
に ほん ご うた
日本語で歌いましょう

じゅ ぎょう うた つか
◆なぜ授業で歌を使うか

じゅぎょう すこ じ かん さい ご じゅぎょう
授業で少し時間があまったときやコースの最後の授業

たの き ぶんてんかん うた り よう
のときなど、楽しみや気分転換のために歌を利用してい

せんせい すく いっぽう おし
る先生は少なくないでしょう。一方、教えることがたく

うた うた じ かん かんが
さんあって、のんびり歌を歌うような時間はないと考え

せんせい に ほん ご がくしゅう かんてん
ている先生もいるかもしれません。日本語学習の観点か

み うた い か り てん
ら見ると、歌には以下のような利点があります。

はつおん に ほん ご おんせつ ぼ いん し いん ぼ いん く
・発音：日本語の音節（母音だけまたは子音と母音の組

あ はく じっかん
み合わせ）や、拍を実感することができる。

ご い か し なか い み つか かた おぼ
・語彙：歌詞の中で意味と使い方を覚えることができる。

ぶんぽう ぶんけい ぶんぽうこうもく つか かた
・文法：文型や文法項目の使い方がわかり、くりかえし

みみ
耳にすることができる。

ひょうげん せいべつ ねんれい はな て ちが した
・表現：性別や年齢など話し手による違い、親しさなど

あい て かんけい ちが
相手との関係による違いがわかる。

どっかい か し よ り かい はいけい すい
・読解：歌詞を読んで理解したり、背景にあるものを推

そく そうぞう
測・想像したりすることができる。

に ほん じ じょう し ぜん ぎょう じ こいびと か ぞく たい に ほんじん
・日本事情：自然や行事、恋人や家族に対する日本人の

かんが かた かん かた し
考え方や感じ方を知ることができる。

うた か し も
これらは歌の歌詞がさまざまなストーリーを持ってい

ぶん か こ きょうかん
ること、そのストーリーが文化を越えて共感できるもの

ぎゃく げん ご つか ぶん か こ ゆう
であったり、逆にその言語が使われる文化に固有のもの

ば あい つた とくちょう
である場合もそれを伝えることができるという特徴があ

るからです。

し すこ
詞にメロディがついているので、少しぐらいむずかし

ぶんぽう ひょうげん はい なん ど き
い文法や表現が入っていても、何度も聞いているうちに

し ぜん おぼ いま に ほん
自然に覚えてしまうこともあります。また、今、日本で

りゅうこう あたら うた に ほんじん おな たの
流行している新しい歌なら、日本人と同じものを楽しん

き も に ほん ご がくしゅう どう き
でいるという気持ちが日本語学習の動機づけにつながり

ます。

うた つか
◆どんな歌を、どうやって使うか

しょきゅう ば あい
� 初級の場合

みじか おぼ うた とお に ほん ご ぶんぽうこうもく がく
短くて覚えやすい歌を通して、日本語の文法項目を学

しゅう じゅぎょうあん かんこく イエチョンじょ し
習することができます。この授業案は、韓国の醴泉女子

こうとうがっこう に ほん ご きょういん チョンヒョジュ こくさいこうりゅう き きん に ほん
高等学校の日本語教員、鄭孝珠さん（国際交流基金日本

ご こくさい ねん ど ちょう き けんしゅうさん か しゃ
語国際センター１９９６年度長期研修参加者）からいただい

たものです。

	
��	
��	
��	
��	
��	
��	
��	
��	
��	
��	
��	
��	
��	
�

じゅ ぎょう

授業のヒント

つか うた おお き した
使う歌：「大きなくりの木の下で」

たいしょう しょきゅう こうこうせい
対象：初級（高校生）

じ かん ぷん
時間：５０分

もくひょう じょ し ぶんけい
目標：助詞（の、で、と）、文型「～ましょう」

うた き き か し か と ぷん
�歌を聞く。聞きながら歌詞を書き取る。（１０分）

ただ か し くば か し ないよう かくにん
�正しい歌詞を配って、歌詞と内容を確認する。

ふん
（５分）

か し み うた ふん
�歌詞を見ながら歌う。（５分）

ぶんぽうせつめい かんたん れんしゅう ふん
�文法説明と簡単な練習（１５分）

めい し ほか めい し せつめい げんてい
・名詞を他の名詞で説明・限定する「の」

こう い おこな ば しょ しめ
・行為が行われる場所を示す「で」

こう い おこな あい て しめ
・いっしょに行為を行う相手を示す「と」

どう さ かんゆう あら
・動作の勧誘を表わす「～ましょう」

ぼ ご に ほん ご さくぶんれんしゅう ぷん
�母語から日本語にする作文練習（１０分）

いち ど うた うた わ りんしょう
�もう一度歌を歌う。（グループに分かれて輪唱

ふん
をする。）（５分）

こんかい に ほん ご じゅぎょう なか うた
今回は、日本語の授業の中でいろいろな歌を

つか おし しょうかい
使って教えるアイディアを紹介します。

もくてき おし
目的・教えること

に ほん ご ほつおん ご い ぶんぽう ひょうげん どっかい
日本語（発音、語彙、文法、表現、読解など）

に ほん じ じょう き せつ ねんちゅうぎょう じ
日本事情（季節、年中行事など）

がくしゅうしゃ
学習者のタイプ

しょきゅう
初級～

にんずう
クラスの人数

なんにん
何人でも

じゅん び
準備するもの

か し がく ふ
もしあれば歌詞や楽譜のコピー、テープなど
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うた あ なん ど おぼ
歌は飽きずに何度もくりかえすことができるので、覚

