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まな じんせいろん
サッカーから学んだ人生論

かわぶち さぶろう
川淵 三郎

わたし ねんだい に ほん や きゅう
私がプレーしていた１９６０年代の日本は、プロ野球が

にん き ふる
人気でサッカーはマイナーなスポーツでした。古くか

に ほん つた にん き めん
ら日本に伝わったスポーツにもかかわらず、人気の面

ぎ じゅつてき めん
でも技術的な面でもなかなかメジャーなスポーツには

とう じ わたし
ならず、当時の私ですら、プロサッカー＝Jリーグが

に ほん たんじょう おも
日本に誕生するとは思ってもいませんでした。

ねん に ほんだいひょう えら わたし がっしゅく はじ
１９６０年、日本代表に選ばれた私は、合宿で初めてド

おとず
イツのデュイスブルクのスポーツシューレを訪れまし

し あ とき はじ
た。デットマール・クラマー氏に会ったのはその時が初

ご とうきょう ねんかん
めてです。その後、東京オリンピックまでの４年間、

わたし だいひょうせんしゅ し
私たち代表選手は、コーチとなったクラマー氏にさま

まな ぎ じゅつ
ざまなことを学びました。それはサッカーの技術だけ

じんせい きょうくん おそ
ではなく、「人生の教訓」についても教わりました。

ねん とうきょう わたし に ほんだい
１９６４年の東京オリンピックでのこと。私たち日本代

ひょう せ かい きょうごう あい て き せき い
表は、世界の強豪アルゼンチンを相手に、奇跡とも言

ぎゃくてんしょう り かんけい
える逆転勝利をあげました。マスコミやサッカー関係

しゃ どうりょう ともだち おお ひと いわ
者、同僚や友達など多くの人がお祝いにかけつけてく

とき し あい か
れました。その時、クラマーコーチは、「試合に勝っ

ともだち あつ あたら ともだち
たものには友達が集まってくる。新しい友達もできる。

ほんとう ゆうじん ひつよう やぶ
しかし、本当に友人が必要なのは、敗れたときであり、

やぶ ほう わたし なぐさ い
敗れた方である。私はアルゼンチンを慰めに行く」と

い かれ ひか しつ む ときわたし
言って、彼らの控え室に向かったのです。その時私た

か うれ かれ こと ば
ちはアルゼンチンに勝った嬉しさのあまり、彼の言葉

こうどう き じゅんじゅん
や行動を気にもとめていませんでした。しかし、準々

けっしょう ま とき かれ い きみ
決勝でチェコに負けた時、彼は言ったのです。「君た

たたか じんせい
ちはよく戦った。しかしサッカーだけが人生ではない。

きょ う すべ わす ま
今日はサッカーのことは全て忘れよう。負けてしまっ

きょ う きみ ともだち すく
た今日、君たちのところにやってくる友達は少ないだ

きょ う ともだち きみ ほんとう ともだち
ろう。だが、今日の友達こそが君たちの本当の友達な

のだ」と。

し に ほん ちち い
クラマー氏は、日本サッカーの父とも言われていま

かれ ゆうしゅう にんげんてき み りょく
す。彼が優秀なコーチであったとしても人間的な魅力

げんざい に ほん はってん
がなかったら、現在のように日本サッカーは発展しな

おも かれ で あい かれ
かっただろうと思います。彼との出会い、そして彼が

わたし おし おお こと たんじょう
私たちに教えてくれた多くの事が、Jリーグを誕生さ

い
せるエネルギーになったことは言うまでもありません。

かんどう こうふん ともだち で あ
スポーツは、感動や興奮だけでなく、友達との出会

たす あ せいしん はぐく
い、いたわりや助け合いの精神を育んでくれます。そ

つう え か ち たか
ういったことがスポーツを通じて得られる価値の高い

ものなのです。

に ほん だれ じ ゆう き がる
Jリーグはこれからも、日本に、誰もが自由に気軽

たの かんきょう ひろ み
にスポーツを楽しめる環境を広げながら、フェアで魅

りょくてき ていきょう かんが
力的なサッカーを提供していきたいと考えています。

に ほん
（�日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）チェアマン）
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●〒読者から●〒

私はアジアとヨーロッパの境のウラル地方に位置してい

るロシアの小都市の予備・中学校の学生に日本語を教えな

がら、日本ってどんな国か、現代日本の日常生活・環境・

習慣などの紹介に微力を尽くし、日本人に対しての友情感

を育てなければならないことを信じて、日本語国際セン

ターに送っていただける『日本語教育通信』を使用してい

ます。

特に「写真で見る日本人の生活」という項目に教え子達

が興味を表しています。「本ばこ」で紹介されている参考

書はこちらの店で入手できませんが、日本の親切な友達が

私の頼みをきき、日本で購入して送ってくれます。

１９９５年の日本への旅で浦和市の立派なセンターを見学し、

強い感動を受けました。先日は「１９９８年海外日本語教育機

関調査」のアンケートに回答を記入しました。私が教えて

いる学校で他の教師が英語、仏語、独語を教えていますが、

他の国からは調査されていません。日本語国際センターの

好意に恵まれて感謝しております。ご親切どうもありがと

うございました。

（ロシア Revda Medical College G. Schoukin）

世界各国で制作された日本語教材
―国際交流基金助成日本語教材―
ハンガリー、ポーランド、ロシア、中国、
オーストラリア、トルコ、カナダ、米国
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�お手紙は編集部で要約・編集して掲載しました。

川淵三郎（かわぶち さぶろう）

大学２年生のときに日本代表選手になり、卒業後古河電

工入社、'６４年東京五輪に出場。古河電工監督、日本代表

監督等を経て、'８８年に日本サッカーリーグ（JSL）の総務

主事となる。日本サッカーのプロ化に奔走し、'９１年のJ

リーグ発足時から、チェアマンを務める。
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1 しゃんはいこうつうだいがく に ほん ご きょういく れき し
上海交通大学における日本語教育の歴史

こうつうだいがくこう し しゃんはいきょういくしゅっぱんしゃ
『交通大学校史（１８９６－１９４９）』（上海教育出版社）に

しん こうしょ ねん ねん はる に ほん つう
よると、清の光緒２５年（１８９９年）春、日本を通じてヨー

ぶんめい まな しゃんはいこうつうだいがく ぜんしん なんようこう
ロッパ文明を学ぶために、上海交通大学の前身の南洋公

がく やくしょいん お とう じ ほんやく しょもつ
学に訳書院が置かれた。当時翻訳された書物はほとんど

に ほん ご ほん やくしょいん のち しょう む しょきょく
日本語の本だったという。この訳書院は後に商務書局と

ひと しょう む いんしょかん こんにち かつやく
一つになって、商務印書館として今日まで活躍している。

しん こうしょ ねん ねん はる やくにんようせい
また、清の光緒２７年（１９０１年）春、役人養成のため、

なんようこうがく とくはん とくべつ もう さいげんほうせん
南洋公学に特班（特別クラス）が設けられた。蔡元培先

せい しゅにんきょう し つと に ほん ご もう みずか に
生がその主任教師を務め、日本語コースを設け、自ら日

ほん ご じゅぎょう たんとう し じょうゆうめい しんがいかくめい ちゅうけん し し
本語の授業を担当した。史上有名な辛亥革命の中堅志士

おお とくはん
の多くがこの特班のメンバーであった。

どうねんはる に ほん ご しょもつ たいりょう ちゅうごく ご ほんやく
さらに同年春、日本語の書物を大量に中国語に翻訳す

おう なんようこうがく とうぶんがくどう せつりつ
るニーズに応じて、南洋公学に東文学堂が設立された。

とうぶんがくどう に ほん ご つうやく りゅうにち よ び せい ようせい むね
東文学堂は日本語の通訳と留日予備生との養成を旨とし、

に ほん ご せんこう がくせい めい ぼ しゅう いちねん じゅぎょう つづ
日本語専攻の学生を４０名募集し、一年ほど授業を続けた。

しゃんはいこうつうだいがく かいしょう に ほん ご きょういく
のちに、上海交通大学と改称してからも、日本語教育

だい に がいこく ご つづ ねんちゅう
が第二外国語として続けられてきた。そして、１９７２年中

にちりょうこくこっこうせいじょう か とうだいがく に ほん ご きょういく
日両国国交正常化をきっかけに、当大学の日本語教育は

あたら だんかい はい
さらに新しい段階に入った。

2 あたら おも ないよう
新しいシラバスとその主な内容

だいがく に ほん ご きょういく だいがく せんたく か もく だい
「大学日本語教育」とは、大学で選択科目としての第

いちがいこく ご い か いちがい りゃく だい に がいこく ご い か
一外国語（以下「一外」と略す）と第二外国語（以下

に がい りゃく
「二外」と略す）のことをいう。

だいがく に ほん ご いちがい きょういく てきよう だいがくにち ご きょうがくたい
大学日本語（一外）教育に適用する『大学日語教学大

こう に ほん ご ひ せんこうほん か よう い か いちがい りゃく
綱（日本語非専攻本科用）』（以下『一外シラバス』と略

ねん がつ ちゅうごくこうとうきょういくしゅっぱんしゃ しゅっぱん
す）は１９８９年６月に中国高等教育出版社によって出版さ

ねん ご ねん がつ だいがく に ほん ご に がい きょういく
れた。４年後、１９９３年４月に、大学日本語（二外）教育

てきよう だいがくにち ご だい に がい ご きょうがくたいこう に ほん ご ひ
に適用する『大学日語（第二外語）教学大綱（日本語非

せんこうほん か よう い か に がい りゃく おな
専攻本科用）』（以下『二外シラバス』と略す）も、同じ

こうとうきょういくしゅっぱんしゃ しゅっぱん しゃしん
高等教育出版社によって出版された。（写真１）

いちがい に がい おも ないよう
『一外シラバス』と『二外シラバス』との主な内容は

い か とお
以下の通りである。

3 しゃんはいこうつうだいがく に ほん ご きょういく じ じょう
上海交通大学の日本語教育事情

ちゅう ごく ほか だいがく おな とうだいがく だいがく に ほん ご
中国の他の大学と同じように、当大学には大学日本語

きょういく いちがい に がい ふた
教育の一外コースと二外コースとがある。この二つの

り よう べんきょう もの い じょう り こう か けい
コースを利用して勉強している者の９０％以上が理工科系

がく ぶ がくせい だいがくいんせい
の学部学生と大学院生である。

いちがい がくしゅうしゃ きつりんしょう き もの
一外コースの学習者のほとんどが吉林省から来た者で、

ちょうせんみんぞく あっとうてき にんちゅう にん
しかも朝鮮民族が圧倒的に多く、１０人中９人がそうであ

に ほん ご きょう いく ふる れき し も だい がく

日本語教育の古い歴史を持つ大学に
ふさ わ め ざ

相応しいレベルを目指して
ちゅう ごく
中国

けい こう
計 鋼

教育実践レポート●１０理工系学科の日本語教育

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。

ちゅうごく きょう いく しょう じっ し がい こく ご し けん に ほん ちが ちゅう ごく きゅう
＊中国教育省が実施する外国語試験。日本と違って、中国の４級はレベ

