
に ほん つく きょう か しょ とく ちょう
◆日本で作られた教科書の特徴

に ほん きょう か しょ とくちょう
まず、日本の教科書の特徴をつかんでおきましょう。

たいしょう がくしゅうしゃ
●１対象とする学習者について

ふ つう に ほん きょう か しょ に ほん に ほん ご まな ひとびと たい
普通、日本の教科書は、日本で日本語を学ぶ人々を対

しょう せいさく に ほん がくしゅうしゃ に ほん ご まい
象に制作されています。日本での学習者は、日本語を毎

にちつか き かい に ほん しゃかい ぶん か
日使う機会がありますし、日本の社会・文化についても、

き そ てき ち しき も こん ご せいかつ とお
基礎的な知識を持っています。また、今後も生活を通し

たいけん かいがい
ていろいろな体験をすることができます。しかし、海外

しょきゅうがくしゅうしゃ おお きょうしつ そと に ほん ご つか き かい
の初級学習者の多くは、教室の外で日本語を使う機会は

に ほん い がくしゅう
あまりありません。また、日本へ行ったことのない学習

しゃ おお おも
者が多いだろうと思います。

に ほん ご せつめい
●２日本語による説明

に ほん きょう か しょ ぶんぽうかいせつ れんしゅうもんだい し じ に ほん ご
日本の教科書は、文法解説、練習問題の指示が日本語

か おお かいがい しょきゅうぜんはん
で書かれていることが多いので、海外における初級前半

だんかい がくしゅうしゃ ふ たん おも おも
段階の学習者には負担が重いと思います。

さいきん しょうすう えい ご い がい げん ご
最近では、少数ですが、英語以外の言語（たとえば、

ちゅうごく ご かんこく ご ご ご せつめい
中国語、韓国語、タイ語、インドネシア語など）で説明・

かいせつ きょう か しょ しゅっぱん
解説のある教科書も出版されています。

れい かいがい ぎ じゅつしゃけんしゅうきょうかいへん しん に ほん ご き そ
例：海外技術者研修協会編『新日本語の基礎�、�』

ぶん か がいこく ご せんもんがっこうへん ぶん か しょきゅう に ほん ご
文化外国語専門学校編『文化初級日本語�、�』

と あ ば めん
●３取り上げられている場面

に ほん つく きょう か しょ かい わ ぶん み に ほん せい
日本で作られた教科書の会話文を見ると、日本での生

かつ し ごと ひつよう ば めん おお み う
活や仕事に必要な場面が多く見受けられます。したがっ

に ほん ご し よう ば めん に ほん こと かいがい がくしゅうしゃ
て、日本語使用場面が日本とは異なる海外の学習者に

げんじつてき じっさいてき ば めん
とっては、現実的、実際的ではない場面もあります。

ひ かくぶん か てきよう そ
●４比較文化的要素

に ほん きょう か しょ ば あい ちょしゃ に ほんじん
日本の教科書の場合、著者のほとんどは日本人です。

に ほんぶん か に ほんじん し てん み がいこくじんがくしゅう
日本文化についても日本人の視点から見て、外国人学習

しゃ ひつよう おも よう そ えら いっぽう かい
