
日本語教育の目的

蒲 谷 宏

ぱ じめ に

日本 語 教 育 に携 わ る者 の一人 と して・ 一 体 何 の た め に 日本 語 を教 え る の

か,と い うこ とをい つ も考 え させ られ る.

こ の 日本 語 教 育 の 目的 とは何 か とい う,言 語 教 育 の理 念 に関 わ る問題 に

つ い て,現 段 階 で の私 の考 え を,今 後 の私 自身 の実 践 の た め に述 べ て お き

た い と思 う、

1.

日本語教育の目的の中心が・学習者の日本語力 を上達 させ るとい う点に

あることは間違いないのだが,そ れでは,何 のために日本語力を上達させ

るのだろうか.

たしかに,日 本の大学における日本語教育に関していえば,学 習者(留

学生)が 学部あるいは大学院での専門の講義 を理解 し,ゼ ミに参加し,レ

ポー トや論文を書 くことができるようにさせ るとい う,か な り具体的な目

標がある,

また,大 学や大学院への進学を目指す学習者のために,試 験対策の日本

語教育を行 うこともある.

一般 の日本語学校などでは,そ のような進学の予備課程 としての 日本語

教育や,日 常生活に必要な日本語を教 えた り・あるいはまたビジネスのた

めの口本語,短 期 ・長期の技術研修者のための目本語の教育などを実施 し
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ている.

このように・学習者の目的が明確になっている場合には,そ れに応 じて

対策を講じる必要があるだろうし,ま た学習者 の要求 も・その目的を達成

するために必要な日本語力 を身につけることにあるのだから,そ れを日本

語教師が助けていくのだという考え方 は,ご く自然であり,そ のこと自体

は何 ら否定されるべきことではない.

しかし,こ のように学習者の目的や要求 に応 じるという・ただそれだけ

が日本語教育の目的になるとすると,ど こか釈然 としない思いに駆 られる

のである.

学習者が生活に必要な日本語を要求すればそれに応え,専 門用語の知識

だけが必要ならばそれだけを教え,面 接試験の対策 を考 え,と 学習者の目

的で日本語教育の目的が決定されてい くならぱ,何 でも引 き受けるかわ り

にその幅広い要求に,ひ どく中途半端 な,不 完全な形で対応せ ざるを得な

くなるのではないだろうか.

ただ日本語だけを学ぽうとする者 も少ないであろうから,日 本語学習の

目的は実に様々なものであり,中 には全 く不純な動機や 目的をもつ者 もい

るかもしれない・そのような学習者 にも・その目的に合わせた口本語教育

をするということになってしまう.

全く不純な目的をもっていることがわかった場合には・教えることを拒

否すればよいのかもしれないが,ど ういう揚合に拒否するのか,そ の基準

を決めるのも実はなかなか難 しいのではないだろうか,

教師の側がもつ・教育の目的や理念があって・その上で学習者の要求に

応 じていくとい う姿勢がないと,日 本語教育の主体性がな くなってしまう

のではないかとおそれるのである.

学習者 の目的に合わせただけの目本語教育では,結 局,日 本語は単なる

金儲けのための道具 だから利用価値がなくなればす ぐに捨ててしまえるも

のであ動 日本語教師は経済力,技 術力を背景 とした企業国家"日 本"

の手先にすぎない,と い うような意識を学習者に植えつけてしまうのでは
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な レ、だ ろ うカ}.

学 習 者 に迎 合 す る こ とな く,ま た 日本 語 の"侵 略"に 手 を貸 す こ との

な い,教 師 の側 と して の 日本語 教 育 の 目的 を しっ か りと も って い な けれ ば

な らな い と、思 うので あ る.

2.