きゅう うえ
ルが１級より上。

しゃしん
写真１

だい がく に ほん ご いち がい
大学日本語（一外）

だい がく に ほん ご に がい
大学日本語（二外）

たい しょう
対 象 ちゅう がっ こう こう こう に ほん ご きょう いく

中学校と高校での日本語教育

お ご しゅう とく もの
を終え、１，８００語修得した者。

しょ しん しゃ
初心者

もく てき
目 的

よ どっ かい りょく てい ど ちょう かい
良い読解力、ある程度の聴解

りょく ほん やく りょく しょ ほ てき さく ぶん りょく
力と翻訳力、初歩的な作文力

かい わ りょく ようせい
と会話力を養成すること。

き はな よ か やく
聴く、話す、読む、書く、訳

いつ めん
すという５つの面において、

き そ くん れん
基礎訓練を行うこと。

がく しゅう じ かん
学習時間

じ かん しゅう じ かん がっ
４時間／週、６０～７０時間／学

き あ がっ き
期。合わせて、４学期、２４０～

じ かん きゅう
２８０時間。（＊４級レベルまで）

じ かん しゅう じ かん がっ
４時間／週、６０～７０時間／学

き あ がっ き
期。合わせて、２学期、１２０～

じ かん
１５０時間。

ご い りょう
語 彙 量

ご
５，０００語

ご
１，２００～１，５００語

もく ひょう
目 標

よ どっ かい りょく ほん やく りょく わ ぶん
▲良い読解力と翻訳力（和文

ちゅう やく
中訳）。

たい ま ちが みじか
▲大した間違いのない、短い

ぶん しょう か さく ぶん りょく
文章を書く作文力。

かん たん にち じょう かい わ ちょう かい
▲簡単な日常会話をする聴解

りょく かい わ りょく
力と会話力。

かん たん に ほん ご き はな
▲簡単な日本語を聴く、話す、

よ か のう りょく
読む、書く能力。

じ しょ しら かん たん わ
▲辞書を調べながら簡単な和

ぶん ちゅう やく ほん やく りょく
文中訳をする翻訳力。

しゃんはいこうつうだいがくがいこく ご がくいん
上海交通大学外国語学院

に ほん ご がく ぶ きょうじゅ
日本語学部教授
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まいとし にんぜん ご しんにゅうせい かなら はい ふた
る。毎年、１０人前後の新入生が必ず入ってくる。二つの

がくねん あ がくしゅうしゃ にん こう ぎ
学年を合わせて、学習者は１５～２０人ぐらいである。講義

しゅう じ かん がくねん がっ き とお あ
は週４時間で、２学年（４学期）通して、合わせて２８０

じ かん
時間ほどある。

に がい ば あい いちがい にんずう
二外コースの場合は、一外コースより人数がはるかに

おお り こう か けい がく ぶ がくせい ほか ぶん か けい とく えいぶん か
多く、理工科系の学部学生の他に、文科系（特に英文科）

がくせい はか せ しゅう し だいがくいんせい
の学生もいれば、博士コースや修士コースの大学院生も

にんずう おお じゅん い いちばんおお り こう か けい
いる。人数の多い順から言えば、一番多いのは理工科系

だいがくいんせい がくねん に ほん ご やっ がくしゅう
の大学院生で、１学年に日本語クラスが八つあり、学習

しゃ やく にん つぎ り こう か けい がく ぶ がくせい む に ほん
者が約４００人いる。次は理工科系の学部学生向けの日本

ご がくねん ふた みっ
語クラスで、１学年にクラスが二つか三つぐらいあり、

あ にん しゅっせきしゃ かお だ えいぶん
合わせて１５０～２００人の出席者が顔を出す。それから英文

か がくせい ねんせい ねんせい べんきょう
科の学生のためのクラスで、２年生から４年生まで勉強

むっ あ にん
しているので、六つのクラスで、合わせて１００～２００人い

い じょうぜん ぶ がくねん やく にんほど がくせい に がい
る。以上全部で、１学年に約７００人程の学生が、二外コー

り よう べんきょう
スを利用して勉強しているわけである。

り こう か けい がくしゅうしゃ せんこう か もく
ところが、理工科系の学習者は専攻科目やコンピュー

べんきょう じっけん けんきゅう お じゅぎょう で
タの勉強、実験、研究などに追われて授業に出られない

さい ご に ほ ん ご
ことがしばしばある。そういうわけで、最後まで日本語

べんきょう つづ もの がくしゅうしゃぜんたい
の勉強を続けていける者は学習者全体の５０％～６０％しか

おも
いないと思われる。

じゅぎょう じ かん だいがくいんせい む じゅぎょう しゅう じ かん
授業時間といえば、大学院生向けの授業は週に６時間

しゅうかん あ がっ き じ かん
ずつ、フル２０週間なので、合わせて１学期１２０時間であ

がく ぶ がくせい む じゅぎょう しゅう じ かん へいきん
る。学部学生向けの授業は週に４時間ずつ、平均して１

がっ き しゅうかん こう ぎ あ がっ き じ かん
学期１８週間で講義するので、合わせて２学期の１５０時間

えいぶん か む に ほん ご じゅぎょう しゅう じ かん へい
ぐらいである。英文科向けの日本語授業は週４時間で平

きん がっ き しゅうかん あ がっ き じ かん
均して１学期１６週間なので、合わせて６学期で３２０時間

ほどあることになる。

だいがく に ほん ご きょういく い
また、大学日本語教育とは言えないけれども、ユニー

に ほん ご きょういく とうだいがく おこな たと とうだい
クな日本語教育も当大学で行われている。例えば、当大

がく ちゅうにちぶん か こうりゅう お に ほん ご きょうしつ
学の中日文化交流センターに置かれた日本語教室がその

ひと どう に ほんじんりゅうがくせい む ちゅうごく
一つである。同センターには、日本人留学生向けの中国

ご きょうしつ ちゅうごくじんがくせい む に ほん ご きょうしつ ねんかん
語教室と中国人学生向けの日本語教室とがある。１年間

しゅうちゅう にんぜん ご ちい きょうしつ
の集中コースで、それぞれ１０～１５人前後の小さな教室だ

こう か み きょうしつ
が、かなり効果が見られる、ユニークな教室である。

ご ぜんちゅう ちゅうにち がくしゅうしゃ ふた きょうしつ べつべつ こう ぎ う
午前中は中日の学習者は二つの教室で別々に講義を受け

ご ご ひと きょうしつ ちゅうごく ご
るが、午後は一つの教室となって、かわるがわる中国語

に ほん ご かい わ く かえ しゃしん
と日本語との会話ドリルを繰り返すのである。（写真２）

4 に ほん ご きょういく じゅぎょう
日本語教育スタッフと授業スタイル

とうだいがく に ほん ご がく ぶ に ほん ご きょう し げんざい めい
当大学の日本語学部には日本語教師が現在７名いる。

うちわけ きょうじゅ じょきょうじゅ こう し めい じょしゅ
その内訳は、教授１名、助教授３名、講師２名、助手１

めい がっ き いちがい ふた に がい
名である。学期に一外のクラスが二つ、二外のクラスが

だいがくいんせい む みっ いつ へいきん よっ がく ぶ がくせい
大学院生向けの三つ～五つ（平均して四つ）、学部学生

む ふた えいぶん か がくせい む むっ ぜん ぶ
向けの二つ、英文科の学生向けの六つあって、全部で１３

きょう し ひと り すく ふた
～１５ぐらいになる。教師１人に少なくとも二つのクラス

あた
が与えられているわけである。

じゅぎょう し かた おお わ いちがい
授業の仕方を大きく分けてみると、一外スタイルと、

り こう か けい む に がい えいぶん か む に がい
理工科系向けの二外スタイルと、英文科向けの二外スタ

みっ
イルとの三つある。

いちがい
４－１．一外スタイル

いちがい がくせい ちゅうがっこう こうこう ねんかんとお に
一外コースの学生は、中学校と高校で６年間通して日

ほん ご なら い み ちゅうきゅう たっ
本語を習ってきたので、ある意味では中級レベルに達し

い とく ちょうせんみんぞく がくせい
ていると言えよう。特に、朝鮮民族の学生にとっては、

に ほん ご ぶんぽう たい もんだい
日本語の文法はもはや大した問題にはならない。ところ

たい わ ぶんちゅうやく さくぶん かい わ
がそれに対して、和文中訳とか、作文とか、会話とか、

ちょうかい たいへんむずか すなわ ぶんぽう
聴解などは大変難しいようである。即ち、文法はうまい

て くち みみ
が、手、口、耳はだめだというタイプなのだ。それは、

ちょうせん ご ぶんぽう に ほん ご ぶんぽう ちか ちかみち
朝鮮語の文法が日本語の文法に近いから、近道しようと

ちょうせん ご せつめいつき じ しょ つか に ほん ご べんきょう
朝鮮語の説明付のテキストや辞書を使って日本語の勉強

に ほん ご ちょうせん ご やく
をしてきたので、日本語を朝鮮語にはうまく訳せるが、

ちゅうごく ご きょうつう ご やく
中国語の共通語にはあまりうまく訳せなくなってしまっ

きょう し く
たからだという。そういうわけで、教師はいろいろと工

ふう に ほ ん ご ちゅうごく ご きょうつう ご やく ほうほう
夫しながら、日本語を中国語の共通語にうまく訳す方法

し どう ときどきがくせい
を指導してやらねばならない。そのために、時々学生に

わ ぶんちゅうやく じ ぶん やくぶん
和文中訳をさせる。そのうえで、それぞれ自分の訳文を

はっぴょう ひ かく やく かた よ あ わ れん
発表させ、比較させ、訳し方の良し悪しが分かるまで練

しゅう つづ
習を続けていく。

いっぽう ないよう いちばんかんたん
一方、テキストの内容について、一番簡単なものから、

かい わ れんしゅう き みじか ぶんしょう
会話の練習をさせたり、テープを聴かせたり、短い文章

か じゅぎょう すす しん
を書かせたりして、授業を進めていく。そのうちに、進

ぽ み
歩が見られるようになっていく。

り こう か けい む に がい
４－２．理工科系向けの二外スタイル

り こう か けい に がい り よう がくしゅうしゃ がく ぶ がく
理工科系二外コースを利用している学習者には学部学

せい だいがくいんせい にん すうじゅうにん はい おお
生と大学院生とがある。１００人か１００数十人も入れる大きしゃしん

写真２
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きょうしつ つか とくちょう い
い教室を使うことがこのコースの特徴だと言える。みん