ご い ぶんぽう き そく おぼ り よう
えにくい語彙や文法の規則を覚えるのにも利用できます。

れい だいひょうてき じょすう し じょ
こうした例の代表的なものは助数詞かもしれません。助

すう し と あ うた いっぽん じゅうにん
数詞を取り上げた歌として、「一本でもにんじん」「十人

のインディアン」などがあります。

ぶんぽう き そく か うた
また、文法の規則を替え歌にしたものとして、１グルー

どう し ご だんどう し
けい

おんびん しょうかい
プの動詞（五段動詞）のて形の音便のルールを紹介した

ものがあります。

かいせつ じ しょけい お どう し
解説：辞書形が「う」「つ」「る」で終わる動詞のて

けい
か た かえ

形は「～って」（「買って」「立って」「帰って」など）

お どう し ば あい
になる。「ぶ」「む」「ぬ」で終わる動詞の場合は

よ の し
「～んで」（「呼んで」「飲んで」「死んで」など）に

おな
けい

なるというようなルール。同じようにます形からて

けい
つく か し か

形を作るように歌詞を変えることもできる。

ちゅうじょうきゅう ば あい
� 中上級の場合

ちゅうじょうきゅう うた ないよう はいけい り かい
中上級では、歌の内容や背景を理解させることによっ

に ほん じ じょう むす
て、日本事情に結びつけることができるでしょう。

せ と はなよめ れい なに うた
「瀬戸の花嫁」を例にすると、「何についての歌ですか」

うた
「歌っている

ひと
のはどんな人

わか
ですか」「若い

なんさい
とは何歳ぐら

いですか」

しんぱい
「なぜ心配す

るのですか」

ばたけ
「だんだん畑

とはどんなも

おも
のだと思いま

すか」……と

しつもん がくしゅうしゃ うた ないよう かんが
質問して学習者に歌の内容について考えさせます。そし

に ほんじん かんが かた かん かた はな
て、日本人の考え方や感じ方などについてクラスで話し

あ
合うことができます。

に ほん じ じょう うた
� 日本事情と歌

に ほん し き ねんちゅうぎょう
どのようなレベルのクラスでも、日本の四季や年中行

じ あ ときどき うた しょうかい たの
事に合わせて、その時々の歌を紹介するのも楽しいで

しゃしん み
しょう。また、写真パネルなどを見せながらいっしょに

に ほん じ じょう せつめい り かい ふか
日本事情の説明をするとさらに理解が深まるでしょう。

うた ないよう じ こく ぶん か しゅうかん くら
歌の内容を自国の文化や習慣と比べることもできます。

し き し ぜん うた うた はる
四季や自然を歌った歌は、「さくらさくら」「春」「う

なつ おも で むし ゆき
み」「夏の思い出」「もみじ」「虫のこえ」「雪」「たこた

し き うた
こあがれ」「四季の歌」などたくさんあります。

ねんちゅうぎょう じ しょうかい うた しょうがつ
年中行事を紹介するのにいい歌は、「お正月」「うれし

まつ
いひな祭り」「こいのぼり」「たなばたさま」などがあり

ます。
