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　　　異言語 を通 した 読み 書 き教育
一 一 普通話 と英語 を習う中国 の 幼児一 一

〇 ジ ャ ン ・イ ン グ ル ス ル ード （九 州 ル ー
テ ル 学 院大学II

　　　　ケ イ ト ・ア レ ン （九 州 ル
ー

テ ル 学院大学）

は じめ に

　中華 人 民共和 国の 子 ども に 対 す る 読 み 書き教育

は、単な る幼稚園や 小 学 校 の カ リキュ ラム 上 の 問

題 で は ない 。政治 と経済が 絡 む 要素が 大 き い 中

で 、中国の 都会に住 む 子どもた ち は 標準 語 を 習

い 、その 言語 を通 して 読み書きを習 う。こ の プ ロ

セ ス に は 2 つ の 紀号 シ ス テ ム が 存在 して お り，そ

れぞれ異な る性質 の 習得がある。さらに最近、早

期英語教育の 普及 に ともない 、子ど もの 読み 書き

教育に新 た な要素が 登場する。

　都会 に 住む 子 どもの 方 が 読み書き を良 く習得 し

て い るの は、9 年 間 無償 で 提供される公教育を受

ける こ とが で きる 社会環境に あ るか らだ とい え る

だ ろ う。
一

方、都会か ら遠 距離の 地 域 に住 ん で い

る こ ど もは、6 年間教育を受ければ十分で ある と

い う状況 に お か れ て い る。人 口 の 約 74 ％が 人 口

は 県部 （郡 部 ） に居 住 して い る た め （China　FactS

and 　Figures　Annal，1994）、子どもが 学校に在籍す

る割合も同 じ だ と考 え る こ とが で き る。　1970

年代末期か ら始 ま っ た 中 国 の 経済改革 は 、地方 の

改革か ら着手 されたが 、経済発展が
一一

番早 く進 ん

だ の は都会 で あ っ た e 従 っ て、都 会 と地 方に おけ

る教育期間の 普及格差 は 今もな お増大 し て い る。

　 こ の よ うな 社会的 ・経済的 背景 に 関 わ らず、カ

リキ ュ ラ ム 上 の 教育的目標が定め られ て い る、読

み 書きの 教育目標は、学校で 習 う漢字 の 数で あ る

6 年間 3500 字 （江 蘇省教育委員会、199

0＞ とい う数字が 示され て い るだ けで、そ れらの

漢字をどの ように 活用す るか とい う読み 書き機能

に 関する記述は な い。学校教育で は 5000 字か

ら 6000 字ま で覚え る こ とが 必要だ とい われ て

い るが、実際の 日常生活 で は 1500 字が 基 準 と

い わ れ て い る （江蘇省教育委員会、1990 ）。

さらに、多くの 問題が 残 され て い る。中国語 の 文

章 に は 簡体字と繁体宇が存在 して い るが 、教育目

標 に 示 さ れ て い る数字 に は、こ の 現象が 盛 り込ま

れ て い な い e また、学校 で 覚えた漢字をどれほど

大 人 が 覚えて い る の か が 問題 で あ る。

　 中 国 の 学校に お け る読 み 書 き 教育 は、単に その

機能を育 て る の が 目的 で は な い 。標準 の 中 国語発

音 と語彙を用 い な が ら読み 書き教育が 行われて い

る。したが っ て， 1年生語文 （国語） の 授業は外