べんきょう はじ おと な がいこく ご べんきょう
なイロハから勉強を始める。大人の外国語勉強だから、

ぶんぽうちゅうしん すす わり こう か てき すく
文法中心で進めるのが割と効果的なので、できるだけ少

じ かん ぶんぽう わ ちゅうにゅう いっぱんてき おし
ない時間で文法を分かりやすく注入するのが一般的な教

かた おも しゃしん
え方だと思う。（写真３）

がく ぶ がくせい ば あい がくねん がっ き じ かんべんきょう
学部学生の場合は、１学年（２学期）で１５０時間勉強

しゅう かい じ かん
することになっているので、週２回、２時間ずつという

ぶんぽうちゅうしん どっかい わ ぶんちゅうやく ちから い
わけである。文法中心で、読解と和文中訳に力を入れる

ふ つう かい わ ちょうかい じ かん かんけい
のが普通である。会話と聴解は時間の関係であまり要求

かんたん にちじょうかい わ み つ
されていないが、簡単な日常会話だけ身に付けさせる。

いっぽう だいがくいんせい ば あい じっけん けんきゅう お
一方、大学院生の場合は、実験や研究に追われ、ゆっ

べんきょう よ ゆう がっ
くりと勉強していく余裕などとてもない。それで、１学

き じ かん がくしゅう じ かん しゅう かい
期１２０時間の学習時間となったのである。週２回だが、

じ かん じゅぎょう おこな む り おも あたま
３時間ずつ授業を行う。無理だと思われがちだが、頭の

もの おお ぶんぽう こと ば おぼ じ ぶん せんもんぶん
いい者が多いからか、文法や言葉を覚えて自分の専門分

や ぶんしょう ろんぶん よ もの おお
野の文章や論文をうまく読みこなすことのできる者が多

み
く見られる。

こう ぎ か な はつおん べんきょう しゅうかん
講義はイロハからである。仮名と発音の勉強は２週間

しゅう じ かん す か な かず おお しゅう
（週４時間）で済ませるが、仮名は数が多いから、２週

かん ひら が な かた か な か かた おぼ
間では平仮名や片仮名の書き方がなかなか覚えられない

もの おお じゅぎょう すす
者が多いようだ。それにもかかわらず授業は進められて

か な か かた おぼ
いくが、そのうちに仮名とその書き方をしっかりと覚え

ふ つう
られるようになるのが普通である。

じゅぎょう ぶんぽうちゅうしん はんだんぶん
授業は文法中心だから、判断文（だ、です、である）、

びょうしゃぶん けいよう し けいようどう し そんざいぶん じょ
描写文（形容詞、形容動詞）、存在文（ある、いる）、叙

じゅつぶん そんざいどう し い がい どう し じゅん すす
述文（存在動詞以外の動詞）の順で進められていく。そ

じゅじゅかんけいぶん うけ み ぶん し えきぶん けい ご ぶん じょ
れから、授受関係文、受身文、使役文、敬語文など、助

どう し ほ じょどう し とくべつ ぶん べんきょう ぶんぽう
動詞や補助動詞による特別な文の勉強をさせる。文法に

せつめい がくしゅうしゃ ぶん つく ほんぶん
ついて説明しながら、学習者に文を作らせたり、本文を

ちゅうごく ご ほんやく じょ し じょどう し せんたく
中国語に翻訳させたり、助詞のまるうめや助動詞の選択

れんしゅう なら ぶんぽう こと ば ちゅうぶん わ やく
練習などをさせたりする。習った文法や言葉で中文和訳

れんしゅう しゅくだい とき さくぶん か
をする練習はいつも宿題とする。時には作文も書かせた

しゅくだい さくぶん なお がくしゅうしゃ
りする。宿題や作文を直すことによって、学習者がまだ

り かい わ なか だい
はっきり理解していないところが分かる。その中から代

ひょうてき と だ ご ようれい つぎ じ かん がくせい
表的なものを取り出し誤用例として、次の時間に学生と

いっしょ ぶんせき
一緒に分析したりする。

えいぶん か む に がい
４－３．英文科向けの二外スタイル

えいぶん か がくせい ねんせい えい ご べんきょう どう じ に ほん ご
英文科の学生は２年生から英語の勉強と同時に日本語

べんきょう はじ ねんせい だい がっ き
の勉強を始める。イロハからである。４年生の第２学期

ぜんはん こう ぎ しゅう じ かん あ じ
の前半まで講義するので、週４時間で、合わせて３５０時

かんあま ようきゅう
間余りあるわけである。これは、シラバスの要求をはる

こ
かに超える。

えいぶん か がくせい に ほん ご べんきょう おお きょう み しめ ちから
英文科の学生は日本語の勉強に大いに興味を示し、力

い とき せんこう えい ご ねっしん べんきょう
を入れている。時には専攻の英語よりも熱心に勉強して

しゅうしょく こく ご おぼ がん ば
くれる。就職のためにもう一カ国語を覚えようと頑張っ

ているようである。

おと な に ほん ご べんきょう ぶんぽうちゅうしん
大人になってからの日本語の勉強なので、文法中心の

べんきょうほう いちにち はや に ほん ご み つ ちかみち
勉強法は一日も早く日本語を身に付けさせるための近道

い ぶんぽう お
だと言えよう。そういうわけで、文法にポイントを置い

ている。

いっぽう じゅぎょう じ かん おお かい わ ちょうかい れんしゅう じ
一方、授業時間が多いので、会話や聴解の練習にも時

かん おお さ ときどきほんぶん ないよう ちゅうしん かい わ
間を多く割いている。時々本文の内容を中心に会話のド

き じゅぎょう はじ に ほん ご
リルをさせる。テープも聴かせる。授業の初めに日本語

すうふんかん じ ゆうはっぴょう
で数分間の自由発表をさせることもある。

5 し ようきょうざい
使用教材

じゅぎょう がくしゅうたいしょう きょう か しょ き
授業スタイルや学習対象によって教科書が決められる。

いちがい ば あい だいがくにち ご こ めいよう じょ そ
一外の場合は、『大学日語（１～４）』（顧明耀・徐祖

けいしゅへん こうとうきょういくしゅっぱんしゃ こうきゅうにち ご きょうてい り し しゅん
瓊主編、高等教育出版社）と、『高級日語教程』（李士俊

ひょうけんりきとうちょ こうとうきょういくしゅっぱんしゃ し よう
・馮建力等著、高等教育出版社）をテキストとして使用

ただ だいがくにち ご せつめい ぶんこうぞう
している。但し、『大学日語』の説明には文構造につい

せつめい おお せんもん せつめい
ての説明が多すぎるし、しかも専門レベルまで説明され

に ほん ご がく せんもん き がくしゅうしゃ
ているから、日本語学を専門にする気のない学習者には

よろこ り くつ がくしゅう
あまり喜ばれていないようである。理屈ばかり学習する

に ほん ご い のうりょく たと かい わ
より、むしろ日本語そのものを活かす能力、例えば会話

りょく ちょうかいりょく こうじょう よろこ
力や聴解力などを向上させるほうが喜ばしいらしい。だ

じょうけん ととの きょうざい あわ
から条件が整えば、ビデオやマルチメディア教材を併せ

つか かんが
て使ってみたいと考えている。

り こう か けい む に がいきょうしつ
理工科系向けの二外教室では、いろいろなテキストを

つか たと とうだいがく さくせい
使ってみたことがある。例えば、当大学で作成された

しゃしん
写真３
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に ほん ご しゃんはいこうつうだいがくにち ご きょうけんしつ にち ご に ほん ご
『日本語』（上海交通大学日語教研室）、『日語（日本語

