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【要旨】

　サー ビ ス ・ラーニ ン グ （以下、SL と略す） が 学生の 教育に と っ て 市民的、人 格的次元 の み な らず 、学問 的

次元 に も良 い 成果 を もた らす こ と に つ い て は予 て よ り指摘 され て い る。岡崎 （2010） は、コ ミ ュ ニ テ ィ
・サ ー

ビ ス ・ラ
ー

ニ ン グ （以下、CSL と略す） と組 み合わ せ る こ と で 、市民性の 強化に つ なが る 「市民 的教養 とし

て の 社会調査」 の 効果的な学び が期待 で き る と述 べ て い る。そ こ で 、本研 究 で は 、社 会調 査 に CSL の 要

素を組 み 込 ん だ授業実践を CSL 型 社会調査 と し て 位 置 づ け、そ の 可 能性 に つ い て 考察 し た。教員 ・保 育

士 と保護 者 の 相 互理 解に貢献す る こ とを 目的に 、中国に ル
ー

ツ を持 つ 保護 者 を 対象 と し た 質問紙 調査 実

施 を核 に し た授業実践は 、教員・保育士 と学生 の 双方 に有 益 な効果 をも た ら し た 。コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー

と協働 して 、コ ミ ュ ニ テ ィ の た め に 実施 され 、ふ り返 りを伴 う社 会調 査 は CSL 型社会調 査 と呼ぶ こ とが

で き る 。
「コ ミ ュ ニ テ ィ の 課題 解決に 役立 つ 」 とい う考 え方 が持 つ バ イ ア ス の 影響 を十分に 自覚 し、そ の

考え方 の 限界 を理 解 して い れ ば、CSL 型社会調査 は 「市民的 教養 と して の 社 会調 査」 を学ぶ最適 な機会 と

な る と言 える 。

【キー
ワ
ー ド】コ ミュ ニ テ ィ

・サ
ービス ・ラ

ー
ニ ング、市民性 、 市民的教養としての 社会調査

1． は じめに

　SL は、1990 年代 よ りア メ リカ の 各学校段 階で 急

速 に 拡 大 し て き た 、サ
ー

ビ ス （貢 献活 動） を通 し

て ラ
ー

ニ ン グ （学習）を獲得する教育方法 で あ る。

2000 年代 よ り日本 の 大学で も、SL をカ リキ ュ ラ ム

に組 み込 む大学が 増加 して き て い る 。 第 1筆 者は、

2004 年 か ら 2011年ま で 、プール 学院大学に お い て

SL の プ ロ グラ ム 開発 に携 わ っ て きた。授業科 目と

し て の SL を担 当 し、特 に、地域 の ニ
ーズ を満 た す

こ とを 目 標 に 学習が 組織化 され る 、CSL の プ ロ グ

ラム 開発 を担 当し て きた 。 また 、
SL の 教 育効果 に

着 目し、他 の 担当科 目 に お い て も CLS の 要 素を組

み 入れ る こ とを試み て きた
り

。

　本 研 究 は、第 1筆者が行 っ た、社会調 査に CSL

の 要 素 を組 み込 ん だ授業実践 を CSL 型社会調 査 と

し て 位置 づ け、CSL 型社会調 査 の 可 能性 に つ い て

考察 し た もの で あ る
2）
。本研究 が 目指 し て い る の は

「実践的研究」 で ある。 「ロ
ー

カ ル な文脈 を超 え、あ

る広が りを も っ た状況 下 で 普 遍的 に通 用す る理 論

的知識 」 と い う意味 で の 「トラン ス ・ロ
ーカ ル な知 」

の 創造 （小泉 ・志水 2007 ：63−64）を 目指 し て い る。

そ こ で 、授業実践 を詳 細 に記述 す る こ とを通 じ て 、

社会調 査 の 設 計 ・実施 自体 が CS とな り得 る の か 、

CS と し て の 社会 調査 を実施す る こ とで 学 生 は ど の

よ うな力を習得で き る の か と い うこ と が 浮 か び 上

が る よ うに し た。

　授業実践の 考察 は、SL コ
ーデ ィ ネーターと して

本授 業実践 の 準備 段階 で 協力 し、学校現場で の 語 学

指導員と して の 経 験 を持 つ 第 2 筆者 との 協働で 行 っ

た。本稿執筆に あた っ て は 、まず、第 1筆者が草稿

をま とめ、第 2 筆者 がそれ を読み 、両者で 討議 し て 、

適 宜加 筆修 正 を加 え て 完成 させ た
3）
。

2． SLの 3 つ の学習 目標

　 日本 で は、SL の 教育成果 と し て 市民性 の 育成 が

強調 され る場合 が 多 い
4｝
。し か し、図 1 が示す よ う

に 、SL は、単 に コ ミ ュ ニ テ ィ で の サ
ービ ス 経 験 だ

けで な く、学問的内容 と も深 く関わ っ て お り、コ
ー

ス 内容 と実 際 の 経験をつ な げ る こ とに焦点 を 当て

て い る。そ こ で 、ア ッ シ ュ らは 、SL の 学習 目標 を

人格的成長、市民的関わ りの 促進 、学 問的向 上 の 3

っ の 次 元に分 け て い る （Ash ＆ Clayton　2004）。
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　 　 　　 図 1　 サービス 活動を 通 し て学ぶモ デル

