
I know『Shall we ダンス？』
す おうまさゆき
周防正行

ねん がつ に ほん こうかい えい が
１９９６年１月に日本で公開された映画『Shall we ダ

に ほんこくない に ほんえい が めずら だい
ンス？』は日本国内で日本映画としては珍しく大

こうかい
ヒットしました。そして、アメリカでの公開もすぐ

き に ほんえい が い
に決まったのですが、それも日本映画にとっては異

れい
例のことでした。

こうかい せいこう に ほんえい が くろさわあきらかん
アメリカで公開され成功した日本映画は黒澤明監

とくさくひん い たみじゅうぞうかんとくさくひん すうほん
督作品や伊丹十三監督作品などほんの数本しかあり

ません。

に ほん とくしゅ しゃこう あつか
日本の特殊なサラリーマンや社交ダンスを扱った

わたし えい が ひょう か う
私の映画がアメリカでどのような評価を受けるのか、

たの ふ あん
とても楽しみでしたし、不安でもありました。

けっ か に ほんえい が か こ さいこう だい
結果は、日本映画としては過去最高の大ヒットを

き ろく しょう だいせいこう
記録し、たくさんの賞もいただくという、大成功で

した。

わたし いちばんおどろ かんきゃく はんのう に
私が一番驚いたのは、アメリカの観客の反応が日

ほん かんきゃく はんのう か
本の観客の反応とほとんど変わらなかったことです。

しゅじんこう ちゅうねん かんじょう い にゅう
つまり、主人公の中年ビジネスマンに感情移入し、

い かた きょうかん おぼ わら
その生き方に共感を覚えてくれたのです。笑うとこ

いっしょ な いっしょ に ほん ぶん か
ろが一緒なら、泣くところも一緒です。日本の文化

とくしゅせい じん きょう み
の特殊性がアメリカ人の興味をひいたのではありま

げんだい に ほんじん かか もんだい
せんでした。現代の日本人が抱えている問題が、そ

じん もんだい
のままアメリカ人の問題でもあったということです。

えい が
アメリカのマスコミはこの映画のテーマは「ミッ

い
ドライフ・クライシス（midlife crisis）であると言

に ほん ご ちゅうねん せいしんてき き き
いました。日本語にすれば「中年の精神的危機」と

えい が せいこう り ゆう ひと
いったところでしょうか。映画が成功した理由の一

にちべい きょうつうせい
つは日米のテーマの共通性だったのです。

ひと おお り ゆう
そしてもう一つ、大きな理由がありました。

ぼうりょく えい が
「暴力とセックスのない映画をありがとう」

わたし し しゃかい た あ たび かんきゃく
私はアメリカで試写会に立ち会う度に、そう観客

かんしゃ しんぶん ざっ し かなら
に感謝されました。新聞や雑誌にも必ずといってい

だれ あんしん たの えい が か
いほど、「誰でもが安心して楽しめる映画」と書か

いま つく かずおお
れました。それは今、アメリカで作られている数多

えい が ぼうりょく あふ
くの映画が「暴力とセックス」に溢れているという

しめ わたし かんとく かなら ぼう
ことを示しています。私は監督として、必ずしも暴

りょく あつか わる かんが
力やセックスを扱うことが悪いことだとは考えてい

ふた にんげん おお
ません。むしろその二つは人間にとってとても大き

かんが
なテーマであると考えています。ただ、あまりにも

あん い ぼうりょく あつか たし
安易に「暴力とセックス」が扱われていることは確

かでしょう。

わたし せいこう つう かくじつ せ かい せま
私はアメリカでの成功を通じて、確実に世界が狭

じっかん に ほん もんだい
くなっていることを実感しました。日本の問題は、

せ かい もんだい おな せ かい
もはや世界の問題なのです。同じように世界のどの

くに もんだい に ほん もんだい いま こっきょう ち ず
国の問題も、日本の問題なのです。今、国境は地図

うえ そんざい
の上だけの存在になりつつあるのかもしれません。

えい が かんとく
（映画監督）

http：//www.jpf.go.jp/j/learn_j/jedu_j/tsushin/tsushin-index.html
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●〒 読者から●〒

前略御免下さいませ。

いつも『日本語教育通信』を送っていただきありがとう

ございます。

当校はニュージャージー州にある公立高校の中でも大き

な方ですが、９５％が白人のプロテスタントでアジア系の生

徒はおろか、住民もほとんどいない特別な地域です。『日

本語教育通信』に掲載されているニュース、教材のヒント

など、役に立つものが多く感謝しております。

（米国 Southern Regional High School District of Ocean

County 小島恒子）

センターの先生方、お元気でいらっしゃいますか。

上海大学（前上海工業大学）の李暁光でございます。送っ

てくださった『日本語教育通信』を拝読する度懐かしく、

１９９４年に受けた研修を思い出します。

現在、中日文化、経済交流は上海で一層盛んになり、日

本語を勉強する学生も増えています。卒業してから日系企

業に就職を希望する学生が多く、在校の日本語科、日本語

を必修科目、選択科目とする学生はみんな一生懸命勉強し

ています。

「現代日本事情」※はいきいきした教材と言えます。学生

は先生の説明を聞きながらグラフと写真を見て、いろいろ

な面から行ったことのない日本を体験できるような気がす

ると言います。

会話の授業にはいつも「授業のヒント」を使い、効果を

上げています。クラスが楽しい雰囲気になり、学生の興味

を引くことができるからです。（中国 上海大学 李暁光）

次 日本語教育通信 第３１号／１９９８年５月 NIHONGO-KYŌIKU TSŪSHIN No.31/May 1998

※「現代日本事情」は２５号から「写真で見る日本人の生活」にコーナー

替えをしています。

�お手紙は編集部で要約・編集して掲載しました。
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国際交流基金会員募集について

国際交流基金では、国際文化交流事業の一層の発展・普及

のため、皆様よりのご支援をお願いしております。

中でも、年会費として一定額のご寄付をお願いする会員に

なっていただきますと、定期刊行物の送付や図書館のご利用、

催しへのご案内など様々な特典がございます。

今年１月より、これまでの「賛助会」に加え、新しく「友

の会」が発足しました。「賛助会」（個人一口２万円、団体一

口１０万円）にご入会の方には、機関誌「国際交流」の定期送

付、一部の公演・展覧会・レセプションなどへのご招待等の

特典がございます。「友の会」（個人のみ。一般４千円、学生

２千円）にご入会の方には、基金の活動を定期的にお知らせ

する「国際交流基金 NEWS」の定期送付や催しのご案内を

通じ、国際交流に関する様々な情報を提供いたします。詳し

くは、右記までお問い合わせください。

当基金の様々な活動をご理解いただき、ご支援・ご協力を

いただきますよう、多くの皆様のご入会をお待ちしておりま

す。

なお、当基金は特定公益増進法人に指定されており、ご寄

付は税制上の優遇措置の対象となります。

お問い合わせ：国際交流基金経理部資金課

TEL．０３‐５５６２‐３５１９ FAX．０３‐５５６２‐３４９６

新任のごあいさつ

安田文夫前副所長の後任として、昨年１１月２０日日本語国

際センター副所長に就任いたしました。どうぞよろしくお

願いいたします。

日本語国際センターは、１９８９年に設立されましたから、

今年で９年目になります。この間、外国人日本語教師研修

を主な業務として、海外から多くの日本語の先生を招き研

修を実施してきました。この『日本語教育通信』の読者の

中にもすでにこのセンターに来られた人も多いことと思い

ます。センターでの生活はいかがだったでしょうか。きっと

東京近郊浦和市での生活を十分楽しまれたことと思います。

語学の勉強というものは、それだけでは味気ない困難な

作業です。しかしながら、それにより、友人ができ、その

国の歴史や文化を知り、その国の生活を楽しむ中で、段々

と面白くなっていくものだと思います。

私もフランスに通算１０年住みましたが、最初は、フラン

ス語の勉強に追われ、フランス文化を楽しむ余裕はありま

せんでした。ある程度余裕ができてくると、今度は、両者

の文化の違いに随分驚くことも多くありました。その後、

長くフランスに住むうちに、文化の外観は大いに違います

が、日本人もフランス人もそんなには違わないと思うよう

になりました。そして、「お互いそんなに違わない」とい

うことを知ることが結局は国際文化交流という仕事のめざ

すところなのかな、と今考えています。

また、文化交流の仕事をしてきて一番感じるのは、平和

ということの大切さです。世界が平和でなければ、お互い

の国・民族の文化を理解することは容易ではありません。

第二次大戦後５０年の平和のおかげで、各々の文化の相互理

解は、少しずつですが、確実に深まっていると思います。

日本の文化に関しましても、昔に比べたら、比較にならな

い程世界の人々に知られて来ましたし、また、私たちは、

今まで良く知らなかったインド、インドネシア、タイなどの

アジアの文化についても様々な面から知ることができるよ

うになりました。

このような世界の文化交流の大きな流れの中で日本語国

際センターも小さな役割ですが、日本語を媒介とした確固

たる役割を果たして行きたいと考えています。

世界の日本語教師の研修、教材の開発、情報ネットワー

クの構築等様々な事業を通じ、また、海外７カ所に設置さ

れた海外日本語センター、更には、昨年開設された関西国

際センターとも連携して、少しでも海外でご活躍の日本語

の先生方のお役に立つべく努力していく所存です。当セン

ターは設立後わずか９年のまだまだ若い未熟な組織です。

当センターに対して皆様から御要望・御批判等ご遠慮なく

お寄せいただければ幸いです。

国際交流基金日本語国際センター副所長

大塚 善人（おおつか よしひと）

周防正行（すおうまさゆき）

大学在学中から映画制作に携わり'８４年に映

画監督としてデビュー。'９２年の『シコふん

じゃった』と'９６年の『Shall we ダンス？』

が大ヒット。特に「Shall we ダンス？」は

昨年、全米でも公開され好評を博した。

表紙エッセイストプロフィール
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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
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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。

がく えん ちょう
学 園 長 孫 光銖

Son Kwang Su

こう ちょう
校 長 黄 昌燮

Ilwang Chang Sub

きょう とう
教 頭 姜 秉岐

Kang Byoung Kec

に ほん ご きょう し
日本語教師 金 容載

Kim Young Jai

申 煕宅
Shin Hec Tack

趙 美淑
Cho Mi Sook

●光栄女子高校スタッフ●
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けんしゅう
研修プログラム

せんもん に ほん ご けんしゅう に ほん ご がくしゅうしょうれいけんしゅう つぎ
「専門日本語研修」、「日本語学習奨励研修」には、次の

けんしゅう ない けんしゅう き かん
ような研修プログラムがあります（かっこ内は研修期間）。

せんもん に ほん ご けんしゅう
専門日本語研修 program for specialists

がいこうかん に ほん ご けんしゅう げつ
－外交官日本語研修※ （９カ月）

こう む いん に ほん ご けんしゅう げつ
－公務員日本語研修 （９カ月）

し しょ に ほん ご けんしゅう げつ
－司書日本語研修※ （６カ月）

けんきゅうしゃ に ほん ご けんしゅう げつ
－研究者日本語研修 （９カ月）

だいがくいんせい に ほん ご けんしゅう げつ げつ
－大学院生日本語研修 （２カ月または４カ月）

に ほん ご がくしゅうしょうれいけんしゅう
日本語学習奨励研修 program for students

に ほん ご せいせきゆうしゅうしゃけんしゅう しゅうかん
－日本語成績優秀者研修※ （２週間）

に ほん ご り しゅうだいがくせいほうにちけんしゅう げつ
－日本語履修大学生訪日研修 （１～２カ月）

じるし けんしゅう ねん うら わ じっ し
なお、※印の３ 研修は'９７年まで浦和のセンターで実施していたプログラムです。

けんしゅうさん か しゃ しょくぎょう に ほん ご がくしゅうもくてき
研修参加者は職業もさまざまで、日本語の学習目的や

し よう こと い か き ほんほうしん
使用ニーズも異なります。センターでは以下の基本方針

かくけんしゅう さくせい
にもとづき各研修のカリキュラムを作成しています。

がくしゅうしゃちゅうしん げん ご きょういく
－学習者中心の言語教育

せんもん おう に ほん ご
－専門に応じた日本語カリキュラム

こ べつたいおう こ べつがくしゅうじゅう し
－個別対応・個別学習重視

じ りつてきがくしゅうほうほうしゅうとく じゅう し
－自律的学習方法修得の重視

し せつがい じっしゃかい がくしゅう ば げん ご がくしゅう
－施設外の実社会を学習の場とする言語学習

ほんこう かんさいこくさい あたら かい し みっ
本稿では、関西国際センターで新しく開始した三つの

けんしゅう い か しょうかい
研修について以下でくわしく紹介します。

こう ぼ しん せい ほう ほう
公募プログラムの申請方法

かんさいこくさい おこな に ほん ご けんしゅう こう
関西国際センターで行っている日本語研修のうち、公

ぼ し しょ けんきゅうしゃ だいがくいんせい さん
募のプログラムは、「司書」「研究者」「大学院生」の三

かんさいこくさい がいよう
関西国際センター（The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai）の概要については、