そ れ で は,日 本 語教 師 と して,日 本 語 教 育 の 目的 を どこ に お けば よい の

だ ろ うか 、

こ の こ と を,言 語 教 育 一 般 の 目的 と関連 させ て 考 えて い きた い,

まず,言 語 教 育 の 内容 とな る 「言 語 」 につ い て ど う考 え るの か,そ の こ

とが言 語 教 育 の 目的 と も深 く関 わ って い る と思 わ れ る ので,そ の点 か ら述

べ て い く こ とに す る・

言 語 とは,人 間(言 語 主 体)が,何 らか の影 響(場 面)を 受 け な が ら,自 己

の思 想感 情(素 材)を,音 声 ・文 字(媒 材)を もっ て,外 化 し 表 現 す る 働 き

(表現 過 程),あ るい は,何 らか の影 響(揚 面)を 受 け な が ら,音 声 ・文 字(媒

材)か ら,相 手 の思 想感 情(素 材)を 理 解 す る働 き(理 解 過 程)で あ る・ と規

定 す る こ とが で きる,

これ につ い て も 様 々 な 意 見 が 出 る こ とと,思うが,要 す る に,人 問 の表

現,理 解 の行 為 自体 を,「 言語 」 と定 義 づ け るわ けで あ る.

以 上 の よ うに言 語 を捉 え る と,言 語 教育 は,音 声 ・文 字 を媒 材 と した,

人 間 の表 現 行 為,理 解 行 為 の教 育,と い うこ とに な る.

した が っ て言 語 教 育 の 目的 は,そ れ らの行 為 が 円 滑 に行 われ る よ うに さ

せ る こ と とな る の だ が,そ の点 を も う少 し詳 しく述 べ る と次 の よ う に な

る.

言 語行 為 は,表 現 主 体(話 し手 ・書 き手 〉の立 場 として は,

① 表 現 素 材(自 己 の、思想 感 情 〉を そ の言 語形 式 に従 って表 現 す る,

② それ を理解 者(相 手 と して の聞 き手 ・読 み 手 〉が理 解 しや す い よ うに

表 現 す る、
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理解主体(聞 き手,読 み手)の 立場としては,

① 表現に即 して・表現内容の一般的意味を理解する・

② 表現者(相 手 としての話 し手,書 き手)の 表現意図,真 意 を理解す

る。

というようになる、

実際の言語行為は,揚 面として他の要素が複雑に絡んでくるのだが,場

面を代表するものとしての 「相手」の概念を導入することが言語教育では

極 めて大切なことだと考えられる・

言語教育の段階 としては,理 解 ① → 表現 ① → 理解 ② → 表現 ② の

ように進めるとい うことになるだろう・要するに,自 分が表現 したいこと

を過不足なく,相 手に理解しやすいように表現 でき,相 手の表現の真意を

理解できるようにさせるということが,言 語教育の目的となるわ け で あ

る・これは,基 本的には,母 語の教育においても,外 国語の教育 において

も同様だと考えられる・

たしかに,外 国語教育の揚合を考えると,表 現,理 解 ともに,① の段

階にまで達すること自体が容易なことではない・ しかし,そ のことを承知

した上で,あ えて言語教育の目的を ② の段階の達成におきたいと思 う・

それは,言 語行為において・相手に理解 されない表現や,相 手の表現意

図から離れた理解をしても意味がないとい う実際的な理 由と同時に・相手

に通 じるように表現し,相 手のことを理解 しようとするという,相 手への

配慮,理 解の姿勢を習得させる点に,言 語教育の意義が見出せると考える

からである,

特に外国語教育の目的は,自 己と異なった認謙,概 念化の方法に触れ,

異 な った構 成法を学ぶことを通じて,相 手を理解 しようとする姿勢 をも

たせ,自 己を見つめ直す契機を与えることに あ る と考 え られ るので あ

る,

自分の思考法の殻を破 り,我 を捨てて相手のことを理解 しようと努める

ことまでを教育の目的にお くことによP,言 語教育が,単 なる技術教育で
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は な く,人 間 の育 成 を 目指 す教 育 とな る の で は な い だ ろ うか・

