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かん じ
漢字とかな

か とう ひでとし
加藤 秀俊

に ほん しんぶん ねん
日本の新聞は１８６０年ころからはじまっていますが、

しんぶん かん じ も じ
そのころの新聞をみると、漢字がすくなく、かな文字

り ゆう
でかかれていたことがわかります。その理由のひとつ

かん じ かつ じ
は、漢字の活字をつくるのがたいへんだったからです

に ほんじん かん じ
が、なによりも日本人のおおくがむずかしい漢字をよ

むことができなかったからです。だから、そのころの

しんぶん
新聞は、だれにでもわかりました。ところが、どうい

かん じ
うわけか漢字をたくさんつかうのがえらいひとだ、と

せい ふ やくにん がくしゃ
いうかんがえかたが政府の役人だの学者だののあいだ

しんぶん かん じ
にあったので、新聞もだんだん漢字をつかうように

しゅうかん
なってしまったのです。そういうふしぎな習慣がこれ

しんぶん かん じ
までつづいて、いまの新聞はむかしにくらべると漢字

かん じ
だらけになりました。これら、たくさんの漢字を、は

に ほんじん
たしていまの日本人はぜんぶよむことができるので

しょうか？しらべてみると、そうではない、というこ

しんぶん
とがわかっています。新聞をぜんぶただしくよむこと

のできるひとは１０％にもならないでしょう。

かん じ
よむことができないのだから、ましてや漢字をかく

に ほんじん
ことなど、ふつうの日本人にはできません。このごろ

かん じ へんかん
ではワープロなどがありますから、漢字変換キーをお

かん じ
すだけで漢字はちゃんとでてきます。しかし、「でて

くる」ということは、「かける」ということではあり

かん じ
ません。かくこともできない漢字をやたらにつかうの

はおかしいとわたしはおもっています。

かん じ えい ご
ただしい漢字をかく、ということは英語やフランス

ご じ
語などローマ字をつかっていることばで、ただしいス

ペリングでかく、ということとほぼおなじでしょう。

に
ただしいスペリングができないのではこまります。日

ほんじん かん じ
本人はたくさんむずかしい漢字をつかっている、と

かんしん
いって感心するひとがいますが、ほんとうはじぶんた

ちのことばのただしいスペリングがわかっていないの

かん じ
です。わたしも、漢字がなかなかわかりません。わか

じ しょ ふくざつ かん じ
らないから辞書でしらべます。複雑な漢字をかこうと

むし め がね
するときには虫眼鏡でしらべます。なぜ、こんなむず

かん じ
かしい漢字をつかわなければならないのか？とふしぎ

におもうこともよくあります。

いったい、どうしたらいいのでしょう？わたしは、

ぶんしょう かん じ かず
できるだけかなで文章をかき、漢字の数をできるだけ

へらしてゆくのがいい、とかんがえています。むかし

に ほんじん まんようしゅう げん じ もの
の日本人は、かな文字だけで「万葉集」だの「源氏物

がたり さくひん
語」だの、すばらしい作品をのこしているではありま

に ほん しゃかい ふくざつ
せんか。いまの日本はむかしにくらべると社会も複雑

も じ
になっていますから、すべてかな文字、というわけに

かん じ もんだい じ かん
はゆきませんが、漢字の問題で時間やエネルギーをあ

む だ
んまり無駄にしないほうがいいとおもいます。

こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい しょちょう
（国際交流基金日本語国際センター所長）
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●〒読者から●〒

はじめまして。私はジョニー・ビンサルといいます。イ

ンドネシアの北スマトラ州メダン市にある高校で日本語を

教えています。インドネシアでは日本語教育が盛んで、メダ

ン市内だけでも日本語を教えている高校が１４あります。こ

のうち４つの高校は観光専門高校で、日本語ガイドやホテ

ルの従業員になるための特別な日本語教育を行っています。

高校で教えている日本語教師は私を含めて全部で１２人で

すが、現在、山科先生という日本人の先生が国際交流基金

から派遣されています。山科先生はメダン市内にある１４の

高校を順番に訪問しに来ます。その他にも私たちと一緒に

勉強会を開いて日本語や日本語の教え方などを教えてくれ

ます。私たちインドネシア人の日本語教師たちは、山科先

生と一緒にみんなで勉強するのがとても役に立っています。

私が１９９５年に浦和の日本語国際センターで研修を受けて

から、毎回「日本語教育通信」が送られてきます。私はそ

れをとても楽しみにしています。いつもどうもありがとう

ございます。

「日本語教育通信」は内容が豊富で、自分の日本語の勉

強にも、また学生に日本語をおしえるときの参考資料とし

てもとても役に立っています。これからも「日本語教育通

信」を活用していきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いします。（インドネシア 北スマトラ州メダン市

ストモ第２高校 ジョニー・ビンサル）
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�お手紙は編集部で要約・編集して掲載しました。

加藤秀俊（かとう ひでとし）

社会学者。国内外多数の大学で教鞭をとり、現在は日本語国際

センター所長、中部高等学術研究所所長、ユネスコ国内委員会

副委員長。近著に「外国語になった日本語の事典」（岩波書店）。
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1 はじめに

こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい に ほん ご ぼ ご
国際交流基金日本語国際センターでは、日本語を母語

に ほん ご きょう し かいがい まね いちねん しゅるい
としない日本語教師を海外から招いて、一年に、７種類

けんしゅう おこな こんかい なか かいがい に ほん ご
１０研修を行っている。今回は、この中から「海外日本語

きょう し ちょう き けんしゅう い か ちょう き けんしゅう かいがい に ほん ご きょう し
教師長期研修（以下、長期研修）」と「海外日本語教師

たん き けんしゅう い か たん き けんしゅう しょうかい に ほん
短期研修（以下、短期研修）」について紹介する。日本

ご こくさい せつりつ へいせいがんねん ど ねん ど
語国際センターが設立された平成元年度から１０年度まで

ちょう き けんしゅう か こく にん たん き けんしゅう か こく
に、長期研修には４８ヶ国４４１人、短期研修には６８ヶ国１，４０５

にん けんしゅうせい さん か けんしゅう もくてき
人の研修生が参加した。研修の目的は、

に ほん ご うんようりょく こうじょう
１） 日本語運用力を向上させること

きょうじゅほう かん き そ てき ち しき み
２） 教授法に関する基礎的な知識を身につけ、

きょうじゅ ぎ じゅつ こうじょう
教授技術を向上させること

げんざい に ほんしゃかい せっしょく とお に ほん じ じょう
３） 現在の日本社会との接触を通して日本事情に

かん ぜんぱんてき ち しき み
関する全般的な知識を身につけること

てん けんしゅう に ほん ご おこな
の３点である。研修はすべて日本語だけで行われるので、

さん か しゃ ぜんいん に ほん ご のうりょく し けん きゅう い じょう に ほん ご うんようりょく
参加者は全員、日本語能力試験３級以上の日本語運用力

ひつよう ちょう き けんしゅう に ほん ご きょうじゅけいけん ねん み まん
が必要である。長期研修では、日本語教授経験５年未満、

ねんれい さい い か わか て きょう し たいしょう たん き けんしゅう
年齢３５歳以下の若手教師を対象にしており、短期研修で

に ほん ご きょうじゅけいけん ねん い じょう ねんれい さい きょう し たい
は、日本語教授経験２年以上、年齢５５歳までの教師を対

しょう
象にしている。

2 ちょう き けんしゅう
長期研修について

に ほん ご じゅぎょう
� 日本語の授業

に ほん ご うんようりょくべつ
まず、プレースメントテストで日本語運用力別にクラ

わ おこな しょきゅうこうはん ちゅうきゅうぜんはん
ス分けを行う。初級後半から中級前半レベルは２クラス

よん ぎ のうとうごうがた じゅぎょう おこな ちゅうじょうきゅう
あり、四技能統合型の授業を行っている。また中上級レ

どっかいぶんしょうひょうげん ぶんぽう ちょうかいこうとうひょうげん
ベルでは「読解文章表現」、「文法」、「聴解口頭表現」と

じゅぎょう か もく か もく おのおの
いう授業科目がある。これらの科目は各々３つのレベル

わ
に分かれている。

ちょう き けんしゅう に ほん ご じゅぎょう とくちょうてき じ りつがくしゅう
長期研修の日本語授業で特徴的なことに、「自律学習」

じ かん か だいけんきゅう じ りつがくしゅう けんしゅうせい
の時間と「課題研究」がある。「自律学習」では研修生

じ ぶん もくひょう ひつよう あ じ ぶん べんきょう ほう
が自分の目標と必要に合わせて自分で勉強することを方

しん けんしゅうせい たか かん じ ご い ちょうかい
針としている。研修生のニーズが高い漢字、語彙、聴解

に ほん ご こく さい

日本語国際センター
かい がい に ほん ご きょう し けん しゅう

「海外日本語教師研修」について
に ほん に ほん ご こくさい せんにんこう し
日本 日本語国際センター専任講師

く ぼ た よし こ やな しま ふみ え
久保田美子・�島史恵

教育実践レポート●１２ 海外のノンネイティブ日本語
教師のための訪日研修

じゅぎょうふうけい
授業風景

こんかい きょういくじっせん に ほん ご こくさい
今回の「教育実践レポート」は、日本語国際センター

かいせつ しゅうねん き かく に ほん ご こくさい かいがい に
開設１０周年企画として、日本語国際センターの「海外日

ほん ご きょう し けんしゅう しょうかい
本語教師研修」について紹介します。
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きょうざい よう い きょうざい と く
などは教材が用意されており、それらの教材に取り組ん

