
1 はじめに

ねん こうこう だい に がいこく ご に ほん ご きょういく はじ
１９７３年に高校で第二外国語として日本語の教育が始

こ とし ねん め あいだ なんかい きょういく か てい
まって今年で２５年目になる。その間、何回も教育課程

か こ とし だい じ きょういく か てい
（カリキュラム）が変わったが、今年は第６次教育課程の

ねん め だい じ きょういく か てい か こ ぶんぽうちゅうしん
３年目である。第６次教育課程では、過去の文法中心の

し どう かい わ りゅうちょう の もくひょう か
指導から会話の流暢さを伸ばすことに目標が変わった。

げんざい きょういくかんきょう い し そ つう
しかし、現在の教育環境では、意思疎通（コミニュケー

かい わ のうりょく たか むずか
ション）ができるように会話能力を高めるには難しいと

もんだい がくしゅうしゃ おお
ころがある。問題は学習者が多すぎる（１クラス５４～５６

にん せま きょうしつ とぼ し ちょうかくきょういくかんきょう にゅう し ちゅうしん
人）こと、狭い教室、乏しい視聴覚教育環境、入試中心

きょういく
の教育などである。

むずか かんきょう きょう し あたら きょう か しょ
難しい環境にもかかわらず、教師たちは新しい教科書

つか がくしゅうしゃ あ し どう
を使って学習者に合わせた指導をするために、さまざま

もんだいてん かいけつ はか きょうじゅほう
な問題点の解決を図っている。コースデザイン、教授法、

ほ じょきょうざい がくしゅうしゃ せき はい ち きょう し どう し じょうほうこうかん べん
補助教材、学習者の席の配置、教師同士の情報交換や勉

きょうかい つう ど りょく
強会などを通じて努力している。

2 がっこうしょうかい
学校紹介

ねん かいこう し ない し りつこう
光栄女子高校は１９８５年に開校したソウル市内の私立高

こう しんがくこう じんぶんけい がっきゅうすう ぜんこう
校で、進学校（人文系）である。学級数は全校３６クラス

かくがくねん せい と すう めい ねん めい ねん
（各学年１２クラス）、生徒数は１，９２５名（１年６４５名、２年

めい ねん めい
６３９名、３年６４１名）である。

かんこく ふ つう こうこう じんぶんけい だい に がいこく ご
韓国の普通の高校（人文系）では、第二外国語（フラ

ご ご ちゅうごく ご に ほん ご ご
ンス語、ドイツ語、中国語、日本語、スペイン語、アラ

ご ご なか に か こく ご せんたく おし
ビア語、ロシア語）の中から二カ国語を選択して教える

いっぱんてき ほんこう に ほん ご せんたく
のが一般的である。しかし、本校では日本語だけを選択

している。

に ほん ご じゅぎょう ねんせい しゅう じ かん ねんせい しゅう
日本語の授業は、１年生（週１時間）、２年生（週２

じ かん ねんせい しゅう じ かん じゅぎょう にん きょう し ぶんたん
時間）、３年生（週２時間）の授業を３人の教師が分担

ほんこう しんがくこう せい と だいがくにゅう し め ざ
している。本校は進学校なので生徒は大学入試を目指し

べんきょう げんざい に ほん ご だいがくにゅう し か もく はい
て勉強している。現在、日本語は大学入試科目に入って

にゅう し か もく くら かんしん ひく
いないので、入試科目と比べると関心が低い。

3 きょう し けんしゅう
カリキュラムと教師研修

ほんこう ねんかん さつ に ほん ご じょう げ きょう か しょ
本校では３年間で２冊（『日本語上・下』）の教科書の