ユ ー モ ァ,皮 肉,虚 偽 を も織 り混 ぜ た相 手 の微 妙 な感 情,願 い や 祈 り・

意 志,認 識,思 考 な どを理 解 し,そ れ を前 提 と した表 現 を して い くとい う

行 為 の 習得 を 目指 して こそ,真 の言 語 教 育 の役 割 が果 たせ る と考 え る の で

あ る、

言 語 は,決 して道 具 な どで は な く,人 問 が そ の風 土,環 境 の中 で人 間 ら

し く生 き て い くた め に不 可 欠 な,人 問 の様 々 な知 恵 の結 晶 と もい うべ き行

為 な の で あ る・ そ の行 為 を 「文 化 」 と規 定 す る な らば,言 語 教 育 とは 「文

化 の教 育 」 とい うこ とに な る,

日本 語 教 育 の 目的 は,学 習者 が 日本 語 の表 現 ・ 理解 を円滑 に行 え る よ う

に す るこ とで あ る,た だ し その意 味 は,日 本 語 の表現,理 解 行 為 を通 じ

て,日 本 人(日 本 語 を母 語 とす る者 とい う意 味)が,感 情,認 識,思 考 な ど

を どの よ うに表 現 し理 解 す るの か を,掴 ん で も ら う とい うこ と な の で あ

る.

学 習者 に,道 具 と して の 日本 語 を与 え て は い け な い・学 習 者 の相 手 と し

て の 日本人 を理 解 して も ら うこ と を,そ れ が学 習 者 の人 問 的成 長 に も役 立

つ とい う意 昧 も含 め て,日 本語 教 育 の 目的 にお きた い と思 う・ そ うで あ っ

て こそ,目 本 語 教 育 が,日 本 の文 化 を理 解 して も ら うこ とにつ な が って い

くわ けで あ る,

3.

以 上 の よ うに,日 本 語 教 育 の 目的 を・ 学 習 者 に 日本 人 の文 化 と して の 日

本 語 を学 ば せ,日 本 人 を理 解 して も ら うこ とに お い た のだ が,こ の考 え方

に は,い ろい ろ な問 題 点 や 誤解 を招 きや す い部 分 もあ るか と思 わ れ る・

次 に,そ れ らの点 につ い て述 べ て お きた い.

まず・ 口本 語 教 育 の 目的 は,学 習 者 に 日本 語 の体 系 を能 率 的 に習 得 させ

る こ とに あ り・ 日本 人 の気 持 ち な どを理 解 させ るこ とは主 た る 目的 に は な

らな い,と い う反 論 が出 るか も しれ な い.
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もち ろ ん,先 に示 した ① の段 階 で は,言 語 の体 系 的 側 面 を段 階 を追 っ

て教 育 して い か な けれ ば な らな い の で あ っ て,い きな り日本 人 の文 化 を理

解 させ る な ど とい う こ とは で き な い.

た だ言 うま で もな く・ ① の段 階 で 日本 語 教 育 の 目的 が果 たせ た と考 え

る こ とも で き ない ので あ る,

日本 語 の体 系 を習 得 した上 で,言 語 使 用者 の こ とを考 え る,な ど とい う

の で はな く,体 系 を習得 す る過 程 に お いて,同 時 に た えず 「相 手 」 に対 す

る配 慮 を させ て い くこ とが,言 語 教 育 に とって大 切 な ので は な い だ ろ う

か.

この こ とは・ 揚 面 の教 育 な ど とも関 連 す るの だ が,日 本 人 の考 え方 や感

情 が理 解 で きな けれ ば,日 本 人 を相 手 に 自分 の意 図 を的 確 に伝 え る こ とは

で きない.体 系 だ け を教 育 す る の で は,結 局,学 習 者 に何 も与 え られ な か

っ た とい うこ と にな っ て しま うで あ ろ う.