べんきょう か
でもよいし、ほかの勉強をしてもかまわない。また「課

だいけんきゅう けんしゅうせい じ ぶん せってい しら
題研究」では、研修生が自分でテーマを設定し、調べ、

かんが きょうざい こう し
考え、レポートにまとめたり、教材にしたりする。講師

ひつよう おう し どう おこな じ りつがくしゅう か だいけん
は必要に応じて指導を行うが、「自律学習」も「課題研

きゅう けんしゅうせい じ しん じ ぶん がくしゅう けいかく じっこう
究」も研修生自身が自分で学習を計画、実行することが

のぞ
望まれている。

きょうじゅほう じゅぎょう
� 教授法の授業

きょうじゅほう じゅぎょう きょうじゅほう かん き ほんてき ち しき ぎ じゅつ
教授法の授業では教授法に関する基本的な知識、技術、

かんが かた まな も ぎ じゅぎょう きょういくじっしゅう とお
考え方を学び、模擬授業や教育実習などを通してそれを

じっさい じ ぶん じゅぎょう かんさつ ないせい ほか けん
実際にためす。自分の授業をよく観察、内省し、他の研

しゅうせい い けん こうかん なか あたら かんが かた ほうほう
修生とも意見を交換する。その中で新しい考え方や方法

まな きょう し せいちょう め ざ
などを学び、教師として成長することを目指している。

に ほんぶん か たいけん
� 日本文化体験プログラム

じゅぎょう けんしゅう けんしゅうせい に ほん し
授業のほかに、研修では研修生に日本を知ってもらう

さまざま よう い たと か ぶ
ための様々なプログラムを用意してある。例えば、歌舞

き おお ず もう かんしょう さ どう い ばな じっさい たいけん
伎や大相撲を鑑賞したり茶道や生け花を実際に体験して

しょうがっこう ほうもん こうみんかん かつどう
みる。また、小学校を訪問したり、公民館の活動やホー

さん か ち いき ひとたち き かい
ムステイに参加したりして、地域の人達とふれあう機会

さくら き せつ かんさい けんしゅうりょこう おこな
もある。そして桜の季節には、関西への研修旅行を行う。

ぶん か たいけん けんしゅうせい に ほん ふか
文化体験プログラムは研修生にとって、日本をより深く、

ひろ り かい か
広く理解するために欠かせないものとなっている。

ちょう き けんしゅう せい か こん ご か だい
� 長期研修の成果と今後の課題

ちょう き かん に ほんたいざい けんしゅう けんしゅうせい かくじつ に
長期間の日本滞在と研修によって、研修生は確実に日

ほん ご りょく の とく に ほんじん せっ さまざま
本語力を伸ばしている。特に日本人と接したり、様々な

かつどう けいけん に ほん でんとうぶん か げん
活動を経験したりして、日本の伝統文化だけでなく、現

だい に ほんじん せいかつ かんが かた し
代の「ふつう」の日本人の生活や考え方を知ることもで

きょうじゅほう あたら ち しき ぎ じゅつ くわ
きる。教授法については、新しい知識や技術に加えて、

じゅぎょう ひょう か し てん も き こく ご
授業を評価する視点を持つようになる。これは帰国後も

じ こ けんしゅう きょう し せいちょう つづ ひ じょう
自己研修をしながら教師として成長し続けるために非常

たいせつ に ほん ご に ほん じ じょう きょう
に大切なことである。このように日本語、日本事情、教

じゅほう さんてん けんしゅうせい え きょう し
授法の三点について研修生が得たことは、教師としての

おお じ しん せ かいじゅう わか て きょう し
大きな自信につながる。また、世界中の若手教師がこの

うら わ あつ か げつ あいだとも せいかつ べんきょう なか
浦和に集まり、９カ月もの間共に生活し勉強する中で、

けんしゅうせいどう し ゆう じょう う にんげん せい
研修生同士のすばらしい友情が生まれ、人間としての成

ちょう ば じ こく がくしゅうしゃ
長の場ともなっている。このこともまた、自国の学習者

きょういく はんえい
の教育へと反映されていくだろう。

こん ご さまざま くに ち いき たいおう じゅうじつ
今後は様々な国・地域への対応をさらに充実させてい

けんしゅうせい き こく ご か だい
くことと、研修生の帰国後のネットワークづくりが課題

のこ
として残っている。

3 たん き けんしゅう
短期研修について

がいよう
� コースの概要

たん き けんしゅう き せつ けんしゅうせい つぎ わ
短期研修では、季節によって、研修生を次のように分

けている。

はる がつ がつ けんしゅう
１．春（５月、６月）の研修：

ちゅうとうきょういく き かん ねんしょうしゃ がっこう きょう し
中等教育機関や年少者のための学校の教師

なつ がつ がつ けんしゅう き かん きょう し
２．夏（７月、８月）の研修：すべての機関の教師

ふゆ がつ がつ けんしゅう
３．冬（１月、２月）の研修：

こうとうきょういく き かん せいじん がっこう きょう し
高等教育機関や成人のための学校の教師

けんしゅう おな おこな
この３つの研修は、ほとんど同じカリキュラムで行わ

けんしゅうせい らいにち
れている。研修生は、来日してすぐプレースメントテス

ひっ き し けん かい わ し けん う けっ か
ト（筆記試験と会話試験（OPI））を受け、その結果で

わ
２つのコースに分かれる。

に ほん ご のうりょく し けん きゅうてい ど に ほん ご りょく も
Aコース：日本語能力試験３級程度の日本語力を持っ

にちじょうかい わ けんしゅうせい
ていて、日常会話ができる研修生のコース。

に ほん ご じゅぎょう おお
日本語の授業が多い。

に ほん ご のうりょく し けん きゅう い じょう に ほん ご りょく も
Bコース：日本語能力試験２級以上の日本語力を持っ

にちじょうかい わ ふくざつ せつめい
ていて、日常会話だけでなく、複雑な説明

ぎ ろん けんしゅうせい
や議論などができる研修生のコース。