　人格的次元 で は、自分 の 人格的特徴を知 り、生活

の 様 々 な側 面 に お い て そ れを利用 した り改善 した

りす る よ うに な る こ とが 学習 目標 と し て あげ られ

て い る。市民的次 元 で は 、取 られ た ア プ ロ
ーチ が 公

共善 に照 ら して 適切で あ っ た か 、他に どの よ うな ア

プ ロ
ー

チが 可 能 か に つ い て 考 え る カ を 育む こ と が

主眼 となる 。 学問的次元 で は 、単に コ
ー

ス の 概念を

使 っ て SL 経験 を よ り深 く理 解す る こ とだ け で な く、
コ
ー

ス の 概 念 を現実 の 事象に あ て は め て い く力に

加 え て 、現実 の 事象を よ り深 く分析する道具 として

コ
ー

ス の 概念 を鍛 え上げ る 力 の 習得に 、力点が 置 か

れ て い る。

　学問的次元 か ら考えれば 、SL は 、理論や概念を

現実に照 らし合わせ て 学 ぶ機会 を提供する も の で

あ り、あ らゆる科 目 で 導 入 可 能 な教育方法 だ と主張

され る の で ある
5）
。CS を通 じた 「社会参加 」 を中核

と して い る た め 、社会科学 との 接合 の 良 さを指摘 さ

れ る こ とが多い が 、初等 ・中等教育段階で は複数の

教科 内容 と、高等教育段階 で は心理学や看護学、工

科系科 目 な どと関連づけて 実施 され る事例 もあ る
6）
。

3．CSLと社会調査

　岡 崎 （2010 ）は 、SL を導入 し た社会 学教育 に 関

す る研 究 を レ ビ ュ
ー

し、SL に は 社会学教育を強化

す る可能性 が あ る こ とを指摘 し て い る。なか で も 、

CSL にお け る社会 調査 の 意義に 着 目 し て い る。地

域 の 問題 を解決する た め に は、地域の 問題点や ニ
ー

ズを客観 的 に 把握 し、行動 の 結果 を正 し く分析す る

必 要 が あ り、社 会調 査 は そ れ を可能 に し て くれ る。

岡崎は 、「CSL 型社会調査 」 が、社会学的知識
一

社
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会調査 の 技法一
地域問題解決を めざしたサ

ービ ス 、

こ の 3 つ を有機的に 組合せ た学習 方法 を提 示 で き る

と期待 し て い る。 と同時に、岡崎 は、「CSL 型社 会

調 査」は 「専門研 究と して の 社会調 査」で はな く、「市

民的教養 として の 社 会調査 」 に近 い と述 べ て い る。

　社会調 査 士 とい う資格 認 定制度が で き、「専門研

究 として の 社会調査 」 を担 う人材育成 の ため の社会

調査教育が 大学で整備 されて きた。そ の成果を認 め

つ つ も、他方 で 、盛山 は 「市民 的教養 と し て の 社会

調査教育」 の 必 要性 を指摘 し て い る （盛 山 2009 ＞。

「現代社会 の 行政、政治 、そ し て 経済 の 至 る と こ ろ

で 、社会調査は不可欠 の 構成要 素 と して組 み込まれ

て い る 」 に もか か わ らず、社会調査 にっ い て の 知識

や 理 解が 依然 と し て お ざな りに な っ て い る現状 を、

盛 山は問題視 して い る。 こ の問題状況を改善す るた

め に は 、「市 民 的 教養 と して の 社会調査 」 を広 く普

及 させ る こ とが必 要だ と主張 して い る。

　盛 山 と岡崎 は 、共 に 、社会調 査 を 市民 に 必須 な能

力 として 捉 え て い る が、力点の 置き方が 異なる。盛

山が イ メ
ージ し て い る 「市民的教養 と して の 社 会調

査 」 に求 め られ る 知識は 、「社会調 査が現 代社会 を

支 え て い る し くみ に つ い て の 理解 」 と、「社会調査

に基 づ くデ
ー

タや報告を読み解 く能力 」 の 2 つ で あ

る 。 岡崎が イ メージ し て い る 「市民的教養 として の

社会調査 」 は 、地 域を 良く した い と い う動機 に支 え

られ 、 地域社会の 中で主体的に社会関係 を創 りつ っ

行 われ る も の で あ り、そ こ で 重要 な の は 「自己 の 役

割 や 立場 に よ る バ イ ア ス 」 を自覚する こ とで あ る。

すなわ ち、盛山 が 知識
・ス キル を重視す る の に対 し、

岡崎 の 関心 は 倫 理 に注が れ て い る。社会調査 に 向 き

合 う市民 と し て の 倫理 性 こ そ CSL を通 じて 習得 で

き ると考えた の だ ろ う。

4． プー
ル 学院大学の 事例

4−1．授業実践の背景

　X 地域
一

帯 に は 、中国帰国者 と そ の 家族 が 約 2 千

人居住 し て い る。中国帰国者 の 孫 ・ひ 孫世代を受け

入 れ る 保育所や 小中学校 で は 、日本語学習支援や通

訳 ・翻訳 の ニ
ーズ が高 く、そ の よ うな地域 の ニ

ーズ

に 応 え る形で 、プー
ル 学院大学は 多文化共生をテ ー

マ に し た CSL を積み重 ね て きた
7）
。そ の 実践 の 中

か ら、第 1筆者 は CSL と社会調査 の 結合 の 有効 性

に着 目 し た の で ある。

　CSL は 地域 の 課 題 に取 り組 む も の で あ る が、多
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くの 場合、何が 地域 の 問題 点や ニ ーズなの か 、そ の

問題 点 や ニ
ーズ を解決す る手 段 と し て 何 が 適切 な

の か とい うこ とを正確 に理解す る こ とな く、さ しあ

た っ て 必要 と され る サ
ービ ス に 従 事 す る こ とに な

る。現場 の ス タ ッ フ は、地域 の 問題点や ニ
ーズ を直

感的に把握 し て い る が、客観的 なデ
ー

タを集め分析

する ツ
ー

ル が な い 、時 間的な ゆ と りがな い な どの 理

由か ら、客観的なデータ を示 す こ とが で きな い とい

うケース が 多 い 。地 域 の 問題 点や ニ
ーズ を客観的 に

把握す る と こ ろ に も、大学 と し て の社会貢献が求 め

られ る と考 えた。

　 中国 に ル
ー

ツ を持 つ 子 ども達が 通 う保 育所や 小

中学校 で は、保育士 ・教師は、そ の 保護者 との コ ミ ュ

ニ ケーシ ョ ン を課 題 として 捉え て い た。一
つ に は、

言葉の 問題 で うま く コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が 取れ な

い た め で あるが、もう
一

つ は 、保護者が仕事 に忙 し

く、面談時間がな か なか取れな い こ とも影響 して い

た。もとも と、中国 で は共働きが標準で あ り、育児

は も っ ぱ ら祖父母が担 い 、子 ども の 教育は 学校 に 全

面的に委ね る とい う意識が強 い 。日本で の 生活 は経

済的 に厳 しく、保護 者は仕事優先 の 生活に な り がち

で あ っ た 。 さ らに、日本 の よ うに保護者が 年に何度

も学校を訪問す る と い う習慣 が 中国 に は な く、日本

の 学校が行 う面談 や懇 談 は形式的で意味が ない と

敬遠 され る傾向が伺われ た 。

4−2．授業実践の目的

　教育 ・保 育 で は 、教員 ・保育士 と保護者 の コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン は 重要 で ある 。 そ こ で、教員
・
保育士

と保護者の 相互 理 解に 貢献す る こ と を 目的 に 、中国

に ル
ーツ を持 っ 保護者 を対 象 と した質問紙調 査 実

施を核に した本授業実践 を企画 し た。質問紙調査 に

よ っ て 保護者 が どの よ うな状況 に 置か れ 、どの よ う

な思い を抱 え て い る の か を明 らか に する こ とが で

き 、教師の 保護者理解が 一層深ま る と考えた。学生

に とっ て は 、 社会調 査 の 技法 を習得する こ とに 加 え

て 、地域 の 課題解決に社会調査を役立 て るセ ン ス を

習得す る こ と、地域 の 課 題解決に む けた具体的 ア ク

シ ョ ン へ の 手掛 か りを得 る こ と、と い う教育効果 が

ある と期待 され た。

4−3．授業実践の概要

　本 授 業 実践 は、2009年度、第 1 筆者が 担 当す る

専 門演習 18） にお い て 行 っ た。本授業 実践 の パ ー
ト

コ ミ ュ ニ テ ィ
・サービス ・ラ

ー
ニ ン グ型社会調査の可能性に つ い て

ナ ー機関 と して A 保育所 （定員 120人） と B 小学

校 （児童 数 418 人〉を選 ん だ。A 保育所 も B 小学校 も、

中国 に ル
ーツ を恃っ 住民 が 集住 し て い る地域 に位

置 し、在 籍園児 ・児童 に 対 す る中 国 に ル
ー

ツ を持

つ 者 の 占め る比率 が高 い （A 保 育所 で は約 lf3、　 B

小学校 で は約 1割 ）。 本 学は、A 保 育所 と B 小学校

に、保 育実習 や教 育実習 に 加 え て 、SL で も学生 を

派遣 して い た 。 A 保育所は B 小学校 に隣接 して お り、

卒 園児 の 多 くが B 小 学校 に 入 学 し て い る。A 保 育

所で も B 小学校で も、保育士 ・教師 は、中国に ル
ー

ツ を持 っ 保護者 との コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に苦慮 し

て い た。SL で 活動する 留学生 の 中に は 、保護者 面

談の 通訳 や保護者宛通信 の 翻訳に 携わ る者 もい た 。

B 小学校で は 、2007年度 〜 2008年度、学生が児童

に中国文化 を紹介する交流授業を行 っ た
9）
。

　調査 を担 当 した 学 生 は、3 年生 3 名 （留学生 2 名、

日本 人学生 1名）。3名 と も B 小学校で の 交流授業

に 参加 して お り、うち留学 生 1 名 は A 保 育所 に お

い て SL で 活動 し た 経験 を持 っ て い た 。

　授 業 実践 の 過程 の 概要 は表 1の 通 りで ある。調

査票 は 、A 保 育所 の 保育士 、　 B 小 学校 の 教師か らそ

れ ぞれ盛 り込む べ き質問項 目に つ い て 意見 を伺 い 、

そ れ ら を基 に 学生達が原案を作成 し、再度、保育士 ・

教師に チ ェ ッ ク し て も らい 、完成 させ た。中国 に

ル
ーツ を持 つ 保護者 の 中に は 、日本語表記 の 調査票

で は回答 で きな い 者もい る と考え られ た た め 、留学

生が中国語 に 翻訳 した。保護者に は 日本 語版と中国

語版 の 2 種 類 の 調 査票 を渡 し、どち らで も好きな方

に 回答 して もら うこ とに した。

　 　 　 　 　 　 　 表 1　調 査実践の 過程

2009 年 9 月　A 小学校教員 と B 保育所保育士 に

　　　　　　対す る ヒ ア リ ン グ

　　　 ll 月　保 育所調査粟案 ・小 学校調査票案 の

　 　　　 　　 提示

　　　　　　保 育所調査票 の 完成

　　　　　　 A 小 学校教員に 対す る ヒ ア リン グ

　　　 12月　B 保育所で の 調査実施

　　　　　　小学校調査票修正案 の 提示

2010 年 1月　小学校調査票の 完成

　　　 2 月　A 小学校で の 調査実施

　　　　　　調 査結果の集計

　 　　 3 月　調 査結果 の 報告
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　調査 は 、
A 保育所で は 2009 年 12 月 に 、