ないよう し どう きょういく か てい か きょう か しょ あたら か
内容を指導する。教育課程が変わると教科書も新しく変

きょういく か てい き まえ こうちょうかい かい
わる。教育課程が決められる前には公聴会が２、３回あ

こうちょうかい けっ か さんこう きょういく か てい ないよう き
り、その公聴会の結果を参考にして教育課程の内容が決

きょういく ぶ きょういく か てい あ きょう か しょ しん ぎ
められる。教育部※１は教育課程に合う教科書を審議して

き がっこう き きょう か しょ げんざい しゅるい なか
決める。学校は決められた教科書（現在１２種類）の中か

しゅるい せんたく に ほん ご きょう し こうちょうかい
ら１種類を選択する。たくさんの日本語教師が公聴会に

しゅっせき い けん はっぴょう
出席して意見を発表する。

しんきょういく か てい し どうないよう きょうじゅほう に ほん ご きょう し
新教育課程の指導内容と教授法は、ソウル日本語教師

けんきゅうかいしゅさい けんしゅう ねん かい さん か べんきょう きょう し
研究会主催の研修（年２回）に参加して勉強する教師が

おお ねん ふゆやす きょうじゅほう じゅぎょう けんしゅう
多い。'９６年の冬休みには、教授法とモデル授業の研修

おこな ねん なつやす がっこう じゅぎょう
が行われた。また、'９７年の夏休みには、学校での授業

ときかん はっぴょう じゅぎょう
の時感じたことを発表したり、もっといい授業のための

じょうほうこうかん おし かた けんしゅう
情報交換をしたり、さまざまな教え方の研修があった。

さくねん がつ がつ あいだ き ぼう きょう し
昨年の９月から１２月の間には、希望した教師たちによ

じゅぎょうはっぴょうたいかい じゅぎょうはっぴょうたいかい じゅしょう
るモデル授業発表大会もあった。授業発表大会で受賞し

きょう し つぎ けんしゅうかい とき はっぴょう けんしゅう
た教師は、次の研修会の時に発表することになる。研修

に ほんぶん か いん し えん ぶん か いん きょういくせんもん
には日本文化院※２の支援があったり、文化院の教育専門

か きょうりょく え
家から協力を得ている。

ほか に ほんぶん か いん こうこう に ほん ご きょう し
その他にも日本文化院には、高校日本語教師のための

いっぱんこう ざ しゅう かい しゅうちゅうこう ざ なつやす しゅうかん ふゆやす
一般講座（週１回）、集中講座（夏休み１週間、冬休み

しゅうかん かんこく に ほん ご きょう し さん か べん
１週間）があり、韓国の日本語教師たちが参加して勉

きょう なつやす こくさいこうりゅう き きんしゅさい に
強している。また、夏休みには、国際交流基金主催の日

ほん ご きょういくじゅんかい か かん おこな
本語教育巡回セミナー（２日間）が行われたりする。

けんしゅう こう ざ さん か きょう し じ ぶん がっこう
これらの研修と講座に参加した教師は自分の学校に

もど たの じゅぎょう ほんこう きょう し にん けん
戻って楽しい授業をしている。本校の教師（３人）も研

しゅう べんきょう きょうじゅほう がくしゅうしゃ あ かつよう
修で勉強した教授法を学習者に合わせて活用している。

じょうほうこうかん ちか がっこう に ほん ご きょう し あつ
情報交換としては近くの学校の日本語教師の集まり

まいつき かい あたら きょう か しょ きょうざい じっさい じゅぎょう
（毎月１回）があり、新しい教科書と教材、実際の授業