に ほん ご きょういくつうしん だい ごう しょうかい こんかい かんさいこくさい けんしゅうないよう ちゅうしん しょうかい
『日本語教育通信』第２６号で紹介しましたが、今回は関西国際センターの研修内容を中心に紹介します。

かんさいこくさい さくねん がつ かんさいこくさいくうこう たいがん おおさか ふ た じりちょう かいせつ
関西国際センターは昨年１月、関西国際空港の対岸、りんくうタウン（大阪府田尻町）に開設されました。

に ほん ご こくさい さいたまけんうら わ し おな しゅくはくせつ び に ほん ご けんしゅう し せつ に ほん ご こくさい
日本語国際センター（埼玉県浦和市）と同じく、宿泊設備をもつ日本語研修のための施設です。日本語国際セン

かいがい に ほん ご きょう し たいしょう けんしゅう おこな かんさいこくさい に ほん ご きょう し い がい しょくぎょうじん
ターでは海外の日本語教師を対象とする研修を行っていますが、関西国際センターでは日本語教師以外の職業人

けんきゅうしゃなど たいしょう せんもん に ほん ご けんしゅう いっぱん に ほん ご がくしゅうしゃ たいしょう に ほん ご がくしゅうしょうれいけんしゅう おこな
や研究者等を対象とした「専門日本語研修」と一般の日本語学習者を対象とする「日本語学習奨励研修」を行っ

ています。

かん さい こく さい けんしゅう いち らん しん き じ ぎょう
関西国際センター研修プログラム一覧（新規事業）

かん さい に ほん ご まな

関西で日本語を学ぶ
こく さい こう りゅう き きん かん さい こく さい しょう かい
国際交流基金関西国際センター紹介

ほう こく
報 告

けん しゅう
研修プログラム

たいしょう にん ずう
対象・人数

ぼ しゅうほう ほう
募集方法

けんしゅう がい よう
研修の概要

き かん
期 間

けんしゅうない よう
研修内容 じっ し き かん

実施期間

ねん ど
（１９９８年度）

こう む いん に ほん ご けん しゅう
公務員日本語研修

たい にち かん けい せん もん がい こく
対日関係を専門とする外国

せい ふ こう む いん など がい こう かん のぞ
政府公務員等（外交官を除
く。）

にん
１０人

き きん かい がい じ む
基金海外事務

しょ ざい がい こう かん
所・在外公館

すい せん
の推薦

がい こく せい ふ たい にち かん れん ぶ しょ など
外国政府の対日関連部署等に

しょく む じょう ひつ よう に ほん ご のう
おいて職務上必要な日本語能

りょく やしな に ほん しゃ かい
力を養うとともに、日本社会

ぶん か ち しき ふか
と文化の知識を深めるための

たい けん こう ぎ など じっ し
体験、講義等を実施する。

げつ
９カ月

に ほん ご しょ きゅう ちゅう きゅう
日本語（初級～中級）

に ほん ぶん か しゃ かい がい ろん かく ろん
日本文化社会概論、各論

に ほん せい じ に ほん けい ざい など
（日本の政治、日本経済等）

に ほん かん こう ちょう し さつ たい けん
日本の官公庁の視察、体験

がく しゅう
学習

'９８．１０～'９９．６

けん きゅう しゃ に ほん ご けん しゅう
研究者日本語研修

かい がい に ほん かん けん きゅう
海外で日本に関する研究を

じっ し もの かい がい だい
実施している者（海外の大

がく こう し はか せ か てい ざい せき しゃ
学の講師、博士課程在籍者、

けん きゅう じょ けん きゅう いん など しゃ かい か
研究所の研究員等。社会科

がく けい ぶん や ゆう せん
学系分野優先。）

にん
１５人

こう ぼ
公募

に ほん ご に ほん けん きゅう
日本語で日本研究をおこなう

せん もん しょ しん ぶん など どっ かい
ため専門書や新聞等の読解、

など り かい
テレビ等メディアの理解、レ

など さく せい けん きゅう かい
ポート等の作成、研究会での

はっ ぴょう のう りょく に ほん ご のう りょく
発表能力などの日本語能力を

やしな に ほん しゃ かい ぶん か ち しき
養う。日本社会と文化の知識

ふか たい けん こう ぎ など
を深めるための体験、講義等

じっ し
を実施する。

げつ
９カ月

に ほん ご ちゅう きゅう じょう きゅう
日本語（中級～上級）

せん もん ぶん や かん けん しゅう
専門分野に関する研修

に ほん だい がく きょう かん けん きゅう しゃ
（日本の大学教官・研究者に

こう ぎ とう ろん
よる講義、討論）

どう じょう
同上

だいがくいんせい に ほん ご けんしゅう
大学院生日本語研修

に ほん けん きゅう せん もん かい がい
日本研究を専門とする海外

しゅう し か てい だい がく いん せい
の修士課程大学院生

しゃ かい か がく けい ぶん や ゆう せん
（社会科学系分野優先）

にん
８０人

ひょう じゅん
標準コース（２コース）

にん かく にん
４０人（各コース２０人）

か き
夏期コース（１コース）

にん
４０人

こう ぼ
公募

けん きゅう かつ どう ひつ よう に ほん ご うん よう
研究活動に必要な日本語運用

のう りょく しょう てん はな よ
能力に焦点をあて、「話す」「読

か き ぎ のう
む」「書く」「聞く」の４技能

そう ごう てき あつか かく のう りょく こう
を総合的に扱い、各能力の向

じょう はか に ほん しゃ かい ぶん か
上を図る。日本社会と文化の

ち しき ふか たい けん こう
知識を深めるための体験、講

ぎ など じっ し
義等を実施する。

ひょう じゅん
標準
コース

げつ
４カ月
×

２コース

に ほん ご ちゅう きゅう
日本語（中級）

に ほん ぶん か しゃ かい かく ろん こう ぎ
日本文化社会各論講義

に ほん しゃ かい たい けん かく ち し さつ
日本社会体験（各地視察）

'９８．９～'９８．１２

'９９．２～'９９．５

か き
夏期
コース

げつ
２カ月

に ほん ご ちゅう きゅう
日本語（中級）

に ほん しゃ かい たい けん かく ち し さつ
日本社会体験（各地視察） '９８．７～'９８．８

ねん がつげんざい
１９９８年３月現在
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しゅるい
種類です。

