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日本語 学 習者 の望 む敬 語教 育

一アンケー ト調査から一

遠 藤 織 枝

  What kind of instruction to 

    the learners of Japanese 

want to have on the Japanese  hororifics  ? 

 Orie Endo

 The Japanese hororific system is considered as one of the most 

 incomprehensivle features for the learners of Japanese. A survey has 

been conducted regarding two points, what aspect of the system to the 

learners feel  difficult  ? what kind of instruction do they think they need 

to overcome the  difficulties  ? 

 The following paper reports on the results of the questionnaire 

addressed to the learners in the survey.

最 近 、 日本 語 の 敬 語 につ い て の 外 国 人 の コ メ ン トが よ くみ られ る よ っに

な っ た。

「日本 語 を学 ぶ 過 程 の 中 で 、敬 語 が 一 番 難 しか っ た。 ち ゃ ん と習 い ま し

たか ら、読 め ば分 か ります よ 。(中 略)で も、敬 語 を話 す の は 難 しか っ た で

す ね 。自然 に 使 え る よ うに な る に は1何 年 もか か り ま した 。…」(ピー ター ・

バ ラ カ ン 『日本 語 』88.1.P52)「 本 当 に 難 しい の は敬 語 の 言 葉 遣 い 。漢

字 に 自信 が あ るか ら最 初 は簡 単 だ と思 うん で す が 、 敬 語 が 出 て くる と とて
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も苦 しくな ります。」(中国帰国者談 『日本語』89.10.P93)「 日本に来て、

日本語はむずかしいと改めて感 じました。とくに 日本人が 『いただ く』『さ

せていただ く』という言葉をよ く使 うのには驚 きました。『私は…する』と

いう表現は 日本の社会ではあまり歓迎されないようです」(留学生のスピー

チ例 『毎日新聞』87.3.14夕 刊)

こうした敬語についてのいろいな考 え方を、単なる個々人の印象や感想

としてでな く、質的量的に客観性のあるものとして とらえたいと考 え、ア

ンケー ト調査 を試みた。

対象は東京近辺に住む留学生103人 と国際交流基金の短期研修で来 日した

日本語教師31人 の計134人 である。敬語についての意識を問うためであるか

ら、敬語に関する教育や指導をすでに受けた人、そして、アンケー ト用紙

の日本文が読めて理解できる人とい うことで、 日本語教育のレベルで中級

以上の人に限った。

母語別、学習歴別の分布は表1の とお りである。

アンケー トの文面を以下に掲げる。(質問4'は 日本語の教師をしている人

にだけ答えを求めた)

表1母 語別、学歴別分布

母語別分布

中 国 語67人

韓 国 語24人

イン ドネシア語15人

マ レ ー 語7人

タ イ 語3人

英 ・・米 語8人

ポ ル トガ ル 語4人

オ デ ン ダ 語1人

グジャラー ト語1人

デ ンマ ー ク語1人

フ ラ ン ス 語1人

ペ ル シ ア 語1人

ベ ン ガ ル 語1人

計134人
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学 習 歴 分 布

半 年 ～1年16人

1～2年43人

2～3年21人

3年 以 上54人

計134人

敬語についてのアンケー ト調査

日本語教育のなかでの敬語の扱いかたについて研究 してお ります。皆 さ

んのひごろの経験か ら、日本語の敬語についてのお考えをおきかせ くださ

い 。

質 問1日 本 語 の 中 で敬 語 は 特 に難 しい とい う意 見 が あ ります が 、 これ に

つ い て ど う思 い ます か 。(一 つ 選 ん で くだ さ い)

a特 に 難 しい と思 う。

bや や(少 し)難 し い と思 う。

cあ ま り難 しい と思 わ な い。

dど ち ら と も思 わ な い。

質 問2上 の 質 問 で 難 し い と答 え た 方 に お 尋 ね し ます 。 ど うい う点 が 難 し

い と思 い ます か 。(い くつ で も選 ん で くだ さ って か ま い ませ ん)

a「 い らっ し ゃ る ・ご意 見 」な ど相 手 に 対 す る尊 敬 語 を使 うこ と。

b「 ま い り ます ・お 持 ち し ます 」な ど 自分 を謙 そ ん す る謙 譲 語 を

使 う こ と。

c相 手や 場 合 に よ っ て使 い分 け る こ と。

d相 手 との 関 係 が わ か ら な い こ と。

eそ の他()