ひ せんこうよう しゃんはいがいこく ご がくいんにち ご きょうけんしつへん しゃんはいやくぶんしゅっ
非専攻用）』（上海外国語学院日語教研室編、上海訳文出

ぱんしゃ げんだいにち ご に ほん ご よし だ や す お へん
版社）、『現代日語－あたらしい日本語』（吉田弥寿夫編、

しゃんはいやくぶんしゅっぱんしゃ ちゅうにちこうりゅうひょうじゅん に ほん ご ちゅうごくじんみんきょう
上海訳文出版社）、『中日交流標準日本語』（中国人民教

いくしゅっぱんしゃ に ほんみつむら と しょしゅっぱんかぶしきかいしゃきょうどうへんしゅう
育出版社・日本光村図書出版株式会社共同編集）などで

とくちょう も
ある。これらのテキストはそれぞれ特徴を持つものばか

かなら に がい あ
りだが、必ずしも二外クラスに合うものではないようで

ある。

ちゅうにちこうりゅうひょうじゅん に ほん ご れい
『中日交流標準日本語』を例にしてみよう。このテキ

ちゅうごく いちばんひろ もち ひょうばん に ほん
ストは中国で一番広く用いられていて、評判のいい日本

ご きょう か しょ さつ じゅぎょう じ かん すく に がい
語教科書だが、４冊もあるから、授業時間の少ない二外

む ちゅう と はん ぱ お
クラスには向いていない。中途半端に終わってしまうの

いちばんおお もんだい こんがくねん ねん
が一番大きな問題なのである。だから、今学年（１９９８年

がつ ねん がつ だいがくにち ご だい に がい ご きょうがく
９月～１９９９年７月）から、『大学日語（第二外語）教学

たいこう ようきゅう おう さくせい だいがくにち ご だい に がい ご
大綱』の要求に応じて作成された『大学日語（第二外語）』

おう し えい りんしょうへん こうとうきょういくしゅっぱんしゃ もち
（王詩栄・林璋編、高等教育出版社）を用いることになっ

ている。

えいぶん か む に がいじゅぎょう ば あい にち ご に ほん ご せん
英文科向けの二外授業の場合は、『日語（日本語専

こ う しゃんはいがいこく ご がくいんにち ご きょうけんしつへん しゃんはいやくぶんしゅっぱんしゃ
攻用）』（上海外国語学院日語教研室編、上海訳文出版社）、

しんぺんにち ご しゅうへい ちんしょうふんへん しゃんはいがい ご きょういくしゅっぱんしゃ
『新編日語』（周平・陳小芬編、上海外語教育出版社）、

にっちゅうこうりゅうひょうじゅん に ほん ご もち
『中日交流標準日本語』などが用いられたことがあるが、

じ かんてき ゆる ちゅうにちこうりゅうひょうじゅん に ほん ご しんぺん
時間的に許されるので、『中日交流標準日本語』と『新編

にち ご よ にちじょうかい わ のうりょく こうじょう
日語』が良いようである。日常会話の能力を向上させる

やく だ に ほん ご のうりょく し けん じゅけんべんきょう つ ごう
のにも役立つし、日本語能力試験の受験勉強にも都合が

つか おも しゃしん
いいから、これからも使っていきたいと思う。（写真４）

6 きょういくこう か もんだいてん
教育効果と問題点

いちがい ば あい がくしゅうしゃ ふ つうちゅうごく に ほん ご きゅう
一外コースの場合は、学習者は普通中国の日本語４級

し けん ごうかく に ほん に ほん ご のうりょく し けん きゅう
試験に合格する。また、日本の日本語能力試験の１級を

じゅけん ごうかく
受験しても、ほとんど合格している。それにもかかわら

がくせい かい わ りょく おと に ほん ご はな ば
ず、学生の会話力は劣っている。それは日本語で話す場

しょ おも
所やチャンスがないからであると思う。

に がい ば あい に ほん ご とく
二外コースの場合は、日本語についてのイロハ、特に

き ほんてき ぶんぽう だいたいがくしゅう がくしゅうしゃ かんたん ぶんしょう
基本的な文法は大体学習するので、学習者は簡単な文章、

せんもんぶん や ぶんしょう よ
または専門分野の文章などが読めるようになる。それに

たい さくぶんりょく かい わ りょく おと
対して、作文力や会話力が劣っている。それは、ドリル

じ かん に ほん ご もち ば しょ き かい がくしゅう
の時間も、日本語を用いる場所も機会もないから、学習

しゃ い じょうすす べんきょう き おも
者がそれ以上進んで勉強する気がないからかと思われる。

7 こん ご か だい
今後の課題

に ほん ご いちがい に がい べんきょう もの に
日本語（一外・二外とも）の勉強をしている者は、日

ほん ご なら に ほん ご
本語そのものを習おうとするというより、むしろ日本語

こうりゅう しゅだん み つ おも
を交流の手段として身に付けようとしているのだと思う。

ぶんしょう よ ふ じゅうぶん
だから、文章が読めるといっただけではまだ不十分だ。

せい き はい こんにち にんげんどう し こうりゅう
２１世紀に入ろうとしている今日、人間同士の交流または

そう ご り かい もっと じゅうよう し
相互理解が最も重要視されてくるだろう。そういうわけ

かい わ りょく こうじょう こん ご か だい
で、いかに会話力を向上させるかが、今後の課題となる

おも
と思う。

いっぽう きょういくしゅだん にっしんげっ ぽ こんにち ちゅうごく
一方、教育手段が日進月歩になりつつある今日、中国

だいがく に ほん ご きょういくしゅだん に ほん ご せんこう ば あい のぞ
の大学での日本語教育手段（日本語専攻の場合を除い

ねん ねんまえ い
て）はほとんど２０年か３０年前のままだと言ってもいいよ

だいがく に ほん ご いちがい に がい
うである。「大学日本語」（一外・二外とも）は、あまり

じゅうよう し げんじょう じゅぎょう じ かん すく
重要視されていないのが現状である。授業時間が少ない

うえ きょういくしゅだん ずいぶんおく こくばんひと
上に、教育手段も随分遅れている。黒板１つ、チョーク

ぽん み でんとうてき きょうじゅ
１本のケースがよく見られる。もちろん、伝統的な教授

ほう きょういくしゅだん い い
法や教育手段がダメだと言うわけではない。ここで言い

き のうりょく はな のうりょく ぶんぽう べんきょう ちが
たいのは、聴く能力と話す能力とは文法の勉強と違って、

せんせい せつめい き み つ
先生の説明だけ聞いて身に付くものではないから、リア

ふん い き ひつよう
ルな雰囲気が必要なのである。だから、テープとか、ビ

デオとか、さらにコンピュータ、インターネット、マル

きょうざい り よう きょういくこう か たか
チメディア教材などを利用して、教育効果を高めなけれ

ばならない。

とうだいがく こんがくねん ど に ほん ご きょういく あたら
当大学は今学年度から日本語教育をさらに新しいレベ

はか に ほん ご せんこう さいせい はく
ルにしようと図っている。日本語専攻コースの再生に拍

しゃ どう じ だいがく に ほん ご きょういくしゅだん かいぜん
車をかけていると同時に、大学日本語教育手段の改善に

ちから い なに
も力を入れようとしている。そのために、何よりもまず、

に ほん ご きょういく ぜんいん と く
日本語教育スタッフ全員のレベルアップに取り組むべく、

きょういくげん ば けんしゅう に ほん けんしゅう き かい つく いっ
教育現場での研修と日本での研修の機会を作りたい。一

ぽう きょういく き き おんせい し りょう えんじょしんせい かんが
方、教育機器や音声資料などの援助申請も考えている。

に ほん ご きょういく ちゅうごく いちばん
いずれにしても、日本語教育においては、中国で一番

ふる れき し も だいがく ふさ わ たか め ざ
古い歴史を持つ大学に相応しい高いレベルを目指して、

ど りょく かんが
努力していきたいと考えている。

ぶんちゅう こ ゆうめい し に ほん ご おん よ とういつ
＊文中の固有名詞は日本語の音読みに統一しました。

しゃしん
写真４
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せ かいかっこく かく き かん がくしゅうしゃ もくてき あ に ほん ご きょうざい つく
世界各国の各機関では、学習者の目的に合わせていろいろな日本語教材が作られています。

こくさいこうりゅう き きん に ほん ご きょうざいせいさくじょせい きょうざいせいさく そくしん
国際交流基金の「日本語教材制作助成」プログラムは、これらの教材制作を促進するため

せいさくけい ひ いち ぶ じょせい へいせい ねん ど ねん ど こく き かん き かく
に、制作経費の一部を助成しています。平成９年度（１９９７年度）は、１４カ国２２機関の企画が

じょせい きょうざい しゅっぱん こんかい なか こく きょうざい しょうかい
助成され、教材が出版されました。今回は、これらの中から８カ国の教材を紹介します。

に ほん ご きょういくつうしん だい ごう かんこく べいこく きょうざい だい
＊『日本語教育通信』第２９号では韓国、オーストラリア、マレーシア、カナダ、米国の教材を、第

ごう ちゅうごく きょうざい しょうかい
３０号では、中国、メキシコ、ブラジル、イタリア、ドイツ、ブルガリアの教材を紹介しました

へいせい ねん ど じょせい らん
（平成８年度助成）。ホームページでご覧ください。

ぶん ぽう かい せつ しょ
文法解説書 ハンガリー

に ほん ご ぶん ぽう
日本語文法（Japán Nyelvtani Összefoglaló）

もん だいしゅう
問題集 ポーランド

しょ きゅう に ほん ご ぶん ぽう れん しゅう もん だい しゅう
初級日本語文法練習問題集
（Praktycznykurs gramatyki jezykajapońskiego）

せ かい

世界の

に ほん ご きょう ざい

日本語教材

しょう かい

紹介

はんれい
●データ凡例●

ちょしゃ へんじゃ
�著者、編者

はっこうもと
�発行元

し ようげん ご
�使用言語

てい か
�定価

よ てい
（予定）

せ かい かっ こく せい さく に ほん ご きょう ざい
世界各国で制作された日本語教材

こく さい こう りゅう き きん じょ せい に ほん ご きょう ざい
国際交流基金助成日本語教材

� Kiss Sa′ndorne′ Sze′kely Ilona

� Ta′rogato′ Publishers

（１０２１Budapest, Ta′rogato′ u′t１０Hungary

／TEL・FAX：＋３６‐１‐２００‐７４２９）

ご
�ハンガリー語

�２，０００Ft
…………………………………………………………

に ほん ご き そ てき ぶんぽうせつめいしょ れいぶん に ほん ご
日本語の基礎的な文法説明書。例文は日本語と

じ ひょう き へい き どう し ふくごうどう し じょ し せっ
ローマ字表記を併記。動詞、複合動詞、助詞、接

とう じ せつ び じ じょ し そうとう ご く など かんまつ つ
頭辞・接尾辞、助詞相当語句等の巻末リスト付き。

だいがくとうよう がっ
�アダム・ミツキェヴィチ大学東洋・バルト学

か に ほん ご きょう し
科日本語教師グループ

� Adam Mickiewicz University Press

（６１‐７３４Poznan′Nowowiejskiego５５Poland

／TEL・FAX：＋４８‐６１‐８５２‐７７‐０１）

ご に ほん ご
�ポーランド語、日本語

�３７zt

…………………………………………………………

しょきゅう ぶんぽう ぶんけい こうもく と あ もんだいしゅう
初級の文法・文型１３３項目を取り上げた問題集。

こうもく れいぶん ご へい き き
項目ごとに例文（ポーランド語併記）があり、基

ほんてき か か れんしゅう じょうきょうさくぶん ほう ふ れん
本的な書き換え練習から状況作文まで豊富な練

しゅうもんだい ふく ぜんぶん つ かんまつ ご い
習問題を含む。全文ルビ付き、巻末には語彙リス

トがある。

ｃ
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きょう か しょ つ
教科書（テープ付き） ロシア

に ほん ご
おもしろい日本語
（УвлекателъныйЯпонский、Japanese for Fun）

きょう か しょ つ
教科書（テープ付き） オーストラリア

Senior Japanese for Distance Education

きょう か しょ ちゅう ごく
教科書 中国

ぜん にち せい ふ つう こう きゅうちゅう がく きょう か しょ に ほん ご だい いっ さつ だい に さつ
全日制普通高級中学教科書 日本語 第一冊、第二冊

ぜん にち せい ふ つう こうきゅうちゅう がく きょう か しょ にち ご だい いっ さつ だい に さつ
（全日制普通高級中学教科書 日語第一冊、第二冊）

�НаталияЕрофеева

�「今日の日本」社（Япониясегодня、

Joint - stock company“Japan Today”）

（Petrovka１４,１０３０３１, Moscow Russia／TEL：＋７

‐９５‐２００‐４４‐２２ FAX：＋７‐９５‐９２３‐９２‐１３）

ご
�ロシア語

かいがいむけ
�３０Rbl（海外向US＄５）

…………………………………………………………

たん き かん か な かんたん にちじょうかい わ
短期間で仮名と簡単な日常会話をマスターする

もくてき しょきゅうきょう か しょ
ことを目的とした初級教科書。ひらがな、カタカ

つ
ナのイラストカード、カセットテープ付き。

� Queensland LOTE Center

� Queensland LOTE Center

（P.O. Box ３６６３ South Brisbane QLD ４１０１

Australia／TEL：＋６１‐７‐３３６０‐７５００ FAX：＋６１‐７‐

３３６０‐７５９９）

えい ご
�英語

ようとい あ
�要問合わせ

…………………………………………………………

こうこうせいようつうしんきょういくきょうざい に ほん
高校生用通信教育教材。オーストラリアの日本

ご きょう か しょ み らい もと べつ
語教科書『未来』に基づいたトピック別モジュー

こうせい つ
ル構成。カセットテープ付き。

とう せき ほか
�唐 磊 他

じんみんきょういくしゅっぱんしゃ
�人民教育出版社（１００００９中華人民共和国

北京市沙灘後街５５号／TEL：＋８６‐１０‐６４０３‐５７４５

FAX：＋８６‐１０‐６４０１‐０３７０）

ちゅうごく ご
�中国語

だいいっさつ げん だい に さつ げん
�第一冊 １８．４０元、第二冊 １５．２０元

…………………………………………………………

こうこうせいようきょう か しょ きょう し よう し どうしょ つ ちゅうがっこう
高校生用教科書（教師用指導書付き）。中学校

がくしゅう き そ ぎ のう くんれん おこな
での学習を基礎に４技能の訓練を行い、コミュニ

りょく しゅうとく め ざ ほんぶん かい わ れんしゅう
ケーション力の習得を目指す。本文、会話、練習、

に ほん じ じょう
日本事情についてのコラムからなる。

だいさんさつせいさくちゅう
第三冊制作中。
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しょうかい きょうざい かん と あ ちゅう はつばいもと ちょくせつ
＊このページで紹介されている教材に関する問い合わせは、データ中の発売元に直接おたずねください。