かくけんしゅう きょうつう しんせいよう し こくさいこうりゅう き きん
各研修プログラムに共通の申請用紙は、国際交流基金

かいがい じ む しょ ざいがいこうかん に ほんたい し かん そうりょう じ かん
の海外事務所または在外公館（日本大使館、総領事館）

にゅうしゅ しんせいよう し てん ぷ せつめいしょ
で入手できます。申請用紙に添付されている説明書にし

ひつよう じ こう き にゅう がつついたち れいねん こくさい
たがって必要事項を記入し、１２月１日（例年）までに国際

こうりゅう き きんかいがい じ む しょ ざいがいこうかん ていしゅつ
交流基金海外事務所または在外公館に提出してください。

か がい
課外プログラム

けんしゅう もくてき に ほん ご しゅうとく に
研修の目的は、日本語の習得だけではありません。日

ほんじん こうりゅう に ほん せいかつ ふ に
本人と交流したり、日本の生活に触れること、そして日

ほん ぶん か しゃかい り かい たいせつ
本の文化や社会を理解することが大切です。センターの

ないがい で あ
内外でのさまざまな出会

かんさいこくさい
いを関西国際センターで

く ふう
は工夫をしています。そ

いちれい ほんねん がつ にち せいじん ひ おこな
の一例として、本年１月１５日の成人の日に行われた「ふ

こうりゅうまつり しょうかい
れあい交流祭」を紹介します。

かんさいこくさい けんしゅうせい し えんきょう ぎ かい
このイベントは、関西国際センター研修生支援協議会

しゅさい きょう ぎ かい けんしゅうさん か しゃ じ もと ひとびと
が主催しました。この協議会は、研修参加者と地元の人々

こうりゅう そくしん もくてき じ もと かたがた ど りょく
との交流を促進しようという目的で地元の方々の努力と

ねつ い せつりつ だんたい ひ じ もと
熱意で設立された団体です。この日、地元のみなさんが

お がみ さ どう に ほん ぶ よう けんしゅうさん か しゃ
もちつきや折り紙、茶道、日本舞踊などを研修参加者に

しょうかい いっぽう けんしゅうさん か しゃ らいほう に ほんじん たい かんない
紹介する一方、研修参加者は来訪の日本人に対し館内を

あんない じ こく ぶん か しゃしん つか しょうかい
案内したり、自国の文化を写真やビデオを使って紹介し

ねんまつ さい さつえい
たりしました。また、年末のホームステイの際に撮影し

しゃしん けんしゅうさん か しゃ き かく てん じ かい かいさい
た写真をもとに研修参加者が企画した展示会も開催しま

とうじつ じ ぶんたち と に ほん ふうけい
した。当日は、自分達が撮った日本の風景やホスト・フ

しゃしん かいじょう せつめい こう
ァミリーの写真について会場で説明をしました。この交

りゅうまつり やく にん さん か ぶん か しょうかい つう こうりゅう ふか
流祭には約８００人が参加し、文化紹介を通じて交流を深

めることが

できました。

けんしゅうさん か
研修参加

しゃ しゃしんてん
者の写真展

わたしたち み
「私達が見

ふゆ に ほん
た冬の日本」

ふく
を含めたこ

けん しゅう がい よう
研修カリキュラム概要

ぎょうけい さくねん がつ こうたい し
行啓：昨年１１月には、皇太子

どう ひ りょうでん か
同妃両殿下がセンター

し さつ
をご視察になられました

うえ
（上）。

わ ふく むか けんしゅう
和服でお迎えする研修

さん か しゃ みな みぎ
参加者の皆さん（右）。 こうりゅうまつり

ふれあい交流祭―もちつき

けん しゅう さん か しゃ くに べつ いち らん
研修参加者国別一覧

報 告 関西で日本語を学ぶ
国際交流基金関西国際センター紹介

けん しゅう めい
研修名

おも か もく めい
主な科目名

ない よう
内 容

じ かん すう
時間数

び こう
備考

こう む いん に ほん ご けん しゅう
公務員日本語研修

そう ごう に ほん ご
総合日本語

ぶん ぽう かい わ かん じ ちょう かい
文法・会話・漢字・聴解 ２８０

ひっ しゅう
必修

しゅう かん
（３０週間） ビジネス・コミュニケーション

かい わ たい ぐう ひょう げん
会話・待遇表現 ６０

ひっ しゅう
必修

じょう ほう しゅう しゅう ぎ のう
情報収集技能

ちょう かい どっ かい
聴解・読解・ワープロなど １２０

せん たく
選択

タスク・ワーク
かい わ がい かつ どう
会話・センター外活動 ３０

せん たく
選択

ちょう さ じっ しゅう
調査実習

せん もん しょく む ちょう さ じん みゃく
専門職務調査、人脈づくり ３０

せん たく
選択

がく しゅう
学習カウンセリング

こ べつ し どう
個別指導、カウンセリング ３０

ひっ しゅう
必修

ぶん か しゃ かい けん しゅう
文化社会研修

こう ぎ けん がく
講義、見学、ゼミ ５０

せん たく
選択

ごう けい
合 計 ６００

けん きゅう しゃ に ほん ご けん しゅう
研究者日本語研修

そう ごう に ほん ご
総合日本語

かい わ ぶん ぽう かん じ ちょう かい
会話・文法・漢字・聴解 ３６６

ひっ しゅう
必修

しゅう かん
（３０週間）

がく しゅう
学習カウンセリング

こ べつ し どう
個別指導、カウンセリング ３０

ひっ しゅう
必修

こ じん
個人プロジェクト

けん きゅう はっ ぴょう ちょう さ
研究発表のための調査 ５６

ひっ しゅう
必修

ぶん や こ じん べつ どっ かい
分野・個人別読解 ６３

せん たく
選択

に ほん ご ほ しゅう
日本語補習

ぶん ぽう かん じ こ ぶん かん ぶん
文法・漢字・古文・漢文 １１７

せん たく
選択

さく ぶん はっ ぴょう
作文・発表 ５４

ひっ しゅう
必修

ごう けい
合 計 ６８６

だいがくいんせい に ほん ご けんしゅう
大学院生日本語研修

そう ごう に ほん ご
総合日本語

かい わ ぶん ぽう かん じ ちょう かい
会話・文法・漢字・聴解 １４５

ひっ しゅう
必修

ひょう じゅん
・標準コース

がく しゅう
学習カウンセリング

こ べつ し どう
個別指導、カウンセリング １５

ひっ しゅう
必修

しゅう かん
（１２週間）

ぶん か しゃ かい けん しゅう
文化社会研修

こう ぎ けん がく
講義、見学 ４５

ひっ しゅう
必修

こ じん
個人プロジェクト

ろん ぶん さく せい ちょう さ
論文作成のための調査 ３５

ひっ しゅう
必修

ごう けい
合 計 ２４０

だいがくいんせい に ほん ご けんしゅう
大学院生日本語研修

そう ごう に ほん ご
総合日本語

かい わ ぶん ぽう かん じ ちょう かい
会話・文法・漢字・聴解 １００

ひっ しゅう
必修

か き
・夏期コース

はっ ぴょう に ほん ご
発表のための日本語

けん きゅう はっ ぴょう ちょう さ
研究発表のための調査 ２０

ひっ しゅう
必修

しゅう かん
（７週間）

がく しゅう
学習カウンセリング

こ べつ し どう
個別指導、カウンセリング １０

ひっ しゅう
必修

ぶん か しゃ かい けん しゅう
文化社会研修

こう ぎ けん がく
講義、見学 ２０

ひっ しゅう
必修

ごう けい
合 計 １５０

こく めい
国 名

こう む いん
公務員

けん きゅう しゃ
研究者

だい がく いん せい
大学院生

ごう けい
合 計

韓国かんこく １ ３ １１ １５
中国ちゅうごく ０ ３ １１ １４
（香港ほんこん） ０ ０ ３ ３
モンゴル １ ０ ０ １
インドネシア ０ ０ ４ ４
タイ １ ０ １ ２
フィリピン ０ ０ １ １
ベトナム ０ ２ ５ ７
マレーシア ０ ０ １ １
ラオス １ ０ ０ １
インド ０ ０ ５ ５
スリランカ ０ ０ １ １
ネパール ０ １ ０ １
オーストラリア ０ ０ １ １
ニュージーランド １ ０ ０ １
カナダ ０ ０ ３ ３
米国べいこく ０ ０ ３ ３
ブラジル ０ ２ ２ ４
オーストリア ０ ０ １ １
スペイン １ ０ ０ １
デンマーク ０ ０ １ １
ドイツ ０ ０ １ １
ウクライナ ０ ０ １ １
ウズベキスタン ０ ０ １ １
チェコ ０ ０ １ １
ハンガリー ０ ０ １ １
ブルガリア ０ ０ １ １
ベラルーシ ０ １ ０ １
ユーゴスラヴィア ０ ０ １ １
リトアニア ０ １ ０ １
ロシア １ ０ ２ ３
イエメン １ ０ ０ １
イスラエル ０ ０ １ １
エジプト ０ ０ １ １
マダガスカル ０ ０ １ １
トンガ １ ０ ０ １

ごう けい
合 計 ９ １３ ６６ ８８

ねん がつげんざい
１９９８年３月現在
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こうりゅうまつり よう す こくさいこうりゅう き きん
のふれあい交流祭の様子は、国際交流基金のホームペー

み
ジで見ることができます。アドレスはhttp://www.jpf.go.

jp／です。

に ほん ご のう りょく し けん じ ぎょう
日本語能力試験事業

ほんこう けんしゅう じ ぎょう ちゅうしん しょうかい に ほん ご のう
本稿では研修事業を中心に紹介しましたが、日本語能

りょく し けん じ ぎょう おこな し けん か こくさいこうりゅう き きん ほん ぶ うつ
力試験事業を行う試験課が国際交流基金の本部から移り、

こ とし がつ かんさいこくさい し ごと はじ
今年３月から関西国際センターで仕事を始めました。こ

き かい か たいせい きょう か に ほん ご のうりょく し けん じ
れを機会に、課としての体制を強化し日本語能力試験事

ぎょう いっそう じゅうじつ
業の一層の充実をはかっていきます。

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

けんしゅうさん か しゃ にち しょうかい だい
ここで、ある研修参加者の１日を紹介しましょう。大

がくいんせい だい
学院生のハナ・ゾバロヴァーさんは、チェコのカレル大

がくひがし ち いきけんきゅうじょ しょぞく がつ にち らい
学東アジア地域研究所に所属しています。２月１２日に来

にち しゅうかん せいかつ
日してから５週間がたち、センターでの生活にもすっか

な
り慣れたようです。

じゅぎょう げつよう び きんよう び まいにち きょう げつ
授業は月曜日から金曜日まで毎日あります。今日は月

よう び いっしゅうかん はじ じゅぎょう じ じ
曜日。一週間の始まりです。授業は９時からです。１時

かん め あと きょう に ほん ご ちゅうきゅう
間目のホームルームの後、今日は「日本語中級」クラス

じ かん
が２時間。

ぶんぽう あたら こと ば
「文法のクラスで、新しい言葉がたくさんありました。

むずか ぶんしょう ないよう
難しい文章がでてくると、だいたいの内容はつかめても

ぐ たいてき なに か
具体的に何が書いてあるのかわからなくなります。」と

い か ふと じ ぶ ぶん はつげん じ
ハナさん（以下太字部分はハナさんの発言です）。１０時

じ ぷん じ じ ぷん じ かん じゅぎょう う
から１０時５０分、１１時から１１時５０分と２時間の授業を受け

あと ちゅうしょく た に ほん
た後、カフェテリアで昼食を食べます。ハナさんは日本

た もの す
の食べ物が好きです。

ご ご じ ぷん じゅぎょう
午後は１時２０分からまた授業です。

きょう よ れんしゅう に ほん
「今日は読む練習をするクラスで、日本のテーブルマ

ただ はし つか かた よ
ナー『正しいお箸の使い方』について読みました。」

じゅぎょう じ ぷん お じゅぎょう あと
授業は３時１０分に終わります。授業の後は

べんきょう ちか か もの い
「勉強したり、近くのデパートへ買い物に行ったりしま

りょう り つく す か もの い
す。料理を作るのが好きなので、その買い物をしに行き

きょう へ や べんきょう
ます。・・・でも今日は、部屋で勉強です。」

ゆうしょく しょくどう た じ すいしつ じ ぶん
夕食は食堂で食べたり、センターの自炊室で自分で

つく りょう り つく
作ったりします。このあいだはチェコ料理を作ったそ

うです。

しょく じ あと べんきょう て がみ か よる ね
「食事の後は勉強したり手紙を書いたりします。夜寝る

はや さく や よ なか じ
のはあまり早くなく、昨夜は夜中の２時ごろにベッドに

はい きょう すこ つか はや ね おも
入りました。今日は少し疲れたので早く寝ると思いま

す。」

つか あ した べんきょう
お疲れさま。明日も勉強がんばってください。

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

けん しゅう さん か しゃ いち にち
���研修参加者の一日���

じゅぎょうふうけい
授業風景

ちゅうしょく
カフェテリアで昼食

かんさいこくさい れんらくさき
関西国際センターの連絡先

じゅうしょ
住所 〒５９８‐００９３

おおさか ふ いずみみなみぐん た じりちょう きた
大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北３‐１４

Te l．０７２４‐９０‐２６００

Fax．０７２４‐９０‐２８０１

じ しつ べんきょうちゅう
自室で勉強中
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けん しゅう さん か しゃ