　 B 小学校

で は 2010 年 2 月 に託 送調 査 法 を用 い て 実 施 した。

集計 ・分析は学生 が行 い 、調査結果を A 保育所 と

B 小学校それぞれ に 渡 した 。

4−4．授業実践の 過程

（1）調査票作成

　学生達 は 、交流授業 や SL で 中国 に ル ーツ を 持 つ

子 ども達 と接す る 機会 を持 っ て い たが、子 ども達が

直面 し て い る 教育的課題や保護者が 置か れ て い る

生活状況に つ い て は 、あ ま り十分な知識を持 っ て い

な か っ た。そ こ で 、まず、中国帰国者 とそ の 家族 の

生活状況や、中国に ル
ーツ を持つ 子 ども達 の 教育課

題に 関する文献を講読 し、具体的なイメ
ージ を掴 む

こ と に し た 。そ の 後、A 保 育所 の 所 長 と B 小 学校

の 日本語教室担当教員に 対 し て 、調査実施 の 趣 旨を

説明 し、調査票 に 盛 り込む質問項 目に関 し て ヒ ア リ

ン グを行 っ た 。

　保育所や小学校は、行政機 関や大学等 か ら調査協

力 の 依頼 を受 け る こ とが多 い
。 そ の 場合、調 査実施

主体 が 自分達 の 調 査 目的 に 沿 っ て 調査 票を作成 し、

調査 協力機 関は完 成 され た調査 票 を所 属員 に 配 布

し 回収するだ け となる。しか し、本授 業実践 は、A

保 育所 と B 小学 校それ ぞれ にお い て 、 保育士 ・教

員 と保護者 の 相互 理解 に 貢献す る こ とを 目的 と し

た もの で あ る。調査 に よ っ て 明 らか に し た い とい う

主体 は A 保育所 や B 小 学校 の 側 で あ り、学 生達 は

そ れ をサ ポー
トす る側 に 立 つ こ とにな る。 あま り例

の な い タイプ の 調査な の で 、A 保育所 の 所長 も B 小

学校 の 日本語教室担当教員 も最初は戸惑 っ て い る様

子 で あ っ たが、趣 旨を理 解 し て もらうこ とが で きた。

　 ヒ ア リン グ に よ っ て 、保育士 ・教師が 中国に ル
ー

ツ を持 っ 保護者 に 対 し て 違和感 を抱 い て い る こ と

が わか っ た 。

一
つ は 、保護者が他 の 何 よ りも学力 を

重視 す る こ とで あ り、も う
一

つ は 、子 ど もの 保育 ・

教育 にっ い て保育所 ・小 学校任せ となっ て い ると感

じられ る こ とで あ る。保育士 ・教師は、学力保 障は

大切 で あるが、協調性や 自立心 と い っ た 生 きる力 を

育成す る こ とも学力保障に 劣らず大切 で あ り、子 ど

も の 保 育 ・教育は 保 育所 ・学校 と保護者が協力 して

担 うもの だ とい う意識が強い 。

　上記 の よ うな共 通 点 も あ る が 、保 育士 と教 師 で は

関心 の 方 向が異な る こ ともわ か っ た 。当然 の こ とな

が ら、保育 士 は 育児方法 の 違 い に 、教師は教 育観の
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違 い に 関心が向 く。 当初 、 保育所調査 と小学校調査

で 同 じ調査票 を使 うこ とを考 え て い た。しか し、そ

れ ぞれ が盛 り込 み た い 質問項 目を
一

つ の 調査 票に

ま とめ る の は 無理が あ る と判断 し、保育所用 と小学

校用 の 2 種類の 調査票を作成する こ とに し た。

　育児方 法 ・教育観 を 尋 ね る質問項 目を作成す る

際、学生同 士 で 議論に なっ た 。留学生は、学歴重視

の 中国 の 教育事情を 上 げ、保護者 の 考え方に 共 感 を

示 して い た。また、中国 で は 両親 と も仕事が忙 し く、

子 どもに勉強 を教える余裕 はな く、専門家で ある教

員 ・
保 育士 を全面的に頼 る こ とは当然の こ とだ とい

う意見 を述 べ た。実 際、中国 で は、学校 の 教員が別

料 金 を取 っ て 、正規 の 授業が終 わ っ た後 、夜遅 くま

で 子 ど も達 を 自宅 で 勉 強 を教え る とい うこ とが あ

る 。 他 方 で 、保 育所で の SL を体験 し た留学生 は 、「中

国 の 子 どもよ り、日 本 の 子 ども の 方 が 自立 し て い

る 」 と、生 きる力重視 の 保育 ・教育 の 良さに も理解

を示 した。留学生 の 意見に刺激 され、日本人学生 は 、

改めて 、日本の保育 ・教育を相対的に見 直す視点を

持つ こ と が で きた よ うで あ っ た
。

　 大半 の 質問項 目は、保 育士 ・
教師 の 意 見 を反 映

し た も の で あ っ た が 、一
っ だ け、留 学生 の 希 望 で

保育所調査 の質問票 に組み入れ られ た もの が あ る。

「子 どもは何人欲 し い で す か 」 とい う、理想 の 子 ど

も の 数を尋ね る質問項 目で ある。中国 で は
一

人 っ 子

政策 の 下 で 出生児数が抑制 され て い る 。 留 学生 は 、

一
人 っ 子政策 の 規制を受けな い 状況 で あれば、理想

の 子 ど もの 数 は ど うな る の か 知 りたか っ た よ うで

あ っ た 。日本人 学生 は 、子 ど もを持 つ とい う私 的な

事柄に も政治が大 き く影響す る こ とに、新鮮 な驚 き

を持 っ た よ うで あ っ た。

　調査票作成作業は 、中国 に ル
ーツ を持っ 保護者 が

置か れ て い る状況 に つ い て、留学生 と日本人学 生が

それ ぞれ の 文化的 コ ン テ キ ス トに 依拠 して 理 解 し

た もの をす り あわ せ て い く過程 であ っ た。象徴的な

エ ピ ソ
ー

ドと して 、調査 の 説明文 に 関す る議論 をあ

げ る こ とが で きる。最初、調査 の 説明文 は以 下 の も

の で あ っ た 、

　今、日本で は 、様 々 な 文化 的背景 を持 つ 人 々

と
一

っ の 社会を作 り 上 げて い く こ とが 求め ら

れ て い ます。そ の こ と に よ っ て どの よ うな問題

が 生 じ る の か 、そ の 問題 を解決す るた め に は

ど うすれ ば良い の か とい う こ とを、私達 はプ
ー
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ル 学院大学 で 学 ん で い ます。

