
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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