研修参加者インタビュー

けん きゅう
�ではまず、イさんの研究テーマについて

おし
教えてください。

ぶん か せいさく とく せい ふ ぶん か せいさく
文化政策、特に、政府の文化政策につ

に ほん ち ほうぶん か しん こう し
いてです。いま、日本の地方文化振興支

えんせいさく けん きゅう とくべつ おおさか
援政策を研究しています。特別に大阪を

ちゅうしん
中心にして。

けんしゅうせいかつ
�センターでの研修生活は、いかがです

か？

わたし に ほん ご べん きょう に ほん
私は日本語の勉強だけでなく、日本の

とく ちょう しゃかい に ほんぶん か
特徴ある社会とか日本文化とかいろいろ

きょう み し ない
なものに興味があります。センターは市内

とお ふ べん ど よう
から遠いのでちょっと不便ですけど、土曜

び にち よう び せっ きょく てき い
日、日曜日には積極的にあちこちに行っ

べんきょう
ています。でも、勉強のためにはここもいい

とくべつ け しき くう
です。特別に景色がきれいですから。空

き し ない おも
気も市内よりきれいだし。いいところだと思

います。

まいにち じゅ ぎょう たいへん
�毎日の授業について。大変ですか？

はじ そっ ちょく たいへん
始めは率直にいって大変でした。けれ

てきおう いま たの
どもどんどん適応して、今はほんとに楽し

べん きょう けい ご
みに勉強することができます。まだ、敬語

つか かん じ い み
を使うことはむずかしいです。漢字は意味

い じょう はつおん かん こく
は９０％以上わかりますけど、発音は韓国

ちが あたら たん ご
と違いますからむずかしい。新しい単語は

まえ べんきょう こと ば かんが すこ
前に勉強した言葉を考えながら少しずつ

はつおん
発音することができるようになりました。

じゅぎょう い がい に ほん ご べん きょう なに
�授業以外に日本語の勉強として何かし

ほん よ
ていることはありますか。たとえば本を読

んだりとか。

わたし じゅん ばん
もちろんです。私のテキストの順番に

ふくきょうざい えら よ
そって副教材みたいに選んで読んでいま

かい わ れん しゅう こうみん
す。それから、会話の練習のために公民

かん に ほん ひとたち
館とかいろいろなところで日本の人達と

はなし こうみんかん さん か
話をします。公民館でのスピーチにも参加

に ほん かん きょう きょう いく じったい はな
して、日本の環境教育の実態について話

とき た じり ちょう しょうがっこう
しました。この時は田尻町の小学校にアン

ちょう さ
ケート調査をして、それをもとにスピーチし

ました。

けん しゅう がつ ご
�この研修は６月までですね。その後の

よ てい
予定は？

かんこくぶん か せいさくかいはついん もど に ほん
韓国文化政策開発院に戻ります。日本

ご き こく ご えいせいほう
語はまだまだですから、帰国後も衛星放

そう つか に ほん ご べん きょう つづ おも
送を使って日本語の勉強を続けたいと思

けんしゅう く じ ぶん ほん
います。この研修に来るまでは、自分で本

よ べん きょう
を読むだけしか勉強できませんでしたか

に ほん ご き はな いま
ら、日本語を聞くとか話すとかは今からで

ほん かくてき べん きょう しゅっぱつてん
すね。本格的に勉強していく出発点にし

おも
たいと思います。

さい ご に ほん いんしょう
�最後に日本の印象は？

おおさか いん しょう てき おおさか ぶん か
大阪は印象的でした。大阪の文化は

れき し に ほん とく ちょう
歴史もあるし、日本らしい特徴があったと

おも す ところ こくりつみん ぞくがくはくぶつかん
思います。好きな所は国立民族学博物館。

び じゅつかん なんかい い
美術館にも何回も行きたいですね。

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

けん きゅう
�まず、マナールさんの研究テーマについ

おし
て教えてください。

に ほん げんだいぶん がく とく に ほん げんだいぶん
日本の現代文学。特に日本の現代文

がく じょせいさっ か さくひん とお げんだい に
学の女性作家の作品を通して現代の日

ほんじんじょせいぞう けん きゅう
本人女性像を研究しています。

せいかつ しゅく はく
�センターでの生活について。宿泊しな

まいにちべん きょう
がら毎日勉強するのはどうですか？

ひと ちが わたし いま
まあ、人によって違いますけど、私は今

げつ たいざい たの
まで１カ月ぐらい滞在していて、とても楽

ともだち
しい。それはやっぱり、いい友達がたくさん

せんせい しんせつ かた
できたし、先生も親切な方ばかりだから、

ホームシックにはなっていません。

じゅぎょう
�授業はどうですか。むずかしいですか？

だい がくいんせい
そうですね、大学院生はプレイスメント

テストをしましたが、これをしないとだめだ

おも に ほん ご ぜん
と思います。やっぱり日本語のレベルが全

ぜんちが わ
然違いますから、３つのクラスに分けて。

いま なら べん きょう
今まで習ってないところを勉強していると

あたら
ころですが、新しいことだからやっぱりむ

せんせい せつめい き じ
ずかしい。でも、先生の説明を聞いて自

ぶん べんきょう だいじょう ぶ
分で勉強すれば大丈夫。

じゅ ぎょう い がい に ほん ご べん きょう じ ぶん
�授業以外に日本語の勉強を自分でし

ていますか？

と しょかん い しょうせつ か よ
図書館に行って、小説を借りたけど、読

じ かん ぜんぜん じ かん
む時間が全然ないんです。でも時間があ

しょうせつ よ
れば小説とかいろいろ読みたい。

べんきょう い がい なに とく
�勉強以外には何か特にしていますか？

じゅ ぎょう おわ ともだち
授業が終わってから、いつも友達といっ

じ てんしゃ さん ぽ
しょに自転車で散歩したりデパートまで

い た い
行ったり、アイスクリームを食べに行ったり

たの
しています。そういうことが楽しいです。

けんしゅう あと かえ なに
�この研修の後、エジプトに帰ってから何

き
をするか決まっていますか？

かえ しゅう し ろんぶん
エジプトに帰ったらそろそろ修士論文

か に
を書かなければなりません。テーマは、日

ほん げんだいぶんがく
本の現代文学です。

けんしゅう じ ぶん けん きゅう
�この研修をどういうふうに自分の研究に

つなげていますか？

まい しゅうきん よう
そうですね、毎週金曜にカウンセリング

と しょかん じ ぶん せんもん ほん
があります。図書館で自分の専門の本や

じ てん けん きゅう し
辞典で研究をしています。いろいろな資

りょう あつ ひま じ かん ろんぶん
料を集めたり、暇な時間があったら論文を

か に ほん ご
ちょっと書いたりしています。ま、日本語だ

けじゃないけど。

と しょかん ほう に ほん ご し
�センターの図書館の方が日本語の資

りょう あつ
料は集めやすいですか？

あつ と しょ
集めやすいですよ。もしセンターの図書

かん し しょ ひと き しら
館になければ、司書の人に聞いて調べて

ちが と しょかん れんらく
コピーをとったり、違う図書館に連絡をした

り、そういうこともできますから。

さい ご に ほん いんしょう おし
�最後に日本の印象を教えてください。

わたし に ほんだい す く
私、日本大好きです。とても暮らしやす

くに なに
い国ですね。センターのまわりは何もないと

い わたし
言っている人もいますけど、私はセンター

だい す しず べん
のあるここが大好きですね。静かだし、勉

きょう わたし に ほん
強にとてもいいところ。とにかく私は日本が

だい す
大好きです。

かんこく
イ・フンジェさん（韓国）

けんきゅうしゃ かんこくぶん か せいさくかいはついんしょぞく
研究者 韓国文化政策開発院所属

報 告 関西で日本語を学ぶ
国際交流基金関西国際センター紹介

マナール・エッザト・イブラーヒームさん（エジプト）
だいがくいんせい だいがくぶんがく ぶ に ほん ご に ほんぶんがく か しょぞく
大学院生 カイロ大学文学部 日本語日本文学科所属
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……………………………………………………………………………………………………………………………

■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■

写 真 で 見 る

に ほん みせ
「日本のいろいろな店」

こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい はっこう に ほん ご きょういくよう しゃしん
このコーナーでは、国際交流基金日本語国際センターが発行している、日本語教育用「写真パネ

つか しょとうちゅうとうきょういく き かん に ほん ご おし せんせいがた に ほんじん
ルバンク」シリーズを使って、初等中等教育機関で日本語を教える先生方が、どのように日本人の

せいかつ しょうかい ていあん ぶんけい たん ご かん じ しょきゅう がくしゅうしゃ よ
生活を紹介できるかを提案していきます。また、文型、単語、漢字は初級の学習者でも読めるよう

つか しょうかい
にやさしいものを使いました。今回は、日本のいろいろな店を紹介します。

べんとう や しゅるい
弁当屋では、ふつう、１５種類から２０種類くらいの弁

う しる の もの
当を売っています。みそ汁や飲み物も売っています。

きゃく ちゅうもん
客が注文すると、弁当屋はすぐに作ります。ですか

あたた
ら、いつも温かい弁当を食べることができて、とても

べん り やす ひる
便利です。レストランで食べるより安いですから、昼

やす なら
休みなどには弁当屋にたくさんの人が並びます。

べん とう や
弁 当 屋

日 本 人 の 生 活

わ が し や
和 菓 子 屋

わ が し か し
和菓子とは、日本の菓子のことです。

た
和菓子は、ふつう、日本茶といっしょに食べます。

き せつ
また、それぞれの季節にあわせて作られる和菓子もあ

さ どう
ります。茶道でも、和菓子を食べます。

ひと か すい
和菓子は、一つから買えます。水

ぶん おお なが も
分の多い和菓子は、あまり長く持ち

はや
ませんから、買ったらなるべく早く

食べた方がいいです。
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�
 おし�  かた�  れい�

いろいろなものを、ふつうの店より安く売る店をディ

さけ くつ でん き せい
スカウントストアといいます。酒、カメラ、靴、電気製

ひん
品などのディスカウントストアがありますが、これらを

すべて売っている大きなディスカウントストアもありま

す。

最近は、ディスカウントストアがどんどん増えていま

すから、ふつうのデパートや店でもいろいろな商品を安

く売るようになっています。

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

あらかわようへい こ だまやす え
このコーナーの担当者：荒川洋平、小玉安恵（日本語国際センター専任講師）

ディスカウントストア

じ じょう しょうかい
１．パネルをつかって、日本の事情を紹介

に
します。似た店が皆さんの国にある場

ちが せつ
合には、どこがどのように違うか、説

めい かんが じゅぎょう
明したり、みんなで考えたりして授業

をつくりましょう。

ふる ほん や
古 本 屋

ふるほん や みせ だいがく
古本屋は、古い本を買って、それを売る店です。大学

ちか
の近くには、たいてい古本屋があります。

さいきん おんがく
最近は、マンガと音楽のCDとテレビゲームのソフト

ふ
ウェアだけを売る古本屋も増えています。こういう古本

こ ども わかもの
屋は、子供や若者でいっぱいです。

とうきょう かん だ ゆうめい
東京の神田は、本屋がたくさんあることで有名です。

まえ
古本屋もたくさんあります。神田の古本屋の前では、た

いてい１００円から３００円くらいの安い古本を売っています。

ばい てん
売 店

ばいてん えき びょういん
売店は、駅や病院の中にある小さな店のことです。店

しんぶん ざっ し か し の もの
は小さいですが、新聞、雑誌、菓子、飲み物、フィルム、

とっきゅう
ハンカチなど１００種類以上のものを売っています。特急

しんかんせん
や新幹線のプラットホームにある売店には、弁当も売っ

ています。

駅の中にある売店は、キオスクといいます。

と ちゅう べん り へい
どこかへ行く途中で買えるので、とても便利です。平

じつ あさ ゆうがた つうきん つうがく でんしゃ の
日の朝や夕方は、通勤や通学の人がたくさん電車に乗る

ので、とてもこんでいます。

はじ
２．「買い物」を初めとして、さまざまな

はいけい
トピックで授業をするときの背景にな

ります。

たとえば古本屋さんのパネルをつかっ

て、お客さんが本を売る人、古本屋さ

んがそれを買う人になってロールプレ

イをすることができます。おもしろい

かい わ
会話になりますね。
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１．第二言語習得論研究の目的と研究領域

第二言語習得論研究の最終的なゴールは言語学習者の

言語能力やコミュニケーション能力がどのようなもので

あるかを記述し、その記述に基づいて説明することです。

このゴールを達成するために、学習者の言葉のサンプル

を集めたり、学習者が言葉を使っているときにどのよう

な配慮をしているかを自己報告してもらったり、どのよ

うな言葉の形や使い方が正しいと考えるか質問したりし

ます。

四つの研究領域があります。

Ａ．第一の領域 ―学習者言語の特徴―

学習者の示す言語の特徴を記述する領域です。：�誤

用、�習得の順序、�学習者の学習条件による違い

（variability）、�言語の使い方に関わる語用論的特徴

に焦点が当てられます。

Ｂ．第二の領域 ―学習者の外的要因：社会的条件と

インプット、インターアクション―

社会的条件とは例えば言語教育のプログラムの性格の

違い―分離 segregation（学習者は言語的多数派の学習者

とは別のプログラムで第二言語を学習したり、第二言語

を使って教科を学習する）、母語保持（言語的少数派の

第一言語が家庭ではなく教育の場で教えられ、使われる

ことを目的とする）、サブマーション submersion（第二

言語学習者はその言語を母語とする学習者が多数を占め

るクラスで教えられる）、イマーション immersion（社

会的に地位の高い第一言語がその第一言語の学習者だけ

で構成されるクラスで第二言語を使ってバイリンガルの

先生によって教えられる）、外国語教室（日本で英語が

外国語として教えられる）などの違いのことです。どの

プログラムのタイプかによって言語学習の進み具合や学

習成果が異なっていることが報告されています。

インプットの研究は、第二言語の教室で先生が学習者

に向かって用いる言葉が通常のその言語の使い方と違う

様子（teacher talk）や、第二言語の学習者と母語話者と

の間、または第二言語学者同士の間で交わされる談話の

特徴の分析などが行われます。インターアクション研究

ではまた、小グループの教室活動と教師中心の授業で見

られるインターアクションの違い、タスク活動のタイプ

の違い、例えばあるタスクを達成するために学習者がお

互いに情報をやりとりする双方向タスク（two way）か、

一方向で情報が伝えられるだけのタスク（one way）か

によるインターアクションの違い、またはそこで交わさ

れる、聞き返したり確かめたりしながら進める意味の交

渉 negotiation of meaning の違いの研究があります。

Ｃ．第三の領域 ―学習者の内的要因―

内的要因は外から観察することが難しいので学習者の

発話や自己報告等をデータとして研究されます。代表的

な要因の一つは、言語転移 language transfer と呼ばれる

もので、学習者の第一言語の特徴が第二言語を学習する

上にどのように取り入れられているかを研究します。目

標言語の能力を十分に獲得するまでの過程で学習者が示

す中間段階の様々な文法的特徴を扱う中間言語

interlanguage 研究もこの領域の研究です。

Ｄ．第四の領域 ―学習者―

一人ひとりの学習者の違いによってどのように言語習

得が異なっているか、また異なった結果をもたらす要因

日本語を
研究する

第二言語習得研究と
日本語教育研究

ことばの習得研究：目的・領域・方法

このコーナーでは、これから研究を目指す海外の日本語の先生方のため
に、日本語学・日本語教育の研究についての情報をおとどけしています。
今回のテーマは第二言語習得研究と日本語教育研究です。