けいけん はな あ おし かた あたら じょうほう
での経験を話し合ったり、いい教え方や新しい情報やア

たの わ じゅ ぎょう め ざ

楽しく分かりやすい授業を目指して
かん こく し ない
韓国・ソウル市内 光栄女子高校
光栄女子高校日本語教師 趙 美淑

Cho Mi Sook

教育実践レポート●８高等学校教育

とくしょく に ほん ご きょういく じっせん き かん きょう
このコーナーでは、特色ある日本語教育を実践している機関の教

し かたがた げん ば うんえい じょうきょう
師の方々に、現場のコースデザインやコース運営の状況について、

しょうかい
紹介していただきます。

に ほん もん ぶ しょう あ
※１日本の文部省に当たる。The ministry of education

せいしきめい ざいかんこく に ほんたい し かんこうほうぶん か いん
※２正式名は、在韓国日本大使館公報文化院。4



あつ きょうざい ほ じょきょうざい つく
イデアを集めて、教材と補助教材を作っている。

4 じゅぎょう きょうじゅほう
授業スタイル（教授法）

ほんこう ねんせい に ほん ご はじ なら ねん
本校の１年生はみんな日本語を初めて習う。２、３年

せい にゅう し か もく くら き がくしゅうしゃ おお
生は入試科目と比べてあまりやる気がない学習者が多い。

てん かんが きょう し じゅぎょう すす
この点を考えて教師はダイナミックに授業を進めなけれ

がくしゅうしゃ しん ど あ
ばならないし、学習者のレベルと進度にも合わせなけれ

に ほん ご たの わ おし
ばならない。日本語を楽しく分かりやすく教えなければ

じゅぎょう がくしゅうしゃ きょう み も
授業はうまくいかないし、学習者は興味を持たなくなっ

なに きょう し く ふう たいせつ
てしまうので、何よりも教師の工夫が大切である。

ほんこう にん きょう し がくねん わ し どう
本校では３人の教師が３つの学年に分かれて指導する。

ひとり きょう し ひと がくねん たんとう きょう
できるだけ一人の教師が一つの学年を担当するように教

し はい ち にん
師を配置する。そして、１クラスを４人ずつ１３～１４のグ

わ じゅぎょう おこな しんがっ き
ループに分けて、授業を行う。また、新学期になると、

いま つか きょうざい ほ じょきょうざい たんとう きょう し
今まで使われてきた教材、補助教材などは担当する教師

どう し こうかん
同士で交換する。

ねんせい まった に ほん ご わ がくしゅうしゃ に ほん
１年生は全く日本語が分からない学習者である。日本

ご べんきょう はじ なに たの まな に ほん ご
語の勉強が初めてなので、何よりも楽しく学び、日本語

きょう み も き きょう
に興味を持ち、やる気がでるようにコースデザインと教

じゅほう く ふう ひつよう たと どうにゅう え
授法の工夫が必要となる。例えば、ひらがなの導入は絵

ほう ふ つか も じ おぼ
カードを豊富に使う。このカードは、文字を覚えやすい

かんこく ご に ほん ご はつおん おな つか し りょう
ように韓国語と日本語の発音が同じものを使う（資料１）。

おぼ し ようきょうざい
ひらがなを覚えるためにはゲームもする（「５．使用教材」

しょう さんしょう だいたい げつ しゅう じ かん
の章を参照）。ひらがなは大体１カ月（週１時間）ほど

よ か
で読むことと書くことができるようになる。

も じ し どう お きょう か しょ つか じゅぎょう か
文字指導が終わると教科書を使う。授業では、書くこ