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おお き した さくしゃ ふ しょう
☆「大きなくりの木の下で」（作者不詳）

おお き した
１．大きなくりの木の下で あなたとわたし

あそ おお き した
なかよく遊びましょう 大きなくりの木の下で

ばんしょうりゃく
（２、３番省略）

けい うた し さくしゃ ふ しょう
☆「て形の歌」 詞：作者不詳

うた
（“Oh, My Clementine”のメロディで歌う）

おぼ
みなさん、みなさん、てformを覚えましょう

う、つ、る、って、ぶ、む、ぬ、んで、く、いて、

ぐ、いで、す、して

し めん つ ごう しょうかい うた か し がく ふ すべ うた し
紙面の都合で、このコーナーでは紹介した歌の歌詞や楽譜を全てのせることができませんでした。どんな歌か知

ば あい さんこうぶんけん しら ほか に ほん ご うた しょうかい つか
りたい場合は、参考文献やテープなどで調べてください。他の日本語の歌でも、ここで紹介したアイディアを使う

ことができますので、ぜひためしてみてください。

けい うた さくしゃ つく じ き ぞん じ かた じょうほう よ おも
また「て形の歌」の作者や作られた時期についてご存知の方は情報をお寄せいただけたらと思います。

たんとうしゃ きたむらたけ し はっ た なお み に ほん ご こくさい せんにんこう し
このコーナーの担当者：北村武士、八田直美（日本語国際センター専任講師）

な か よ く あ そ び ま しょう

おお き な く り の き の し た で

あ な ー た と わ た し

おお き な く り の き の し た で

せ と はなよめ し やまがみみち お
☆「瀬戸の花嫁」 詞：山上路夫

せ と ひ ぐ ゆうなみ こ なみ
１．瀬戸は日暮れて 夕波小波

しま よめ
あなたの島へ お嫁にゆくの

わか だれ しんぱい
若いと誰もが 心配するけれど

あい
愛があるから だいじょうぶなの

ばたけ
だんだん畑と さよならするのよ

おさな おとうと い な
幼い弟 行くなと泣いた

おとこ な
男だったら 泣いたりせずに

とう かあ
父さん母さん だいじにしてね

ばんしょうりゃく
（２、３番省略）

さんこうぶんけん
■参考文献■

き かく へんしゅう
１．ストンフィールズ企画・編集（１９９７）『ザ・カ

おおむら
ラオケ The Karaoke Japan's Best Hits』大村

しょてん
書店

てらうちひろ こ うた おぼ に ほん ご ぼんじんしゃ
２．寺内弘子（１９９２）『歌って覚える日本語』凡人社

まつやまゆう じ へん がくえんあいしょう か しゅう がく
３．松山�士編（１９９８）『学園愛唱歌集』ドレミ楽

ふ しゅっぱんしゃ
譜出版社

４．ビデオ『Let's Learn Japanese by KARAOKE』

（NHKインターナショナル）

※歌詞のホームページへの掲載については、日本音楽著作権協会への報告を行っております。
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