■第８回■

筑波大学教授 岡崎 敏雄
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となるものは何かについて取り上げる領域です。取り上

げられる要因としては、動機、態度、学習のストラテジー

（例えば単語の記憶のために自分の国の言葉に関連付け

て覚えたり、自分の学習動機を高めるためにこの課が終

わったらケーキを食べようという情意的なストラテジー

など）があります。この領域の研究によって、なぜある

学習者は別の学習者よりも速く学習できたり、高い言語

能力のレベルに到達できるかなどについて解明します。

２．第二言語習得研究の方法

大きく次の三つがあります：�標準テスト、�心理学

的テスト、�言語誘出法 language elicitation measures。

標準テストとは英語のTOEFLや日本語能力試験（厳

密には標準化はされていないがそれに準ずる）などで、

いわゆる客観的テストによって学習者の能力のレベルを

測るものです。心理学的テストとは、質問紙によって例

えばどういう理由で日本語を勉強するか、どういうタイ

プの教室活動がおもしろいかなどについて質問をし、統

計的処理を行うものです。言語誘出法には次のようなも

のがあります。

Ａ．誘出的模倣 elicited imitation

検査をされる学習者は録音された文（または文章）を

聞いて聞こえた通りに繰り返すことを求められます。そ

れによって学習者の中にでき上がっている第二言語の文

法の構造がどのようになっているかを引き出すことがで

きます。

Ｂ．ストーリーテリング

学習者は例えば絵や写真を見てその内容を口頭で述べ

たり、書いたり、パートナーとそれについて会話を交わ

したりします。誘出模倣の場合には与えられた文章を繰

り返すというデータしか得られないのに対して、ストー

リーテリングではより自然な言語活動のデータが得られ

ます。

Ｃ．文法的判断 grammaticality judgements

学習者は示された文が文法的に正しいと思うか間違っ

ていると思うか尋ねられます。学習者の文法的能力を見

るものです。

Ｄ．順位付け ranking

学習者は四つから五つほどの文を示され、正しさ、適

切さの点から最も正しいものから最も正しくないものま

で順番に並べることが求められます。文法的判断の方法

が一つの文に関する判断であるのに対して、関連する文

に関する能力の広がりを見ることができます。

Ｅ．言語タスク language tasks

学習者は例えばペアになってあるゲームのし方をもう

一人の相手に教えて下さいというような課題の活動を与

えられます。学習者がやりとりをする過程でなされる発

話をデータとして研究を進めます。

F．談話完成法 discourse completion test

学習者は、例えば「A：昨日満員電車の中で財布をと

られてしまったんですよ。」「B： 」、

「A：本当ですね。」のようなやりとりの二人目の空白

部分に入れてディスコース全体が自然な流れになるよう

にすることが求められます。語用論的な言葉の使い方、

言語行動のあり方の特徴を知る場面でよく使われます。

３．日本語教育研究

日本語教育研究には、日本語の構造を対象とした日本

語学的研究と日本語教育の教室を中心におきている現象

を対象とした第二言語習得研究があります。日本語教育

の教室でおきている現象は多くの領域にわたります。研

究方法も研究者のこれまでの研究経験によって違うで

しょう。

また、日本語教育の現場は成人対象か小中高等学校生

対象か、留学目的かツーリストガイドなどのような母国

内での日本語使用の目的か、漢字圏かなど様々です。

第二言語習得研究の研究領域や研究方法は考えられて

いるよりずっと多様で奥深いと言えます。自分の現場の

条件や経験、関心にあったものを前述のような研究領域

や方法の中から選んで取りかかりやすいものから始める

とよいと思われます。

ていねいな概説書：
�Gass, S. & Selinker, D. (1994)
『Second Language Acquisition － An Introductory
Course』Lawrence Erlbaum Associates

�ロッド・エリス（１９９８）
牧野高吉訳 『第二言語習得の基礎』ニューカレント
インターナショナル
学会誌：
�『日本語教育』日本語教育学会（例えば、１９８７水野、
１９８８渋谷、１９９３長友、１９９５岡崎など）
�『Studies in Second Language Acquisition』
Cambridge University Press
�『Applied Linguistics』 Oxford University Press

参考文献

日本語を研究する
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なぞなぞ・クイズ（２）

に ほん じ じょう じゅぎょう
◆日本事情のクイズから授業へ

がくしゅうしゃ こた し き も も
クイズは学習者に答えを知りたいという気持ちを持た

じゅぎょう はじ たの ふん い
せます。授業の始めにクイズをすることは、楽しい雰囲

き つく べんきょう きょう み たか
気を作ったり、これから勉強することへの興味を高める

やく だ
のに役立ちます。

い か に ほん じ じょう と い じゅぎょう なが
以下は、日本事情のクイズを取り入れた授業の流れの

ひと れい
一つの例です。

じゅぎょう はじ に ほん じ じょう
�授業の始めに、日本事情についてのクイズをする。

きょう し こた い ないよう
�教師がすぐに答えを言うのではなく、その内容につい

か ぶんしょう がくしゅうしゃ よ がくしゅうしゃ じ しん
て書かれている文章を学習者に読ませて、学習者自身

ぶんしょう こた さが
にその文章から答えを探させる。

きょう し ぶんしょう ないよう どっかい じゅぎょう おこな
�教師が文章の内容についての読解の授業を行う。

じゅぎょう なか こた かくにん
授業の中で答えを確認する。

おな ないよう じ ぶん くに じ ぶん
	同じ内容のことについて自分の国ではどうか、自分の

くに に はな あ
国でもよく似ていることがあるかどうか、話し合う。

ほか に ほん じ じょう ぶんしょう に ほん
その他に、日本事情についての文章や日本についての

とうけい し りょう つか がくしゅうしゃ じ しん つく たが
統計資料を使って、学習者自身がクイズを作ってお互い

こた かつどう
のクイズに答えるというような活動もできます。

しゃしん こくさいこうりゅう き きん に ほん ご
『写真パネルバンクシリーズ』（国際交流基金日本語

こくさい き かく せいさく に ほんしゅっぱんぼうえきはっこう しゃしん
国際センター企画・制作、日本出版貿易発行）の写真の

うら せつめい に ほん ご のうりょく し けん きゅうてい ど かいせつしょ おな
裏の説明（日本語能力試験２級程度）や解説書（同じく

きゅうてい ど ぶんしょう どっかいようきょうざい し りょう り
１級程度）の文章も読解用教材やクイズの資料として利

よう つうしん しゃしん み に ほんじん せいかつ
用できます。（この通信の「写真で見る日本人の生活」

さんこう とうけい し りょう さんこうぶんけん み
も参考になります。）統計資料については参考文献を見

てください。

こた つか かくにん かつどう
また、クイズの答えをビデオを使って確認する活動も

かんが きょうざい に ほん ひとびと せい
考えられます。ビデオ教材『ヤンさんと日本の人 （々正・

ぞく こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい へん
続）』（国際交流基金日本語国際センター編、ビデオ・ペデ

はっこう に ほんじん せいかつ
ィック発行）にも日本人の生活がよくえがかれています。

に ほん じ じょう
◆日本事情のクイズ

に ほん と どう ふ けん なか いちばんひろ
１）日本の都道府県の中でどこが一番広いですか。

ほっかいどう とうきょう なが の
ａ．北海道 ｂ．東京 ｃ．長野

こた ほっかいどう

▼答え……ａ．北海道

かいせつ へいほう ち ず み

▽解説：８３，４５２平方キロメートルです。地図を見る

ひろ
と、とても広いのがよくわかります。

に ほん と どう ふ けん なか に ばん め とうきょう つぎ
２）日本の都道府県の中でどこが二番目に（東京の次に）

じんこう おお
人口が多いですか。

ほっかいどう か な がわ おおさか
ａ．北海道 ｂ．神奈川 ｃ．大阪

こた おおさか

▼答え……ｃ．大阪

かいせつ とうきょう じんこう まんにん おおさか まんにん

▽解説：東京の人口は１，１７７万人、大阪は８８０万人、

か な がわ まんにん い
神奈川は８２８万人です。これが１、２、３位

です。

さんこうぶんけん
〔参考文献１．のP２８０より〕

に ほんじん やす ひ ひま なか いち
３）日本人が休みの日や暇なときにすることの中で、一

ばんおお がいしょく しょく じ
番多いのは外食（レストランなどで食事をすること）、

に ばん め こくない りょこう さんばん め なん
二番目は国内の旅行です。では、三番目は何ですか。

かいがいりょこう
ａ．カラオケ ｂ．ドライブ ｃ．海外旅行

こた

▼答え……ｂ．ドライブ

かいせつ い かいがいりょこう い い

▽解説：カラオケは４位ですが、海外旅行は２０位以

ない はい
内にも入っていません。

さんこうぶんけん
〔参考文献１．のP２７０より〕

しょうがつ こ おと な かね
４）お正月に子どもが大人からもらうお金をなんとい

いますか。

ａ．おこづかい ｂ．おとしだま ｃ．かがみもち

こた

▼答え……b．おとしだま

かいせつ しゃしん ぎょう じ

▽解説：『写真パネルバンク』（�．行事シリーズ）に

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

じゅ ぎょう

授業のヒント
こんかい に ほん ご じゅぎょう なか つか に ほん じ じょう
今回は、日本語の授業の中で使える日本事情

かん じ しょうかい
のクイズと漢字のなぞなぞを紹介します。

もくてき おし
目的・教えること

に ほん じょうほう ち しき
日本についての情報、知識

かん じ かたち い み たの おぼ
漢字の形と意味を楽しく覚えること

がくしゅうしゃ
学習者のタイプ

しょきゅうこうはん い じょう
初級後半以上

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

とく
特になし

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

テーマ
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しゃしん せつ
「おとしだま」、「かがみもち」の写真や説