よ ご い ぶんしょう みみ な
とと読むことよりは語彙と文章に耳が慣れるように、カ

なんかい き おし ぶん し ぜん
セットテープを何回も聞かせたり、教えられた文が自然

はつ わ え ほ じょきょうざい つか れんしゅう
に発話できるように、絵パネルと補助教材を使って練習

ご い ぶん べつ
をさせたりする。語彙と文はビンゴゲーム、グループ別

おぼ たいかい ほうほう おぼ
覚え大会、ペーパーテストなど、さまざまな方法で覚え

に ほん ご かんこく ご に
させる。日本語は韓国語と似ているところがたくさん

ねんせい おも じゅぎょう
あって、１年生もやさしいと思っているらしい。授業の

ないよう り かい ば あい せい と どう し そう
内容が理解できない場合には、グループの生徒同士で相

だん わ とき きょう し べつ
談する。どうしても分からない時は、教師がグループ別

し どう
に指導する。

ご い ぶんぽう ほんぶん ないよう り かい のち
語彙、文法、本文の内容をはっきり理解した後、グルー

やくわり き ほんぶん かい わ れんしゅう
プでそれぞれが役割を決めて本文の会話練習をする。そ

か お ほんぶん か かんこく ご ほんやく
の課が終わると、ノートに本文を書いて韓国語に翻訳す

しゅくだい しゅくだい じゅぎょうちゅう り かい
ることが宿題である。宿題のノートには、授業中に理解

かんそう じゅぎょうないよう かんけい
できなかったことや感想、また授業内容とは関係なくて

に ほんぶん か に ほん し か
も日本文化とか日本について知りたいことがあったら書

かくがっ き お べつえん ぎ たいかい
く。各学期が終わると「グループ別演技大会」（１グルー

ふん おこな じ ゆう つく おぼ
プ３～５分）を行う。テーマは自由でセリフを作り、覚

えん ぎ ないよう いま べんきょう ば めん ちゅう
えて演技する。内容は、今まで勉強したことと場面が中

しん し りょう さんしょう
心になる（資料２セリフ参照）。

ねんせい じゅぎょう すす かた ねんせい おな ねんせい
２年生も授業の進み方は１年生と同じである。２年生

がくしゅうしゃ さ おお わ し
の学習者はレベルの差が大きいので、グループ分けは指

どうないよう ちが あたら ないよう ひとり
導内容によって違う。新しい内容は１グループに一人の

せい と ひと はい ち ふくしゅう べつ
生徒（よくできる人）を配置し、復習はレベル別（よく

ふ つう
できるグループ、普通のグループ、まあまあのグループ、

わ きょう し
よくできないグループ）に分ける。教師はよくできない

あ せつめい
グループには、レベルに合わせてもっとやさしく説明を

ほか ちが か だい
する。他のグループには、違ったレベルの課題（ロール

だ れんしゅう
プレイ）を出して練習させる。

ねんせい き はな ちゅうしん
２年生も聞くことと話すこと（ロールプレイ）を中心

し どう じゅぎょう しゅう じ かん ほ
に指導している。授業が週２時間なので、さまざまな補

し りょう れんそうほう し よう え
資料１ 連想法を使用したひらがなとカタカナの絵カード

し りょう ねんせい えんげきたいかい がくしゅう じ かん じ かん
資料２ １年生：演劇大会のセリフ（学習した時間：２０時間ぐらい）
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じょきょうざい つか ど りょく し ようきょうざい しょう
助教材を使おうと努力している（「５．使用教材」の章