きょうじゅほう じゅぎょう おお
教授法の授業が多い。

きょういくじっしゅうほうこくかい
教育実習報告会

しょうがっこうほうもん
小学校訪問

4



に ほん ご に ほん ご きょうじゅほう じゅぎょう
� 日本語と日本語教授法の授業

たん き けんしゅう に ほん ご じゅぎょう そうごう に ほん ご ぶん
短期研修の日本語の授業には、「総合日本語」と「文

ぽう そうごう に ほん ご みじか けんしゅう き かん けん
法」がある。「総合日本語」は、短い研修期間でも、研

しゅうせい に ほん ご よん ぎ のう そうごうてき まな たっせいかん かん
修生が日本語の四技能を総合的に学んで達成感を感じる

さいよう
ことができるように、トピックシラバスを採用している。

た もの がっこう きょういく りょこう こうつう
このシラバスは、「食べ物」「学校・教育」「旅行・交通」

わ
など１１のトピックで、それぞれ７つのレベルに分かれて

かく じゅぎょう けっ か
いる。各クラスの授業は、プレースメントテストの結果

み なか き
を見て、このシラバスの中から決めている。できるだけ

しんせん わ だい そ ざい きょうざい に ほん
新鮮な話題や素材を教材にして、日本だからこそできる

じゅぎょうないよう こころ
授業内容を心がけている。

きょうじゅほう じゅぎょう きょうじゅたいしょうしゃべつ おこな
「教授法」の授業は、教授対象者別のクラスで行って

じ かん すく こう し せつめい
いる。Aコースは時間が少ないので、講師の説明やデモ

けんしゅうせい かんたん かつどうしょうかい おこな
ンストレーション、研修生の簡単な活動紹介を行ってい

に ほん ご りょく たか きょう
る。Bコースでは、日本語力も高いので、いろいろな教

しつかつどう はな あ じっさい こう し けんしゅう
室活動について話し合ったり、実際に講師やほかの研修

せい も ぎ じゅぎょう おこな い けん こうかん
生が模擬授業を行って、意見を交換したりしている。ま

も じ し どうほう おんせい し どうほう こう ぎ
た、Bコースには、文字指導法、音声指導法などの講義

じ かん こんねん ど たん き けんしゅう きょうじゅ
の時間もある。今年度から、この短期研修のための教授

ほう せい り はじ
法のシラバスを整理するプロジェクトが始まっている。

くに ち いき げん ご きょういくかん がくしゅうかん おお ちが
国や地域によって言語教育観や学習観にも大きな違いが

ちょう さ けんきゅう かさ た ようせい ひ ぼ
あるので、これから調査研究を重ね、この多様性や非母

ご わ しゃ きょう し とくしつ せっきょくてき
語話者（non-native）教師の特質をシラバスに積極的に

い
生かしていきたい。

に ほん じ じょう じゅぎょう に ほんぶん か たいけん
� 日本事情の授業と日本文化体験プログラム

に ほん じ じょう じゅぎょう に ほん ち り に ほん ねんちゅうぎょう
「日本事情」の授業は、「日本の地理」「日本の年中行

じ か ぶ き
事」「歌舞伎」などのテーマがある。

ちょう き けんしゅう おな に ほんぶん か たいけん
また、長期研修と同じように、日本文化体験プログラ

たん き けんしゅう そうごう に ほん
ムがある。短期研修では、このプログラムと「総合日本

ご に ほん じ じょう じゅぎょうないよう かんれん
語」や「日本事情」の授業内容とをできるだけ関連づけ

く ふう なか しゅう
るように工夫している。さらに、その中で、センター周

へん す に ほんじん こうりゅう き かい
辺に住んでいる日本人と交流する機会（ビジターセッ

つく
ション）も作っている。

みじか き かん に ほん くに ぶん か
こうして、短い期間ではあるが、日本という国を文化

げん ご しゃかいげんしょう はいけい かんが かた めん
や言語、社会現象や背景にある考え方などいろいろな面

た かくてき し かんが
から多角的に知ってもらいたいと考えている。

たん き けんしゅう か だい
� 短期研修の課題

たん き けんしゅう さん か けんしゅうせい こくせき た よう
短期研修に参加する研修生の国籍は多様で、しかも

ねんねん あたら くに けんしゅうせい ふ
年々、新しい国からの研修生が増えている。それぞれの

くに おこな に ほん ご きょういく じょうほう はや せいかく
国で行われている日本語教育の情報をなるべく早く正確

じゅぎょうないよう はんえい
につかんで、カリキュラムや授業内容に反映させていく

たん き けんしゅう いちばんたいせつ
ことが、短期研修にとって一番大切なことであろう。ま

けんしゅう じ たい みじか かくけんしゅうせい き こく ご じ ぶん
た、この研修自体は短いので、各研修生が帰国後も自分

めん の
で、いろいろな面で伸びていけるためのステップとなる

けんしゅうないよう く ふう かんが
ような研修内容を、これからも工夫していきたいと考え

ている。

かいがい に ほん ご きょう し けんしゅう しんせい かん と あ
＊「海外日本語教師研修」の申請に関する問い合わせは、

に ほん ご こくさい けんしゅう じ ぎょう か ねが
日本語国際センター研修事業課までお願いします。

教育実践レポート●１２海外のノンネイティブ日本語教師のための訪日研修

かく か もく べつ じ かん すう しゅう
各コースの科目別時間数（週あたり）

ビジターセッション

がいがい に ほん ご きょう し けんしゅう かん ろんぶん
海外日本語教師研修に関するレポートや論文：

い か し りょう に ほん ご こくさい き ようかく
以下の資料のほか、日本語国際センターの紀要各

ごう けんしゅう かか ろんぶん けいさい
号に、研修に関わる論文を掲載している。

とくしゅう せ かい む に ほん ご きょういく し えん
�特集「世界に向けての日本語教育支援」

に ほん ご がく めい じ しょいん
『日本語学』（明治書院）１９９５．７