めい
明があります。

に ほんじん けっこん けっこんしき けいしき いちばんおお しゅう
５）日本人が結婚するとき、結婚式の形式で一番多い宗

きょう なん
教は何ですか。

ぶっきょう きょう しんとう
ａ．仏教 ｂ．キリスト教 ｃ．神道

こた きょう

▼答え……b．キリスト教

かいせつ に ほん おこな けっこんしき きょう

▽解説：日本で行われる結婚式のうち、キリスト教

やく しんとう ぶっきょう
は約５９．５％、神道は３３．３％、仏教は１．１％

です。

さん わ ぎんこうしら ねん がつ
〔三和銀行調べ １９９７年１０月〕

かん じ
◆漢字のなぞなぞ

かん じ がくしゅう すこ すす つぎ
漢字の学習が少し進んだときに、次のようななぞなぞ

つか かん じ かたち
をしてはどうでしょうか。なぞなぞを使って、漢字の形

い み かくにん かん じ かたち がくしゅうしゃ
と意味を確認することができます。漢字の形は学習者に

おぼ
とってなかなか覚えにくいものですが、なぞなぞにする

おぼ がくしゅうしゃ
と覚えやすくなるでしょう。また、学習者にとって、な

に ほん ご むずか ば あい ぼ ご
ぞなぞの日本語が難しすぎる場合は、母語でなぞなぞを

つく おも
作ってもいいと思います。

たいよう ひ つき あ
１）太陽（お日さま）と月が会いました。どうなりましたか。

こた あか ひ つき あか（るい）

▼答え……明るくなりました（日＋月＝明 ）

さんにん たいよう ひ み き せつ
２）三人で太陽（お日さま）を見ています。どんな季節

ですか。

こた はる さん にん ひ はる

▼答え……春（三＋人＋日＝春）

た ちから だ はたら ひと
３）田んぼで力を出して働く人はだれですか。

こた おとこ ひと た ちから おとこ

▼答え……男の人（田＋力＝男）

もり なか き いっぽん
４）森の中から木が一本ぬすまれました。どうなりまし

たか。

こた はやし もり き はやし

▼答え……林になりました（森－木＝林）

き よこ ひと なに
５）木の横にいる人は何をしていますか。

こた やす ひと き やす（む）
▼答え……休んでいます（人＋木＝休 ）

じゅうがつとう か あか うま いちにち
６）十月十日に赤ちゃんが生まれました。一日のうち

のいつごろですか。

こた あさ じゅう ひ じゅう つき あさ

▼答え……朝（十＋日＋十＋月＝朝）

かん じ かたち い み に ほん
このような漢字の形と意味についてのなぞなぞは日本

じん しょうがくせい かん じ おぼ つか に ほん じ
人の小学生が漢字を覚えるときによく使います。日本事

じょう おな かん じ がくしゅうしゃ つく
情のクイズと同じように、漢字のなぞなぞも学習者に作

せんせい き
らせてみるといいでしょう。先生も気がつかなかったお

もしろいなぞなぞができるかもしません。

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

２）

こた つく たの じ ぶん つく
クイズやなぞなぞは、答えるだけでなく、作るのも楽しいです。また、自分たちで作ったものはいつまでもよく

おぼ がくしゅうしゃ さくひん おく
覚えています。みなさんやみなさんの学習者のすばらしい作品を送ってください。

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）

３）

５）

さんこうぶんけん
■参考文献■

あさ ひ しんぶんしゃ あさ ひ しんぶん
１．朝日新聞社『朝日新聞ジャパン・アルマナック

（Japan Almanac）１９９８』（１９９７）

あさ ひ しんぶんしゃ あさ ひ ねんかん
２．朝日新聞社『ジュニア朝日年鑑１９９７・１９９８』

（１９９７）

くりいわひで お じゅぎょうしょういち しょうろくかん
３．栗岩英雄『たのしくわかる授業小一から小六漢

じ がくしゅう しょうがくかん
字学習のアイディア』小学館（１９９４）

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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に ほん ご きょう ざい しゅう
『Bits and Pieces 日本語教材・アクティビティ集』

がくしゅうしゃちゅうしん きょうしつかつどう
▽学習者中心の教室活動

ほん に ほんこくない さい さい
この本は、日本国内で６歳から１８歳ま

がくしゅうしゃ に ほん ご おし
での学習者に日本語を教えているイン

せんせいがた か
ターナショナルスクールの先生方が書い

きょうしつかつどう ほん に ほん ご
た教室活動の本です。日本語のクラスで

きょう し く ふう
は教師の小さな工夫がきっかけになって

ふん い き か
クラスの雰囲気が変わることがよくあり

とく ねんしょうしゃ おし
ます。特に年少者を教えるクラスでは、

きょう し おし かた く ふう がくしゅうこう か あ
教師の教え方の工夫が、学習効果を上げ

むす い
ることに結びつきやすいと言えるでしょ

ほん がくしゅうしゃ せっきょくてき じゅぎょう
う。この本は、学習者が積極的に授業に

さん か かんが がく
参加できるように考えること、つまり学

しゅうしゃちゅうしん かんが かた たいせつ じゅぎょう じっ
習者中心の考え方を大切にした授業の実

せん う
践から生まれました。

がくしゅうしゃ ひ
▽学習者を引きつけるための

ヒントも

ぜんたい こうせい ぜんはん えい ご こうはん に
全体の構成は、前半が英語、後半が日

ほん ご ぶ こうせい きょうしつかつどう
本語の２部構成で、５１の教室活動につい

おな ないよう げん ご か
て同じ内容が２つの言語で書かれていま

きょうしつかつどう
す。それぞれの教室活動は「アクティビ

じゅうよう ひょうげん がくしゅうしゃ
ティのねらい」「重要な表現」「学習者の

に ほん ご がくしゅうしゃ ねんれい しょよう じ
日本語レベル」「学習者の年齢」「所要時

かん ひつよう ち しき じゅん び
間」「あらかじめ必要な知識」「準備する

すす かた せんせいがた
もの」「進め方」「先生方からのアドバイ

じゅん しょうかい きょうしつかつどう
ス」の順で紹介されています。教室活動

しゅるい も じ ご い おぼ
の種類は、文字や語彙などを覚えるため

ぶんけいていちゃく れんしゅう
のゲーム、文型定着のための練習、ロー

え ほん さくせい はい く づく
ルプレイ、絵本の作成、俳句作りなど、

かつどう どく
さまざまです。これらの活動の中には読

しゃ し
者のみなさんがすでに知っているものも

ほん いま
あるかもしれません。この本が今までの

きょうしつかつどうしゅう ちが て じゅん ふくざつ
教室活動集と違うところは、手順の複雑

かつどう けいけん せんせいがた
な活動がないことと、経験のある先生方

ぐ たいてき の
ならではの具体的なアドバイスが載って

てん がくしゅうしゃ
いる点です。アドバイスには、学習者を

ひ れんしゅう
引きつけるためのヒントや、練習するこ

たいせつ じょうほう
とばについての大切な情報などがありま

さんこう じゅぎょう おこな こう か
す。これらを参考に授業を行うと、効果

てき たの じゅぎょう
的な楽しい授業になるでしょう。

おうよう
▽いろいろな応用のしかた

ほん かんまつ がくしゅうしゃ に ほん ご
この本の巻末には「学習者の日本語レ

がくしゅうしゃ ねんれい しょよう じ かん
ベル」「学習者の年齢」「所要時間」「ア

よう と さくいん
クティビティの用途」による索引がつい

つか きょうざい
ています。また、コピーして使える教材

ふ ろく ほん さく
も付録としてついています。この本は索

いん ぶんるい しめ つか
引の分類が示すとおりに使うこともでき

し く かんが かた か
ますが、ゲームの仕組みや考え方を借り

じ ぶん がくしゅうしゃ あ ほうほう か つか
て自分の学習者に合った方法に変えて使

せいじん がくしゅうしゃ に ほん
うこともできます。成人の学習者に日本

ご おし さんこう
語を教えるのにも参考になることがたく

さんあります。

はんれい ちょしょ しゅっぱんしゃ かんこうねんげつ すう てい か た
※データ凡例 �著書 �出版社 �刊行年月 �ISBN �ページ数 �定価 �その他

ねんしょう がくしゅうしゃ きょう し たの きょうしつ かつ どう ほん
年少の学習者と教師がいっしょに楽しめる教室活動の本

に ほん
�日本インターナショナルスクール

きょう ぎ かい こうだんしゃ
協議会�講談社インターナショナル

とうきょう と ぶんきょう く おと わ
（〒１１２‐００１３東京都文京区音羽１‐１７

‐１４／TEL.０３‐３９４４‐６４９３ FAX.０３‐

ねん がつ にち
３９４４‐６３９４）�１９９７年８月１１日�４‐

えん
７７００‐２０２９‐５�１８８ページ�２，６２５円

しん かん きょう ざい と しょ しょう かい

新刊教材・図書紹介●

●データ●

に ほん ご きょうざい と しょ かん あた じょうほう かいがい
「日本語の教材や図書に関する新しい情報がほしい」という海外の

せんせいがた こえ き さいきんしゅっぱん に ほん
先生方の声をよく聞きます。このコーナーでは、最近出版された日本

ご きょうざい さんこうしょ ちゅうしん しょうかい し めん せいやくじょう いっかい おお
語教材や参考書を中心に紹介していきます。紙面の制約上、一回に多

ほん しょうかい かいがい せんせい つか きょうざい
くの本を紹介できませんが、「海外の先生にとって使いやすい教材」

じゅぎょう けんきゅう やく た ほん し べん り と しょ し りょう
「授業や研究の役に立つ本」、また、「知っていると便利な図書・資料」

と あ
などを取り上げます。

P．１２０
P．１２１
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しゃ しん せい き に ほん がっ こう こ せい かつ ねん
『写真でみる２０世紀の日本１～６学校と子どもの生活の１００年ほか』

す さ せい き に ほん
過ぎ去ろうとしている２０世紀は日本に

しゃかい おお へん か じ き
とっては社会が大きく変化した時期でも

ほんしょ ねんかん に ほんじん
あります。本書はこの１００年間の日本人

せいかつ れき し しゃしん ちゅうしん
の生活の歴史を写真を中心にまとめた

ものです。

ひと きょう ざい
▽どんな人のための教材か

に ほんじん しょうがっこうこうがくねん ちゅうがくせい
日本人の小学校高学年と中学生がひと

たの よ しゃしん つ ほん
りでも楽しみながら読める写真付きの本

です。

ないよう こうせい
▽どんな内容・構成か

ぜん ぶ かん
全部で６巻ありますが、そのうちどれ

かん か
か１巻だけでも買うことができます。６

かん がっこう こ
巻のテーマはそれぞれ「学校と子どもの

せいかつ か がく ぎ じゅつ い しょくじゅう の もの
生活」「科学技術」「衣食住」「乗り物と

こうつう く
交通」「スポーツとレジャー」「暮らしと

せ そう
世相」となっています。

かん じ だい く ぶん おな めい じ
どの巻も時代区分は同じで、「明治

たいしょう しょう わ しょ き
１９００～１９１２」「大正・昭和初期 １９１２～

せん じ か せん ご
１９３５」「戦時下 １９３５～１９４５」「戦後 １９４５

げんだい じゅん
～１９７５」「現代 １９７５～１９９６」という順に

だい かん だい かん
なっています。第１巻から第５巻までは、

うえはんぶん しゃしん したはんぶん かいせつぶん
ページの上半分は写真、下半分は解説文

かんまつ ねんぴょう
で、巻末に「年表」と「さくいん」がつ

こうせい だい かん
いているという構成です。第６巻はペー

したはんぶん かいせつぶん ねんぴょう
ジの下半分は解説文ではなく、年表が

の
載っています。

こ む ぶんしょう よ
子ども向けなので、文章が読みやすく、

むずか かん じ
難しい漢字にはふりがながついています。

かいがい つか
▽海外でどのように使うか

ほんしょ しゃしんちゅうしん よ もの に ほん ご きょう
本書は写真中心の読み物で、日本語教

いく ほ じょきょうざい つか
育の補助教材として使えます。

つぎ つか かた
たとえば次のような使い方があります。

ちゅうじょうきゅう に ほん ご がくしゅう ほ じょきょうざい
中上級クラスの日本語学習補助教材と

して

しゃしん み じ こく れき し くら
写真を見て、自国の歴史と比べて、ディ

きょうしつかつどう おこな
スカッションなどの教室活動を行ったり、

はな あ みじか ぶんしょう
話し合ったことを短い文章にまとめさせ

ぎ のう とうごうてき がくしゅう
たりしていけば、４技能を統合的に学習

できます。

みじか く ぎ
また、トピックが一つ一つ短く区切ら

がくしゅうしゃ きょう み
れているので、学習者にとって興味のあ

えら どっかいようきょうざい
りそうなトピックを選んで、読解用教材

つか
として使うことができます。（ただし、

ほんしょ ご い
本書には語彙リストがついていないので、

かいがい し よう ば あい ほんやくつき ご い
海外で使用する場合には、翻訳付語彙リ

さくせい ひつよう おも
ストの作成が必要になると思います）。

に ほん じ じょうきょうざい
�日本事情教材として

きんだい げんだい に ほんしゃかい かくほう
テーマが近代・現代の日本社会の各方

めん だいがく だいがくいん
面にわたるものなので、大学・大学院の

に ほん ご か に ほんけんきゅう か に ほん じ じょう
日本語科、日本研究科などで、日本事情

ようきょうざい つか かいせつ
用教材として使うことができます。解説

ぶ ぶん がくしゅうしゃ に ほん ご あ
の部分を学習者の日本語のレベルに合わ

やさ に ほん ご か なお じ こく
せて易しい日本語に書き直したり、自国

ご やく がくしゅうたいしょう
語に訳したりすれば、学習対象がもっと

ひろ
広がるでしょう。

きょう し さんこう し りょう
�教師の参考資料として

に ほん じ じょう おし そ ざい あつ
日本事情を教えるのにどんな素材を集

かんが
めたらいいかということを考えるとき、

ほんしょ おさ しゃしん え
本書に収められた写真からヒントが得ら

に ほんれき し し りょうしゅう かつよう
れます。日本歴史の資料集としても活用

できます。

に ほん じん せい かつ れき し げんじょう め み しゃ しんきょうざい
日本人の生活の歴史と現状を目で見る写真教材

さくら い のぶ お ば ば れんせい ふじもりよう こ
�桜井信夫、馬場錬成、藤森陽子、

み うら あたらしふゆ じ み た むらのぶゆき
三浦はじめ、新冬二、三田村信行�

けん きゅう じょ とう きょう と ち
PHP研究所（〒１０２‐００７５東京都千

よ だ く さんばん ちょう
代田区三番町３‐１０／TEL.０３‐３２３９‐

だい かん
６２３３ FAX.０３‐３２３９‐６２６３）�（第１巻

ねん がつ にち
から）１９９７年１０月１５日�４‐５６９‐６８０６１

‐５、６８０６２‐３、６８０６３‐１、６８０６４‐X、

かくかん
６８０６５‐８、６８０６６‐６�各巻４０ページ�

ぜんかん えん
６全巻で１７，６４０円

い か に ほん ご こくさい せんにんこう し と しょ えら ぶんたん しょうかいぶん しっぴつ
■pp.１８～２１は、以下の日本語国際センター専任講師が図書を選び、分担して紹介文を執筆しました。

