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1 

要要要要    旨旨旨旨 

 

本研究は、北部タイの中等教育後期課程（高校に相当）で日本語学習体験者に注目し、日本

およびタイ文化に対してどのような認識を持っているのか、そしてその認識を形成した背景を調査

し、日本語学習体験が与える影響を考察したものである。 

稿者は、北部タイ中等教育機関の日本語教育に携わる機会があり、高校の日本語専攻コース

で日本語を学ぶ学生と関わることが多かった。そして、彼らにとって、高校時代の 3 年間という貴重

な時間を日本語学習に割く、その意義は何なのだろうかと常々感じていた。矢部（2001）は、海外

の初等・中等教育での日本語教育には、大学・成人を対象としたものや日本国内におけるものと

は異なる側面があると述べ、その側面として異文化接触、異文化態度の育成を挙げている。海外

の年少者日本語教育における文化の取り扱いに焦点をあてた調査には、李（2003）、鈴木

（2003）があるが、日本語教員の「文化の学習観」を調査するにとどまっている。学習者の文化認

識を確認することで、文化の取り扱いに一つの観点がもたらせるのではないだろうか。 

そこで本研究では、タイの中等教育機関後期課程での日本語学習経験者の日本およびタイ文

化認識とその背景を質問紙とインタビューによって調査した。日本語学習経験者の語りから、彼ら

が「何」を「どのように」認識しているのか、またその「リソース」を探ることにより日本語学習体験の影

響を考察した。また、日本語学習の背景を知るために日本語教師の文化の取り扱いについても調

査を行い、日本語学習経験者の日本およびタイ文化認識との対照を行った。 

その結果、日本語学習経験者の日本文化認識は「伝統文化」「精神文化」「生活文化」「大衆文

化」「日本社会」「タイ日関係」にわたっており、認識の仕方に共通点が見られた。「伝統文化」につ

いては、体験の印象が強く、日本文化への興味をもたらしている。また、日本文化の独自性と同時

にタイ文化の独自性も感じているが、タイに比べ日本は文化を保持しているという認識が見られる。

「精神文化」については、時間を守る、秩序・規律正しさといった日本人・日本社会イメージがあり、

タイ人及びタイ社会と対比して、日本は肯定的に、タイは否定的に認識される傾向がある。「生活

文化」については、料理体験の印象が強く、料理そのものや生活文化の差異に日本への興味関

心を抱いており、自らの生活習慣と対比して認識している。 

これらの日本文化認識の特徴としては、日本に対して（1）メディア等を通じて肯定的な認識を持

っており、日本語学習の中で否定的な側面に触れても認識は変わらないこと、また（2）メディアによ

りある程度一般化された認識を持っており、日本語学習はそれを維持・拡大していること、（3）日本

語学習体験の中からも日本についての認識一般化が行われていることが挙げられる。 

タイ文化認識の特徴としては、伝統文化の「文化保持」、精神文化の「時間を守る」「規律・秩序

正しさ」に関して否定的に認識される傾向があり、その背景として日本の経済的発展、生活環境が

変わりつつあるタイの状況が背景にあると考察した。 

日本語学習の影響としては、日本語学習の際の文化体験が肯定的印象をもたらしていること、

日本語学習はメディア等で生成された日本文化認識を大きく変更する力はないが、その認識の具

体化をもたらすことがわかった。一方で、日本語学習の中で日本に対する認識の一般化が問題に

なることがなくそれを維持・拡大していること、タイ文化は日本文化の背景として扱われていることを

見た。また、学習者は日本語教師の教示や、メディアで伝えられている日本文化情報（明示的意

味情報）を、主体的に取捨選択して自らの「意味空間」に取り込んでおり、同時に文化的意味づけ

処理（暗示的意味情報処理）を行っていることを仮説として示した。 

最後に稿者の問題意識に基づき、タイの中等教育機関における日本語教育の提言を行った。
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