さんしょう どう し へん か すう じ うた うた おぼ
を参照）。動詞変化と数字は、歌を歌いながら覚えさせ

ほうほう こう か てき し りょう き きょう か
る方法が効果的であった（資料３）。聞くことは、教科

しょ
書のカセットテープと『しんにほんごのきそ�』（スリー

つか し ようきょう
エーネットワーク）のビデオテープを使う（「５．使用教

ざい しょう さんしょう よ かん じ
材」の章を参照）。読むことは、漢字にルビをつければ

にん のぞ よ
３～４人くらいを除いて読むことができる。

ねんせい ねんせい おな あたら ぶんぽう じゅぎょう ないよう
２年生も１年生と同じで、新しい文法と授業の内容を

り かい とき ない せい と どう し
はっきりと理解していない時は、グループ内の生徒同士

そうだん り かい ば あい きょう し
で相談する。どうしても理解できない場合は、教師がグル

あ せつめい じ かん た とき
ープのレベルに合わせて説明する。時間が足りない時は、

しゅくだい か こ じんてき せつめい はっ
宿題ノートに書かせて個人的に説明する。グループの発

ぴょう まいがっ き かい けいしき じ ゆう ないよう
表は毎学期１～２回ある。テーマと形式は自由で、内容

ねんせい げんざい なら こと ば か
は１年生から現在までに習った言葉で書く。もちろんセ

おぼ はっぴょう ゆうしょう しょうひん
リフは覚えて発表する。優勝したグループには賞品をあ

に ほんぶん か いん じょうえい えい が み
げたり、日本文化院で上映している映画を見せたりする。

ひと ほうほう ぜん おな
もう一つの方法としては、全グループに同じテーマ

でん わ じ こ しょうかい あんない しゅ み か もの ぷん
（電話、自己紹介、案内、趣味、買い物）で２０分くらい

ない れんしゅう ご ぷん じっさい ば めん
グループ内での練習をさせ、その後２０分で実際の場面の

べつたいかい みぎ しゃしん
ロールプレイ（グループ別大会）もさせる（右の写真）。

じゅぎょう ふくしゅう こう か
このような授業は復習に効果があった。

ねんせい だいがくにゅう し か もく はい に ほん ご べん
３年生は、大学入試の科目に入っていない日本語の勉

きょう き きょういく か てい に ほん ご げ
強はあまりやる気がない。教育課程では『日本語下』

に ほん ご のうりょく し けん きゅう おし
（「日本語能力試験３級」のレベル）まで教えることに

ないよう むずか せい と
なっている。しかし、内容はだんだん難しくなり、生徒

き しん ど とお すす
はやる気がなくなってしまうので、進度通りに進めるに

む り ほんこう に ほん ひとびと
は無理がある。それで本校では『ヤンさんと日本の人々』

ほん こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい き かく
（本とビデオ、国際交流基金日本語国際センター企画・

せいさく はっこう きょうざい
制作、ビデオ・ペディック発行）を教材として、１、２

ねんせい とき なら ふくしゅう
年生の時に習ったことを復習している。

に ほん じ じょう ぶん か に ほん
日本事情と文化については、『ようこそ日本へ』（ビデ

しゃしん
オテープ、スリーエーネットワーク）、『写真パネルバン

ぎょう じ こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい
ク �．行事シリーズ』（国際交流基金日本語国際セン

き かく せいさく に ほんしゅっぱんぼうえきはっこう がっ き まつ がつ
ター企画・制作、日本出版貿易発行）を学期末の２月に

しょうかい ねんせい
紹介する（１、２、３年生）。

5 し ようきょうざい
使用教材

ほんこう きょういく ぶ しん ぎ き きょう か しょ ひと に ほん
本校は教育部が審議して決めた教科書の一つ『日本

ご ちょ きんせいきょう か しょ
語』（ 著、金星教科書）をテキストとして

つか ねんかん さつ きょう か しょ おし
使っている。３年間で２冊の教科書を教えるには、その

ないよう おお せい と かず おお さ おお
内容が多すぎる。生徒の数も多いし、レベルの差も大き

きょうざい
いので、教材はいろいろあればあるほどいい。

し どう え つく つか
ひらがなとカタカナの指導は、絵カードを作って使う。

え み おぼ も じ え れんそう
絵カードは見るとすぐ覚えられ、文字と絵を連想してな

わす こう か こ とし しんがっ き
かなか忘れないという効果もある。今年の新学期からは、

し りょう うた なら すう じ
資料３ 歌で習いましょう（数字）

しゃしん ねんせい じゅぎょう じっさい ば めん か もの ば めん
写真 ２年生の授業：実際の場面でロールプレイする（買い物の場面）
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も じ ご い りょく たか に
文字と語彙力を高めるために『BITS and PIECES―日