　 こ の 説明文に対 し て留学生 は異論を唱 えた 。
「日

本社会 に は既に様 々 な文化 的背 景 を持 つ 人 々 が た

くさん 生活 して い る 」 と。 自分達 留学生 も、日本 国

籍を 持 っ て い な い が 、大学生 と し て 学 び、ア ル バ イ

ト と し て働 き、 コ ミ ュ ニ テ ィ の
一

員で ある と。多 文

化社会は 日本 の 将来 の 姿で は な く、日本 の 現実 の 姿

で あっ た の で あ る。留学生 の 意見を受 け て 、説 明文

は以下 の よ うに 修正 され た 。

　日本の 社会は 、今 日、様 々 な文化的背景 を持

つ 人 々 に よ っ て構成され て い ます 。 そ の こ とに

よっ て どの よ うな問題が生 じ る の か 、 そ の 問題

を解決す るた め に は ど うすれ ば良い の か とい う

こ とを、私達は プール 学院大学で 学ん で い ます 。

　学 生達 は、一
っ の ア ン ケ

ー トを作成する 過程に お

い て 、異 なる立場や 文化を理解 しつ つ 妥協点 を探る

方 法 を学 ぶ こ とが で き た と言 え るだ ろ う。調査票

は A 保育所 の 所 長 と B 小学校 の 日本語 教室担 当教

員に チ ェ ッ ク し て も らい 、指摘 を受けた箇所を修正

し、完成 させ た。

（2）集計 ・分析

　調 査は 、A 保育所で は 2009 年 12月 に、　 B 小 学校

に は 2010年 2 月 に行 っ た。A 保 育所 と B 小 学校そ

れ ぞれ に 対象家庭数分 の 調査票 を渡 し、配布 と回収

を依頼し た
1°）
。回 収 数 は A 保 育所 で は 20家庭で あ っ

た。B 小学校 で は 28 家庭 で あ っ た が 、うち 1家庭

は設 問 に 回答せ ず 、そ の まま調 査票 を返 却 し て い

た の で 、有効回答数 は 27 家庭 であ っ た。調査票は 、

日本語版 と中国語版 の 両方 を渡 し 、 どち らで も好 き

な方で 回答 して もらっ た 。 中国語版で の 回答は 、保

育所調 査で は 9家庭、小 学校調 査 で は 13家庭で あ

り、ど ち らも約半数 が中国語版を選択 して い た。

　データ は エ ク セ ル を用 い て 単 純集計を出 し、調査

票 に 書き 込 ま れ た 中国語 に よ る コ メ ン トは 留学 生

が 翻訳 した 。 調査結果 の 概要 は次 の 通 りで あ る 。

保育所調査

　 ・回答者の 9 割以上 が母親 。
8 割近 くが 30代。

　 ・家族形態は 大半が核家族。子 ども の 人数の 平均

　　は 1．84 人。8割が希望 の 子 ども数 は 2 人。

コ ミュ ニ テ ィ
・サー

ビス ・ラー
ニ ング型社会調査の可能性 につ い て

・父 親 の 6 割が 来 目 し て 10年以 上 で あ る が 、母

親は半数以上 が 10年未満で あ る。
・家庭 で の 言語 は 5割 が 「中国語 と 日本語 の 両

方」。「中国語 」 も 5割近 くい る。

・子 ど もの 友達 に つ い て 7割近 くが 「だ い た い

知 っ て い る 」 と回答 し て い る が、「ま っ た く知

　らな い 」 と回答 し た保護者も 1 割 い る 。 子 ども

の 遊び 相手 は 「親戚 の 子 ども」 が最も多 く、子

　どもの 人間関係が親族を軸に 形成 され て い る こ

　と が わ か る。
・
子 ど も の 就寝時間は 21 時が最 も多い が 、

22 時

以降も 5 割近 く あ り、夜型 の 生活 に な っ て い る

子 どもが 多い こ とがわ か る。 しか し、子 ども の

起床 時間は 8割近 くが 7 時で あ る 。

・8 割が 朝 ご飯を 「毎日食 べ て い る 」 と回答 して

い るが、2 割が 「食 べ て い ない 日もときどきあ

る 」 と回答 して い る。

・離 乳 食 の 開 始 は 、「10 ヶ 月 頃か ら 」 が最 も

多 く、次 い で 「6 ヶ 月 頃 か ら 」 「4 ヶ 月頃 か ら」

　とい う順にな っ て い る。

・子 どもの 健康面 に つ い て は 、9 割が子 どもの 水分

補給 に気 を配 っ て お り、8割近 くが 37，5度以 上あ

れば子 どもに熱 が ある と判断して い る。9 割以上

の 保護者が、子 ど もに熱があ る と 「保育所を休 ま

せる」 と回答 して い る。子 ど もが ケ ガを した場合

には、半数以上が 「子 どもの 様子をみ て か ら医者

の 診察を受けさせ る」 と回答 して い る 。

・保 育所 で
一

番 大事に し て 欲 し い こ とに つ い て

は、「勉強」 が最も多く、次い で 「しつ け」 「健

康 」 と な っ て い る。最 も低 い の が 「思 い や り」。

　中国 と日本の教育を 比較 して 、半数以上 が 「ど

ち らも同 じ 」 と回答 し て い る 。
1／4 は 中国 の 方

が良 い と回答 し て い る。
・
日本 で の 生活に 子 どもが ス トレ ス を感 じて い る

　と 回 答 した の は 2割。7 割近 い 保護者が ス ト レ

ス を感 じ て い な い と回答 して い る。9割近 い 保

護者が 保育園 の 先生 に 自分 の 子 ど もを他の 子 ど

　も と 同 じ よ うに扱 っ て 欲 しい と回答し て い る。

・保護者 の 半数 以 上が 日本 食を 「ま っ た く作る こ

　と が で きな い 」 と回答 して い る。保育園 か ら配

布 され るプ リン トを 「読 め る し、意味もわ か る 」

　と回答 し た の は 1割にす ぎな い 。

・日本 に来 て
一

番嫌に 思 うこ と と し て 7 割近 く が

　「言 葉が わ か らない こ と」 をあげて い る。「子 ど

；Tl77itア学研 宮 V・1．13 ［固
　 　 　 N 工工

一Eleotronio 　Library 　



The International Society of Volunteer Studies in Japan

NII-Electronic Library Service

The 　工nternational 　Sooiety 　of 　▽ olunteer 　Studies 　in 　Japan

森定 玲子 ・蔡　　春花

も は 日本料理 が大好きだ け ど あま りで き な い 。

そ の 上 に お弁当 を作 る こ とが
一

番難 し い 。」 と

の コ メ ン トもあ っ た。
・将来 の 生活 の 場 と して 日本や中国を選択 した 保

護者は それ ぞれ 3割程度。5割近 くが 「わか ら

な い 」 と 回答 して い る。

小学校調査

　 ・回答者の 9割近くが母親で あ り、8割近 くが 30

　　代で ある。

　 ・家族形態 と して は大半 が核家族 で あ り、子 ども

　　の 人数の 平均は 1．92 人。

　
・
父親 も母 親 も来 日 10 年 以 上 が 最 も多 い 。 日

　　本 で の 生 活 が あ る程 度 安定 し て い る と推察で

　 　き る。

　
・家庭で の 言語 は 6 割以上 が 「中国と 日本語 の 両

　　方 」 と 回答 し て い る 。
「中 国語 」 と回答 し て い

　　る家庭も 114以上 い る。

　
・学校で大事に して 欲 しい こ との 第 1位が 「勉

　　強」。次 い で 、「自立 心 」、「友達 との 関係」 が 同

　　率で 並 ん で い る。最 も低 か っ た の は 「中国語 ・

　　中国文化」。

　
・
子 どもの教育に つ い て 、中国 と比 べ て 日本 で は

　　「自立 心 が養わ れ る 」 と評価 して い る が、「学力

　　が身 に付 く」 と い う点で は中国 の 方が優れ て い

　　る と思 っ て い る。日本 の 教育 につ い て も中国の

　　教育に つ い て も 「学力」 にも っ と力を入れ て 欲

　　し い と思 っ て い る。「学力 」 重 視 の 考 え方 が強

　　い こ とが伺 われ る。

　
・子 ど もの 生活 実態に つ い て は 、8 割 以上 が 「毎

　　日朝 食を食 べ て い る 」 と答え て い るが 、「食 べ

　　て い な い 日 も とき どきあ る」 「食 べ て い な い 」

　　と い う家庭 も 1割 以 上存在す る。子 ど もの 友達

　　に つ い て も 6 割近 くが 「だ い た い 知 っ て い る 」

　　と答 えて い るが、「ま っ た く 知 ら な い 」 と 答 え

　　て い る保護者 も 1割存在 す る。子 ども の友達は

　　「ク ラ ス の 友達 」 が 最 も多 い
。 子 ども の 人 間関

　 係は 学校が軸にな っ て い る。

　
・日本で の 生 活に子 どもが ス ト レ ス を感 じて い る

　　と回答 した の は 114
。

ス トレ ス の 原因 と し て 最

　　も多か っ た の は 「生活習慣が異な る こ と」。

　
・子 ども の 教育に つ い て 、6 割 以 上が 「中国語 と

　　日本語 の 両方」 を話せ るよ うにな っ て 欲 し い と

　 願 い 、大学 ま で 進 学 させ た い と希望 し て い る。
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　しか し、子 どもの 宿題 を 「全 教科教 える こ とが