やま だ まさはる しま づ たく かいがい に ほん ご きょういく
�山田正春・嶋津拓「海外における日本語教育の

きんねん どうこう に ほん ご こくさい がいがい に ほん ご
近年の動向と日本語国際センターの海外日本語

きょう し けんしゅう
教師研修」

せ かい に ほん ご きょういく に ほん ご きょういく じ じょうほうこくへん
『世界の日本語教育〈日本語教育事情報告編〉

だい ごう こくさいこう りゅう き きん に ほん ご こくさい
第２号』（国際交流基金日本語国際センター）

１９９５．１

はっ た なお み やなしまふみ え ひ ぼ ご わ しゃ に ほん ご きょう し
�八田直美・�島史恵「非母語話者日本語教師の

げんじょう けんしゅう か だい
現状とその研修の課題」

に ほん ご きょういくろんしゅう に ほん ご きょういくけんきゅう
『JALT日本語教育論集』（JALT日本語教育研究

ぶ かい
部会）１９９６．１１

に ほん ご
日本語

に ほん ご きょう じゅ ほう
日本語教授法

に ほん じ じょう
日本事情

Aコース
じ かん

１６時間
じ かん

３時間
じ かん

２時間

Bコース
じ かん

１２時間
じ かん

７時間
じ かん

２時間
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日本語を
研究する

認知言語学からみた日本語教育

１．はじめに

これまでの言葉の研究、たとえば伝統的な規範文法、

記述文法、構造言語学、生成文法などに代表される従来

の分析では、主に文法的な知識の記述と一般化に力点が

置かれ、その背後に存在する言語主体の認知能力や運用

能力との関連で文法的な知識の本質を探究していくとい

う視点が欠如している。現在、新しい言語研究の流れと

して注目されている認知言語学の研究では、この後者の

視点から言葉の本質を探究していくダイナミックなアプ

ローチがとられている。

文法を中心とするこれまでの言語学の研究では、言語

運用にかかわる要因や言語主体の認知能力にかかわる要

因よりも、まず言葉の形式・構造にかかわる要因に目を

向けていくというストラテジーがとられている。一般に、

この種の分析では、まず言葉の形式的な側面、とくに音

韻論から形態論・統語論に進み、その後、意味論、語用

論の領域に入っていくというアプローチがとられる。

言語事象の複雑さを考えた場合、このような研究の進

め方は理解できる。しかし、これは研究を進めていく上

でのストラテジーとして考えなければならない。このよ

うに研究の対象領域の区分と分析のステップがある期間

にわたって定着すると、実際の言語現象それ自体もモ

ジュール的に区別され、それぞれの部門にかかわる現象

が先験的に自律的な現象として存在するように誤解され

ることになる。しかし、実際の言語現象が、これらの部

門によって区分される自律的な現象として捉えられる保

証はない。また、言語現象の理解が、形式・構造の側面

をみたうえで、言語主体の認知能力や運用能力の側面を

みていかなければそのメカニズムが適切に捉えられない

という訳ではない。

２．認知言語学のアプローチ

実際の言語研究を進めていく際にとるべき視点は逆で

ある場合が多い。言語現象を具体的にみていくと、言語

主体の認知能力にかかわる要因や語用論的な要因を考慮

しなければ説明できない現象が、音韻・形態レベル、統

語レベルから意味レベルにわたって存在する。日常言語

には、むしろ認知的な視点から、この種の現象を見直し

ていかなければ実質的な意味での説明が不可能な現象が

広範に存在する。

認知言語学は、この問題を考慮した包括的なアプロー

チをとる。言葉は、主体が外部世界を認識し、この世界

との相互作用による経験的な基盤を動機づけとして発展

してきた記号系の一種である。言葉の背後には、言語主

体の外部世界にたいする認識のモード、外部世界のカテ

ゴリー化、概念化のプロセスが、何らかの形で反映され

ている。認知言語学は、このような人間の認知能力にか

かわる要因を言語現象の記述、説明の基盤とするアプ

ローチをとる。このアプローチをとるならば、言葉の背

後に存在する言語主体の認知的な制約との関連で、言語

現象を包括的に捉え直していく方向がみえてくる。この

ことは、決して言葉の形式・構造の側面を軽視すること

を意味するわけではない。むしろ、形式・構造にかかわ

る制約も、根源的に言語主体の認知能力や運用能力にか

かわる制約によって動機づけられているという観点に立

つとことを意味する。

以上の点から明らかなように、認知言語学のアプロー

チの特徴は、外部世界を認識する主体の経験的な基盤、

主体の認知能力との関連で言語現象をダイナミックに探

究していく点にある。認知的アプローチというと、「認

知的」という用語を特別視して、言葉のメンタルな側面

を強調する言語学のアプローチである、というように誤

解されるかも知れない。また、外部世界を認識する主体

の「経験的な基盤」を考慮したアプローチというと、人

間の生得的な能力の側面よりも経験的な側面を強調する

言語学のアプローチであると理解されるかも知れない。

生きた言葉は、その記号系を生みだし運用している言語

主体を無視して考えることはできない。言葉の背後には、

具体的な生活文脈のなかで生きている認知主体としての

人間が存在する以上、言語世界にはメンタルな側面、経

験的な側面のいずれも反映されている。また、人間の認

知能力には、生得的な側面と経験的な側面の双方が反映

されている。認知言語学のアプローチは、言語主体の先

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
テーマは認知言語学です。

■第１１回■

京都大学教授 山梨 正明
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行経験としての認知能力に注目すると同時に、外部世界