じ てん
辞典 トルコ

に ほん ご ご じ てん
日本語・トルコ語辞典
（Japonca Türkce Sözlük）

きょう ざい
かな教材（CD－ROM） カナダ

でん し ばん へん たい か な て び
電子版変体仮名の手引き
（An Electronic Guide to Classical KANA Writings）

どっ かいきょうざい べいこく
読解教材（Windows９５フロッピー） 米国

み かん
みかん（見漢・MIKAN）

ほか
� X. Jie YANG 他

� The University of Calgary（Dept. of Germanic,

Slavic, East Asian Studies, The University of

Calgary, Calgary, Alberta Canada T２N１N４／

TEL：＋１‐４０３‐２２０‐７２１８ FAX：＋１‐４０３‐２８４‐３８１０）

えい ご
�英語

� CAN＄４９．９９

…………………………………………………………

とくせい い へんたい か な きょうざい
CD－ROMの特性を活かした変体仮名教材。

き そ か な げんりゅう よう じ ひつじゅん せつめい
「基礎」（仮名の源流・用字・筆順などの説明）

じっせん だいひょうてき さくひん ほんこく えいやく あわ
と「実践」（代表的な作品を翻刻や英訳と併せて

よ に ぶ こうせい りょうしゃ そう ご れんけい
読む）の二部構成で、両者を相互に連携させるこ

とができる。

ほか
� Kazuko Fujii 他

� Sentius Corporation

（５８０College Avenue Palo Alto, CA９４３０６USA

／TEL：＋１‐４１５‐８５６‐１２９６ FAX：＋１‐４１５‐８５６‐

１２９７）

えい ご
�英語

� US＄８９

…………………………………………………………

に ほんけいざいにゅうもん に ほんけいざいしんぶんしゃ あ とう だ たかし
「日本経済入門」（日本経済新聞社）と阿刀田高

たんぺん でん し か どっかいきょうざい じ しょ き のう かん じ
の短編を電子化した読解教材。辞書機能（漢字の

よ えいやくなど ないぞう こ じん じ しょさくせい き のう つ
読み、英訳等）を内蔵。個人辞書作成機能付き。

� Muharrem Demirci

に ほんぶん か じょうほう
�日本文化情報センターLTD.／Japon Kültür ve

Enformasyon Merkezi, Özel Eg
∨

itim ve Danismanlik

Hizmetleri Ltd.

（Istiklal cad. Meselik sok. Sekban‐han No．１２‐１４

Kat：２D：６ Beyog
∨

lu Istanbul Turkey／

TEL：＋９０‐２１２‐２９３‐３２‐４９ FAX：＋９０‐２１２‐２４３‐

６５‐４６）

ご
�トルコ語

こくないむけ かいがいむけ
�国内向US＄１５、海外向US＄３５

…………………………………………………………

ご じ しょ どう し わ れいぶん つ
２５，０００語の辞書。動詞は、分かりやすい例文付

き。

s

ｃ

s
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日本語を
研究する

１．言語心理学とその方法

言語心理学（psycholinguistics）は、言語という窓をと

おして、こころ（mind）の本質を探ろうとする研究分野

ですが、研究者によって、その対象も、方法も、かなり

のばらつきがあります。今回は、生成文法（generative

grammar）と呼ばれる言語理論と不可分の関係にある言

語心理学について解説します。なお、ここでいう「ここ

ろ」とは、人間（ときには、人間以外の動物やコンピュー

タを考えることもあります）と外界の間の相互作用を支

える内的メカニズムのことを意味します。例えば、母語

の音声を耳にしたとき、私たちは知覚された音声に何ら

かの処理を加えて、その意味するところを理解します。

その「何らかの処理」を行う内的なメカニズム、それが

こころです。言語に関連したこころの働きはこのほかに

もいろいろあります。

言語心理学の主な研究分野として、次のものがありま

す。

� 言語獲得（language acquisition）

ａ．第一言語獲得（L１ acquisition）

ｂ．第二言語獲得（L２ acquisition）

� 言語使用（language use）

ａ．言語理解（language comprehension）

ｂ．言語産出（language production）

生成文法では、日本語文法や英文法などの個別文法

（あるいは、I‐言語、Iはinternalized 内蔵された、の意）

をそれぞれの話者（native speakers）の脳に内蔵された

知識と定義します。個別文法は普遍性と個別性を持って

いますが、個別性といっても、でたらめにばらついてい

るわけでなく、一定の枠をはめられています。生成文法

は個別文法の持つ、この普遍性と個別性を明らかにしよ

うとします。その際、個別文法に反映する普遍性および

許容される個別性を生物学的理由による（つまり、遺伝

的に決定された）ものと捉え、その理論（普遍文法Uni-

versal Grammar, UG）を構築することを重要な目標とし

ます。

現在、多くの研究者の受け入れる考え方は普遍文法に

対する原理とパラメータのアプローチ（Principles-and-

Parameters approach to UG）と呼ばれています。その

アプローチでは、普遍文法は有限個の原理から成り、そ

の原理の中には可変部（パラメータ）を含むものがある

と考えます。可変部を含む原理については、子どもが生

後外界から取り込む情報、すなわち、経験をもとにその

値を設定するのです。これは、買ってきたときのパソコ

ンの設定をいろいろと変えて、じぶんの好みに合った機

械に仕立てていくのに似ています。

生成文法の最大の特徴は、今述べたように、文法の普

遍性を言語の生得性の反映とみなす点にあります。した

がって、生成文法研究では、言語理論研究と言語獲得研

究は不可分の関係にあるのです。

これまで述べたところは第一言語（すなわち、母語）

獲得についてですが、第二言語獲得もそれと同質の過程

（つまり、普遍文法のパラメータ値の設定）と考えてよ

いのかどうかという興味深い問題があります。

また、脳に内蔵される知識として捉えられた文法は、

言語理解や言語産出（発話）の過程などで（他の知識と

ともに）使用されます。こうした過程で、文法のどの部

分がどのように使用されるのかに関する研究を言語使用、

または言語運用（linguistic performance）の研究と呼び

ます。

言語使用研究のなかでは、統語解析（parsing）の研究

が最も進んでおり、興味深い仮説が数多く提案されてい

ます。統語解析とは、言語理解において、入力文に対応

する語列にその統語構造を付与する過程をいいます。言

語産出に関する研究が遅れているのは、その入力がはっ

きりとしないため、それに係る諸要因を統制した実験

が立案しにくいからです。現在のところ、言い間違い

（speech errors）の分析を基盤とした研究が中心となっ

ています。

言語心理学
ことばからこころをみる

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情報をおとどけしています。今回の
テーマは言語心理学（ことばからこころをみる）です。

■第１０回■

慶應義塾大学教授 大津由紀雄

14



２．言語心理学の研究動向

言語獲得については、言語獲得に普遍文法と経験のい

ずれもが関与していることを示す研究が１９７０年代の後半

から現れ始めました。１９８０年代に入ると、経験の主要な

役割をパラメータ値の設定であることを示す研究が数多

く発表されました。

１９７０年代に入ってからは、普遍文法の発現に成熟

（maturation）が関与しているかという問題にも注目が

集まっています。また、言語獲得の生得的要因は普遍文

法のように言語に特化したものであるのかを再検討する

動きもあります。

言語使用については、やはり統語解析の研究が盛んで

す。特に、知識としての文法と解析の関係について、さ

まざまな考え方と興味深い実験結果が数多く発表されて

います。

言語獲得や統語解析に関する研究は、生成文法研究に

極小主義（minimalism）が導入されたことによって、

新たな展開を見せ始めています。極小主義は（非常に乱

暴にいえば）言語と他の認知機構との関連を探りながら、

言語の本質に迫ることができるかどうかを探るための研

究プログラムです。

さて、これまで述べてきたところは心理レベルにおけ

る言語の研究ですが、近年の生成文法研究の進展と脳の

高次機能（言語、意識、思考など）への関心の高まりを

背景に、言語の脳科学が注目を集めています。特に、PET

やfMRIなどの機能イメージングの技法（さまざまな工

夫によって、脳の活性部位を特定する技法）を利用した

研究が盛んです。現在のところ、これらの技法を利用し

て、言語に関する脳内活動の関連部位を特定することを

目指した研究が多くなっています。しかし、まだ用いら

れる装置の時間解像度あるいは空間解像度がそれほど高

くないこと、また、得られた資料を解釈するための理論

が欠如していることなどの理由で、本格的な研究は今後

に待たなくてはなりません。

３．言語心理学と外国語教育

言語心理学は、言語理論と同様に基礎研究であるので、

それが言語教育（母語教育であれ、外国語教育であれ）

に対して、どのような意味合いを持つかは射程に含まれ

ていません。したがって、言語心理学の研究成果を外国

語教育に安易に「応用」するという試みは慎まなくては

なりません。

外国語教育ともっとも直接的に関連するのは第二言語

獲得研究です。例えば、第一言語獲得については、これ

これの言語形式は非文法的であるいう否定証拠（nega-

tive evidence）（例えば、赤い花の意味での「赤いの花」

は非文法的であるという情報）は必要ではないと考えら

れています。つまり、周囲のひとから、それは非文法的

であるということを何らかの形で指摘されなくても、子

どもは普遍文法および関連のメカニズムを使って、最終

的にはそれが非文法的となるように日本語文法を構築す

るというわけです。では、第二言語獲得の場合にはどう

でしょうか。否定証拠はやはり不要であるのか、あるい

は、必要なのか。この問いに関する議論はまだ決着がつ

けられていませんが、その解答が外国語教育に対して重

要な示唆を与えうることは言うまでもありません。

４．言語心理学の基本文献

言語心理学を理解するためには、生成文法を正しく理

解することが必要です。それは容易なことではありませ

んが、まず、次の文献によって、その基本的な考え方を

理解するとよいでしょう。

［１］Noam Chomsky（１９８８）Language and problems

of knowledge : the Managua Lectures . Cam-

bridge, Mass. : MIT Press.