国語 の レ ッ ス ン に 似て い る。読み書きを習い な が

ら、「司時に 話 し 方 も 学ぶ の で あ る。漢 字も地 域 の

方言を通 し て 習わ ず に、普通 語 （標準語） の 発音

を通 して 習 う。特 に 普通語とか な り異 な っ た 方言

を話 す地域の 子 ども に は、こ の よ うな 教 育 は負 担

をか けて い るように思え る。元植民地 の 国な どで

引き続き ヨ
ーロ ッ パ の 言語を通 して教育 を受ける

状況 と類似 して い る。

　 子 ど もは まず ロ
ー

マ 字か ら習 うの で す ． その 理

山は ロ
ー

マ 字を習 うため で は な く、普 通 話 を普及

させ る た め で あ る。漢語 音 の ロ
ー

マ 字を覚えた

ら、そ れを 用い なが ら漢字を習 う。す なわ ち、中

国 語 の 読み 書き能力は、国が定め た 普通 話 の発音

基準に 即 したもの とな る。曽通 話を媒体 とす る読

み 書き能力育成 の 過 程 に お い て 、ア ル フ ア ベ ッ ト

お よび 漢字 と い う記号が 登場す る。こ れ ら各 々 の

記 号 シ ス テ ム に 習得の 難容度を比較す る と，幼 児

に とっ て ア ル フ ア ベ ッ トが特に 難 しい こ とが多く

の 研究で 指摘 され て い る。中 国 で は漢字が あるの

に ロ ー
マ 字か ら教え る とい う特徴 と矛盾が あ る。

　 こ れ ら の 問 題 に 興味を持 っ た 我 々 は、南 京 にあ

る 大学で 言語学 の 講 義 を しな が ら、子 ど もの 読み

書きを観察 す る 小 学 校 を探 し始 め た の で あ る。 1

990 年 8 月 に 非常 に 複雑 な 手顧 を経 て 、江 蘇 省

の 教育委員会 の 事務所 に 協力を得 て、正 式 に 長 江

路小学 とい う学校を紹 介 された。こ の 学校は 室内

プー
ル な ど良 い 設備 に め ぐまれ、南京市の 小学校

の 中で も模範校 の 指定を受けて お り、研究授業 な

ど も定期的に 行われ て い た。そ こ で 我 々 二 人は、
一
年生 の 最 初 の 5週 間 の 授業を毎 日教室 の 後方 で

観察 した。さ らに、漢字の 紹介が 始まる 6 週 目ま

で 観察する こ とが許 された。こ の 観察か ら明か に

な っ たこ とは、子どもた ち は 小学校 に 入 学す る以

前 に．すで に 漢語耕音を習 っ て い る こ とで あ っ

た。幼稚園で は そ の よ うな教育を実施 して い ない

とい う教 育委 員 会 の 主張 を 確 認 す るた め。 199

1年 と 92 年 の 春．南京大学付属幼稚園の 幼児大

班 対象に 開か れ て い る週 1 回 の 進 学前双悟掛音 ク

ラ ス を観察 し、学校の 教 科 と比較するこ とが で き

た。しか し、い くつ か の 疑問が 残 っ たた め、さら

に 小 学 校で 観察 で きる機会 を求め た。公 式 な ル
ー

トで は な く私的 に 紹介され た 小 学 校の 先生 の 配慮

で 、再び 6 週問の 漢語 併音の 授業を観察で きた。

Gii回 と異な る点 は、普通 の 小学校 で あ る こ と と、
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先生 も 子
・
どもも入 れ 替 わ る こ との な い 状況で 観察