者に必要だと思われる要素が選ばれています。一方、海

がい に ほん ご ぼ ご きょう し い か
外の日本語を母語としないノンネイティブ教師（以下

なが す に ほんじん つく きょう か しょ
NNT）やそこに長く住んでいる日本人が作った教科書

くに ぶん か に ほんぶん か たいしょうてき の
はその国の文化と日本文化が対照的に述べられていると

とくちょう
いう特徴があります。

ず きょう か しょ じ こく に
�図１はニュージーランドの教科書です。自国と日

ほん たいしょうてき の
本が対照的に述べられています。

に ほんじんきょう し よう
●５日本人教師用にできている

に ほん きょう か しょ おお ば あい に ほんじんきょう し つか
日本の教科書は多くの場合、日本人教師（NT）が使

ぜんてい つく つか
うことを前提に作られているので、NNTには使いにく

てん きょう し よう し どうしょ ふ つう に
い点があります。たとえば、教師用指導書は、普通、日

ほん ご か せつめいないよう む
本語で書かれていますし、説明内容もNT向けなので、

り かい
NNTには理解しにくいことがあるでしょう。

かい がい に ほん ご きょう いく
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きょう か しょ もくてき がくしゅうしゃ あ つく り そうてき げんじつ
教科書はそれぞれのコースの目的や学習者に合わせて作るのが理想的です。しかし、現実には

り ゆう じ ぶん き かん つく しゅっぱん きょう か しょ か つか おお
いろいろな理由から自分の機関では作らずに、出版されている教科書を買って使うことが多い

こんかい に ほん せいさく しょきゅうよう に ほん ごきょうか しょ かいがい げん ば あ つか
ようです。今回は、日本で制作された初級用日本語教科書を海外の現場に合わせて使うにはどうすれば

かんが おも
いいか考えてみたいと思います。

に ほん せいさく しゅっぱん しょきゅうようきょう か しょ つか かいがい に ほん ご おし ば あい
日本で制作・出版された初級用教科書を使って海外で日本語を教える場合には、ど

ちゅう い ひつよう つか く ふう
のような注意が必要ですか。また、使うときにどのような工夫をすればいいですか。

かいがい に ほん ご おし きょう し ちょくめん
このコーナーでは、海外で日本語を教えるときに、教師が直面

おも もんだい しつもん こた かたち どくしゃ
すると思われる問題をとりあげ、質問に答える形で、読者のみ

さんこう じょうほう ていきょう
なさんの参考になる情報を提供していきます。

ず
図１ “Getting there in Japanese ～Land & People～”

ねん
（Heinemann Education、１９９４年）p．１７より
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かい がい げん ば つか ば あい く ふう
◆海外の現場で使う場合の工夫

