に は そ の就学を許可 して 差し支 え

あ りませ ん 。 そ の場合 に は 、 学校 の 収容能力や

他の 生徒へ の影響 、 本人 の 意欲や能力等につ い

て、予 め確認、考慮 して お くとよい で し ょ う。」

2011年 1月 21 日、豊 田 市 内で 外国人 の 子 ども

の 不就学支援活動 を行 うNPO 法人 トル シ
ー

ダ

の 代表お よ び 中学退 学扱 い とな っ た本人 か ら

聞き取 り調査 を行 っ た 。 なお 、 豊 田 市地域 を担

当する ケーブ ル テ レ ビ ひ まわ りネ ッ トワ
ー

ク

は 、「週刊地域ジ ャ
ー

ナル 」 とい う番組 の なか

で こ の 地域問題を ク ロ ーズ ア ッ プ し、社会 に 問

題提起 し た （2011年 4 月 15〜17N 放送）。

1999 年 8月 31 日 に改正 され た就学義務猶予免

除者等の 中学校卒業程度認定規則 に よ り、 「日

本の 国籍 を有し な い 者で 、受験 しようとす る認

定試験の 口の属す る年度 の 終わ りま で に 満 15

歳以 上 になるもの 」 （第 3条第 4 項）に も受験

資格 が 拡大 した 、，2010年度の 4 号受験者数 44

人 を国籍 別 に み る と 、韓 国
・朝鮮 が 24 人

（54．5％）で最 も多 く、次い で ブ ラ ジル が 13

人 （29，5％）、中国が 6 人 （13．6％）、ペ ル
ーが

1人 （2．3％）で あ っ た 。 なお 、 中卒試 験受験 資

格別受験者数や状況な どに つ い て は、2011年 8

月 31 日 に 文部科学省生涯 学習政策局生涯学習

推進課 か ら提供い ただ い た資料 を参 考に した。

筆者が企 画 お よび コ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ー

を担 当 し

た、2011年 6 月 18 目の 第 8 回移住労働者 と連

帯す る全 国フ ォ
ー

ラム ・東海 2011 の 教育分科

会で の 報告 内容 を参考 と した。

2011年 8 月 30 日に 訪問 し、代表者 を対象にイ

ン タ ビ ュ
ー
調査 を行 っ た。

2011年 8 月 31H に訪 問 し、代表者および指導

者を対象に イ ン タ ビ ュ
ー

調杳 を行 っ た。

10）2011年 1月 21 日 に訪 問 し、代表者 と学習者を

　　対象 に イ ン タ ビ ュ
ー

調査 を行 っ た。

11）2008年度か らの 運営委員に加 え て 2010 年度か

　　らの 理 事 と して 筆者 は、必要 に応 じて 可児協会
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　　関係者 ヘ イ ン タ ビ ュ
ー

調査 を行 い な が ら情報

　　収集 を行 っ た。

12）例 えば 、東京都立国際高校 の 場合、平成 22 年

　　度在京外国人 生徒対象募集案内 で は 、応募資格

　　と して 、「平成 22 年 3月 31 日現在 15 歳以 上 の

　　外国籍の 者 で 、保護者 と と も に 都内 に 住所 を有

　　す る 者、又 は 入 学 日 まで に住所 を有する こ と が

　　確実な者 」 の うち、「イ ，平成 22 年 3 月 31 日 ま

　　で に 、日本国 内 に お い て 、外国人学校 の 教育に

　　よ り 日本の 9 年 の 義務教 育相 当 の 教 育を修 了

　　す る 見 込 み の 者、又 は 既 に 修了 した 者 」 と 規定

　　して い る。な お 、在京外国人 生 徒対象選抜 で は

　　募集 人 数 を 25 名と し、都内全域か ら 出願 す る

　　こ とが で き る と され て い る。ま た 神奈川 県教育

　　委員会で は 、県内 に あ る 3 校 （神奈川 朝鮮 中高

　　級学校、横浜 山手 中華学校 、横浜 中華学院）の

　　外国人学校 に お い て 日本 の 9 年 の 義務教育相

　　当 の 教育を修了す る 見込み の 者 、又 は既 に 修 了

　　した 者 を 高校受験資格対象者 と し て 認 め て い

　　る （2011 年 9A7 日 に あ
一

すぷ ら ざ外国人教

　　育相談 コ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ー

よ り情報提供 い た だ

　　い た）。
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This study  anaiyzed  the activity of4  volunteer  organizations  (NPOs) in Japan, in order  to find the importance to the right to

learn of  foreigner, who  was  over  school  age  and  had no  access  to the compulsory  education.

The foreigner residing  in Japan, is not  obliged  to go to school.  Especially, neither  the investigation nor  the research  are done

about  the realities ofentering  school  of  foreigner who  was  over  school  age,  and  had no  access  to the compulsory  edueation.

In other  words,  that reality  related  to foreigner attending  schoo]  is an  
"invisible"

 issue to society.

In such  a situation, volunteer  organization  (volunteer staff clo volunteer  activity) support  fbr their right  of  learning in an

area, where  foreigner lives a lot. It's my  hope that, through just such  an  activity, this will become a society where  the

education  ef  all fbreigners residing  in Japan is secured.
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