を認識していく主体の経験的基盤に注目する。言語習得、

言葉の歴史的な変化、言葉の創造的な拡張のプロセスを

みていくならば、言語現象の背後には、これらの側面が

統合的に反映されていることが明らかになってくる。

これまでの言語学の研究をみた場合、言葉の形式・意

味・運用に関する一般的で、包括的な記述・説明を可能

とする言語学のアプローチが存在するとは言えない。ま

た、そのような包括的なアプローチが安易に期待できる

わけでもない。どのアプローチも、言葉の形式や意味の

ある側面の定式化を試みてきてはいるものの、事実の予

測性、経験な事実の広がりに関する実質的な手ごたえは、

その定式化が与える印象からはほど遠い状況にあるとい

える。人間の認知能力と運用能力にかかわる要因を言語

現象の記述、説明の基盤とする認知言語学のアプローチ

は、学際的な研究の場の拡がりのなかで、これまでの言

語学の分析のスコープを超える、より包括的で実質的な

言語研究のパラダイムとして注目されている。

３．認知言語学と日本語教育

認知言語学の研究は、学際的な進展と拡がりをみせて

きているが、認知言語学と言語教育との関連にかかわる

研究は、実質的にはなされていない現状にある。しかし、

認知言語学のパースペクティヴからは、次のような研究

の方向を日本語教育にたいして示唆することができる。

まず、これまでの言語学は、（伝統的な国文法や生成文

法にその典型がみられるように）言語能力を中心にした

研究が主眼となっている。これにたいし、認知言語学は、

言語能力の発現を可能とする一般的な認知能力と運用能

力から言語能力を創発的に規定していく。この視点にた

つならば、言葉の教育に際し、（母国語の話者であれ、

外国語の話者であれ）言葉の背後の言語主体の認知のメ

カニズムと運用のメカニズムとの関連で、言葉の創発的

な側面にかかわる知識を導入ながら、言葉の形式から意

味、運用にかかわる知識を提示していくことが可能とな

る。（ここで問題とする〈言葉の創発的な側面にかかわ

る知識〉は、イメージ形成、視点の転換、意味・構文の

比喩的拡張、メトニミー的拡張等を可能とする言語主体

の創造的な知識を意味する。）

従来の言語学の研究では、分析の対象となるデータは、

主に文字通りの意味ないしは字義通りの意味にかかわる

言語事例に限定され、比喩的な表現やメトニミー的な表

現、アナロジーがかかわる表現等の言語データは、特殊

なデータとして、考察の対象からは除外される傾向に

あった。しかし、このような分析対象の区分には、本質

的な問題がある。一見したところ、文字通りの意味を内

包し自律的に存在するようにみえる言語表現も、根源的

には、言語主体の創造的な認知能力（とくに、比喩、メ

トニミー、アナロジーをはじめとする言語主体の創造的

な認知能力）を背景として発現してきた言語表現であり、

この言葉の創造的な発現過程の文脈を無視して、文字通

りの言語表現のデータを自律的に規定していくことは不

可能である。（例えば、「机の足」、「胸がいたむ」、「不況

が日本を襲う」などの語彙、慣用句、構文は一見したと

ころ文字通りの表現にみえるが、根源的には比喩やアナ

ロジーに基づいている。）この種の言葉の発現過程は、

子供の言語習得、大人の言語表現の拡張的な生成、外国

語話者の対象言語の創造的な理解と習得のプロセスに自

然な形で反映されている。認知言語学の観点からみた場

合、言語教育の現場においても、この言葉の創発的な視

点を何らかの形で体系的に組み込んだ教材と指導法の開

発を考えていく必要があろう。

認知言語学で重視されるもう一つの重要な視点は、プ

ロトタイプ理論に基づく言語現象へのアプローチにある。

この理論に基づく認知言語学の研究では、日常言語の表

現は、それぞれが同等の資格で分布するのではなく、典

型的な事例から非典型的な事例へとグレイディエンスを

成して段階的に分布することが明らかにされている。

（例えば、この種のグレイディエンスは、「太郎が計算

する」、（？）「コンピュータが計算する」、（＊）「電卓が

計算する」などの構文の相対的な判断に反映されてい

る。）この種の分布関係は、語彙レベル、句レベル、文

レベルのいずれの言語レベルにもみられる。この観点か

らみるならば、日常言語の言語事例は、プロトタイプと

しての中心的な事例から、段階的なグレイディエンスを

経て周辺的事例、非典型的な事例へと分布する動的ネッ

トワークとして把握することが可能となる。この事実は、

言語習得や外国語の習得の過程とも密接に関係している。

一般に、プロトタイプとしての典型的な事例は（周辺的、

非典型的な事例にくらべて）実際の伝達の場において使

用頻度が高く、理解と記憶の観点からみて情報処理が容

易であり、言語主体にとって比較的初期の段階から習得

が可能な事例である。言語教育や言語習得の研究に、こ

の典型－周辺のグレイディエンスからなる動的ネット

ワークを反映する学習システムを応用していくならば、

これまでの言葉の学習システムにくらべ、言葉を学んで

いく主体の直観を反映する、より自然で効果的な学習成

果が期待される言語教育システムの開発が可能となる。

これまでの文法を中心とする言語研究は、（生成文法

にその典型がみられるように）トップダウン的で抽象的

な規則依存型のアプローチが中心になっている。（この

トップダウンのアプローチは、抽象的な規則から事実の

分布を一般的に予測していく情報処理的なアプローチに

基づいている。このアプローチの文法判断は、規則か例

外かの排他的で絶対的な二分法の判断に基づいている。）

これにたいし、認知言語学のアプローチは、この種の規

則依存型のアプローチの本質的な限界を指摘する。前者

のアプローチの問題は、一見したところ標準的なデータ
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とみられる言語事実の領域にたいして仮定される規則