質 問3日 本 語 の敬 語 につ い て 、 い ろ い ろ な 意 見 が あ り ます 。 あ な た は ど
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うお 考 え で し ょ うか 。(い くつ で も)

a敬 語 は も っ と簡 単 に した 方 が い い。

b敬 語 を 日本 人 も正 し く使 い分 け た方 が い い 。

c敬 語 は 日本 語 の(日 本 人 の)美 点 だ か ら 、 もっ と大 切 に した

方 が い い 。

d敬 語 は 日本 人 に も難 しい の だ か ら、 外 国 人 に は要 求 し な い 方

が い い。

e敬 語 よ り も、話 の 内 容 の方 が 大 切 だ か ら、敬 語 を あ ま りう る

さ くい わ な い方 が い い。

f敬 語 を上 手 に 使 え な くて も 、 そ の こ とで 人 を評 価 し な い 方 が

いい。

gそ の他()

質問4日 本語を教わる時の敬語について、どうお考えですか。ぐいくつでも)

a失 礼にならない程度の簡単な敬語だけ教わ りたい。

bで きるだけ くわしく、 日本人と同 じように使い分け られるま

で教わりたい。

c敬 語の形や種類をた くさん習っても実際には使えないか ら、

必要なものだけ選んで教えてほしい。

d敬 語にあまり時間をかけないで、新 しい文型 ・言葉 ・漢字な

どを教 える方に時間をかけてほ しい。

eそ の他()

質問4'日 本語 を教える時の敬語についてどうお考えですか。(いくつでも)

a失 礼にならない程度の簡単な敬語だけ教えたい。

bで きるだけ くわ しく、日本人と同じように使い分けられるま

で教 えたい。

c敬 語の形や種類 をた くさん教 えても実際には使えないか ら、
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必 要 な もの だ け選 ん で教 え た い。

d敬 語 に あ ま り時 間 をか け な い で 、新 し い文 型 ・言 葉 ・漢 字 な

ど を教 え る の に 時 間 をか け た い 。

eそ の 他()

質 問5あ な た の 今 まで の 経 験 で 、 敬 語 が う ま く使 え な くて 失 敗 し た り、

恥 ず か しい 思 い を した 例 が あ っ た ら 、 で き るだ け 具 体 的 に書 い て

くだ さ い 。

1,

2,

3,

質 問6敬 語 を う ま く使 え て よか っ た と思 う経 験 が あ っ た ら、 で きる だ け

具 体 的 に 書 いて くだ さ い。

1,

2,

3,

質 問7あ な た の こ と を お きか せ くだ さ い。

国 籍

母 国 語

日本 語 の 学 習歴

(半 年 ～一 年 ・一 年 ～二 年 ・二 年 ～三 年 ・三 年 以 上)

専 門 ・専 攻(文 化 系 ・理 科 系)

性 別(男 性 ・女 性)

以下、質問1か ら順に回答数 ・全体比 を示 してい く。

質問1日 本語の中で敬語は特に難 しいという意見がありますが、これに

ついてどう思いますか。
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a特 に 難 しい56人42.1%