で き る」 と回答 し た の は 1割 も満 たな い 。学校

か ら配布 され るプ リン トを 「読め る し、意味 も

わ か る」 と回答 した の は 5 割弱 。

・日本 に来 て 困 っ た こ とと して 最 も多か っ た の は

「言葉が わ か な らな い こ と」。 しか し、5割近 く

が 「ず っ と 日本 で 暮 らす」 と回答 して 、「中国

に 帰国す る 」 と回答 し た の は 1割 も満た ない 。

　日本 で の 生活 を希望 して い る。
・現在 日本で 生活 し て い て 困 っ て い る こ とと して

上 げ られ て い る の は 「日本語 」。日 本語 の 問題

で 、子 ど もの 勉強をみ て やれ な い とい う意見が

　目立 っ た。
・日本に来て 良か っ た こ ととして 最 も多か っ た の

は 「環境が 良い 」 こ と。次 い で 、
厂治安が 良い 」、

「交通 の 便が よい 1 が続 い て い る 。

・ア ン ケ
ー

トは 日本語版 と中国語版の 両方 を用意

　した 。日本語版 で 提 出 し た の は 14名。中国語

版で提 出 した の は 13名。懇談会で の 通訳 の 必

要性 は 日 本語 版 の ア ン ケ ー トに の み入 れ て い

た。「どち らか とい えば必要で な い 」 と 「必要

で な い 」 をあわ せ る と 6 割以 上が通訳 の 必要性

に否 定的で あ っ た 。 しか し、13名が 中国語 版

の ア ン ケ
ー

ト用 紙 を選択 し た こ とを考える と、

同 じ情報量 を保障す る た め に は 通訳 が 必要 だ と

言 えるだろ う。

　学生達は、調査結果 を見 て 、よ うや く中国に ル
ー

ツ を侍 つ 保 護 者 の 実 態像に つ い て 具体的なイ メ
ー

ジを掴む こ とが で きた よ うで あ っ た 。
一

人 の 学 生

は 、 レ ポー
トに 次 の よ うに記述 して い た。

　ア ン ケ
ー

ト結果 か ら 、 将来 とも日本で の 生活

を希望 し、子 ども の 教育に も熱心 で あ る が 、言

葉の 問題か ら子 どもの 教育を十分に み てやる こ

とが で きな い 、学校や保育所に 「勉強 」 「しつ け 」

「健康」 を期待 し て い る保護 者 の 状況が浮か び

上が っ て く る。保護者が 日本 に来て
一

番困る事

は 、言語 が 通 じ な い こ とで あ っ た。少数で は あ

る が、文 化や 習慣 が 異な るた め子 どもが ス トレ

ス を感 じて い る、と回答す る保護 者 もい た。

調査結果 をま とめ る過程も、異文化 とど う向 き合

うべ き か を考え る機会 とな っ た 。留学 生達は ア ン
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ケ
ー

トの 回答 に将来 の 自分達 の 姿を重ね て み て い た 。

彼 ・彼女は 日本で の 生 活 に満足 し、卒業後も 日本 で

就職 し生活する こ とを希望 し て い た 。 異文化の 中で

懸命 に 子 育て し て い る保護者 の 姿を留学生達 は 共感

的に捉え、自分ならどの よ うな生 活を選択する の か

自らに問 い 直 して い た。目本人学生も、保護者 の 選

択 が 幸せ にな りた い とい う誰もが 持 っ て い る願 い に

基 づ くもの で ある こ とを改めて理解 し、隣人 として

自分 に 何が で き る の だろ うか と問 うて い た。

（3）結果報告

　調査結果は小 冊子 に ま とめ、A 保 育所 と B 小学

校 に、保育所調 査 と小学校調査 の 両方を職員数分

印刷 し て 渡 し た。現在保育 ・教育 し て い る 子 ど も

の 保 護者 の 思 い を理 解す る こ と は もち ろ ん の こ と、

そ の 後 の 年齢 段階、あ る い は 前の 年齢段 階に あ る 子

どもの 保護者 の 思い を理解する こ とも、意義があ る

と考 えた か らで ある。調査結果 に 対 し て 、A 保育所

と B 小 学校 の 両方か ら、「参考にな っ た 」、「職員研

修 に使 い た い 」 と の 評 価 を得た 。 ま た、学生 達は

翌 年度の 大学祭 で 調査結果 を展示 し、学校現場 で の

異文化理解の 必要性を訴 えた 。 さらに、中国にル
ー

ツ を 持 つ 保護者 に 配布す る た め に 中国版調 査 報告

書の 作成も試 み たが、単純集計表 の 翻訳だ けに とど

ま り、残念なが ら、完成 に は 至 らなか っ た 。 従 っ て 、

調査対象とな っ た 中国に ル
ー

ツ を持 つ 保護者 に、直

接調 査結果を示すこ とは で きなか っ た 。

4−5．授業実践の結果

　質 問紙調 査 で は 、回 答者 の 匿名 性 を確保 し て デー

タ を統計的に 処理する ため 、 誰が どの よ うな回答を

した の か は わ か らな い が、全体 の 傾 向を掴む こ とが

で き る。教師 ・保育士、は 中国に ル
ー

ツ を持 つ 保護

者 と 面談し て も、言葉 の 壁 が あ り、保護者 自身 の 状

況 や考え方 を把握す る の は難 しい 。保 育所 調 査で

も小 学校調査 で も保護者 の 約 半数 が 中国語 版 の 調

査票 を選択 して い る こ とか ら考え る と、調査結果に

は 中国語版 の 調 査 票 を用 意 した こ とで 把握 で きた

デ
ー

タ が多数含 まれ て い る と言 え るだ ろ う。本調査

は 、教師 ・保 育士 が独力 で 把 握す る こ とが難 し い 、

中国 に ル ー ツ を持 っ 保護者 の 状況や 考え方 を全体

の 傾 向 として 示す こ とができた の で 、高い 評価を得

る こ とが で きた 。 調査結果 は、教師 ・保 育士 の 保護

者理解を深 め る こ と に 役立 っ た と言え る だろ う。

コ ミ ュ ニ テ ィ
・サービス

・
ラ
ー

ニ ン グ型社会調査 の可能性に つ い て

　例 えば、保育士 は、子 どもの 教育の ため に就学段

階で 中国に 戻 っ た り、子 どもだけ中 国 に 戻 し た りす

る事例が あ る こ とを経験的に 知 っ て い る 。 しか し 、

将 来 の 生活 の 場 を尋 ね る 質 問 に 対 し て 5 割近 くが

「わ か らな い 」 と回答 して い る こ と に 大 きな驚きを

感 じた こ とだろ う。中国にル
ーツ を持 つ 家族は、将

来 の 生活 の 場 を描 き に く い 状況 の 中で 日 々 暮 ら し

て い る、そ の こ とへ の 理解は、保護者や子 ども へ の

関わ りに影響を与え る と考え られ る。小学校 の 教師

は、子 どもに受 けさせ た い 教育に っ い て 、6 割近 く

が 「大学」 を、3 割が 「大学院 」 を 挙 げて い た こ と

に驚い て い た。中国 にル
ーツ を持つ 保護者が 学歴を

重視す る こ とを経験的 に知 っ て い た が
、 高学歴指 向

を数 字 で 突 き付 け られ る と、改 め て 希 望 と現 実 の

ギ ャ ッ プ の 大 きさを感 じた よ うで あ っ た 。

　学生 へ の 教育的効果 と して は 、何 よ り も現状認識

の 深 ま りを挙 げ る こ とが で きる 。

一
人 の 学生 は レ

ポー トに 次 の よ うに 記 して い る。

　親た ちの 考 え は 日本人 の 考 え と似て い る と

こ ろ もあ る が、日本で 生活する悩み を記述す る

親 もい た。 しか し、中国 に 帰国 した い と考え て

い る親は 少な く、多くが 日本で の 生活 を継続 し

た い と答えて い た。これ か らの 日本は ますます

多文化 社会に な っ て い く こ とが分か る。こ の 事

実を どれ だ け多 くの 日本人が 受け入れ そ して

理 解 して い く か が 大事 で あ る と考 え る。しか し

現状は 、対応な どが統
一

され て い な く、中国 に

ル
ーツ を も っ 親た ち は こ れ か らを不 安 に 感 じ

て い る。だ か ら こ そ、日本 人 も中国 の 文化や考

えを理解 し て い く こ とが 大事 で ある と考え る。

　SL や交流授 業で 中国に ル
ー

ツ を持 つ 子 ども達 と

関わ っ た り、文献 で 彼 ・彼 女らの 教育課題に っ い て

学んだ り して い たが、学生達か らすれ ば、保護者は

見 え に くい 存在 で ある。調査票 1枚 1枚に 目を通 し、

デ
ー

タを エ クセ ル に打ち込む こ と を通 じ て 、保護者

の イ メ
ージ が 具体化 して きた よ うで あ る。文献 を通

じて 言 葉 の 壁 が 大き い だ ろ う と理 解 し て い た と し

て も 、 保護者 が 調 査 票 に 書き込 ん だ コ メ ン ト程雄弁

に物語 る もの はない 。

　子 どもは 日本 で 成長 し、日本 の 学校 で 勉強 し

て い るが 、親は 日本に 来て か ら仕事 をす るの で
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し っ か り 日本語 の 勉強 を し て い な い か ら、親 と

