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第
3
章
　
教
育
学
に
お
け
る
移
民
の
子
ど
も
を
巡
る
議
論
の
展
開

　
外
国
人
労
働
者
と
そ
の
家
族
が
定
住
し
、
移
民
と
な
っ
て
い
く
過
程
の
な
か
で
、
か
れ
ら
を
取
り
巻
く
外
国
人
政
策
や
教
育
政
策
は

微
細
で
は
あ
っ
て
も
変
化
を
示
し
続
け
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
変
化
は
、
政
策
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
実
践
や
そ
れ

を
巡
る
教
育
学
の
議
論
の
中
に
も
同
様
に
見
て
取
れ
る
。
本
章
で
は
、
教
育
学
に
お
い
て
移
民
の
子
ど
も
を
巡
り
、
い
か
な
る
議
論
が

展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
、
移
民
の
子
ど
も
へ
の
対
応
に
関
す
る
議
論
か
ら
始
ま
っ
た
外
国
人
教
育
か
ら
異
文
化
間
教
育
へ
と
発
展
す
る

そ
の
過
程
を
概
観
す
る
。
ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
異
文
化
間
教
育
の
議
論
も
拡
が
り
を
見
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
整
理

を
行
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
議
論
の
な
か
で
も
、
R 

A 

A
の
教
育
実
践
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
や
支
援
の
鍵
と
な
る
異
文

化
間
能
力
に
つ
い
て
提
示
す
る
。

1
　
外
国
人
教
育
か
ら
異
文
化
間
教
育
へ

　
移
民
の
子
ど
も
を
巡
る
議
論
は
教
育
学
の
な
か
で
も
行
わ
れ
て
き
た
。
外
国
人
労
働
者
の
子
ど
も
と
し
て
、
移
民
の
子
ど
も
を
受
け

入
れ
た
当
初
は
、
ド
イ
ツ
人
の
子
ど
も
と
比
較
し
た
と
き
に
見
ら
れ
る
ド
イ
ツ
語
能
力
の
不
十
分
さ
を
補
償
す
る
と
い
っ
た
観
点
か

ら
、
補
償
的
な
外
国
人
教
育
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
移
民
の
子
ど
も
が
有
す
る
差
異
を
否
定
的
に
見
る
外
国
人
教
育
は
、
そ

の
後
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
批
判
の
帰
結
か
ら
、
文
化
的
差
異
を
学
校
や
社
会
を
豊
か
に
す
る
も
の
と
積
極
的
に
捉
え
る
よ
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う
な
視
点
が
生
ま
れ
、
異
文
化
間
教
育
へ
と
発
展
し
て
き
た
。

　
外
国
人
教
育
か
ら
異
文
化
間
教
育
へ
の
理
論
的
な
変
遷
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
天
野
（1997

）、
生
田
（1998

）、
立
花

（2006
）、
中
山
（1997

）、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ア
ウ
エ
ル
ン
ハ
イ
マ
ー
（A
uernheim

er 2003

）、
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
＝

ポ
ト
ラ
ッ
ツ

（K
rüger-Potratz 2005

）、
ニ
ー
ケ
（N

ieke, 2000

）、
マ
ー
ル
ブ
ル
ガ
ー
（M

arburger 1991

）、
メ
ヒ
ェ
リ
ル
（M

echeril 2004

）

な
ど
、
多
く
の
異
文
化
間
教
育
研
究
者
に
よ
っ
て
整
理
が
行
わ
れ
て
き
た
。
本
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
中
で
も
、
ド
イ
ツ
に

お
け
る
研
究
動
向
を
幅
広
く
丁
寧
に
整
理
し
て
い
る
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
＝

ポ
ト
ラ
ッ
ツ
（2005

）
の
論
考
に
注
目
す
る
。

　
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
＝

ポ
ト
ラ
ッ
ツ
は
、
外
国
人
教
育
か
ら
異
文
化
間
教
育
へ
の
発
展
に
つ
い
て
、
最
初
に
通
時
的
整
理
を
行
っ
た
の
が

ニ
ー
ケ
（N

ieke 1986

）
で
あ
る
と
し
、
他
の
研
究
者
も
自
身
の
視
点
を
多
少
加
え
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
ニ
ー
ケ
に
よ
る
整
理
に

依
拠
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
九
八
六
年
当
時
に
ニ
ー
ケ
が
行
っ
た
基
本
的
な
整
理
は
次
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
の

論
考
（1995, 2000

）
で
は
新
た
な
段
階
を
加
え
た
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
一
九
八
六
年
の
ニ
ー
ケ
に
よ
る
論
考
の
概
略

を
提
示
し
た
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
＝

ポ
ト
ラ
ッ
ツ
の
整
理
と
、
ニ
ー
ケ
自
身
が
当
時
の
論
を
引
き
継
ぎ
、
新
た
な
段
階
を
加
え
た
論
考

（N
ieke 2000

）
の
双
方
を
参
照
し
つ
つ
、
外
国
人
教
育
か
ら
異
文
化
間
教
育
の
発
展
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　
第
一
段
階
は
、
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
一
九
七
〇
年
代
末
ま
で
に
見
ら
れ
た
、「
応
急
処
置
と
し
て
の
外
国
人
教
育
（A

us-

länderpädagogik als N
othilfe

）」
で
あ
る
（K

rüger-Potratz 2005

：38-40, N
ieke 2000

：14-15

）。
当
時
の
ド
イ
ツ
の
学
校
で
問

題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
外
国
人
の
子
ど
も
が
ド
イ
ツ
語
の
知
識
を
ほ
と
ん
ど
持
た
ず
に
ド
イ
ツ
の
学
校
に
編
入
学
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
か
れ
ら
に
早
急
に
、
可
能
な
限
り
多
く
の
ド
イ
ツ
語
を
教
授
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
当
時
、
ド