次の文献には、言語心理学の分かりやすい解説とそれ

が人間のこころの問題とどう関連するかについての検討

が満載されています。

［２］Steven Pinker（１９９４）The language instinct : how

the mind creates language . New York : William

Morrow.

幾分古くなってしまいましたが、第一言語獲得、第二

言語獲得、言語使用についての教科書としては、次の三

著が良書です。

［３］Helen Goodluck（１９９１）Language acquisition : a

linguistic introduction . Oxford : Blackwell.

［４］Lydia White（１９８９）Universal Grammar and sec-

ond language acquisition . Amsterdam : John

Benjamins.

［５］Alan Garnham（１９８５）Psycholinguistics : central

topics . London : Methuen.

日本語で書かれた文献としては、次のものがあります。

［８］は言語心理学プロパーの解説書ではありませんが、

中高生に言語研究のおもしろさを伝えようとしたもので

す。

［６］大津由紀雄（編著）（１９９５）

『認知心理学３：言語』東京：東京大学出版会

［７］大津由紀雄ら（共編著）（近刊）

『言語の科学１０：言語の獲得と喪失』東京：

岩波書店

［８］大津由紀雄（１９９６）

『探検！ことばの世界』東京：NHK出版

日本語を研究する
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……………………………………………………………………………………………………………………………

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

写 真 で 見 る

なら ごと がっ こう そと まな
「習い事－学校の外で学ぼう－」

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 せいかつ しょう
ルバンク」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生活を紹

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
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にやさ

つか こんかい にちじょうせいかつ つか に ほんじん がっこう い がい まな
しいものを使っています。今回は「日常生活シリーズ」を使って、日本人が学校以外のところで学

なら ごと と あ
ぶ、「習い事」について取り上げます。

なら ごと
習い事って？

なら ごと がっこう い がい しゅ み げいじゅつ なら かつどう い に ほんじん なら
習い事とは、学校以外で趣味、芸術、スポーツなどを習う活動で、「おけいこごと」とも言われます。日本人は習い

ごと す しょうがっこう い まえ こ とし よ なら ごと たの
事をすることが好きで、小学校に行く前の子どもからお年寄りまで、いろいろな習い事をして楽しんでいます。

なら ごと おし おお がっこう よ
習い事を教えるための大きな学校もあり、「カルチャースクール」と呼ばれます。

えい かい わ
英 会 話

なら ごと えい ご まな ひと おお
習い事として英語を学ぶ人は、たいへん多いです。

しゃしん はな き ちゅうしん
この写真のような、話すこと、聞くことを中心とした

えい ご がくしゅう えいかい わ よ えいかい わ せんもん
英語の学習は「英会話」と呼ばれます。英会話専門の

がっこう
学校もたくさんあります。

日 本 人 の 生 活
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りょう り
料 理

なら ごと なか りょう り いちばん ひと
習い事の中で、料理は一番さかんなものの一つです。

さいきん りょう り なら あま か し つく
最近は、料理と並んで、デザート（甘いお菓子）を作

きょうしつ か
る教室もたくさんあります。そういうコースではお菓

し つく かた ほか こうちゃ かた きゃく
子の作り方の他に、おいしい紅茶のいれ方や、お客さ

しょうたい おし
んを招待するときのマナーなども教えています。

い ばな
生 け 花

ちゃ しょどう い ばな に ほん でんとうてき なら ごと にん
お茶や書道、生け花など日本の伝統的な習い事も人

き あつ なら ごと ぎ じゅつ み
気を集めています。このような習い事は技術を身につ

さ ほう に ほんぶん か ぜん
けられるだけでなく、作法（マナー）や日本文化の全

たい まな にん き
体を学ぶことができるので、人気があるようです。

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）

￥２２，５３０ ２１，９３５ ６，６８５ １３，２５０ １６，４４６

さん こう わか じょせい し しゅつ ない よう へい きん
【参考：若い女性の支出内容の平均】

さん わ ぎん こう どく しん せい かつ じっ たい ちょう さ
（三和銀行「独身サラリーマン、OLの生活実態調査」より。

しゅ と けん す さい い か にん たい しょう じっ し
首都圏に住む３５歳以下のOL５６０人を対象に実施）

げっ きゅう えん
月給：１６８，７２９円のうち

そと しょく じ つか かね えん
外での食事に使うお金 ：２２，５３０円

つか かね えん
ファッションに使うお金：２１，９３５円

なら ごと ほん つか かね えん
習い事や本に使うお金 ：６，６８５円

かえ かね えん
ローンを返すお金 ：１３，２５０円

いえ い かね えん
家に入れるお金 ：１６，４４６円

すいえい ねんれい せいべつ かんけい たの
水泳は年齢や性別と関係なく、みんなが楽しめるの

なら ごと なか いちばんにん き
で、スポーツの習い事の中では一番人気があります。

すいえい がっこう おし がっこう い がい すいえい なら
水泳は学校でも教えますが、学校以外で水泳を習って

こ
いる子どももたくさんいます。

なら ごと すいえい い
習い事としての水泳は「スイミング」と言います。

せんもん
スイミングは専門の「スイミングスクール」やスポー

なら おお
ツクラブで習うことが多いです。

すい えい
水 泳
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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。
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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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��	
��	
��	
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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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ちゅう きゅう じょう きゅう に ほん ご
『中級から上級への日本語』

なま そ ざい し よう きょうざい
▽生の素材を使用した教材

きょうざい ちゅうきゅう がくしゅう しゃ たいしょう
この教材は中級の学習者を対象とし、

そうごうてき に ほん ご のうりょく じょうきゅう ひ あ
総合的な日本語能力を上級に引き上げる

もくひょう ちゅう
ことを目標としています。ここでは、中

きゅう か にちじょう げん ご かつどう
級を「パターン化した日常の言語活動が

じょうきゅう よ き
できる」レベル、上級を「予期していな

ば めん ふくざつ
い場面での複雑なコミュニケーションが

できる」レベルとしています。

きょうざい とくしょく
この教材の特色は、�プロフィシェン

がいこく ご うんようのうりょく
シー（proficiency：外国語運用能力）は、

げん ご せいかつ
「どのような言語生活が、どのように、

かんが かた
どれだけできるかである」という考え方

もと か
に基づいて書かれていること、�エッセ

き じ ちょう さ
イ、記事、アンケート調査のデータなど

なま そ ざい し よう じ
の、生の素材を使用していること、�自

こ しょうかい か もの へ や さが しゅうしょく
己紹介、買い物、部屋探し、就職など、

がくしゅうしゃ に ほん せいかつ で あ かんが
学習者が日本で生活すると出会うと考え

げん ご せいかつ かく
られる言語生活から各ユニットのテーマ

えら よ もの そ ざい
を選んでいること、�読み物を素材にし

よ さ ぎょう はな あ
ているが、「読む」作業を、「話し合う」

せつめい ほうこく ひょうげん
「説明する」「報告する」などの表現を

かつどう そうごうてき うんようのうりょく
する活動につないで、総合的な運用能力

の はか
が伸ばせるように図られていることです。

なま そ ざい つか よ もの
生の素材を使っているので、読み物に

べっさつ よ
ふりがなはありませんが、別冊に読みが

たん ご
なつきの「単語リスト」があります。

り かい ひょうげん
▽理解から表現へ、

だんかい か だい
３段階の課題

かく よ まえ よ
各ユニットには、「読む前に」、「読ん

よ だん
でみよう」、「読んだあとで」という３段

かい か だい じゅうようひょうげん ぶんぽう ご い
階の課題と、「重要表現」、「文法・語彙

れんしゅう れんしゅうもんだい
練習」という練習問題があります。

よ まえ
「読む前に」では、ユニットのトピッ

かんれん ちい よ もの はな
クと関連した小さい読み物について話し

あ か だい あた よ
合う課題などが与えられます。「読んで

ちゅうしん
みよう」には、中心になるテキストと、

ないよう り かい かくにん せつもん じ ぶん
内容の理解を確認するための設問、自分

い けん の か だい
の意見をまとめたり述べたりする課題が

よ し りょう
あります。「読んだあとで」では、資料

み はな あ か
を見て話し合いをしたり、書いてまとめ

ちょう さ きょうしつがい
たりすること、調査など教室外でのプロ

てき さ ぎょう
ジェクトワーク的な作業をすることなど

もと
が求められています。

きょうざい なま そ ざい し よう
この教材では生の素材を使用している

ご い ぶんけい かん じ せいげん
ため、語彙や文型、漢字に制限がありま

か だい き かいとう
せん。また、課題も、決まった解答があ

がくしゅう
るものではありません。このため、学習

しゃ かんしん じ かん
者のレベル、関心、かけられる時間など

おう ぐ たいてき もくひょうせってい さ ぎょう れん
に応じた具体的な目標設定と、作業や練

しゅう おこな せんたく じゅう
習をどこまで行うかについての選択が重

よう
要となるでしょう。

はんれい ちょしゃ 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 �著者 	出版社 
刊行年月 �ISBN �ページ数 定価 �その他

じょう きゅう そう ごう てき のうりょく しゅう とく
上級の総合的なコミュニケーション能力の習得をめざす

かま だ おさむ すぎもとふさ こ とみやまよし こ みやたに
�鎌田修、椙本総子、冨山佳子、宮谷

あつ み やまもと ま ち こ
敦美、山本真知子	The Japan Times

とうきょう と みなと く しばうら
（〒１０８‐００２３ 東京都港区芝浦４‐５‐４

／TEL．０３‐３４５３‐２０１３ FAX．０３‐３４５３

ねん がつ
‐８０２３）
１９９８年５月 �４‐７８９０‐

えん べっさつ
０９１８‐１�２２０ページ２，９４０円�別冊

たん ご かいせつしょつき
単語リスト・解説書付

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 じゅ
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」「授

ぎょう けんきゅう やく た ほん し べん り と しょ し りょう
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」な

と あ
どを取り上げます。

P．１５６－１５７ P．１６０

P．１５４
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まな に ほん ご
『モジュールで学ぶよくわかる日本語���』