子 ども と の 交流が 難 し い 。親 と し て 子 ど もに 教

え た い け れ ど、子 ど もが 親に い ろ い ろ教え て く

れ る。親は 子 どもの 教育が難 しい 。

　 こ こ に 私達が取 り組む べ き地 域 の 課題 が あ る こ

とを、学生達は実感で き た よ うで あ っ た。地域 の 問

題点や ニ
ーズ を客観的に把握す る こ とに社会調 査

が 役立ち得る と思 っ た よ うで あ っ た。保 育所 と小学

校の 2 箇所 で 調査 を実施 で き 、 それ らの 結果を比較

す る こ とに よ っ て 、子 ど もの 年 齢段 階で 保護者の

ニ
ーズ が 異 なる こ とも理解 で きた よ うで あ っ た 。

　 し か し、地域 の 課題解決 に 向 けた具 体的 な ア ク

シ ョ ン には繋が らなか っ た 。 小学校 の 方か らは交流

授業実施 の 、保育所 の 方 か らは 中国に ル
ー

ツ を 持 つ

保護 者の 交流 会 へ の 参加 の 誘 い もあ っ た 。 し か し、

学生達は、それ らの 誘 い に 応 じ た り、新たな企画 を

提案 した りす る こ とは な か っ た。3 年の 後期か ら就

職活動 が 始 ま り、調査実施 と集計だ け で精一
杯 だ っ

た ようで 、学生達 が為 し得 た の は 翌年度 の 大学祭で

調査結果を発表する こ とだけで あ っ た 。

　以 上 の こ とか ら、当初 の 狙 い と異な り、地 域の 課

題解決 に 向 けた 具体 的 な ア ク シ ョ ン に は 繋が らな

か っ たけれ ども、本授 業実 践 は CSL で あ っ た と 評

価 で きるだろ う。

5．考察

　プ
ー

ル 学 院大 学事 例 を参考 に 、 社会調査 が CSL

とな り得る条件を考察 して み よ う。そ の 条件は 3 つ

あ る と 考 え られ る。

　第 1 に 、調 査 目的であ る。社 会調 査 の 実施 そ の

も の が CS とな る必 要 が あ る 。 社会調査 は、そ の

目 的 に よ っ て 、理 論仮説 を検証す る 学術的調 査 と、

実態把握の た め の 実務的調査 の 2 つ に大別 で き る 。

CS と親和性が 高 い の は 後者 の 方で あ ろ う。 学 問

的議論や 理 論は 現場 が 直面 し て い る課 題 と決 し て

無 関係 で は な い が 、そ の 関係性 が 見 えに く く、コ

ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー
には学術 的調査 は 自分達 へ

の フ ィ
ー ドバ ッ ク が 少 な く単 に 負 担 を強 い る もの

に映 る 可能性 が高い。実態調査は、地域 の 問題 点や

ニ
ーズ を客観的に把握 し、次 なるア クシ ョ ン を検討

す る材料 とな る と期待で きる。 コ ミュ ニ テ ィ の メ ン

バ ー
が そ の 必 要性 を感 じ て い て も業務が忙 しくて

実施 で き て い な い 場合が 多く、直接 的な利 益 をもた
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ら す もの と して 受 け と め られ るだ ろ う。 本授 業実践

で 行 っ た 実態調査 の ように、日本語 と外 国語 との 翻

訳 を伴 う場合 も、コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー
へ の 大 き

な貢献 とな るだ ろ う。

　第 2 に、調査 実施 の プ ロ セ ス で あ る 。
コ ミ ュ ニ テ ィ

の メ ン バ ー
に は 実際 に ど うな っ て い る の か 知 りた

い と思 っ て い る事柄 がある 。 それ を調査 票 に 盛 り込

むた め に は 、コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ーと協働 して 調

査票 を作成す る こ とが望ま しい 。学問的議論や理論

が 現場 の 課題 に 関 し て 新た な側面 を照 ら し 出す も

の で あ り、そ の よ うな視点 で 調 査票を作成する こ と

が 現場 の 利益 に つ なが る こ ともあ る。調 査 票作 成

時 に 現場 の ス タ ソ フ と問題意識を共有 し て い く こ

とが で きれ ば、学術的調査で あっ て も コ ミュ ニ テ ィ

の メ ン バ
ー

も 「自分 達の た め の 調査 」 と して 捉 え る

こ と が で きる だ ろ う。

　第 3 に、ふ り返 りで ある 。 どの よ うな体験で あ っ

ても、ふ り返 りが なけれ ば学び に変換 されな い 。社

会調 査 が CSL とな り得 る ため に は 、単に 、調査 方

法や分析等 の 学 問的次 元 の ふ り返 りだ け で な く、人

格的 、市民的次元 の ふ り返 りが必要で ある。調査を

実施 し よ うとす る と、様 々 な人 々 と 関 わ る こ と に な

る。 コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー
と協働 し て 調査票 を

作成す るた め に は 、彼 ・彼女達 との 良好な人間関係

を築 き、信 頼を獲得する 必要があ る。調査対象者が

直 面 し て い る 状況や 抱え て い る思 い が イ メ
ージで

きなけれ ば、課題 に切 り込む 良 い 調査 とは な らな い

だろ う。もちろん 、

一
緒に調査 を行 う学生同 士 の 緊

密なコ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン も必 要 で あ る。そ こ に は 人

格的成長 を促 す チ ャ ン ス が 開 か れ て お り、それ ら

に つ い て の ふ り返 りが必 要 だ ろ う。加 え て 、こ こ

で 想定 して い る の は、CS と して 実施 され る社会調

査 で あ る。調 査 実践 が 有効な CS とな り得た か を問

うこ とは、市民的次元 で の ふ り返 りとな り、市民

的関 わ り を促す チ ャ ン ス につ なが る 。 人格的次元、

市民的次元 、学問的次 元 の 3 つ の レ ベ ル で の ふ り

返 りが 組 み込 まれ て こ そ、社会 調査 が CSL とな り

得る の で ある。

　以上 の こ とか ら、コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ーと協働

して 、コ ミ ュ ニ テ ィ の た め に実施 され 、ふ り返 り を

伴 う社会調 査を CSL 型社会 調査 と呼ぶ こ とが で き

る だ ろ う。

　次に、CSL 型社会調査 の 長所 と短所を考察し て み

よ う。長所 と して 、まず 上 げ られ る の は 、調査デー
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タの 解釈 が 深 まる こ と で あ る。調 査 が 切 り取る デ
ー