bや や(少 し)難 し い65人48.9%

cあ ま り難 し い と思 わ な い11人8.3%

dど ち ら とも思 わ な い1人O.7%

aの 厂特 に」 かbの 「や や 」 か の違 い は あ る が 、 いず れ に して も敬 語 が

難 しい 、 と考 え て い る 人が91.0%に の ぼ っ て い る。 全 体 の割 合 で 「や や 難

し い」 と思 う 人 が 、 「特 に 難 しい」 と思 う人 よ り6.8%多 いが 、 これ を学 習

歴 の 長 さ の別 に み る と表2の よ うに な る。

表2学 習歴 と難 しさ

学 習 歴 特 に難 しい やや難しい

半 年 ～1年 35.7% 64.3%

1年 ～2年 56.4% 43.6%

2年 ～3年 36.8% 63.2%

3年 ～ 47.9% 52.1%

学習歴の長短 と難易の感 じ方 とは関連がなさそうである。つまり長 く学

習 した人の方が習熟度 も高て、 したがって敬語についても難しいと感 じる

度合が減 るのではないか、との予測は、ここでは外れ、学習歴が最 も短い

グループで 「特に」 より 厂やや難 しい」の方が多 くなったり、3年 以上で

はほぼ同数であった りとなっている。学習歴が長 くなって もなかなかマス

ター しきれないということか、あるいは学習歴の短いころはその本当の難

しさがわか らなかったのが、長 く学習するにつれ難 しさがわかってきたと

いうことなのだろうか。

母語別にみ るとどうなるか。回答者の数の比較的多い母語のグループを

(1)日本語の敬語 と類似の敬語をもつ韓国語を母語 とするグループ(2)中国語

グループ(3)イン ドネシア語1マ ラヤ語グループ、 と大 まかに分けて、それ

ぞれのグループに属する人たちの 日本語の敬語に対する受けとめ方に違い
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が あ るか な い か をみ て い る。

a特 に難 しい bや や 難 しい
cあ ま り葵隹しい と
思 わな い

韓 国 語 グ ル ー プ 832 1560.0% 28.0%

・中 国 語 グ ル ー プ 3451.5% 2537.9% 710.1%

イ ン ドネ シア 語
マ ラ ヤ 語 グ ル ー プ 940.9% 1254.5% 14.5%

各グループの特に難 しく感 じている人の率 を比べると①中国語グループ

②インドネシア語、マレーシア語グループ③韓国語グループの順である。「や

や難 しい」「あまり…」を合わせたものの順は「特に…」の逆で韓国語 グルー

プが1位 になっている。これは韓国語に 日本語の敬語の体系に類似 したも

のがあるからであろう。イン ドネシア語グループが次に来ているのはイン

ドネシア語 を母語 とす る人に、複雑な敬語の体系が存在するジャワ語 ・ス

ンダ語 も知る人がいるからか もしれない。

中国語 グループに 「特に難 しい」 と感 じる人が最 も多いのも、中国語には

日本語の敬語に類似 したものがないか らだ と考えられる。

質問2ど ういう点が難しいと思いますか。

敬語が難 しいといっても、主 として学習により頭で理解 し自分で使い分

ける段階 と、相手 との関係 を適確 に把握 しその場に合わせてい く段階と大

きく分けられる。

選択肢のa、bは 前者の段階での難しさでc、dは 後者の段階での難 し

さである。

まず選択肢ごとの実数の比率 を示す。回答者は質問1でc、dと 答えた

人を除 く124人だが、複数回答を認めているので100%を 超える。

a b C d e

36

29.0%

46

37.1%

85

68.5%

45

36.3%

13

10.5%
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話者 として敬語の範疇の中の尊敬語 と謙譲語の使用については、bの 謙

譲語を使 うことを難しいとする回答がaの 尊敬語を難 しいとするより多 く、

この2者 だけ を比べ ると46:36に なっている。すなわち、bはaの1.3倍 で、

謙譲語の使用により難 しさを感 じていることがわかる。bを 選んだ上にe

の欄 に 「謙譲語は私にはすご く難 しい」 と書いた中国人学生 もいた。

さらに、敬語が難 しいのは、cの 「相手 との関係で場面によ り使 い分け

ること」 とす る人が85人68.5%を 占め、dも45人36.3%と 、語の理解より

も関係 とその適応に苦慮 している姿が浮かび上がって くる。ここに敬語の

語のレベルでは一語の教育のレベルではとも言いかえられよう一覆 い尽 く

されない問題が大きくクローズアップされて くる。相手との関係 をすばや

く判断すること、またその場 の状況 を正確に把握すること、そういった能

力は言語教育によるよりも環境、経験、感性などの要因が より大 きくその

形成に作用すると思われるのである。(ただし、最近では、言語教育の領域

に、このような言語外の能力を含めて考えることが増えてきているが。)