わか ひと む たの きょうざい
▽若い人向けの楽しい教材

きょうざい に ほん ご じ かんてい ど
この教材は、日本語を５０～６０時間程度

がくしゅう ちゅうがくせい こうこうせい たの
学習した中学生や高校生が、楽しみなが

に ほん ご まな つく
ら日本語を学んでいけるように作られた

ものです。もともとはオーストラリアの

がくせいよう かいはつ せ かいかっ
学生用に開発されたものですが、世界各

こく わか がくしゅうしゃ ひと やく た
国の若い学習者の人にとっても役に立つ

きょうざい
教材です。

く あ じ ゆう
▽組み合わせ自由な

がたきょうざい
モジュール型教材

きょうざい さつ わ
この教材は、３冊で１５のトピック（話

だい ちゅうしん な
題）中心のモジュールから成っています。

どく
モジュールというのは、それぞれが独

りつ たん い がたきょうざい
立した単位で、モジュール型教材とは、

いってい じゅんじょ そ がくしゅう きょうざい
一定の順序に沿って学習していく教材と

ちが ひつよう おう じゅん
は違って、必要に応じて、どのような順

じょ つか きょうざい がく
序ででも使える教材です。ですから、学

しゅうしゃ とくせい あ
習者のレベルやコースの特性に合わせて

じ ゆう く あ つか
自由に組み合わせて使うことができます。

した み じか
▽親しみやすい身近なトピック

ないよう つぎ
１５のトピックの内容は、次のように

なっています。

だい さつ か ぞく
第１冊「わたしの家族」「スポーツ・

か もの た もの
レジャー・しゅみ」「買い物」「食べ物・

の もの がっこうせいかつ
飲み物」「学校生活」。

だい さつ いちにち き せつ ねんちゅう
第２冊「わたしの一日」「季節と年中

ぎょう じ くに に ほん
行事」「わたしの国へようこそ」「日本へ

い に ほん ご
行って」「わたしのしょうらいと日本語

べんきょう
の勉強」。

だい さつ りょこう い りゅうがくせいかつ
第３冊「旅行に行こう」「留学生活」

けいけん せ わ
「ホームステイの経験」「お世話になり

ち きゅう
ました」「地球をまもろう！」。

なか す
これらのトピックの中から好きなもの

えら
を選ぶとよいでしょう。

ぎ のう かんが
▽４技能を考えた

こうせい
バランスのよい構成

かく こうせい み
各モジュールの構成について見てみま

かく か ば めん どう
しょう。各課は、�トピックの場面を導

にゅう え かん
入するための絵、�そのトピックに関す

のうりょく やしな
るコミュニケーション能力を養うための

き と
アクティビティ、�聞き取りタスク、�

どっかい ふく
読解タスク（モジュールによっては含ま

ば あい
れていない場合もある）、�ダイアロー

かい わ ぶんけい ぶんぽう じ こう
グ（モデル会話）、�文型や文法事項の

ていちゃく かくにん れん
定着を確認するためのエクササイズ（練

しゅうもんだい ぶんぽうじ こ う じゅん
習問題）、�文法事項のまとめの順になっ

ています。

じっさい
「アクティビティ」では、実際のコミュ

かんが れんしゅう ひつ
ニケーションを考えた練習と、それに必

よう ぶんけいれんしゅう りょうほう も
要な文型練習の両方がバランスよく盛り

こ き と
込まれています。「聞き取りタスク」で

し ぜん かい わ ひつよう じょうほう え
は、自然な会話から必要な情報を得るこ

く ふう
とができるように工夫されています。

どっかい て がみぶん にっ き けい
「読解タスク」では、手紙文や日記形

しき きょうざい か
式の教材がたくさんありますから、書く

かつどう
活動につなげていくこともできます。

れんしゅう なか
このような練習の中から、みなさんの

おう ひつよう く あ
クラスに応じて、必要なものを組み合わ

せていってください。

み じか と がた しょ きゅうきょう ざい
身近なトピックを取りあげたモジュール型初級教材

つや こ たか や しきまさひと ほん ま
�コーベニ澤子、高屋敷真人、本間

なお こ とうきょう と
直子	アルク（〒１６８‐００６４東京都

すぎなみ く えいふく
杉並区永福２‐５４‐１２／TEL．０３‐３３２３‐

ねん
１００１ FAX．０３‐３３２７‐５２１１）
１９９８年

がつ にち
４月１５日�４‐８７２３４‐７８１‐１�１２７ペー

えん べっさつかいせつしょつき
ジ１，５７５円�別冊解説書付、１、２

かん き かん べつうり えん
巻は既刊。別売カセットテープ１，３６５円

かん ねん がつ にち
１巻 
１９９３年７月１日�４‐８７２３４‐

えん べっさつ
２３０‐５�１１５ページ１，３２５円�別冊

かいせつしょつき べつうり えん
解説書付、別売カセットテープ１，１５５円

かん ねん がつはつ か
２巻 
１９９３年１２月２０日�４‐８７２３４‐

えん べっさつ
２８８‐７�１２０ページ１，３２５円�別冊

かいせつしょつき べつうり
解説書付、別売カセットテープ１，１５５

えん かん かん
円（１、２巻とも�	は３巻と同じ）

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
■p.２０～２３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。

むか い その こ ふじなが き たになおゆき いそむらかずひろ こう い けん き やま と も こ
向井園子、藤長かおる、木谷直之、磯村一弘、高偉建、木山登茂子

●データ●

どうにゅう
P．６９ トピックの導入

はな
P．７３ アクティビティ（話す）

か
P．８１ アクティビティ（書く）

しゅっぱん まな
＊すでに出版されている「モジュールで学

に ほん ご つづ
ぶよくわかる日本語��」に続いて、こ

はっこう
のたび�が発行されました。
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ちゅう じょう きょう しゃ そく どく に ほん ご
『中・上級者のための速読の日本語』