タは現実 の
一

部 に過 ぎず、そ の 調 査データ の 解釈を

通 して 私達は現実の 全体像を掴も うとす る 。
しか し、

一
っ の 調査データ に対 し て考え られ得る解釈は複数

あ り、調 査対 象者の状況を理解 し て い なけれ ば、誤 っ

た解釈に導か れ て し ま う。CSL 型 社会調査 で は、コ

ミュ ニ テ ィ の メ ン バ ーとの協働を通 じ て 調 査対象者

の 状況 を よ り良く理 解で き、よ り妥 当な調 査デー
タ

の 解釈に至 り着 く こ とが で きる だろ う
11）
。

　も う
一

つ 、長所 として上げられ るの は、市民 と し

て 社 会調 査 を実生活 で 活 用す るカが養われ る こ と

で ある 。 岡崎や盛 山 が 指摘 し て い る よ うに 、社会調

査 は 今や市民 に 必須 な能力で ある。そ こ で は 、単に

社会調査 を実施 した り、調査データ を読み解い た り

する だけで な く、社会調査 に よ っ て 地域 の 問題点や

ニ
ーズ に迫 り、課題解決 に向けて の ア ク シ ョ ン に つ

な げて い く力 が 求め られ る だ ろ う。 そ の セ ン ス は 、

実際に社会調 査 を CS と し て役立 て る中で こ そ習得

で きるも の だ と言え よ う。

　他 方 、CSL 型 社会調 査 の 短 所は 、学 生 自身 の 問

題 関心 を十 分 に引き出す こ とが で き に く い こ とで

ある 。 調査 目的や調 査項目の 選 定 自体 「自 己 の 役割

や 立場 によ るバ イア ス 」 が 入 り込 む 。調査票の 作成

にお い て 、コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー
と学生の 関心が

ず れ る こ と が あ る。本調査 で も、
一

人 の 留学生 は 、

理 想 の 子 ども の 数 を尋 ね る質問 項 目 を調査票 に 盛

り 込 む こ とを希 望 した 。中国の 文化で 育 っ た人 で

あ っ て も、一
人 っ 子政策の 規制を受けな い 状況 で あ

れば、理 想 の 子 ど もの 数は ど う変化す る の か知 り

た か っ た よ うで あ る。理 想の 子 ど もの 数 と産 児制

限政策と の 関係は 興味深 い テ ー
マ で あ る が 、教師 ・

保育士 が直面す る課題 とは直接的な関連性 が弱 い 。

理 想 の 子 どもの 数 を尋 ね る質 問項 目 は保育所調査

で は 採用 された が 、小学校調査 で は 削除 され た。保

育所で はそ の 質 問項 目は保育 ニ ーズ を把 握 す る の

に 有効で あ る と判断 され たが、小学校 で は子 どもの

生活実態や保護者 の 教育観 の把握 に 関わ る 質問 項

目で は な い と判断 され た か ら で あ る。

　 CSL 型 社会調 査 で は、 コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー

の 問題関心 が 尊重 さ れ、学生 の 問題 関心は軽視 され

る。学生 の 問題関 心 が ユ ニ
ー

ク で 新たな知見 を生む

可能性 を持 っ て い た と して も、コ ミ ュ ニ テ ィ の 課題

解決 に 関わ る も の で ある か ど うか で 評 価 され て し

ま う。コ ミ ュ ニ テ ィ の 課題解決に っ なが る こ とを重

コ ミュ ニ ティ
・サービス ・ラー

ニ ン グ型社会調査の 可能性につ い て

視す る 考 え方 は 、コ ミ ュ ニ テ ィ の 課題解決 に つ な が

らな い もの を軽視する傾 向にな りかね な い
。

「役 に

立 た な い け ど面 白い 」 とい う見方 を封 じ込 め て し ま

う危険性 が あ る。「コ ミ ュ ニ テ ィ の 課題解決に 役立

っ 」 とい う考え方自体に バ イ ア ス が含まれ る こ とを

自覚する こ と に よ っ て 、短所を最小限 に抑える こ と

が で きるだろ う。

　すなわ ち、「コ ミ ュ ニ テ ィ の 課題 解決 に 役立 つ i

とい う考え方が 持 つ バ イ ア ス の影響 を十分に 自覚

し、そ の 考 え方 の 限 界 を理 解 し て い れ ば、CSL 型

社会調査 は 「市民的教養 と し て の 社会調査 」 を学ぶ

最適 な機会 となる で あ ろ う。

6．今後 の 課題

　本授 業実践は試行的 に CSL 型社会調査 に 取 り組

ん だ に 過ぎず、教師 ・保 育士 と の 協働やふ り返 り

の 深 さ、新た な ア ク シ ョ ン へ の 展 開 な ど、不 十 分

な点が 多 々 あ る。今後 さ らに授 業 実践 を積み 重ね

て CSL 型社会調査 の 授業 モ デ ル を洗練 さ せ て い く

必要があ る だろ う。今後 の 授業実践 における課題 と

し て 、次 の 2 点を上げた い
。

　第 1に 、学問的議論や理論 との 関連性 の 強化 で あ

る。本授業実践で は 、現場の 教師 ・保 育士 の 要望 を

重視 して 実態調 査 に 徹し、理 論的な視点を調査票 に

持 ち込 む こ と は し な か っ た 。 し か し、学 問的議 論

や 理 論 が 現 場 の 課 題 に 関 し て 新 た な側 面 を 照 ら し

出す こ とがあ る 。 例 えば、本調査が 対象と し た 中国

に ル
ーツ を持 つ 保護者 の 多 くは、中国帰国者 の 親 族

だ と考えられ、従来 の 民族や 国民 とい うカ テ ゴ リー

では把握で きな い 現象を伴 っ て い る。彼
・
彼女 ら は 、

単純に 「目本人」 か 「中国人 」 の どちらか に 分類す

る こ と は で きず、日 本国籍 を取得 して い る者もい れ

ば 、中国国籍の 者 も い る。それ ゆ え 、私達は 彼 ・彼

女らを 「中国に ル
ー

ツ を持 つ 保護者」 と呼んだ 。 彼 ・

彼女 らの 中 に は 日本で の 永住を決 めた者 もい れ ば、

そ の 時 々 で 生活 の 拠点を 日本や中国、あ る い は他 の

国に移すこ とを選択 して い く者も い る。国籍や 居住

地が異な っ て い て も、共通 の 価値観を持 ち、文化的

コ ミ ュ ニ テ ィ を形 成 し て い る と 見 なす こ とが で き

る集 団 で あ る。そ の よ うな集団に 対 し て 、 トラ ン

ス ナ シ ョ ナル ・コ ミ ュ ニ テ ィ 、文化的ア イデ ン テ ィ

テ ィ 、デ ィ ア ス ポラ
・ア イ デ ン テ ィ テ ィ な どの 概念

を適用 し て分析 する こ とは有益で あ ろ うし、調査設

計や ふ り返 りに 取 り入れ る こ と は で き る は ずだ 。 学
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問的議論や 理論 を現場 の 課題 解 決 に活 用 して い く