つまり、従来の枠での教育により、学習により獲得できるもの以外のス

キルが敬語には求められることが、敬語を難 しいと感 じさせる大きな原因

であることが、これらの回答から推測 される。

なお、質問2に 関してeの 「その他」 として記述 されたものを2、3紹

介しておく。

1.書 き言葉 と話 し言葉の区別が難 しい。(韓 国)

2.手 紙を書 くときの敬語が難しい。(オース トラリア)

3.特 別の場合、結婚式披露宴などの挨拶が難 しい。(中 国)

質問3日 本語の敬語について、いろいろな意見があ ります。あなたは ど

うお考 えで しょうか。

敬語についてどう考えているか、自由記述式にするのが最 も本当の意見
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に近いものが得 られ るだろうが、回答者の負担を減 らすために、いくつか

選択肢を準備 した。敬語 自身に関するものa、b、c、dと 、e敬 語 より

内容、f敬 語で人を評価 しない、の敬語の状況に関するものを示 した。そ

れ以外はgに 書 き入れてもらうことにした。

まず、それぞれの回答数 と比率を示す。

a b c d e f

54

40.3%

24

17.9%

44

32.8%

24

17.9%

53

39.6%

44

32.8%

134人 回答

複数 回答

最 も多いのがaの 「敬語はもっと簡素化 したほうがいい」で、それとほ

ぼ同じに2番 目がe「 敬語 よりも話の内容の方が大切がたら敬語をあまり

うるさく言わない方がいい」である。3番 目がcの 「敬語は 日本語の美点

だか らもっと大切 にした方がいい」 と、f「 敬語を上手に使えな くて もそ

のことで人を評価 しない方がいい」が同数であった。

a、d、e、fの いずれかを回答した人と、cを 選んだ人は意見を異に

すると考 えられ、前者は敬語 自体やそのあり方に批判的であり、後者は肯

定的な見方である。そこで134人 の うちの批判派と肯定派の割合 を比べてみ

る。なおa、d、e、fの いずれか とb、cの いずれか と両方選んでいる

人は除 く。

批判派=65人71.4%

肯定派=26人28.6%

批判的な意見の持ち主が肯定派の3倍 近 くいるわけである。その中には

e、fと 答えている人も多く、敬語が難しいからどうするか とい う観点で

はな く、敬語その ものを表現の内容 と区別 し、その外部要素である敬語に

精力を使いはたすことは避けたい、また自分 たちを敬語で評価 してほ しく

ないとの願望がここには窺われる。

gに 自由に記述 した人も多く、その中でa-fの どれに も属 さない意見
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を紹介する。

1.相 手に対 して心か らの ものであるべ きだ(中 国)

2.使 っている人が本当に心から相手を尊敬するのでなければ、上 と下

を区別す る、階級 をつ くる敬語をやめてほしいです。「…ます」「…で

す」の形だけ使ったほ うが よいと思います。皆平等ですから。(台湾)

3.外 国人 として他国の言語について言わない方がいいと思うが、もし

日本人の中でも敬語について改善すべ きだという世論があったら少

し整理する必要はあると思われます。(韓 国)