ほん ご きょうざい しゅう こうだんしゃ はじ つか
本語教材・アクティビティ集』（講談社）を初めて使っ

きょうざい つか
ている。さまざまな教材を使うことによってグループの

そうぞうりょく じゅぎょう たの おも
創造力が出てくるし、授業も楽しくなると思う。ドリル

きょうざい
は『ドリルとしてのゲーム教材５０』（アルク）、『クラス

かつどうしゅう つか
活動集１０１』（スリーエーネットワーク）を使っている。

き と ぶんぽう ぼんじんしゃ
聞き取りは『わくわく文法リスニング９９』（凡人社）の

なか きょう か しょ ないよう おな えら き
中から教科書の内容と同じものを選んで聞かせる。ビ

ねんせい ねんせい
デオは１、２年生は『しんにほんごのきそ』、３年生は

に ほん ひとびと み き ば めん
『ヤンさんと日本の人々』を見ながら、聞くことと場面

り かい し ぜん かい わ み
の理解、および自然な会話を身につける。

うた なら ちゅうとう に ほん ご きょう
また、『歌で習いましょう』（'９６ソウル中等日本語教

いくけんきゅうかい し りょう がくしゅうしゃ きょう み たか おも うた なら
育研究会資料）は学習者の興味を高めると思う。歌で習

じゅぎょう たの かんたん ぶんぽう おぼ
う授業はとても楽しくなり、簡単な文法は覚えやすい。

きょうざい がくしゅうしゃ こう か てき じゅぎょう
いい教材は学習者にも効果的であり、授業もダイナ

じっさい ば めん はな げんざいつか
ミックになり、実際の場面で話せるようになる。現在使っ

きょうざい に ほん ご きょういくけんきゅうかい かんこく に ほんぶん
ている教材は、ソウル日本語教育研究会が韓国の日本文

か いん き ぞう いま きょうざい
化院から寄贈していただいたものである。今までの教材

じゅぎょう がくしゅうしゃ ちが はじ むずか
による授業は学習者のレベルによって違うが、初めは難

おも がくしゅうしゃ なんかい れんしゅう
しいと思った学習者も何回もくりかえして練習したらよ

くできるようになった。

6 きょういくこう か
教育効果

せい と すう おお こ じん さ おお
クラスの生徒数も多すぎるし、個人差も大きいので、

せい と まんぞく じゅぎょう おお もんだい
生徒が満足できない授業になりがちなのが大きな問題で

ほんこう せい と わ
ある。それで、本校では、生徒たちをグループに分けて

かいけつ はか はじ おおさわ
その解決を図っている。初めは大騒ぎというか、うるさ

べんきょう
くて勉強できないくらいである。

じ かん た た がくしゅうしゃ せっきょくてき
しかし、時間が経てば経つほど学習者は積極的になり、

そう い てき かん べつ せき か
創意的になってくるのが感じられる。レベル別に席を替

てい ど がくしゅうしゃ で き ぐ あい あ
えることによって、ある程度学習者の出来具合に合わせ

すす けっ か きょう み も せい と
て進むことができる。その結果、興味を持たない生徒も

き せい と すく せい
やる気のない生徒も少なくなった。また、グループの生

と どう し たが たす あ した すべ
徒同士はお互いに助け合いながら親しくなり、全てのグ

じゅぎょう さん か じゅぎょうないよう
ループが授業に参加するようになった。授業内容もすぐ

り かい じゅぎょう い がい じ かん かい わ あい て れんしゅう
理解できるし、授業以外の時間でも、会話の相手と練習

じゅぎょうちゅう じっさい ば めん せってい
することができる。授業中にも、実際の場面を設定して

かい わ し どう がくしゅうしゃ かい わ のう
会話指導（ロールプレイ）をしやすい。学習者の会話能

りょく たか
力も高くなっていく。

まった もんだい た ご い
しかし、全く問題がないわけではない。足りない語彙

ぶんぽう ち しき ひょうげん おお ひょうげん
と文法知識では、できない表現が多いし、表現してもよ

ま ちが きょう し がくしゅうしゃ ちゅう と はん ぱ かい わ