次 には,上 とは逆 に,日 本 語 教 育 は実 際 に役 に立 た な けれ ばな らず,あ

くま で実 用 的 で あ るこ とが重 要 な の で あ り,日 本 人 の文化 な どと悠 長 な こ

とを言 って い られ な い,と い う反 論 もあ る か と思 う、

しか し,文 化 を学 ぶ とい うこ とと,実 用 的 で あ る とい うこ ととは決 して

対 立 しな い ・文 化 と して の 日本 語 が学 べ て い な い な らば,実 用 的 に もな ら

な い ので あ る、

実 用 的 で あ る とい うこ とが,先 に述 べ た よ うに,た だ教 育 の 目的 を学 習

者 の 目的 に合 わ せ るだ け とい う意 味 で あ る な ら問 題 で あ る と思 うが・ 言 語

行 為 の四 技 能 の 上達 を 目指 し,言 語 を単 な る知 識 と して 教 育 す るの で は な

い とい う姿 勢 を示 す もの な らば,特 に問題 には な らない だ ろ う・

た だ し・ 言語 に お け る技 能 的 な面 のみ が強 調 され て しま うと,何 の た め

に技 能 を上 達 させ るの か が見 失 わ れ て し ま う・ 翻 訳 機 械 の よ うな人 間 を造

り出す こ とが・ 言 語 教 育 の 目的 とな って よい はず が ない・ 実用 性 だ け を重

視 す る落 し穴 もそ の辺 に あ る の で は な い だ ろ うか・

ま た,実 際 の 揚面 に即 した言 語 教 育 とい って も,先 の ① の段 階 を飛 ば
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して行 うこ とに はや は り 無 理 が あ る,言 語 の 休 系 的 側 面 を 無 視 した の で

は,結 局,言 語 の断 片 し か教育 で きず,学 習 者 は応用 が き か な くな って し

ま うか らで あ る.

次 に,外 国語 学 習 者 に と って は,学 習 言 語 は情 報 伝 達 の手 段 にす ぎな い

の だ か ら,何 もそ の言 語 を母語 とす る者 の微 妙 な感 情 を捉 え る必 要 もな い

し・ ま してや,ネ イ テ ィブ ス ヒ。一 カ ー と同 じよ うに表 現,理 解 で き る よ う

に な る こ とは な い(尖 際 に ほ とん ど 不 可 能 で あ る)と い う考 え も あ る だ ろ

う.

特 に,英 語 の よ うな国 際 語 とな っ た言 語 な ど で は,英 米 人 の感 情,思 考

法 な ど とは一 応 切 り離 して扱 っ て い か な けれ ばい けな い とい うこ と も理 解

で きる.

しか し,日 本 語 の場 合 は,現 段 階 に お いて は,ま だ 日本 人 の思 想 や 感 情

と切 り離 して 扱 うこ とは で き な い と考 え る.そ うで な い と,学 習 者 が 目本

語 の表 現 方 法 に対 す る誤解,ひ い て は,日 本人 に対 す る誤 解 を して しま う

の で は ない だ ろ うか ・是 非 は とも か く と して,目 本 語 にあ る多 くの腕 曲的

な表 現 や,表 現 内 容 と実際 の感 情 とのず れ が あ る表 現 な どに つ いて,な ぜ

そ の よ うな表 現 方 法 を とる のか とい うこ と を,理 解 して も ら う段 階 な の で

は ない か と考 え るか らで あ る.

また,外 国人 が 日本 語 を学 習 す る こ と を考 慮 して,国 際 語 に一 歩 で も近

づ け るた め に,目 本 語 を簡 略化 して い こ う とす る考 え が あ る.

微 妙 な ニ ュア ンス に は こ だわ らず に,平 明 な骨 子 だ け を残 す とい うも の

で,た しか に一 理 あ る の だ が,そ れ が も し外 国 人 だか ら日本 語 の 繊細 な 部

分 はわ か らな い とい う前提 に基 づ くもの で あ る な ら問 題 とな ろ う・

わ か らな い か ら簡 単 に してい く とい う発 想 で は・ 文化 と して の 言語 教 育

は成 り立 た な くな って し ま う・ 血 の通 わ な い形 骸化 した言 語 の教 育,学 習

に な って しま うだ ろ う,

わ か りや す く,し か も 目本 人 の微 妙 な気 持 ちま で も反 映 して い る,そ う

い う 日本 語 表 現 を理 解 して も ら うこ とに よ り,目 本 人 を・ そ して 日本 の文
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化 を理解 して も らい た い と,慰うので あ る.