イ
ツ
語
を
解
さ
な
い
外
国
人
の
子
ど
も
を
受
け
入
れ
、
教
育
す
る
と
い
う
経
験
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
の
学
校
で
は
、
外
国
人

の
子
ど
も
に
対
す
る
ド
イ
ツ
語
教
授
に
つ
い
て
、
外
国
語
と
し
て
の
ド
イ
ツ
語
教
育
（D

eutsch als Frem
dsprache

）
の
教
授
法
を

応
用
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
国
人
の
滞
在
が
長
期
化
す
る
と
、
外
国
人
労
働
者
と
そ
の
家
族
が
置
か
れ
て
い
る
言
語
環
境
を
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考
慮
し
、
そ
の
よ
う
な
条
件
下
で
言
語
獲
得
を
し
て
い
く
子
ど
も
が
十
分
に
ド
イ
ツ
語
を
習
得
す
る
た
め
に
は
、
第
二
言
語
と
し
て
の

ド
イ
ツ
語
（D

eutsch als Zw
eitsprache

）
の
教
授
法
確
立
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
通
常
学
級
で
の
授
業
に
つ
い
て
い
け
る
よ
う
に
、
外
国
人
の
子
ど
も
に
ド
イ
ツ
語
を
集
中
的
に
教
授
す
る
た
め
、

準
備
学
級
が
設
置
さ
れ
た
。
準
備
学
級
で
は
、
外
国
人
の
子
ど
も
が
ド
イ
ツ
語
習
得
の
た
め
に
通
常
学
級
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
い
る
間

に
、
通
常
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
の
学
習
内
容
す
べ
て
が
遅
れ
る
事
態
に
陥
ら
ぬ
よ
う
、
ド
イ
ツ
語
と
と
も
に
中
心
的
な
教
科
の
授
業
も

行
わ
れ
た
。
外
国
人
の
子
ど
も
が
準
備
学
級
を
経
て
、
通
常
学
級
へ
移
行
す
る
と
い
う
体
制
が
整
え
ら
れ
て
く
る
と
、
次
に
、
準
備
学

級
で
教
授
さ
れ
る
ド
イ
ツ
語
や
教
科
の
教
授
法
、
通
常
学
級
に
移
行
し
て
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
と
外
国
人
の
子
ど
も
を
一
緒
に
教
授
す
る

こ
と
の
課
題
も
浮
上
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
人
と
外
国
人
を
と
も
に
教
え
る
と
い
う
点
が
課
題
に
な
り
つ
つ
も
、
教
育

課
題
の
対
象
は
常
に
外
国
人
の
子
ど
も
と
特
定
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
外
国
人
教
育
」
と
い
う
領
域
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。

　
ニ
ー
ケ
は
一
九
八
六
年
当
初
、
こ
の
第
一
段
階
を
「
補
償
教
育
と
同
化
教
育
と
し
て
の
外
国
人
教
育
（A

usländerpädagogik als 

kom
pensatorische Erziehung und A

ssim
ilationspädagogik

）」
と
特
徴
付
け
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
学
校
が
ド
イ
ツ
語
を
解
さ
な

い
外
国
人
の
子
ど
も
の
受
け
入
れ
経
験
に
乏
し
か
っ
た
点
や
通
常
授
業
に
参
加
で
き
る
だ
け
の
ド
イ
ツ
語
能
力
習
得
が
優
先
さ
れ
た
点

を
考
慮
に
入
れ
て
捉
え
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
が
、
ニ
ー
ケ
は
補
償
教
育
と
し
て
の
側
面
や
同
化
的
な
側
面
を
こ
こ
で
強
調
し
た
と
も

言
え
る 1
。
こ
の
段
階
は
、
既
存
の
ド
イ
ツ
の
学
校
シ
ス
テ
ム
の
基
準
か
ら
、
外
国
人
の
子
ど
も
を
捉
え
、
ド
イ
ツ
人
の
子
ど
も
と
比

べ
、
ド
イ
ツ
語
能
力
や
ド
イ
ツ
人
同
様
の
振
る
舞
い
、
価
値
規
範
な
ど
に
欠
け
る
と
し
て
、
そ
の
欠
損
を
教
育
で
補
償
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
語
の
獲
得
や
ド
イ
ツ
人
の
持
つ
行
動
様
式
、
価
値
規
範
へ
の
適
応
、
す
な
わ
ち
、
同
化
が
自
明
の
こ
と
と
し

て
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
（K

rüger-Potratz 2005

：40 

）。

　
こ
の
よ
う
な
同
化
的
な
教
育
に
対
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
反
対
運
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ニ
ー
ケ
は
こ
う
し
た