質問4日 本語を教わる時の敬語について、どうお考 えですか。

学習者たちの敬語 を学ぶ側 としての希望 を問 うためのものである。

a b C d

61

45.5%

60

44.8%

49

36.6%

21

15.7%

bが で き る だ け 詳 し く教 わ りた い とす る もの で 、 他 は簡 単 に 、 もっ と大

切 な こ とに 時 間 を割 いて ほ しい 、 な ど簡 素 を望 む 方 で 、 こ こで も詳 細 派b

と簡 素 派a、c、dに 分 か れ る。

bの み を選 ん だ 人 と、a、c、dの どれ か を選 ん だ 人 を比 べ て み る。

詳 細 派46人39.7%

簡 素 派70人60.3%

詳 し く教 わ りた いが 約4割 、簡 素 化 して教 わ りた い が 約6割 で 、 こ こ で

も簡素 化 の 方 が 優 勢 で あ る。 こ こ で の 回答 が 質 問1の 敬 語 の 難 し さの 認 識

の 度合 と関 係 が あ るか ど うか を 、 質 問1で 敬 語 がa「 特 に 難 しい」b「 や

や 難 しい 」crあ ま り難 しい と思 わ な い」 の ど ち ら に答 え て い るか と ク ロ

ス して み て み る 。

「詳 し く教 わ りた い」 の46人 中
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a b C

17人

37.0%

21人

45.7%

8人

17.4%

aの 「特 に 難 し い」37.0%に 対 し、 それ ほ ど難 し くな い と考 え るb、cが

63.1%で あ る。 次 に 、 簡素 化 を の ぞむ70人 中 で は

a b C

35人

50.0%

32人

45.7%

3人

4.3%

で 「特 に難 しい 」 の丶aと、 そ れ ほ ど で もな い と考 え るb、c合 わ せ た も

の と同 数 で あ る。

この こ とは 、 敬 語 が 「それ ほ ど難 し くな い」 と考 え る 人 だか ら精 神 的 に

余 裕 が あ り、 さ ら に 詳 し く教 わ りた い と希 望 す る こ と。

「特 に 難 し い」 と考 え る 人 に と っ て は 、 難 し くて 大 変 だか ら簡 素 化 が 望 ま

し い とい う意 見 に つ なが っ て い く こ とを示 して い る。 つ ま り敬 語 に 対 す る

難 易 の 認 識 の差 に よ っ て 「よ り詳 し く」 か 「よ り簡 単 に 」 か へ 分 か れ て い

く とい うこ とで あ る 。

次に今回の対象134入 中の31人 の 日本語教師をしている人に、教える場合

について問 うた質問4'と の関連 をみる。質問4と 同趣旨の選択肢 を準備 し

たが、質問4が 「教 わる敬語」であるのに対 し質問4'は 「教える敬語」で

ある。

回答 した27人 中の内訳は次のとおりである。

a b C d

18人

66.7%

7人

25.9%

10人

37.0%

7人

25.9%

(複数回答)

こ こで はbの7人 が 、 詳 し く教 え るべ き と考 え 、他 の20人 は何 らか の制
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限 を考 え て い る 人 た ち で あ る。 詳 し く教 え るべ き と考 え る7人 は質 問4で

もbを 選 ん で お り、教 わ る場 合 も教 え る場 合 も 「詳 し く」 で一 致 し て い る。

な お 、教 え る場 合 は 「簡 単 に」の20人 の 中 の 教 師 の3人 は 、教 わ る際 は 「詳

し く」 を選 ん で い て 、教 わ るの も教 え る の も 「簡 単 に 」 とい う教 師 は17人

と い っ こ とに な る。

ま た 、 日本 語 教 師 の31人 の 人 た ち が敬 語 の 難 し さ を ど うみ て い るか 、 質

問1に も どっ てみ る 。

a.特 に 難 しい16人

b.や や 難 しい13人

c.あ ま り難 しい と思 わ な い2人

全体でみた際は、a<b+cで あったがここではa>b+cに なってい

る。学習歴も全体の平均よ り長 く、 日本語能力も高いと思われる日本語教

師の方が、留学生よりも敬語は難 しいと考えている人が多いことが ここで

わかる。学習歴が長 くて もなかなか習得できないこと、また教 える立場 と

して新たに敬語の難しさに直面している、 ということであろう。

質問5あ なたの今 までの経験で、敬語がうまく使えな くて失敗したり、

恥ずか しい思いをした例があったら、できるだけ具体的に書いて

ください。

ここでは、敬語を実際に使ってみて(使 えな くて)失 敗 したり恥 をかい

たりした経験がある人に、それを書 いて もらった。この質問に何 らかの回

答を寄せた人は71人 だった。それ らの例をい くつかに分類 して紹介する。

(a)敬 語の使い方がわか らな くて困った

1.保 証人に電話 をかけるとき、どんな敬語 を使 ったらいいのかわから
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な い 。(台 湾)