で きた こ とで あ る。

　こ れ らの 3 っ の 教 育現場か らデ
ー

タ
ー

を収集

し、さらに 2 つ の 要素 に 焦点をあ て、子どもが 普

通話 と読み 書 き を習得 す る際、異言語で ある 方言

と英 語 の 関 わ りに つ い て 述 べ た い 。

E 言 の E 迫

　南 京 市 の 方 言 は 普通 話 を話す中国人 に とっ て 完

全 に わ か らない こ とは な い．英語 の 例 に 取 れ ば 、

ア メ リカ
・
シ カ ゴ で 話 す 英語 とオ ース トラ リア ・

ク イ
ー

ン ズ ラ ン ドで 話 す英語 の 違 い に 似て い る．

lt海 で しゃ べ る呉話や香港で しゃ べ る 粤話 ほ ど違

い が な い 。

　しか し、方言 と普 通 話 の 指導に お い て 、教師 は

明らか な態度を 示 した。あ る教 師 は、　「返 是 南 京

活 不好听」　 （そ れ は 南京弁、聞きずらい ！）と

言 っ た。こ の よ うな教師 の 態度は、模範小学校 で

も地 域小学校で も見 られ た。しか し、微 妙な違 い

もあ っ た。例えば、模範学校 で は 「我侑普通活．

．．」　俄 らの 普通 話 ．．　 ）．地域学校 で は

「我fl喃 京人．。。」　（我 ら南京人，．．）と躾

る の で ある、模範学校 の 先生 た ち は 、教師とし て

中央の 使命を受けて い る 意識 を 強く持 っ て 指導 に

あ た る。一
方、地 域学校 で は 躾 が 厳 し くて も、教

師も地 元の 人 間 とい う意識が 強 く、子どもが 発す

る言葉 の 問題 に 同情 的 で あ り共 感を示す。

　発 音 の 問 題 は、｛n1 の ［1｝の 区別や破擦音 が 摩擦

音に な る 現 象が方言 に 存在する こ とで ある 。 南京

の 名前を 臣 頭 ng ］と発音す る 子ども い た b 教室で

の 観察デ
ーターに よ る と、【nl −〉 ［1］のパ タ

ー
ン が

［t］一〉 回 の パ タ
ー

ン よ りは 多い b し か し、こ れ は

自 由変異 の 現象 で あ り、［lanji  亅　と発音 した子

ど もは 無意 識 に ［na 頗 ngl と発 音 す る こ ともあ る。

破擦 音 の 場 合、例 え ば、上 海は ［sanhal ］と発音 し

ま す。こ の 発音 は 【nl 田 の 自由 変異 と違 っ て 、か

な らず発音 され る。先 生 方 も方 言 の 発 音 に なる

ケース も か な りあ る。

　授業 で は 、標準 の 発 音 と同 時 に 標 準 の 単 語 を 強

調 し て い た。すべ て の 幼 児語 お よび方 言 は 訂正 さ

れ た 。問題 が 生 じ る原 因 は、新 し い 音 節 を n 一
マ

字で 習 うこ とで あ る 。 教師は 音節を用 い て 単語を

作る ように 子どもを促す、しか し、子 どもが作 っ

た 単 語 は、標準 の 単語 で はな い とい う問題が 生 じ

る。例 え ば、［yu ］の 音節を習 っ て い ると、　 yuteu

芋 頭 と い う単語 が 出 て きた。教師は、　 「それ は 方

言 で す。普通話 で ［digua］地 瓜 と言い ます 」 と訂

正 する e こ の ように して、子 どもた ち は方 言 と標

準語の 区 別を学び 、 言語に 対する価値観を身 に つ

けて い く。しか し．非標 準的な発音や 語 彙だ けが

異言語で は ない 。外 国 語 も幼稚園や小学校 の 子ど

もの環 境 に 存在 して い るの で あ る。
早 期英 語教育の 影響

　
一

年生 の 最初 の 語 文授業 で 「な ぜ 漢 語 餅 音

（ローマ 字） を 習 わ な けれ ば な らな い の で し ょ う

か 1 とい う先生 の 問 い か け に 対 して 、　 「英語 は 同

じ字を使 うの で 便利だ か ら」 とい う答 え が 返 っ て

きた。しか し、5 − 6 週間 に わ た る ロ ー
マ 字 の 授

業が終わ る と、　 「我 々 は 中 国人 で す。
”

中国 の 文

字
”

は 他国 の 文字 とは 違 うの で す 」 と先 生 は 言い

始 め る。漢 字 の 読み書きが 始 ま る こ とが 、中国の

子 ど もた ち に と っ て 本当の 読み書きの 勉強を始 め

る こ と に な の で あ る。

　漢 字 を習 うと い う大変 な勉 強 の 状 況 に あ っ て

も、都会 の 保 護 者た ち は
一一

人 っ 子 の 我が 子 に 様々

なけい こ ご とを習わ せ る。バ レ
ー、ピア ノ、小林

寺挙法 な ど と 共 に英 語 の レ ッ ス ン が 流行 して い

る。ある 学校 で も、55 名の ク ラス の なか で 約 2

0 名が 英語を習 っ て い た。ある園児が どうして

ロ
ー

マ 字 の 大 文 字 を 習 わ な い の か を 先 生 に 聞 く

と、漢語耕音は 固 有名詞以 外大文字 を用 い ない た

め との 返事が 返 っ て きた。一
年生 に も大文字を教

えて い な い よ うで あ っ た。単 語の 練習 の 時、方 言

の 単誘 と
一
緒 に 英語 が 混 じ る場合もある．例え

ば、［lou］の 音 節 の 場 合、　
“hello的　lou”と言 っ

た り、［k］の 文字を習 うと き、
“
ok 的 k”と言 っ た

りす る。

塾

　方言 に 対す る 教師 の 態度 は
一

貫 して 否定的 で あ

る。しか し、英語 に 対 し て は 同 じ 様 な 態度 は とら

な い。あ る先 生 は英語を習 っ て い る生徒 に 対 し て

勇 敢 で あ る と褒 め た。単語 の 例 と して 英 語が 出 て

も、あ ま り厳 しい 反 応 は な い p 中国 の 学校 で の 読

み 書き 教育 に 現 わ れ る 異言語 は、同 じ様 な と り扱

い を受 け て い な い 。中 国 の 読 み 書き 教育 は，普通

話 の 普及 に 利用 され て い る。方 言 は た と え地 方 文

化 を表 わ す 様 な 役 割を果 た す もの で あ っ て も、教

育 の 教科 に は 含 ま れ て い な い e しか し、同 じ異 言

語で も 英語は 違 う。中学校の 教科 と認 め られ て い

る し．高校や大学 の 受験 に 必 要 とされ て お り、英

語 はあ ま り否 定され て い ない 。
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