こ とも大学が成 し得る
一

つ の 社会貢献 で ある。

　第 2 に 、新た なア ク シ ョ ン へ の 支援強化 で ある 。

CSL 型社会調 査 は 地域社会 の 課題 解決 の
一

助 と し

て 実施 され るもの で ある。単に実態 を明 らか にす る

こ と で 終 わ っ て し ま っ て は不十分で あ る 。 し か し な

が ら、学生達だけ で 新 たな ア ク シ ョ ン を企画 し た り

実施 した りす るの は難 し い
。 現場の 様子 もわ か らな

い ま ま、調査結果 だけ で 新 たな ア ク シ ョ ン を企画 し

ては 見当違 い の もの にな っ て し ま う危険性が ある。

調 査実施とは別 に、現場 の プ ロ ジ ェ ク トに 参加する

な ど工 夫が必要だ ろ う。 当時、本授業実践 と並行 し

て 、中国に ル ーツ を持 つ 子 ど も達の 学習支援や 中国

語 へ の 通訳
・翻訳等 の CSL も行 われ て い た。それ

らに 参加する学生達と 調査結果 を共有 し、新 たな ア

ク シ ョ ン に つ い て検討する こ と もで きた で あ ろ う。

CSL 型社会調査を有効 に活用す るた めには 、
コ ミ ュ

ニ テ ィ の メ ン バ ーとの 協働は もちろ ん の こ と、学 内

の他の セ ク シ ョ ン との 協働 も検討す べ き で あろ う。

　今後の 研 究課題 と し て 、 次の 2 点 をあげた い 。第

1 に 、CSL 型社会調 査 とい う概念 の 独 自性 を明確に

す る こ と で あ る。SL と ボ ラ ン テ ィ ア 学 習や参 加型

学習 と の 共 通点 ／差異点は もちろ ん の こ と、CSL

型 社 会調 査 と フ ィ
ール ド ワ ーク や ア ク シ ョ ン リ

サ
ー

チ との 共通点 ／差異点 に っ い て は、本研 究 で は

明確 に示す こ とが で きなか っ た。CSL 型 社 会調 査

には、サ
ービ ス 体験 と研究手法の 学習 の 2 つ の 要素

が 含 まれ る 。 サ
ー

ビ ス 体験 の 側面 で は、ボ ラ ン テ ィ

ア学習や 参加型学 習と ど の よ うに 異 なるの か 、研究

手法 の 学習 で は、フ ィ
ー

ル ド ワーク や ア ク シ ョ ン リ

サ
ー

チ と ど の よ うに 異な る の か 。 そ れ に つ い て は 今

後の研究課題 とした い 。

　第 2 に 、CSL 型 社会調査 と 「市民知」 の 生成可能

性 と の 関連につ い て で あ る 。 CSL 型社会調 査は、学

生 が 社会調 査 能力 を備 えた市民 と し て養成 され る機

会 を提供する が 、他方で、協働 の プ ロ セ ス を通 じて 、

地域の パ ー トナ ーが 社会調査 リテ ラ シ
ー

を習得する

機 会 ともな る。地域 で 活動する市民が社会調査 能力

を高 め て い く、も し くは社会調査 の 専門家 との 協働

を深 め て い くこ とは、「市民知 」
12）

が 生成 され る 可

能性 の 向上 に っ なが る と考え られ る。CSL 型社会

調 査 と 「市 民 知 」 の 生成可能性 との 関連性 に つ い て

は、本研 究 で は 明確に 示す こ とが で きなか っ た。今

後の 研 究課題 と した い 。

區 ］寸・ランテ・ア学禰 V・L13

7． おわ りに

　CSL は コ ミ ュ ニ テ ィ へ の サ
ー

ビ ス を 通 し て 学習

を獲 得す る教育方法で あ る が、同時に コ ミ ュ ニ テ ィ

に 対す る 大学 の 社 会貢献 で も あ る。CSL を 通 じて 、

大 学は コ ミ ュ ニ テ ィ の 機 関と実 り多きパ ー
トナ

ー

シ ッ プを構築する こ とが で き、大学 も コ ミ ュ ニ テ ィ

の
一

機関と して の 働 きを為 す こ とが で き る だ ろ う。

学問 の 側 か らすれば 、CSL は現代 的課題 に向 き合 い 、

そ の 有用性 を鍛えるチ ャ ン ス で ある。本報告 で 検討

し た よ うに、社 会 調査 と CSL は相性 が良 く、そ の

結合に は 大 きな効果 を期待 で き る が、他の 様々 な科

目で も CSL の 導入 は可能 だろ う。

　 し か し、コ ミ ュ ニ テ ィ の 機関 との 緊密な パ ー
ト

ナ
ー

シ ッ プ の もとで 有効なサ
ービ ス を提供 しよ う

とす る の は 、継続的で 大きな労力 が 必要 で ある。複

数 の 科 目が ば ら ば ら に CSL を実施 す る の は ロ ス が

多い 。
コ ミ ュ ニ テ ィ

へ の サ
ービ ス の 種 類は 限定 し、

そ れ ら に 関連 づ け て 複数 の 科 目が CSL を実施す る

よ うにすべ きで あ ろ う。そ の 成 否 の 鍵 を握る の は 、

カ リキ ュ ラ ム を統合 し、コ ミ ュ ニ テ ィ に貢献で きる

大学 の 組織体 制 の 構 築で あ ろ う。

【注】

）1

）2

）3

プー
ル 学院大学の SL プ ロ グラ ム の 教育実践に

つ い て は 、今ま で に 何度 か論文や 実践報告等の

形で 発表 して きた。SL プ ロ グ ラム の 導入 の 経

緯 と 狙 い に つ い て は 、森定他 （2006） を参照。

CSL を組 み入れ た授業実践 に つ い て は 、森定 ・

関 （2009） を参照 。 異文化間協働 の 理念 とス キ

ル を学ぶ 科 目、異 文化間協働基礎演習 と異 文 化

間協働応用演習 にお い て CSL を組 み 入 れた授

業 を行 い 、そ の 教育的効果 を考察 して い る。

本研究は 、CSL を組 み入 れ た授 業 実践 を考察

の 対象 と して い る点 で 、森定 ・関 （2009） と類

似 し て い る が 、本研究が 取 り上 げ て い る の は 、

通 常 そ れ 自体 サ ービ ス と し て み な され に く い

社会調査 を CS と して 位置 づ けた授業 実践 で あ

る。 後述 する よ うに、社会調 査 と CSL の 結合

に よる教育効果を岡崎 （2010）も着 目して い る

が
、 本研究は 、実際の 授業実践に基 づ い て 考察

して い る点 で 新規で あ る。

第 1 筆者 と第 2 筆者 との討議で 特に留意 した の

は、事実 に 関す る解釈に お い て 日 中 どちらか の

文化的 バ イ ア ス が 強 くな らな い よ うに す る こ
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）

）

）

45rO

）7

）8

）9

とで あ っ た。 日本の 学校文化で は 、授業や学校

行 事等 に 保 護者が 協力す る こ と は 当然 の こ と

として受け止 め られ るが 、中国 の 学校文化 で は

ほ とん ど 見 られ な い こ と で あ る。討議 を 通 じて

そ の よ うな価値観 の 違い を認 識 し、事実の 記述

が極力価値中立的にな るよ うに心掛 けた 。

倉本 （2008）、若槻 （2005 ） を参照。

Cress　et　al．（2005）参 照。

倉本は 、複数の 教科 の 教育 目標 とサー ビ ス 活 動

を統合 させ た ア メ リカ の 高校の SL 実践事例 を

紹介 し て い る （倉本 2008：147−158）。大 学で の

心理学教育と関連づ けられた SL 実践事例を小

林 （2007 ） が、看 護学 と関連づ け られ た SL 実

践事例を古城 ら （2006）が 、工科科 目 と関連づ

け られ た SL 実 践事例 を市 山 ら （2009） が 紹介

して い る 。

中国に ル
ー

ツ を持 つ 児童 生徒 の 学習 支援に か

か わ る CSL に つ い て は、中島 （2006） を参照。

専門演習 1 は 、3 年生 に 配当され た専門 ゼ ミで

あ る。

異文化 間協働 基礎演習 と異文 化 間協働応 用演

習で行 っ た CSL を組み入 れ た授業の こ とで あ

る。 詳 細は森定
・
関 （2009）を参照。

10） A 保育所 、B 小学校 とも、中国に ル ーツ を持 つ

　　子 ども の 正確 な家庭 数 に つ い て は確認 で きな

　　か っ た。概数を教え て も らい 、予備を含めた調

　　査票を A 保 育所 と B 小 学校に渡 し、配布、回

　　収 し て もら っ た。従 っ て 、回収率に つ い て は算

　　出 で きなか っ た。

11）例 えば、小学校調 査 で は 、「子 ど も は 日本 で 生

　　活を して い て ス トレ ス を感 じ て い ます か ？ 」 と

　　い う設 問 に対 し て 、「は い 」 と答 えた の は 1！4

　　で ある 。 こ れ に対す る解釈は複数考え られ る。

　　  実際に ス トレ ス を感 じ て い る子 ど も は 1／4 程

　　度 で あ る。  実際に は 1〆4 以 上 い る が 、親 は

　　そ の こ とに気付 い て い ない 。  実際に は 1〆4 も

　　い な い が 、親 の 方 が気 に し て い る。  実際 に は

　　1／4 以上 お り、親 もそ の こ とに気 が つ い て い る

　　が 、親は そ れ を 正 直に 回 答 して ない 。調査対象

　　者 の 状況 を よ り良 く理解する こ とで 、どの 解釈

　　が 妥 当で あ る か の 判断 を下す こ とが で き るだ

　　ろ う。

12） 「市民知 」 に つ い て は、萩原 （2009） を参照。

コ ミ ュ ニ テ ィ
・サービス ・ラ

ー
ニ ン グ型社会調査の可能性 につ い て
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The  Possibility of  Community  Service Learning-Style Social Research

                  : The  Case  of  Poole Gakuin  Uniyersity

Reiko  Morisada  and  Shunka Sai

  (Poole Gakuin  University)

Many  researchers  have pointed out  that service  learning promotes  academic  enhancement,  personal growth, and  civic

engagement  for students.  Okazaki (201O) suggests  that if we  would  combine  community  service  learning with  education

of  social  research,  students  could  learn "social

 research  as civic liberal arts",  thus promoting  their civic  engagement.

In this paper we  demonstrate the case  from Poole Gakuin University where  community  service  learning is combined

with  education  of  social research,  and  consider  the possibility of  community  service  learning-style social research,  In

conclusien,  the community  service  learning-style social  research  is social  research  that is conducted  for a community

jointly by  the community  members  and  accompanied  by reflection  on  that experience.  Ifwe  can  become  conscious  of  the

influence ofbias  in our  thinking that 
"we

 are helping to solve  community  issues" and  realize  the limits of  that thinking,

then it would  give us the best chance  to learn "social

 research  as  civic  liberal arts".

Keywords:community service  1earnmg,citizenship,social research  as  civic liberal arts
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