まえ だ つな き つぼやま ゆ み こ もも せ ゆう こ き やま と も こ き たになおゆき こう い けん
前田綱紀、坪山由美子、百瀬侑子、木山登茂子、木谷直之、高偉建
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かず めい し しょ ちゅう きゅう
『ことばの数ではチャンピオン 名詞（初・中級）』

つか じっせん に ほん ご
「すぐに使える実践日本語シリーズ」

ぎ せい ご ぎ たい ご ふく し どう し
は、「擬声語・擬態語」「副詞」「動詞」

かんよう く じょ し しょ ちゅうきゅう
「慣用句」「助詞」がそれぞれ初・中級、

じょうきゅう わ しゅっぱん
上級に分かれてすでに出版されています。

ばん め ほん
そのシリーズの１１番目がこの本です。

ほん おお しょう
この本は、大きく３つの章からなり、

やく ご めい し こうもく ぶんるい
約１３００語の名詞がさらに３２の項目に分類

だい しょう けいよう し
されています。まず第１章では、形容詞

どう し へん か めい し し じ だいめい し
や動詞から変化した名詞、指示代名詞、

けいようめい し ちゅうしょうめい し がいらい ご わ せいえい ご
形容名詞、抽象名詞、外来語、和製英語

めい し ぶんぽうてき ぶんるい せい り
など名詞を文法的に分類して整理してあ

つぎ だい しょう とき かず たてもの
ります。次に第２章では、時、数、建物、

い ち からだ わ にちじょうかい わ ひつよう
位置、体などに分けて日常会話で必要な

めい し さい ご
名詞をリストアップしています。最後に

だい しょう せいかつ ひつよう めい し こうつう
第３章では、生活に必要な名詞を交通、

ぎんこう しょくぶん か しゅ み し ぜん でん わ ばんごう
銀行、食文化、趣味、自然、電話番号・

じゅうしょ べつ
住所など１６のテーマ別にまとめています。

わ せいえい ご み
和製英語のページを見てみましょう。

に ほん つか わ せいえい ご なら
日本でよく使われている和製英語が並ん

れいぶん れんしゅうもんだい かい
でいます。そして、例文、練習問題（解

とう つ さい ご
答付き）があります。最後にあるコーヒー

に ほん じ じょう ほんぺん と
ブレイクでは、日本事情や、本編で取り

あ めい し
上げなかった名詞（たとえば、「わりか

い み かんたん
ん」「ちゃんぽん」など）の意味を簡単

せつめい
に説明しています。

ほん つか あた ご い がくしゅう
この本を使って、新しい語彙を学習す

ひと めい し かんれん づ べんきょう
る人はいくつかの名詞を関連付けて勉強

てい ど ご い がくしゅう
できますし、ある程度の語彙を学習した

ひと なら めい し い み つか かた
人はすでに習った名詞の意味や使い方の

ふくしゅう がくしゅうしゃ ねんれい
復習ができます。また、学習者の年令も

と かん じ
問いません。漢字にはルビがあるの

かん じ よ しんぱい
で、漢字の読みの心配もいりません。

せんせい きょうしつ ご い
このシリーズは、先生が教室で語彙の

さんこうしょ べん り
まとめをするときの参考書としても便利

でしょう。

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

ぞく き そ ひょう げん おし かた
『続・基礎表現５０とその教え方』

ほん ちゅうきゅう おし
この本は、中級レベルで教えるべき５０

き そ ひょうげん い み ようほう おし かた
の基礎表現の意味や用法、教え方などを

せつめい ほん
わかりやすく説明した本です。

ほん に ほん ご のうりょく し けんしゅつだい き じゅん
この本では『日本語能力試験出題基準』

かくしゅ ちゅうきゅう に ほん ご きょう か しょ なか とく
や各種の中級日本語教科書の中から、特

し ようひん ど たか ひょうげん えら
に使用頻度の高い表現が選ばれています。

かくひょうげん い み ようほう ようれいぶん
そして、各表現は［意味・用法］［用例文］

し どうじょう りゅう い てん かんれん じ こう こうもく
［指導上の留意点］［関連事項］の項目で

せつめい
説明されています。

い み ようほう こう かくひょうげん い
［意味・用法］の項では、各表現の意

み ようほう ちゅうきゅう おし
味や用法を中級レベルでどのように教え

ぐ たいてき せつめい
ればいいか、具体的に説明しています。

「こそ、さえ、すら」「～にとって、～

たい じゅうよう るい じ ひょうげん い み
に対して」など、重要な類似表現の意味

ちが つか わ かんが さい
の違いや使い分けを考える際のヒントに

なります。

ようれいぶん こう かくひょうげん れいぶん
［用例文］の項には、各表現の例文が

かずおお あつ
数多く集められています。ノンネイティ

に ほん ご きょう し ただ てきせつ
ブの日本語教師にとって、正しく適切な

れいぶん かずおお つく たいへん さ ぎょう
例文を数多く作ることは大変な作業です。

こう れいぶん おお て だす
この項は、例文づくりの大きな手助けに

なるでしょう。

し どうじょう りゅう い てん こう かくひょうげん
［指導上の留意点］の項では、各表現

じゅんじょ ほうほう おし
をどのような順序、方法で教えればいい

せつめい れんしゅうもんだい
かが説明されています。練習問題のサン

きょうしつかつどう なか しつもん
プルや、教室活動の中でのQ & A の質問

ぶんれい ぐ たいてき あ
文例などが具体的に挙げられているので、

じっさい きょうしつ れんしゅうもんだい し けんもんだい かんが
実際の教室での練習問題や試験問題を考

えるときのヒントにもなります。

かんれん じ こう こう かくひょうげん い み
［関連事項］の項は、各表現と意味や

ようほう かんれん ひょうげん せつめい はばひろ
用法で関連がある表現の説明です。幅広

はってんてき ひょうげん い み ようほう し
く、発展的にある表現の意味・用法を知

べん り
りたいときに便利です。

ほんしょ まえ き そ ひょうげん おし
本書の前に、『基礎表現５０とその教え

かた ほん しゅっぱん しょきゅう
方』という本が出版されています。初級

し どう き そ ひょうげん い み
レベルで指導する５０の基礎表現の意味・

ようほう し どうほう ほん
用法・指導法などをまとめた本です。

み しょきゅう ちゅうきゅう
いっしょに見ると、初級から中級までの

き そ ひょうげん い み ようほう し どうほう ぜんたい
基礎表現の意味や用法、指導法の全体を

かんが
考えることができます。

新刊教材・図書紹介●

めい し がくしゅうしょ つか じっ せん に ほん ご
名詞をわかりやすくまとめた学習書「すぐに使える実践日本語シリーズ」

あしかわあき こ い とういく こ おかざきえい こ せん
�芦川明子、伊藤郁子、岡崎英子�専

もんきょういくしゅっぱん とうきょう と しんじゅく
門教育出版（〒１６１‐００３３東京都新宿

く しもおちあい
区下落合３‐２１‐１NKフジビル６F／

TEL.０３‐３５６５‐３７０１ FAX.０３‐３５６５‐

ねん がつ にち
３４４１）�１９９７年１１月１５日�４‐８８３２４‐

えん
３６４‐８�１１２ページ�１，３６５円

ちゅうきゅう き そ ひょう げん い み よう ほう し どう ほう まな さん こう しょ
中級の基礎表現の意味や用法、指導法が学べる参考書

とみ た たかゆき ぼんじんしゃ とう
�富田隆行�凡人社（〒１０２‐００９３東

きょう と ち よ だ く ひらかわちょう りょうしんひら
京都千代田区平河町１‐３‐１３菱進平

かわちょう
河町ビル１F／TEL.０３‐３２６３‐３９５９

ねん がつ
FAX.０３‐３４７０‐２１２９）�１９９７年９月２５

にち
日�４‐８９３５８‐３７７‐８�２９２ページ

�２，９４０円
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に ほん ご きょう いく き ほん よう ご じ てん
『はじめての日本語教育［基本用語事典］』