く間違う。教師は学習者が中途半端に会話しないように、

がくしゅうしゃ のうりょく くわ は あく
学習者の能力を詳しく把握しなければならない。ますま

がくしゅうしゃ じ しん も べんきょう あ
す学習者が自信を持って勉強するように、レベルに合う

し どう だい じ きょう し かい わ のうりょく たか
指導が大事である。また教師も会話能力を高めるために

ど りょく
努力しなければならない。

7 こん ご か だい てんぼう
今後の課題と展望

せい き わかもの げん ご なら げん ご
２１世紀の若者たちはいろいろな言語を習い、その言語

つう くに ぶん か り かい せ かい ひと
を通じてその国の文化を理解し、世界の人たちとつなが

たも おも こくせき い み あい て ぶん か
りを保つだろうと思う。国籍の意味よりも、相手の文化

り かい たが きょうりょく きょうそん にんげん
を理解して、お互いに協力し、共存する人間をどのよう

いくせい せい き せ かい きょういくもくひょう おも
にして育成するかが、２１世紀の世界の教育目標だと思う。

かんてん み かんこく に ほん ご きょういく かい
このような観点から見ると、韓国での日本語教育も、会

わ のうりょく に ほんぶん か り かい たか よ
話能力と日本文化の理解を高めるようになっていくと予

そう
想する。

げんざい かず すく せい と なか に ほん うた まん
現在、その数は少ないが、生徒の中には日本の歌と漫

が せっ こ ども かんこく しんせい ふ に ほんぶん か
画に接している子供もいる。韓国の新政府も日本文化の

かいほう こうていてき に ほんぶん か り かい に ほん ご
解放に肯定的である。日本文化の理解のために、日本語

きょう し かんこく せいしょうねん て だす
の教師として韓国の青少年をどのように手助けしたらよ

か だい
いかというのも課題である。

かんこく こうこう だい じ きょういく か てい ねん お
韓国の高校では第６次教育課程が２００１年に終わり、

ねん だい じ しんきょういく か てい はじ けいかくあん み
２００２年から第７次新教育課程が始まる。その計画案を見

ご い かず すく じっさい ば めん つか
ると、語彙の数は少ないが、実際の場面でよく使えるよ

りゅうちょう の もくひょう
うに流暢さを伸ばすことが目標である。

ほんこう じ だい あ あたら き ざい せっ ち さく
本校では、時代に合わせて新しい機材を設置して、昨

ねん ねんせい きょうしつ
年から２年生の教室ではコンピュータ、ビデオ、インター

きょうざいてい じ そう ち き ざい つか
ネット、教材提示装置、OHPなどの機材が使えるよう

き ざい かつよう きょういくこう か たか おも
になった。機材の活用によって教育効果が高まったと思

う。

か こ きょういくかんきょう きょう し あたら き
過去より教育環境がよくなるにつれ、教師も新しい機

ざい つか かた み あたら
材の使い方を身につけなければいけない。新しいプログ

かいはつ のうりょく ようきゅう あたら へん か てき
ラムを開発する能力も要求されている。新しい変化に適

おう に ほん ご きょう し けんきゅう ど りょく つづ
応するために、日本語の教師は研究と努力を続けなけれ

かい わ ちゅうしん きょういく なに きょう し かい わ
ばならない。会話中心の教育なので何よりも教師の会話

のうりょく たか ど りょく けんしゅう ひつよう
能力を高めるための努力と研修が必要である。そして、

に ほんぶん か かんしん も に ほんぶん か かいほう じ だい むか
日本文化にも関心を持ち、日本文化開放の時代を迎えて

せい と し どう く ふう
生徒たちの指導をいかにするべきかを工夫しなければな

らない。

じ だい せい と か たの じゅぎょう しあわ
時代と生徒は変わってもいつも楽しく授業をする幸せ

きょう し
な教師になりたい。
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