（あるいは、一見、コアとみなされる言語能力にたいし

仮定される規則）の適用範囲が非常に狭く、多くの反例

が存在するにもかかわらず、この一般規則から誤った予

測（実際の言語使用の事実に反する過剰な予測）をして

いく点にある。（例えば、このアプローチの受動規則、

与格移動規則によって生成されるかなりの構文は、実際

の日本語の構文としては容認されないという事態が生じ

る。）これにたいし、認知言語学のアプローチでは、言

葉を閉じた規則の体系として規定していくのではなく、

音韻、形態から構文にいたる言語単位をスキーマとして

規定し、この種の言語単位の実際の言語使用の文脈にお

ける定着度、慣用化の視点から相対的に規定していく。

（語彙の多義性、イディオム的な表現のグレイディエン

ス的分布、プロトタイプ的な表現と拡張表現の相対的な

分布によって特徴づけられている多様な言語事実を考慮

するならば、いわゆる「規則」は、この多様な事実のう

ちの標準的に安定していると考えられる言語事実の一部

を規定するための理論的な道具立て以上の意義は認めら

れない。）

以上の考察から明らかなように、認知言語学のアプ

ローチでは、トップダウン的に規則が存在し、この規則

との関係で可能な事例を派生的に規定していくのではな

く、むしろ認知主体の言語使用や言語習得の過程にかか

わるボットム・アップ的アプローチを重視する。すなわ

ち、このアプローチでは、言語現象の規定に際し、まず

具体的な事例の定着度、慣用度との関連でスキーマを抽

出していくプロセスに注目し、この抽出されたスキーマ

との関連で他の具体事例の一般化を行い、このスキーマ

に適合しない事例が出現した場合には、このスキーマが

動的な拡張のプロセスとの関連で新しい事例を規定して

いくという、言語使用を重視したアプローチをとる。

生成文法にみられるような従来の言語学のアプローチ

の問題は、言語教育の場にも無関係ではない。確かに、

言語教育の実際の場においては、事例中心、用法中心の

教授法が採用されているとしても、やはりその根底にお

いて、文法重視（言語能力重視）あるいは規則重視のア

プローチを反映する教授法がとられてきた点は否定でき

ない。この種のアプローチの限界は、記述・説明の対象

としての言語能力（ないしは文法能力）を自律的な知識

として、言語表現を柔軟に理解し表現していく運用能力

や、言葉の創造的な拡張にかかわる認知能力から不当に

切り離してきた点にある。認知言語学のアプローチにみ

られるように、言語主体のもつ認知能力と運用能力を直

接的に反映する言語事例の定着度、慣用度との関連でス

キーマを抽出し、この抽出されたスキーマとの関連で他

の具体事例の相対的な一般化を図っていくアプローチが

言語教育の場に採用されていくならば、これまでの用例

重視、規則重視の教授法を越える、より科学的で体系的

な言語教育のアプローチが可能となる。

４．認知言語学の基本文献

認知言語学の基本的な考え方と研究動向を知るために

は、とくに次の文献が参考になる。認知言語学の研究は、

言語学プロパーの研究にとどまらず、人間の知のメカニ

ズムの探究にかかわる心理学、文化人類学、生態学、計

算機科学、脳科学をはじめとする関連分野にも、重要な

知見を与えている。これらの隣接分野と認知言語学との

関係に関しては、とくに文献 ［５］、［６］、［８］、［１０］

を参照されたい。

（認知言語学の入門的文献）

［１］ Dirven, René and Marjolijn Verspoor 1998.

Cognitive Exploration of Language and Linguis-

tics. Amsterdam : John Benjamins.

［２］ Taylor, John R. 1989. Linguistic Categorization.

Oxford : Clarendon Press.

（辻 幸夫（訳）『認知言語学のための１４章』

紀伊国屋書店、１９９６）

［３］ Ungerer, Friedrich and Hans-Jorg Schmid 1996.

An Introduction to Cognitive Linguistics.

London : Longman.

（池上嘉彦 他（訳）『認知言語学入門』大修館書店、１９９８）

［４］ 月刊『言語』（１９９８）「特集：入門 認知言語学」

（１１月号）

［５］ 山梨正明１９９５「認知文法論のパースペクティヴ」、

『日本語学』Vol. 14、No. 9、pp. 73－91

［６］ 山梨正明１９９８「認知言語学―新しい言語科学の展望」、

