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Ｎ市とT市の地図
N市

T市

町の中心街



調査対象地域の特徴

特徴 N市 T市
居住地の特徴 分散居住地 集住居住地

総人口 約6万人 約４２万人

外国人登録者数 約３千 約１万4千人

ブラジル人登録者数 約2千人 約６千人

産業 電気機器製造業

その他

自動車産業

企業 中小 大手・その下請け会

 社

2010年12月末現在



N市とT市の移住コミュニティの比較

特徴 N市
 

分散居住地域 Ｔ市
 

集住地域
就労形態 間接雇用

業務請負会社の管理下
間接雇用
「自立性」

居住形態 寮に住んでいる
→住居と就労は不安定

個人で部屋を借りている
→就労が不安定であっても、住居確保

家族の特徴 夫婦と単身 核家族滞在か親戚

子ども 低年齢の子どもが少ない
青少年の多くは就労→稼ぎ手

低年齢と青少年が多い
→青少年の活動は様々

帰国の見通し 比較明確 未定

子どもの教育 日本の学校

 

・ブラジル人学校がないから ブラジル人学校と日本の学校の半々

滞在型 初来日・短期滞在 長期滞在

エスニック・イ

 ンフラストラク

 チャ

移動販売トラックと少数の店 ブラジル同様の生活環境

労働時間 長労働時間 長労働時間

問題の表面化 不透明 可視化



ブラジルにお  
ける宗教団体  

の分布

カトリック教

複音派

出所：Shoji, Rafael. 2008. Religiões entre 
Brasileiros no Japão: Conversão ao 
Pentecostalismo e Redefinição Étnica. 
REVER Revista de Estudos da 
Religião. 



在日ブラジル人と宗教団体の分布

•

 

Shoji, Rafael. 2008. Religiões entre Brasileiros no Japão: Conversão ao Pentecostalismo e 
Redefinição Étnica. REVER Revista de Estudos da Religião, pp.46-85. 
http://www.pucsp.br/rever/rv2_2008/t_shoji.pdf

http://www.pucsp.br/rever/rv2_2008/t_shoji.pdf


在日ブラジルとカトリック教
ブラジル本国では信者が最も多いにも関わらす日
本では普及せず

1.
 

教会の構造の問題
–

 
神父の数が少ない

–
 

ポルトガル語によるミサが少ない

–
 

在日ブラジル人が抱えている問題に対応できず

2.
 

支援活動・布教活動の戦略が不足

日本での活動が限られている（洗礼、婚姻）



在日ブラジル人とプロテスタント教派
 

の普及

1.
 

国際・国内移動に伴う改宗及び新たな信仰の必
 要性

2.
 

在日ブラジル人のニーズにあった活動

3.
 

独自なネットワークの形成

4.
 

地域コミュニティ内での問題予防・解決・仲裁



日本のプロテスタント教派の形成  
過程

•
 

制度化がない：個別のニーズにより宗教活動
–

 
信者の自宅で少人数による礼拝

–
 

布教活動は口コミで広がり、多くの人が集まる

•
 

「pastores decasségui」
 

日本で誕生したブラジル
 人牧師

•
 

在日ブラジル人のニーズに対応した宗教団体が誕
 生する

–
 

専門的知識が少ない

–
 

多くの人に活動しやすく、彼らの現状にあった活動

–
 

中央分権ではない



在日ブラジル人とプロテスタント教  
派の特徴

1.
 

宗教思想の普及活動

•
 

「神の言葉を贈る」

2.
 

自助組織による相互扶助活動

•
 

ブラジル人家族の生活支援・就労情
 報・社会ネットワーク



在日ブラジル人とプロテスタント教  
派の分類

1.
 

ブラジルに元々あった組織を日本に移行し
 た宗教組織団体

2.
 

コミュニティ内部で誕生したエスニックな宗
 教団体

–
 

下部教会を持ち、組織化が進む

3.
 

いずれのタイプも教団間の連携があるが、
 運営・活動内容が異なる



複音派の宗教団体の分布

•
 

１５以上の複音派の宗教団体

•

 

Shoji, Rafael. 2008. Religiões entre Brasileiros no Japão: Conversão ao Pentecostalismo e 
Redefinição Étnica. REVER Revista de Estudos da Religião, pp.46-85. 
http://www.pucsp.br/rever/rv2_2008/t_shoji.pdf

http://www.pucsp.br/rever/rv2_2008/t_shoji.pdf


在日ブラジル人と宗教役割

•
 

①「連帯組織」
–

 
宗教活動を超えて、情報収集のためのネットワー

 ク作り

•
 

②「問題解決」
–

 
就労問題を始めたとした様々な問題を解決

•
 

③「精神的側面を満たす必要性」
–

 
孤独感や疎外感を克服



集住地域と分散居住地域の比較

特徴 N市
 

分散居住地域 Ｔ市
 

集住地域

業者との
 関係

「依存型」 「自立型」

居住形態 寮に住んでいる
→住居と就労は不安定

個人で部屋を借りている
→就労が不安定であっても、住居確保

礼拝場所 集会場を借りる 信者の個人宅で集会

問題の発
 生対応

業者と宗教団体に頼る –ボランティア団体、宗教団
 体に頼る

教会の存
 在

可視化』 不可視化



まとめ

•
 

エスニック・ビジネスと同様に、生き残り戦
 略が困難

•
 

コミュニティ内に誕生にした宗教団体である
 に関わらず、必ずしもそれを理由に定住化

 が進行せず

•
 

地域差の違いがほとんどみられなかった



18年2月1日現在



ブラジル人出国・入国総数ブラジル人出国・入国総数

出所：法務省入国管理局（柴崎さん作成）
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