に ほん きょう か しょ かいがい つか さい
日本の教科書をNNTが海外で使う際には、いろいろ

く ふう ひつよう く ふうれい しょうかい
な工夫が必要になります。工夫例をいくつか紹介します。

がくしゅうしゃ した ち めい じんめい お
●１学習者に親しみやすい地名・人名に置きかえる

ぶんちゅう で ち めい じんめい がくしゅうしゃ み ぢか
文中に出てくる地名・人名などを学習者に身近なもの

した
にかえれば、親しみやすくなるでしょう。これは、すで

おおぜい せんせいがた ため おも
に大勢の先生方が試していることだと思います。

がくしゅうしゃ に ほん ご し よう ば めん かんが ば めんせってい
●２学習者の日本語使用場面を考えて場面設定をする

じ ぶん がくしゅうしゃ がっこうない がっこうがい ば めん に
自分の学習者が学校内・学校外のどのような場面で日

ほん ご つか がくしゅうしゃ に ほん ご し よう ば めん じゅうぶん し
本語を使うか（学習者の日本語使用場面）を十分に知っ

ひつよう がくしゅうしゃ に ほん ご し よう ば めん げんざい
ておく必要があります。学習者の日本語使用場面（現在

しょうらい かんが きょう か しょ で かい わ ば めん
と将来の）を考えながら、教科書に出てくる会話の場面

せってい じ ぶん がくしゅうしゃ あ じっさいてき
設定を自分の学習者に合わせてかえれば、より実際的な

かい わ れんしゅう がくしゅう い よく たか
会話練習ができるだけでなく、学習意欲をも高めること

ができます。

ず かんこく きょう か しょ せってい ば めん ちゅうもく
�図２は韓国の教科書です。設定場面に注目してく
ださい。

ぶん か せつめい
●３文化についての説明をわかりやすくする

に ほんぶん か ちょくせつ ふ き かい かいがい がくしゅうしゃ たい
日本文化に直接触れる機会が少ない海外の学習者に対

はいけい ぶん か せつめい
しては、ことばの背景にある文化の説明をわかりやすく

ひつよう し よう し はんきょうざい ぶん か てき
することが必要です。使用している市販教材に文化的な

よう そ すく ば あい きょう し おぎな ひつよう
要素が少ない場合は教師がそれを補うことが必要になり

ます。

ず きょう か しょ ぶん か しょうかい れい
�図３はオーストラリアの教科書の文化紹介の例で
す。

し ちょうかくきょうざい こう か てき つか
●４視聴覚教材を効果的に使う

に ほん がくしゅうしゃ まいにち げん ご たいけん ぶん か
日本の学習者のように毎日いろいろな言語体験、文化

たいけん おぎな きょう か しょ
体験ができないので、それを補うために、教科書のテーマ

かんけい し ちょうかくきょうざい しゃしん おんせい
と関係がある視聴覚教材（写真、音声テープ、ビデオなど）

り よう じゅぎょう たいせつ
を利用して、わかりやすい授業をすることも大切です。

ぼ ご きょうつう ご たいしょう かんてん い ぶんぽうせつめい
●５母語・共通語との対照の観点を入れた文法説明をする

かいがい げん ば がくしゅうしゃ ぼ ご きょうつう ご に ほん げん ば
海外の現場では、学習者の母語・共通語が日本の現場

た よう きょう し がくしゅうしゃ ぼ ご きょうつう ご
ほど多様ではないので、教師が学習者の母語・共通語と

に ほん ご たいしょう せつめい り てん
日本語を対照させて説明できるという利点があります。

に ほん ご たいしょう こう か てき おこな
ぜひ、日本語との対照を効果的に行って、わかりやすい

ぶんぽうせつめい
文法説明をしてみてください。

たいやく つ ご い つく
●６対訳付き語彙リストを作る

ぼ ご きょうつう ご たいやく つ ご い さくせい
母語または共通語の「対訳付き語彙リスト」を作成す

がくしゅうしゃ じ ぶん よ しゅう たん ご
れば、学習者が自分で予習することができますし、単語

おぼ て だす
を覚えるときの手助けにもなります。

きょうしつかつどう ひつよう ふくきょうざい つく
●７教室活動に必要な副教材を作る

れんしゅうちょう きょうしつかつどうしゅう ふ ぞくきょうざい つ きょう
練習帳、教室活動集などの付属教材が付いていない教

か しょ つか ば あい きょう し つく ひつよう
科書を使う場合は、教師がそれらを作ることが必要です。

きょうしつかつどう かんが さんこう ほん れい い か
教室活動を考えるときに参考になる本の例を以下にあ

げます。

に ほん ご
『日本語コミュニケーションゲーム８０』（１９９３）The

Japan Times

かつどうしゅう しん に ほん ご き そ じゅんきょ
『クラス活動集１０１ 新日本語の基礎�準拠』（１９９４）

スリーエーネットワーク

ぞく かつどうしゅう しん に ほん ご き そ じゅんきょ
『続クラス活動集１３１ 新日本語の基礎�準拠』（１９９６）

スリーエーネットワーク

にちえい に ほん ご きょうざい
『日英バイリンガルBITS and PIECES 日本語教材・ア

しゅう こうだんしゃ
クティビティ集』（１９９７）講談社インターナショナル

い じょう さんこう く ふう
以上を参考にしながら、いろいろ工夫してみてください。

たんとう もも せ ゆう こ に ほん ご こくさい せんにんこう し
担当：百瀬侑子（日本語国際センター専任講師）

ず に ほん ご ねん
図２ 『日本語�』（志学社、１９９６年）p．４６‐４７より

ず ねん
図３ “ISSHONI”（MORETON BAY PUBLISHING、１９９０年）p．８９より
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