日本語 は とか く論 理 的 で な い とか,複 雑 に受 給 表 現 や 待遇 表現 が発 達 し

て い て わ か りに くい とい うこ とな どが,よ く指 摘 され る・ 事 実,そ うい う

点 が認 め られ る揚 合 もあ る の だが,完 全 な誤 文 を除 いて は,そ の あ るが ま

ま の表現 を通 じ て,日 本 語 の表現 方法 や そ の背 後 に潜 む 日本 人 の もの の考

え方,感 じ方 な どを捉 えて ほ しい と思 う,

た しか に,学 習 者 が 目木 人 と同 じよ うに表 現 す る必 要 はな い が,日 本 人

と同 じ よ うに表 現 す る こ とは で きな い と考 え た り・ して はい けな い な ど と

い う こ とは で き な い ので あ る,教 師 の側 で先 回 り して,学 習 者 の可 能 性 に

枠 をは め て は い け ない ので は な い だ ろ うか.

な お,先 に あ る が ま まの 日本 語 とい っ た が,や は りで き るか ぎ り,美 し

い 口木語 を学 ん で ほ しい とい う願 い もあ る・ これ は何 も 日本 人 が特 別 に繊

細 で感 受 性 に 富 ん でい るな ど と 言 いた い か らで は な い・ 美 しい 言 語 表 現

(必 ず し も文 学 作 品 を意 味 しな い・表 現,理 解 行 為 を実践 した とき に感 じ ら

れ る美 し さで あ る。)か らは,人 間 の深 い,思考,よP鋭 い感 †生な どが汲 み取

れ るか らで あ る.

日本 語 を学 ぶ こ と に よ り,日 本 語 や 日本 人 の欠 点 ばか りが見 えて くる と

い うこ とは,日 本 語 を教 え る者 に とって,や は り悲 しむべ き こ とでは な い

だ ろ うか,

ま た,r文 化 」 の教 育 とい うと,日 本 語 教 育 の揚 合,な ぜ か書 道 や 茶 道,

能 や 歌 舞 伎 な どの伝 統 芸能,寺 社 の建 築様 式 な ど とい う方 向 で 考 え られ る

か,あ るい は 日本 人 の手 ぷ り身 ぶ りな どの動 作,挨 拶 の しか た な どが取 り

上 げ られ や す い ・

も ち ろん,そ れ らが 日本語 教育 にお い て大 切 で な い こ とは な い が,言 語

自体 を文化 と考 え て い く立場 か ら は,そ れ らは言 語 の一 部 か ま た は言 語 か

ら離 れ た 要 素 で あ ろ う.

ま た,社 会 学 や文 化 人 類 学 的 な成 果 を参 考 にす る こ とも大 切 だ が,そ れ

自体 を教 える こ とは 日本 語 教 育本 来 の 目的 で は ない・

一30_



これ は,日 本 人 の思 考 法 や認 識 法 を理 解 させ る こ とが 目的 な らば,何 も

日本 語教 育 と して で は な く,別 に 目本 人 学 の よ うな知 識 と して 与 えれ ば よ

い,と い う考 え と も関 係 す る.

た しか に・ 知識 と して与 え られ る部 分 はそ れ で よい と思 う魁 表 現 理 解

の実 践 を通 じて で な け れ ば,掴 めな い も の は多 い だ ろ う.

翻 訳 な どに よ って 内容 だ け を理 解 す れ ば 事 足 りる場 合 もあ る だ ろ うが,

翻 訳 で は,そ の表現 形 式 に 現 わ れ た 表 現 主体 の 意 識 や 感 情 は伝 え きれ な

い.

形 式 と内 容 とは 完 全 に切 り離 す こ とは で き ない の で あ って ・ 日本語 の表

現,理 解 を経 る こ と に よ り,日 本 人 の心 が掴 め る と考 え られ る ので あ る.