2.最 初 の こ ろ 自分 の こ と を ど うい う と き 「わ た し」 とい うか 、い つ 「ぼ

く」 「お れ 」 と い うの か わか らな か っ た。(イ ン ドネ シア)

3.先 生 と話 して い て 辞 書 形 を使 っ て し ま っ た。(マ レ ー シア)

4.授 業 中先 生 に 質 問 す る とき ど うい う形 で尋 ね れ ば い いかa:困 り ま

す 。(中 国)

5.目 上 の 人 の苦 労 に 対 し て ど うお 礼 を 言 っ た ら い い か迷 っ た 。(ブ ラ

ジ ル ・教 師)

(b)相 手の敬語がわからな くて困った

1.父 の友達 と話 した とき、簡単な会話ですけれども、全然わか りませ

んでした。(相 手は敬語を使ったから)(中 国)

2.大 学の先生に敬語で話 しかけられて答えられなかった。(中 国)

(c)謙 譲 語 と尊敬 語 の 区 別 で 困 っ,た

1.尊 敬 語 と謙 譲 語 が メチ ャ クチ ャに な る。(中 国)

2.先 生 に 対 して 「先 生 が お 願 い した で し ょ う」 と言 った 。(中 国)

3.自 分 の 子 ど も を 「お子 さん 」 と言 っ て し ま っ た 。(オ ー ス トラ リア ・

教 師)

4.電 話 で 「お 父 さ ん い ら っ し ゃ い ます か 」 と言 わ れ 「い ら っ し ゃ い ま

す 」 と答 え た 。(中 国)

5.「 あ な た の お 母 さ ん 」「私 の母 」 を う ま く使 い分 け られ な か っ た。(マ

レー シ ア)

6.自 分 の まわ りの 人 の こ とを謙 遜 しな い で 尊敬 語 で言 っ て し ま っ た。

(韓 国)
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(d)「 お」 「ご 」 の 使 い方 で迷 っ た

1.食 事 の と き食 器 や 食 べ 物 に 「お 」 をつ け るか つ け な い か迷 っ た 。(韓

国 ・教 師)

2.名 詞 に は 「お」か 「ご」をつ け た 方 が い い と思 って 「つ り(=fishing)」

を 「お つ り」 と言 っ た が 通 じな か っ た 。(韓 国)

3.レ ジ で も う一 つ 袋 が ほ し い と き 「お ふ くろ を いた だ け ませ ん か」 と

言 った 。(中 国)

(e)「 ご ざい ます 」 の 使 い方 で 困 った

1.「 な い で ご ざ い ます 」 と言 っ て し ま っ た。(マ レー シア)

2.厂 先 生 で ご ざ い ます か 」 と言 っ て し ま っ た。(韓 国)

(f)「 あ げ ます 」 の使 い方 で 困 った

1.「 私 が 買 っ て あ げ ます 」 と 目上 の 人 に 言 っ た。(韓 国 ・教 師)

2.目 上 の 人 に物 を与 え た い と き ど うい っ た ら い い か わ か らな い 。(イ ギ

リス ・教 師)

3.「 あ げ る」 の 使 い分 け が 難 しい 。(韓 国 ・教 師)

4.授 受 関 係 の敬 語 が 難 しい 。(中 国)一

(g)敬 語を使いす ぎて失敗 した

1.も との先生に礼状 を書いて、つ い敬語の過剰使用で肝心な意味内容

を十分伝 えることができなかった。(中 国)

2.営 業をや っているお店の店員などに も敬語を使いす ぎて、不 自然に

なった。(韓 国)