に ほん ご ぶんしょう じ ぶん ひつよう じょうほう
日本語の文章から自分に必要な情報や

ち しき はや せいかく よ
知識をできるだけ「速く」「正確に」読

そくどく のうりょく み
みとる（＝「速読」）能力を身につける

かんが かた れんしゅう
には、どのような考え方や練習をすれば

ほん り ろん ほうほう
いいか？ この本は、その理論と方法を

だんかいてき せつめい
わかりやすく段階的に説明したテキスト

だいがく に ほん ご きょういく じ
です。大学レベルの日本語教育を３００時

かん い じょう う ちゅうじょうきゅう がくしゅうしゃ たいしょう
間以上受けた中上級の学習者を対象にし

ぜんたい こうせい き ほん ぎ じゅつへん
ています。全体の構成は「基本技術編」

じっせんへん ちょうせんへん ぶ
「実践編」「挑戦編」の３部からなって

います。

き ほん ぎ じゅつへん
まず、「基本技術編」ではスキャニン

じょうほう と たい い と
グ（情報取り）とスキミング（大意取り）

そくどく か き ほんてき ぎ
という「速読」に欠かせない基本的な技

じゅつ せつめい
術がわかりやすく説明されています。

さが ぶん だんらく なら
「キーワードを探す」「文や段落を並べ

か ないよう よ そく よ よう
換える」「内容を予測しながら読む」「要

てん たい い つか ぐ
点や大意を掴む」などのスキミングの具

たいてき ほうほう れんしゅうもんだい こた
体的な方法が、いろいろな練習問題に答

なか すこ あき
えていく中で少しずつ明らかになってい

きます。

じっせんへん き ほん ぎ じゅつへん れん
「実践編」では、「基本技術編」で練

しゅう ほうほう つか なま しんぶん ざっ し き
習した方法を使って生の新聞や雑誌の記

じ よ そくどく のうりょく たか
事を読みながら「速読」能力を高めてい

こうはん
きます。後半では、ディスカッションや

くわ
ロールプレイなどを加えることによって、

よ ないよう はな かつどう むす
「読んだ」内容を「話す」活動に結びつ

れんしゅう しょうかい
ける練習の方法が紹介されています。

ちょうせんへん みじか
「挑戦編」では、１～２ページの短い

しょうせつ よ そくどく
ミステリー小説を読みながら、「速読」

のうりょく かんせい め ざ なに
能力の完成を目指します。「これから何

お
が起こるんだろう？このあと、どうなる

はなし すじ よ そく よ
んだろう？」と話の筋を予測しながら読

すす なか そくどく のうりょく たか
み進めていく中で、「速読」能力が高め

られていきます。

わたし にちじょうせいかつ なか いち じ いっ
私たちは日常生活の中でいつも一字一

く せいかく ぶんせき かくにん よ
句を正確に分析・確認しながら読むこと

せいどく
（＝「精読」）ばかりをしているわけで

ほん よ
はありません。この本は「読む」という

さ ぎょう じっさい み なお
作業の実際を見直すきっかけになるで

しょう。

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

に ほん じん ほう そく
『日本人の法則 Rules of the Japanese』

に ほんじん かんが かた こうどう しゅうかん がい
日本人の考え方や行動、習慣には、外

こくじん ふ し ぎ おも り かい
国人にとって不思議に思うことや理解で

きないことがあるかもしれません。この

ほん ちょしゃ い ぜん に ほんじん ひ みつ
本の著者は以前「日本人の秘密」という

ほん か ぎ もん こた
本を書いて、このような疑問に答えなが

に ほんじん か ち かん せつめい
ら日本人の価値観について説明しました。

こんかい に ほんじん ほうそく ぞくへん
今回の「日本人の法則」はその続編にあ

ほん に ほんじん うえ し
たる本で、日本人とつきあう上で知って

しゅうかん こうどう
おいたほうがいい習慣や行動パターンを、

ぐ たいてき ほうそく かいせつ
具体的な４６の「法則」として解説してい

たとえ に ほんじん
ます。例えば（日本人は）「プライベー

しつもん へい き き そくどお こう
トな質問を平気でする」「規則通りに行

どう せい ろ しゅつ む ひ はん か もの
動する」「性の露出に無批判」「買い物を

てい か しゅうかん
定価でするがチップの習慣がない」など

と あ
のテーマが取り上げられています。

ほん か に ほん
この本に書かれていることは、日本に

す ひと
住んだことがある人なら「そうそう、そ

とお おも おお
の通り」と思うことも多いでしょう。も

ほん せつめい に ほんじん
ちろん、この本の説明がすべての日本人

あ
に当てはまるわけではありません

に ほん い ひと
が、これから日本に行きたい人や、

に ほんじん いっしょ し ごと ひと
日本人と一緒に仕事をしている人

よ やく た
などにとっては、読めば役に立つ

おお
ことも多いはずです。

じゅぎょう つか ば あい に ほんぶん か
授業で使う場合には、日本文化

しょうかい じ ぶん くに ひ かく
を紹介したり、自分の国と比較し

ざい
てディスカッションしたりするための材

りょう かつよう
料としても活用できるでしょう。

ほん かん じ よ
またこの本では、すべての漢字の読み

かた ほんぶん よこ か ほんぶん
方が本文の横に書いてありますし、本文

した えい ご やく か
の下には英語の訳が書いてありますから、

きょう し く ふう さまざま がくしゅう
教師の工夫によって様々なレベルの学習

しゃ つか たと に ほん
者に使うことができます。例えば、日本

ご ほんぶん ぶ ぶん つか ちゅうじょうきゅう
語の本文の部分だけを使えば中上級クラ

どっかいきょうざい ぎゃく に ほん ご
スの読解教材になりますし、逆に日本語

よ えい ご ぶ
があまり読めないクラスには、英語の部

ぶん つか に ほん じ じょう きょうざい
分だけを使って日本事情の教材とするこ

か のう
とも可能でしょう。

新刊教材・図書紹介●

き そ じっ せん ちょう せん だん かい ふ まな そく どく ほう
基礎から実践、挑戦へ。段階を踏んで学ぶ「速読」法

おか ちょ み うらあきらかんしゅう
�岡まゆみ著、三浦昭監修 	 The

とうきょう と
Japan Times（〒１０８‐００２３東京都

みなと く しばうら
港区芝浦４‐５‐４／TEL．０３‐３４５３‐２０１３

ねん がつ
FAX．０３‐３４５３‐８０２３）
１９９８年４月

�４‐７８９０‐０９１５‐７�１９０ページ

べっさつかいせつしょつき
２，７３０円�別冊解説書付

に ほん じん かんが かた に ほん しゃ かい とく ちょう せつ めい ほん
日本人の考え方、日本社会の特徴について説明した本

は せ がわかつゆき はっこう き かく
�長谷川勝行	発行：ヤック企画（〒

とうきょう と しんじゅく く しんじゅく
１６０‐００２２東京都新宿区新宿２‐６‐３‐

９０２／TEL．０３‐３３４１‐８９８９ FAX．０３‐

はつばい ようはん に ほんようしょはん
３３４１‐８９８７）発売：洋販（日本洋書販

ばいはいきゅうかぶ とうきょう と しんじゅく
売配給�）（〒１６９‐００７２東京都新宿

く おお く ぼ
区大久保３‐１４‐９／TEL．０３‐３２０８‐

ねん がつ にち
０１８１）
１９９８年５月２０日�４‐９４６４９２‐

えん
１５‐１�１６０ページ１，２６０円

さんこう に ほんじん ひ みつ ねん がつ
参考：『日本人の秘密』
１９９４年１１月

いつ か えん
５日�なし�２００ページ１，２００円

に ほんじん ほうそく おな
（�	は『日本人の法則』と同じ）
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え
『ことばつかいかた絵じてん』

え あそ
▽絵を見てことばで遊ぶ

じ てん い み せつめい よ
この辞典は、ことばの意味を説明を読

おぼ もくてき え み
んで覚えることが目的ではなく、絵を見

ば めん おう つか かた し ぜん み
ながら場面に応じた使い方が自然に身に

つく こ む
つけられるように作られた、子ども向け

じ てん
の辞典です。

じ てん さいだい とくしょく え おお
この辞典の最大の特色は絵が大きく、

つか
しかもふんだんに使われていることにあ

ふう
ります。ことばをクイズ風にしてありま

たの まな
すから、楽しく学ぶことができます。

まいにち せいかつ なか つか
▽毎日の生活の中で使うことば

じ てん に ほんじん こ さい
この辞典には、日本人の子どもが６歳

つか どう
までに使えるようになるといわれる、動

し けいよう し ちゅうしん やく ご と
詞・形容詞を中心とした約３，０００語が取

あ べつ
り上げられています。テーマ別にまとめ

られていますから、ことばとことばのつ

いっしょ おぼ ひと べん
ながりを一緒に覚えたい人にとっても便

り
利です。

ば めん
▽さまざまな場面

かくこうもく
各項目は、�「なにしているの？」�

「ひろがることば」�「どんなかな？」�

こうせい
「くらべてみよう」から構成されていま

ぐ たいてき
す。具体的には「おきる」「かおをあら

せいかつ
う」「ふくをきる」というように、生活

むす ば めん かずおお
に結びついた場面が数多くあげられてい

かた かいせつ らん
ます。「おうちの方へ」という解説の欄

では、「たすける」と「たすかる」のよ

た どう し じ どう し
うな他動詞と自動詞、「きらきら」と「ぴ

るい ぎ ひょうげん つか わ など
かぴか」のような類義表現の使い分け等

せつめい
についてやさしいことばで説明されてい

に ほん ご おし きょう し
ますから、日本語を教えている教師に

やく た
とっても役に立ちます。

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

がっ こう おし ご
『学校では教えないカタカナ６０００語』

ほん に ほん にちじょうせいかつ なか
この本は、日本の日常生活の中でよく

つか ご と あ
使われているカタカナ６，０００語を取り上

じ てん
げた辞典です。

ぜんたい ご せいかつ ば めんべつ ぶん
全体は、カタカナ語を生活場面別に分

るい しょう がいこく ご りゃく ご
類した１０章と、外国語の略語をまとめた

ふ しょう こうせい
付章から構成されています。たとえば、

だい しょう み どう ぐ いえ なか
第１章は身のまわりの道具など、家の中

かん
にあるものに関することばで、「テーブ

はい
ル」や「ベッド」などが入っています。

しょう しょう ぶん や
１章から１０章までがどのような分野にわ

もく じ み かく
かれているかは目次を見てください。各

しょう ご じゅうおんじゅん なら
章は五十音順にことばが並べてあります。

い み はや み
ことばの意味を早く見つけたいときには、

かんまつ ご じゅうおんじゅん さくいん つか べん り
巻末の五十音順の索引を使うと便利です。

にちじょう
「ニュース」「ノート」のような日常

てき かい わ つか
的な会話でよく使うことばも、「ダイオ

こんにち しゃかいもんだい
キシン」などの今日の社会問題について

はな ひつよう せつ
話すときに必要なことばもあります。説

めい に ほん ご か
明はわかりやすい日本語で書かれていて、

かん じ り かい
漢字にはひらがながついています。理解

たす かつよう
を助けるためのイラストも活用されてい

てん ちゅうきゅう い じょう に ほん ご
ます。このような点で中級以上の日本語

がくしゅうしゃ やく た
学習者のためにたいへん役に立ちます。

せいかつ ば めんべつ
また、生活場面別にまとめられているの

に ほん ご ば めん
で、日本語ではどのような場面でカタカ

ご おお つか
ナ語が多く使われているかもわかります。

え わ つか わ
絵で分かることばの使い分け

ご み とし お さんせいどう とう
�五味敏雄	三省堂（〒１０１‐８３７１東

きょう と ち よ だ く み さきちょう
京都千代田区三崎町２‐２２‐１４／TEL．

０３‐３２３０‐９４１２ FAX．０３‐３２３０‐９５６９）

ねん がつみっ か

１９９８年３月３日�４‐３８５‐１５０３１‐１

えん
�４１６ページ３，９９０円

せつ めい べん り ご じ てん
説明がわかりやすくて便利なカタカナ語辞典

こうだんしゃ ご けんきゅう
�講談社（カタカナ語研究プロジェ

こうだんしゃ とうきょう と
クト）	講談社（〒１１２‐８００１東京都

ぶんきょう く おと わ
文京区音羽２‐１２‐２１／TEL．０３‐５３９５‐

ねん がつはつ か
３６２５）
１９９８年３月２０日�４‐０６‐

えん
２０８０５１‐６�３０３ページ１，４７０円
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ニュース
１９９８年度日本語能力試験

昨年１２月６日（日）、１９９８年度の日本語

能力試験が、国際交流基金、�日本国際

教育協会の共催で実施されました。

この試験は、日本国内外において、原

則として日本語を母語としない人を対象

に、習得した日本語の能力を客観的に測

定し、その能力を認定することを目的と

しています。１９８４年から実施されており、

今回で１５回目を迎えました。

今回は国外３３の国・地域の７５都市、日

本国内６地域で実施され、総計１５２，６６０

人（昨年度比約２４％増）の応募者があり

ました。

各級の応募者数については次のとおり

です。

なお、１９９９年度の日本語能力試験は１２

月５日（日）に実施される予定です。

試験実施の詳細については、７月頃に

下記までお問い合わせください。

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

FAX：０７２４‐９０‐２８０３

E‐Mail : jlptinfo@jpf.go.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

FAX：０３‐５４５４‐５２３５

『衛星通信会議』催される
－日本・タイ・マレーシアを結んで－

昨年１０月、東京小金井の郵政省通信総

合研究所の衛星通信施設を利用して、日

本、タイ、マレーシアの３カ所を結んだ

衛星通信会議が行われました。

この衛星通信会議は、郵政省のポスト

パートナーズ計画の一環として行われた

もので、参加者はモニターに映ったお互

いの顔を見ながら話し合いを進めました。

日本語国際センターが衛星通信を使っ

た実験を行うのは、１９９７年に続いてこれ

が２回目になります。今回は、１９９４年度

の長期研修修了生と浦和と各国の専任講

師も参加して、日本語授業の録画ビデオ

をもとに、教授法についての意見交換を

行いました。参加者は初めのうちは緊張

していた様子でしたが、すぐに同じ教室

で研修を受けていた頃に戻って、活発に

話し合いが行われました。

『日本語教育通信』アンケートへの
協力のお願い

『日本語教育通信』編集部では、今回

海外の読者を対象に、『日本語教育通信』

に関するアンケート用紙を同封いたしま

した。

アンケート用紙は郵便（アンケート表

下の住所欄を切り取って封筒にお貼りく

ださい）またはFAX（＋８１‐４８‐８３０‐１５８８）

で日本語国際センター情報交流課までお

送りいただくか、電子メール（jfnckt@

jpf.go.jp）で回答を送っていただいても

結構です。

よりよい紙面作りの参考にさせていた

だきたいと思いますので、ご協力をお願

いいたします。
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「ニュース」欄でお伝えしたとおり、

１９９８年度の日本語能力試験の応募者が昨

年度に比べ約３万人（約２４％）増え、１５

万人を超えました。

日本の不況、東南アジア地域の経済危

機などから、当初は応募者の減少も心配

されたのですが、結果は意外にも（？）

大幅増となりました。

どんな外国語を勉強するかは、その

時々の社会情勢などにより変動もあるよ

うですが、『日本語教育通信』では、日

本語を学ぶ人達が少しでも興味深く、そ

して長く勉強を続ける気持ちになる授業

・講義の役に立てるよう、努力したいと

思います。

今号より新連載「新聞・雑誌から見る

現代日本」を開始しました。できるだけ

新鮮な現代日本事情を紹介するのと同時

に、中・上級向けの効果的な教材の作り

方について提案していきます。これから

内容を工夫していきたいと思いますので、

ご意見をお寄せください。

（情報交流課 田中 伸一）

＊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。
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級別
１９９８年度
応募者数（人）

１９９７年度
応募者数（人）

伸び率
前年度比

国

外

１級 ２６，５２２ ２０，６２０ ２８．６％

２級 ３２，２２５ ２４，８８５ ２９．５

３級 ３３，９２５ ２５，６２１ ３２．４

４級 ２７，０７６ ２１，７３９ ２４．６

小計 １１９，７４８ ９２，８６５ ２８．９

国

内

１級 １９，４１３ １７，８３９ ８．８

２級 ６，４１８ ６，２０９ ３．４

３級 ４，４４３ ３，８３３ １５．９

４級 ２，６３８ ２，２１４ １９．２

小計 ３２，９１２ ３０，０９５ ９．４

合 計 １５２，６６０ １２２，９６０ ２４．２
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