
The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

中国 「華僑大学」 が有す る ア イデ ン テ ィ テ ィ 形成 の 学校文化

〜 広 州 ・曁南大学で の フ ィ
ー ル ド調査 か ら〜

石川　朝子 （大阪大学大学院）

は じめ に

　 こ れ ま で の 華僑教 育研 究に は、共通 した傾

向が 見 られ る 。 そ れ は 「研 究の 視点 は終始、

海外 の 華僑社 会に ある とい うこ とで あ る」（廖

ら 1988 ）。換 言す る と、中華学校 ・華僑 学校

な ど居住 国 にお ける教 育に つ い て の 研 究が 中

心 で ある とい うこ と で ある 。 しか し鏖 （1988）

は 、 こ の こ とを次 の 理 由か ら批判 して い る。

「『華僑教 育』 は、三 っ の 部分 を含 んで い る 、

即 ち、海外 の 華僑 教育、華僑 の 取扱 う教育 と

国家 の 取 扱 う教育で ある 。 しか も 、 あ と の 二

者 は海外華僑 の 居住地 で は な くて 、中国国内

で行 っ て い るの で あ る 1。 今回 の 発表 で は、華

僑 の 居住地 で 行 われ て い る教育で は な く 、 い

ままで研 究 され る こ との 少 なか っ た 中国国 内

の 教育活動 に焦 点 を当て る 。

　 中国 に は 、 華僑 の た め の 大学 （以 下 、
「華僑

大学」）が 存在 し て い る。こ れ は、中国攻府 が

海外華僑 ・華人子 弟 へ の 教育を 目的と し て 設

立 した大学 で ある 。 今 回 の 研究発表 で は 、中

国 ・広 州 に ある 嘩 僑 大学 」 の ひ とつ 、曁南

大学で の 規地 調査 で得 られ たデ ータ を通 し て 、

　「華僑 大学 」 で どの よ うな數育活動 が行 われ

て い る の か に着 目す る 。

1 ．問題 意識 と視 点

　華僑教育 とは 、 昿 義で い え ぼ 、 華僑 の 民 衆

教育も し くは
一

般 教育の こ と で あ る 。 ま た 華

僑 自身 が推 し進 め る教育、中国政府が 華僑 に

対 し て行 う教育…
。 狭義で い えば、華僑教 育

とは 政府 カミ華 僑 の 為 に行 う教育で あ る 」 （李

1997）。その 華僑教育 の 目的や 主 旨は 「華僑

居住地 の 華僑社会 に影響 を与 える中国の 伝統

文 化 を伝 え る こ と」 （寥　1988 ）で あ っ た 。 華

僑 の た め の 教 育機 関 の
一

つ と し て 挙 げ られ て

い る の が 、
「華僑子弟が

一
時帰黶 し 国内で

一
定

期 間教育を うけ る た め の 機 関 と し て 政府 が設

け た もの （広 州 の 曁南大学 、泉州 の 華僑 大学

な ど）」 で あ る。こ の よ うに 「華僑大 学 1 は 本

来 、
「中国 の 伝 統文 化 を伝える こ と」、即ち 申

国人ア イデ ン テ ィ テ ィ を形成 す る 目的 をもっ

た 教育機 関で あ る とい え る。で は 嘩 僑大学」

は どの よ うな学校 文化 を通 じて こ の 目的 を達

成 しよ うとして い る の だ ろ うか 。

　 先行研究 で は、学校 文化 は 4 っ の 構成要素

で 説明 され て い る （久 ms　1996 ）。それは 、 

制度文 化 、   數員文化 、  生徒 文 化、  「校

風 1 文化で あ り、学校 文化 を構 成す る これ ら

4 つ の 要素 を f顕在」 的側 面 と 「潜在」 的側

面 に 二 分 して説 明 して い る 。 ま た イ ギ リ ス と

目本 にお ける マ イノ リテ ィ と学校文化に っ い

て 研究 した 志 水 （2002 ） は、 「教員 文化」 を

そ の 主要 な構成要素 とみ な して い る 。 本発表

に お い て も、カ リキ ュ ラ ム ・制度 とい う顕在

的奪制度文 化 を明 らか にす る と ともに 、教室

内に お ける教員 との 相亙 作用 を描 き、教員閥

で 共 有 されて い る華僑学 生 へ の ま な ざ し を分

析 して い く 。

2 ．調査 の 概要 と調査対象

以 上 の よ うな問題 意識 か ら、中 国
・広州

に あ る 暫南大学で 調 査 を 行 っ た 。 2007 年 3

月 か ら 5 月 の 3 ヶ 月 間、大 学で の 資料収集

や 、華僑 大学生 へ の 聴 き取 り調 査 を行 っ た。

イ シ タ ビ ュ
ー

は 、 旨本 華僑の 青年 3 名に 対

し て行 っ た 。 イ ン タ ビ ュ
ー

で は 、留学の 目

的や 大 学生活 な どの 質 問 を申心 に 、
か れ ら