3.日 本人の友だちに 「か しこまりました」 と言ったら 「そんなに敬語

を使わないで ください」 と言われた。(韓 国)
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4.自 分が 日本人の友達(目 上の人)に 敬語 を使 うと、相手も急に気 を

つけて敬語で話 しかけてきた。そして話 している雰囲気はいちだん

と冷た くなった。すごくショックだった。(香港)

(h)敬 語 が 気 に な る と話 せ な くな る。

1.敬 語 か ど うか 考 え だ す と話 し合 い が で き な くな る。(韓 国 ・教 師)

2.い つ も心 細 くて 口 を き く前 に再 三 思 案 しな け れ ば な らず 、 とて も気

に な っ て い ま す 。(中 国 ・教 師)

3.目 上 の 人 との 会 話 中 で敬 語 を使 うべ き と こ ろ 、敬 語 が 思 い 出せ ず た

め ら っ て し ま うこ とが あ る。(中 国)

質 問6敬 語 を う ま く使 え て よか っ た と思 う経 験 が あ っ た らで き るだ け具

体 的 に 書 い て くだ さ い。

質 問5と 同 じ く 自由 に 記 述 して も ら っ た の だ が 、 質 問5で は71人 が 何 ら

か の 経 験 と書 い た の に 対 し、 こ こで は37人 が 記 入 して い た 。 つ ま り失 敗 や

恥 ず か しい 経 験 の 方 が 、よか っ た経 験 の2倍 近 くあ っ た とい う こ とで あ る 。

以 下 に 「よか っ た 経 験 」 を紹 介 す る。

1.電 話 で う ま く話 せ た 。(中 国)(台 湾)

2.面 接 の と き う ま く使 え て合 格 し ま し た。(中 国)

3.自 己紹 介 の と き。(マ レー シア)(中 国)

4.大 きな イベ ン トや パ ー テ ィな どで 人前 に 出 て あ い さつ をす る とき。(イ

ン ドネ シ ア)

5.先 生 との会 話 が う ま くで きた 。(韓 国)

6.「 お 目に か か り ます 」(韓 国)「 ～ と存 じ ます 」(韓 国)「 ～ と申 し ます 」

(イ ン ドネ シ ア)「 ～ させ て い た だ き ます 」(香 港)(韓 国)が うま く

使 え た 。

一15一



日本語学 習者の望む敬語教育一 アンケー ト調査 か ら一

7.や さ し く見 え る。(韓 国 ・教 師)

8.目 上 の 人 、 お 年 寄 りの 人 に喜 ん で も ら え た 。(ブ ラジ ル ・教 師)(韓

国)

9.職 場 の お 客 さん に 向 か って 敬 語 を使 っ て成 功 した 。(タ イ)

10.何 か をや っ て も ら う と き う ま くい くこ とが あ る 。(韓 国)

以上、簡単 なアンケー トで(複 雑に細分化すると回答の質も落ちるので

やむをえず)し かも回答者の数 も134名 と十分 とは言えない調査で、外国人

の敬語の意識 を代表 しえてはいないが、その限度内での傾向を報告 した。

質問1「 やや難しい」「特に難 しい」の違いにしても、どこで線 をひいてい

るのか回答者の意識の中までたどることはできないし、質問3も 敬語体系

すべてを否定す るような意見は準備せず、現状肯定から出発 した選択肢で

あり、一方でやや誘導的な選択肢 も混 ざったか と思われるが、その範囲内

でも学習者たちの日本語の敬語が今より簡単なものであってほ しい、簡素

化 して教わ りたい、教えたい、の願いはどこか らもよみ とれる結果を得た。

学習者 との対応の中で 日本語教育を進め る以上、日本語の敬語の体系だ

から、日本語 を学ぶ以上はそれも全てとい う一方的なお しつけはいけない。

学習者のニー ズや希望、期待を具体的に把握 した上で指導する内容、レベ

ル、方法などを考えていかなくてはいけない。そのための本格的な基礎的

調査の必要性 を、今回小 さな調査 をした結果 として改めて感 じている。
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