また,日 本 人 を前 面 に押 し立 て て文 化 教 育 な ど とい うの は,ど こか 胡 散

臭 く,文 化 理 解 な ど といい なが ら,実 は 巨本 語 の侵 略 のお 先 棒 を担 い で い

る こ と にな るの で は な い か,と い う批 判 も あ るか も しれ な い ・

し か し,こ れ は全 くの 誤解 で あ り,文 化 の教育 とい うの は,相 手 の こ と

を知 ろ う,理 解 し よ うとす る心 を育 て る教 育 な ので あ る・ だ か ら,日 木 謡

教 師 として は,日 本人 の こ とを理 解 させ る の で は な く,理 解 して も ら う と

い うよ うな姿 勢 でい る必 要 が あ ろ う,

これ は も ち ろ ん外 国人 学 習者 に卑 屈 な態 度 を とれ とい っ てい るわ けで は

な い、 も とも と外 国 語 教 育 とい うの は学 習者 に か な りの無 理 を強 い て い る

もの で あ る・ ま して,異 文化 の理 解 とい うの は,口 で言 うほ ど生 易 しい も

の で は ない だ ろ う・ 決 して 無理 に理 解 させ る こ とな どで きは しな い・ そ も

そ も教 育 に強 制 が あ って はな らない ・決 して 学 び た くもな い 日本 語 を学 ば

せ る よ うな こ とを して は な らない の で あ る.

しか し,ど ん な 目的 で あ って も学 ぽ う と して い る者 に対 して は,日 本 語

の学 習 を通 じて 未 知 の も の を知 り,新 しい発 見 が得 られ る よ うに させ たい

とい う教 師 の願 い を捨 て る こ とはで き な い・

日本 語 は所 詮 道 具 にす ぎな い と考 えて い て も,日 本 語 を深 く学 ぶ こ とに

よ って,日 本 や 目本 人 の こ とを よ く理 解 す る よ うにな るか も しれ ない ・ 学
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習 者 の 日的 と学 習 の結 果 とは必 ず し も一致 しな い の だか ら,日 本 語 教 師 と

して は,そ の よ うな現 象 が よ り多 く起 こ るよ うな 日本 語 教 育 を行 って い か

な けれ ば な らな い・ そ の た め に も,日 本 人 の心 を理 解 して も らお う と努 力

す る必 要 が あ る の で は な い だ ろ うか 、

また,こ れ と関 連 して,そ れ ほ ど高 度 な 日本 語 を必 要 と して い ない学 習

者 に対 して,無 理 に 目本 人 の心 の教 育 な ど とい っ て も迷 惑 な話 で あ り,か

え って 日本 語 嫌 い を育 てて しま うので は な い か,日 本 語 教 師 は学 習者 の 目

的 に合 オ)せて,学 習 者 の必 要 な 日本 語 力 を高 め る こ とだ け を 目的 とす べ き

で あ る,と い う意 見 もあ る だ ろ う.

た しか に,す べ て の学 習 者 が・ 上 級 さ らに そ れ以 上 の段 階 へ進 め るわ け

で は な く,ま た そ の必 要 が あ る わ け で も ない,

問 題 は,そ の よ うな初 級 程 度 で 日本 語 学 習 を終 え て しま う学 習者 に対 す

る教 育 で あ る・ 口本 人 の心 を伝 え たい な ど とい って も,動 詞 の活用 を教 え

て い る段 階 で,ど うそ れ を伝 えれ ば よい のか,実 際 の教 揚 で は途 方 に暮 れ

て しま うか も しれ な い・ 一 時 問 一 時 間 の授 業 に文化 と して の 日本 語 の教 育

を反 映 させ る こ とは難 しい こ とで あ ろ う.

しか し・ 初 級 段 階 か ら一 貫 して 文化 の教 育 をす る姿 勢 を,教 師 が と にか

くもつ か もた な い か で は大 き な差 が あ る ので はな い だ ろ うか・

理 念 だ け のか け声 倒 れ に な らない よ うに し なけ れ ば な らな い が,汐 」期 の

段 階 か ら 日本 語 を文 化 と して捉 え,そ れ を教 育 の 目的 と して 掲 げて い け る

よ うな教 育 姿 勢 を と りた い と思 う・ そ の た め の 目本 語 の研 究,日 本 語 教 育

の研 究 が,今 後 の実践 課 題 と して必 要 に な る こ と は言 うま で もな い・

お わ りに

日本 語 教 育 が何 や らブ ー ム に な りつ つ あ る現 在 は,日 本 語 教 師 と して の

姿 勢 が間 われ る時 機 なの で は な い か.日 本 語 教 育 の理 念 に 関 わ るこ と と し

て,そ の 目的 につ い て 拙 い 考 えを述 べ て き た が,大 方 の 御 叱正 を賜 わ れれ

ば幸 い で あ る.
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