の ライ フ ス トー
り
一を聞 き取 っ た 。 今回の

発 表 で は大学が 有す る学校文 化 を 明らか に

す る た め 、イ ン タ ビ ュ
ーデー

タ は翻資料 と
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して 提示 す るこ と とす る。

3 ．考察

　 「華僑大学」 の 学校文化 を分析す るに あた

っ て 、愛 国主義教育をそ の 軸 と し て 設定 し 、

文献資料を用 い て 嘩 僑大学」の 歴史的背景 、

カ リキ 昌 ラム を分析 した。ま た、曁南 大学 で

行 わ れ て い る 思想教育の 授業 を か れ らの 語 り

を も とに詳細 に記述する こ とに よ っ て 、そ の

学校文化 を浮 き彫 りにす る こ とを試 み た。分

析 の 結果 、以下の こ とが 明 らか とな っ た。

1． 歴史的背景 ： 受け継がれ る国家政策

　文献資料の 分析か ら、華僑 の た め に設 立 さ

れた 曁南大 学の創 設 の 歴 史や教学主 旨の な か

に伝統文 化伝達や愛国主義教育な どが盛 り込

まれ て い る こ とが 明 らか に な っ た。愛 国主義

教育の み な らず 、 思想 ・政治 面で の 教 育が 、

「華僑 の 置か れ て い る環境に 配慮 して」 行 わ

れ て きた が 、「華僑大学」 が 行 う思想 教育は 、

海 外 の 華僑 ・華入 を大陸の 学生 とは異な る教

育が 必 要で ある対象 と して 特別視 し、大陸 の

生 徒 とは異 な るカ リキ 温 ラム を実施 す るこ と

に よ り 、 中国人 で は な い 「華僑 j ア イ デ ン テ

ィ テ ィ に関わ る知識や価値観 を大学 が伝達 し

よ うとする慧図が よみ とれ る。

2 　 カ リキ ュ ラム 　「思想道 　 養 」 科 目

　鹽南大学 で は 、 1983年か ら政府の 指示 に よ

り 「愛国主義教育課程」 が開設 され 、 現在 で

も 「思 想道徳修養」 と呼ばれ る科 目が 、 海外

華僑 の 必 修科 目 とな っ て い る 。
カ リキ

’・＝・．ラ ム

の 分析 か らは 、大陸 出身で は な い 海外華 僑に 、

どの よ うに 中国の 思想や文化 を伝達 して い る

か とい う点で 、「華僑」ア イ デ ン テ ィ テ ィ を伝

達す る学校 文化 を大学が 有 して い る こ とが明

らか とな っ た 。

3 　 教育実踐　「 京 大虐　」 ビデオ をめ ぐ

る エ ピソ ー ド

　 「南京 大虐殺 」 の ビ デオ を観 る 「思想道徳

修養」 の 授業に 、 大陸の 学生 と華僑学生が と

もに参加 して い る場雨 を 、 教育実践の 例 と し

て とりあげ、分析 をお こ なっ た ．

　 そ こ か らは、教室 の 中で の 教師 と の 相互 関

係 にお い て 、 日本 か ら の 華僑 カミ特別 な存在 と

して位置づ け られ て い る こ とがわか っ た 。 す

なわち、中国語 を 自由に操 る こ とがで き、ま

た 大 陸や 台湾の 国籍 を持 っ て い る に もか か わ

らず、「日本 か ら来た 」特別 な学生 と して 位置

づ けられて い る。っ ま り、も ともと 「華僑大

学」 で は制度上 、華僑 （香港 ・ア モ イ、海外

出身の 学生）は 「外招生 」 と呼 ばれ 、「内招生 」

と呼ばれ る 大陸出身 の 学生 とは 区別 され て い

るが 、 日本 か らの 華僑 は、教塞の 中で は 日本

人 留学 生 の よ うに扱 わ れ、中国人ア イデ ン テ

ィテ ィ を形成する対象 と して 、 他の 外招生 と

も区別 され 、位置づ け られ る の で ある。

　 こ れ らの 区別 は、中国大 陸内 の 他大学 に は

みる こ と の で きな い
、

「華僑大学」が 有 して い

る 独特 の 学校 文化 で あ る とい うこ とが で きよ

う。

　 今 回 の 調 査か ら 、 中国 「華僑大学」 の 有す

学校 文化 の 2 つ の 層が確認 された。ひ とつ は 、

久 富 （1996 ）の い う顕在的側面 と し て み られ

る 刷 度文化」 にお い て 、 大 学内に愛国 主義

教育を柱 とす る 嘩 僑 」 とし て の ア イデ ン テ

ィテ ィ形 成を め ざした メ ッ セ ージが伝達 され

て い る とい うこ とで ある。そ して も うひ とつ

は 、 潜在的側 面 と して の 「教員文化 」 におい

て も 、 同様 の 伝達が み られ る こ とが確認 され

た。
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