ほんしょ に ほん ご がく に ほん ご きょういくがく およ
本書は、日本語学、日本語教育学、及

に ほん ご きょういくかんれんぶん や き そ てき き ほんてき
び日本語教育関連分野の基礎的・基本的

よう ご かいせつ じ てん に
な用語を解説した事典です。いずれも日

ほん ご きょう し ひつよう おも よう ご
本語教師にとって必要だと思われる用語

しゅうしゅう
が収集されています。

ぜんたい ほんぺん しょう ふ ろく さん
全体は、本編（１～１３章）、付録（参

こう と しょ さくいん に ほん ご えい ご
考図書ガイド）、索引（日本語・英語）

こうせい しょう ないよう と
から構成されています。１３章の内容と取

あ よう ご すう つぎ とお
り上げられている用語数は次の通りです。

きょうじゅほう きょうざい
�教授法（７９）、�コースデザイン／教材

ひょう か おんせい ぶんぽう
（３１）、�評価（４２）、�音声（９３）、�文法

も じ ひょう き ご い い
（１２９）、�文字／表記（３８）、�語彙／意

み げん ご がく しゃ かい げん ご がく
味（３７）、�言語学（６６）、�社会言語学

だい に げん ご しゅうとく
（６１）、	第二言語習得／バイリンガリズ

い ぶん か かんきょういく に ほん ご
ム（６１）、
異文化間教育（４０）、�日本語

し に ほん ご がく し に ほん ご きょういく し
史／日本語学史（８１）、�日本語教育史／

に ほん ご きょういく じ じょう けい ご
日本語教育事情（１８）、〈計７７６語〉

かくよう ご ぎょうてい ど なが
各用語は、２～１８行程度の長さでわか

かいせつ しら
りやすく解説されているので、調べたい

よう ご い み かんたん し
用語の意味を簡単に知ることができます。

よう ご い み
したがって、とりあえずその用語の意味

し ひと べん り ほん よう ご
を知りたい人には便利な本です。用語に

えい ご やく るい ぎ ご どう ぎ ご せつ
よっては、英語訳、類義語・同義語、説

めいぶんちゅう せんもんよう ご かいせつ ご く せつめい つ
明文中の専門用語解説（語句説明）も付

いています。

かくよう ご くわ ち しき え
各用語についてさらに詳しい知識を得

ひと ふ ろく さんこう と しょ
たい人のために、付録に「参考図書ガイ

つ
ド」が付いています。

に ほん ご きょう し ば あい
ノンネイティブ日本語教師の場合は、

かんまつ えい ご さくいん て
巻末の英語索引を手がかりにして、その

よう ご に ほん ご
用語を日本語ではどのようにいえばいい

し やく だ おも
か知りたいときに役立つと思います。

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

に ほん ご ご い たい けい
『日本語語彙大系』

たいけい
この『大系』は、コンピュータによる

にちえい き かいほんやく けんきゅうせい か いち ぶ
日英機械翻訳システムの研究成果の一部

じ しょ かたち ぜん ぶ さつ
を辞書の形にしたものです。全部で５冊

ないよう おお しゅるい
あります。内容は、大きくは３種類で、

い み たいけい たん ご たいけい こうぶんたいけい
「意味体系」、「単語体系」と「構文体系」

かんたん せつめい
です。それぞれ簡単に説明します。

い み たいけい かん ふた こうもく
まず意味体系の巻は、二つの項目から

な ひと たん ご い み ぞくせい
成っています。一つは、単語の意味属性

たいけい か ず し ぶ ぶん ず さんしょう
を体系化し図示した部分です（図１参照）。

い み ぞくせい やく まん に ほん ご
意味属性というのは、約３０万の日本語の

たん ご い み かんが よう そ ちゅうしょう か
単語を意味から考え２７１５の要素に抽象化

ひと たいげん い み
したものです。もう一つは、体言の意味

ぞくせいべつ たん ご ひょう よう ご い み ぞくせいべつ
属性別の単語表と、用言の意味属性別の

ぶんけいひょう つぎ たん ご たいけい やく まん
文型表です。次に単語体系では、約３０万

み だ ご たい い み たいけい
の見出し語のそれぞれに対し、意味体系

しめ い み ぞくせい しめ
で示された意味属性が示されています。

たん ご い み たいけい
これにより、ある単語が意味体系のどこ

い ち み だ
に位置するかがわかります。なお見出し

ご じんめい ち めい ふく たいりょう こ ゆうめい
語には、人名、地名を含む大量の固有名

し と あ さい ご こうぶん
詞が取り上げられています。最後の構文

たいけい ご よう ご ぶんけい いっぱん
体系は、６０００語の用言がとる文型（一般

ぶんけい けん かんようひょうげんぶんけい
文型１１５００件、慣用表現文型

けん たいおう
３３００件）と、それに対応する

えい ご ぶんけい しめ
英語の文型が示されています。

ぶんけい ぶんけい ぶ
文型では、ある文型のある部

ぶん もち ご い み ぞく
分で用いられうる語が意味属

せい しめ
性で示されています。そのた

ぶんけい ぶ ぶん つか
めある文型のある部分で使え

たん ご ぐん ぐ たいてき なん
る単語群が、具体的には何で

し
あるかを知ることができます。

さい ご に ほん ご えい ご さく
なお最後に日本語と英語の索

いん
引があります。

さい ご たいけい り ようほう れい
最後に、この『大系』の利用法の例を

あ よう ご
挙げます。たとえばある用言について、

ふく てきせつ ぶん さくせい さい り よう
それを含む適切な文を作成する際に利用

たいおう えいぶん
できます。それに対応する英文もわかり

い み たいけい たん ご たいけい く あ
ます。また意味体系と単語体系を組み合

ようほう に たん ご けんさく
わせると、用法の似た単語を検索するこ

とができます。

ぶんけい もう ら てん ほんしょ おお
文型を網羅したという点が本書の大き

とくちょう
な特徴でしょう。

に ほん ご に ほん ご きょういく かん き ほん てき よう ご い み じ てん
日本語・日本語教育に関する基本的な用語の意味がわかる事典

たか み ざわつとむ い とうひろぶみ かげやま
�高見澤孟、伊藤博文、ハント蔭山

ゆう こ いけ だ ゆう こ にしかわとし み こう
裕子、池田悠子、西川寿美�アスク講

だんしゃ とうきょう と しんじゅく く しもみや
談社（〒１６２‐０８２２東京都新宿区下宮

ひ まち
比町２‐６／TEL.０３‐３２６７‐６８６６ FAX.

はつばいもと ぼんじん しゃ
０３‐３２６７‐４４７１） 発売元：凡人社（〒

とうきょう と ち よ だ く ひらかわちょう
１０２‐００９３東京都千代田区平河町１‐３

りょうしんひらかわちょう
‐１３ 菱進平河町ビル１F／TEL.０３

‐３２６３‐３９５９ FAX.０３‐３４７０‐２１２９）�

ねん がつ にち
１９９７年１１月１５日�４‐８７２１７‐０６１‐X�

えん
２７４ページ�２，６２５円

に ほん ご ご い ぶん けい もう ら てき たい けい か
日本語の語彙、文型を網羅的に体系化する

いけはらさとる みやざきまさひろ しら い さとし よこ お あき
�池原悟、宮崎正弘、白井諭、横尾昭

お なかいわひろ み お ぐらけん た ろう おおやまよしふみ
男、中岩浩巳、小倉健太郎、大山芳史、

やはしよしひこ いわなみしょてん とうきょう
林良彦�岩波書店（〒１０１‐０００３東京

と ち よ だ く ひと ばし
都千代田区一ツ橋２‐５‐５ TEL.０３‐

５２１０‐４０００ FAX. ０３‐５２１０‐４００５）�

ねん がつ にち
１９９７年９月２６日�４‐００‐００９８８４‐５�

ぜん さつ えん
８４６ページ�全５冊 ８４，０００円

●データ●
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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
海外日本語教育
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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

Q

A
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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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『初心者のための日本語講座開設
マニュアル』ホームページ完成

近年、世界中いろいろな所で日本語教

育が行われるようになってきています。

それに伴って、日本語教育に全く経験の

ない方々が日本語教育に携わるケースが

増えてきています。このマニュアルは、

こうしたいわば日本語講座担当初心者・

日本語教師初心者の要望に応えて、講座

開設のひとつの参考資料として和英両語

で作成したものです。

今般、今後予想される個人需要に応え

るために、本書をデジタル画像処理し、

インターネットにより全世界に配信する

ことに致しました。ホームページのアド

レスはhttp : //www.jpf.go.jp/j/learn_ j/jedu

_ j/urawa_ j/manual/です。また、国際交

流基金のホームページともリンクしてい

ます。

本書は無料で自由にダウンロードおよ

び複製ができるようになっておりますの

で、本書が世界各地で新しく日本語教育

に携わる方々のお役に立つことを心より

願っています。

問い合わせ先

国際交流基金日本語国際センター
制作事業課
〒３３６‐０００２埼玉県浦和市北浦和５‐６‐３６

TEL ＋８１‐４８‐８３４‐１１８３

FAX ＋８１‐４８‐８３１‐７８４６

１９９７年度日本語能力試験の
結果について

昨年１２月７日（日）に国際交流基金と財

団法人日本国際教育協会が共催した１９９７

年度日本語能力試験の結果がまとまりま

した。試験は日本国外３０の国・地域、７１

都市と日本国内６地域で行われ、日本国

外で７７，４５６人（前年度比約９％増）、日本

国内で２６，６２３人（同約５％増）が受験し

ました。

各級の受験者数、認定者数、平均点は、

別表のとおりです。なお、１９９８年度の日

本語能力試験は１２月６日（日）に実施され

る予定です。

■試験実施の詳細について問い合わせ先

国外：

国際交流基金関西国際センター試験課

〒５９８‐００９３大阪府泉南郡田尻町

りんくうポート北３‐１４

TEL：０７２４‐９０‐２６０３

E-Mail : LDL０２７２０＠niftyserve.or.jp

国内：

財団法人日本国際教育協会

事業部日本語・統一試験課

〒１５３‐８５０３東京都目黒区駒場４‐５‐２９

TEL：０３‐５４５４‐５２１５

TEL：０３‐５４５４‐５５７７（２４時間テレホンサービス）

「海外日本語教育機関調査」に
対するご協力のお願い

日本語国際センターでは本年、日本国

外の日本語教育機関を対象にしたアン

ケート調査を実施しております。この調

査は世界の日本語教育の現状を把握する

ために実施しているもので、調査結果は

報告書にまとめて出版いたします。この

『日本語教育通信』をお送りしている日

本国外の日本語教育機関の代表者のお手

元にも、国際交流基金事務所など各国に

おける調査実施機関からアンケート用紙

が送付される予定です。その際にはご協

力をお願いいたします。

調査にご協力いただいた機関には関係

国・地域の日本語教育機関一覧を掲載し

た報告書を送付するほか、この『通信』

を継続的にお届けします。

なお、この調査は『通信』のメイリン

グリストの更新を兼ねておりますので回

答をいただけなかった機関にはこの『通

信』をお送りできなくなる恐れがありま

すのでご注意ください。

※この調査についてのお問い合わせは各

国の国際交流基金事務所、日本大使館・

総領事館、または日本語国際センター

情報交流課（FAX：＋８１‐４８‐８３０‐１５８８）

までお願いします。

ニュース
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この３１号から表紙イラストが変わりま

した。今までの表紙イラストは表紙エッ

セイの内容と関連していなかったのです

が、今回からは表紙エッセイの内容を具

体的に表したイラストとなりました。

例えば、この３１号の表紙エッセイは、

周防正行監督に大ヒットした映画『Shall

we ダンス？』について書いていただき

ました。そして、そのエッセイの内容を

もとにしてできあがったのが「ダンスの

練習場の風景」というイラストです。

表紙エッセイは、毎号、日本の各分野

で活躍されている方々に、いろいろな話

題についてやさしい日本語で自由に書い

ていただいています。表紙エッセイは、

読んで楽しく、また授業の教材としても

使えるため、『日本語教育通信』の人気

コーナーとなっています。

『通信』編集部としては、表紙エッセ

イがより分かりやすく、また授業の教材

としても使いやすくなるようにと考えて、

エッセイとイラストの内容を関連づける

ことにしました。

表紙イラストと表紙エッセイに関する

ご意見、ご感想をお待ちしています。

（情報交流課 平林 豊文）

＊編集部では、『日本語教育通信』に対

するご意見や皆さんの学校の状況など

を書いたお手紙をお待ちしています。

ここに掲載するニュースは、国際交流基金日本語国際センターが入手した日本語教
育に関する情報の一部です。各ニュースについて、問い合わせ先がわかっている場合
には明記してありますので、詳細はそちらへお尋ねください。

＊この欄にふさわしい情報やニュースがありましたら、下記までお寄せください。

国際交流基金日本語国際センター情報交流課

〒３３６‐０００２埼玉県浦和市北浦和５‐６‐３６

Research and Information Division, The Japan Foundation Japanese-Language
Institute, Urawa, 6-36 Kita-Urawa 5-chome, Urawa-shi, Saitama 336-0002, Japan

『日本語教育通信』 第３１号
１９９８年５月発行

発行・編集 国際交流基金

日本語国際センター 情報交流課

〒３３６‐０００２埼玉県浦和市北浦和５‐６‐３６

Tha Japan Foundation

Japanese-Language Institute, Urawa

（6-36 Kita-Urawa 5 chome, Urawa-shi,

Saitama 336-0002, Japan）

TEL０４８‐８３４‐１１８４ FAX０４８‐８３０‐１５８８

E-Mail jfnckt@jpf.go.jp

編集協力
財団法人 国際文化交流推進協会

Assoc. ACE Japan (Japan Assosiation for

Cultural Exchange)

◯C 1998 by The Japan Foundation

（表紙イラスト：村井宗二）

受験者数（人）
A

認定者数（人）
B

認定率（％）
B/A

平均点
（４００点満点）

国

外

１級 １７，１４５ ７，１９８ ４２．０ ２６４．２

２級 ２０，５５６ ６，９６７ ３３．９ ２１７．９

３級 ２１，２６７ １０，４００ ４８．９ ２３５．５

４級 １８，４８８ ７，５９３ ４１．１ ２２２．３

小計 ７７，４５６ ３２，１５８ ４１．５

国

内

１級 １５，９３２ ８，１５７ ５１．２ ２７４．０

２級 ５，３８８ ２，４１７ ４４．９ ２３１．５

３級 ３，３７０ ２，４１７ ７１．７ ２７１．７

４級 １，９３３ １，３４２ ６９．４ ２６８．１

小計 ２６，６２３ １４，３３３ ５３．８

合 計 １０４，０７９ ４６，４９１ ４４．７
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