玉村文郎（編）『新しい日本語研究を学ぶ人のために』

世界思想社、pp. 251－276

（認知言語学の専門的文献）

［７］ Lakoff, George 1987. Women, Fire, and Danger-

ous Things. Chicago : The University of Chicago

Press.

（池上嘉彦 他（訳）『認知意味論』紀伊国屋書店、

１９９３）

［８］ Lakoff, George and Mark Johnson 1980.

Metaphors We Live By. Chicago : The University

of Chicago Press.

（渡辺昇一 他（訳）『レトリックと人生』大修館書店、

１９８６）

［９］ Langacker, Ronald W. 1987/1991. Foundations of

Cognitive Grammar. Vols. I/2, Stanford : Stanford

University Press.

［１０］ Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image, and

Symbol. Berlin/NewYork : Walter de Gruyter.

［１１］ 山梨正明１９９５『認知文法論』ひつじ書房

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

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

写 真 で 見 る

に ほん じん す いえ

「日本人が住む家」
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 しょうかい
ルバンク」を使って、初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介

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
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し

つか こんかい い しょくじゅう どう ぐ つか に ほんじん す いえ と
いものを使っています。今回は「衣食住と道具シリーズ」を使って、日本人が住む家について取り

あ
上げます。

ベランダ

にわ
庭

もん
門

や ね
屋根

ひょうさつ
表札

日 本 人 の 生 活

ちゅうしゃじょう
駐車場

げんかん
玄関

いっ こ だて じゅう たく
一戸建住宅

にわ いっ こ だて も と かい す
「庭つきの一戸建」を持つことは、都会に住む

ひと ゆめ
人にとって夢です。

と かい す ひと
都会では、アパートやマンションに住む人が

おお
多いのです。

げん かん
玄 関

に ほん げんかん ぬ いえ あ
日本では、玄関でくつを脱いで、家に上がり

ます。

くつ

げた

ばこ
げた箱

はい
（くつが入っている）

げんざい す じゅう たく ねん
現在住んでいる住宅（１９９３年）

そう む ちょう へい せい ねん じゅう たく とう けい ちょう さ ほう こく
総務庁「平成５年住宅統計調査報告」

▲

しゅうごうじゅう たく もちいえ
集合住宅（持家）

６．７％

しゅうごうじゅうたく
集合住宅

しゃく や
（借家）３４．６％

▲

いっ こ だて じゅうたく しゃく や
一戸建住宅（借家）５．８％

た
その他０．３％

▼

いっ こ だてじゅうたく
一戸建住宅

もちいえ
（持家）５２．６％
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に ほん ま わ しつ
日本間（和室）

ひる ま うえ
昼間はたたみの上にざぶとんをしいて、その

うえ すわ
上に座ります。

ね とき つくえ
寝る時は、机やざぶとんをかたづけて、ふ

とんをしきます。

LDK（リビング・ダイニング・キッチン）

あたら いえ い ま
新しい家やマンションは、居間（リビング・

しょくどう だい
ルーム）と食堂（ダイニング・ルーム）と台

どころ ひと おお
所（キッチン）が一つになっていることが多

いです。

たんとうしゃ いく た まもる こんかい なかむらまさ こ 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：生田 守（今回から）、中村雅子（日本語国際センター専任講師）

こうこく
※３LDKのマンション広告

ほか へ や
３LDKとは、LDKの他に部屋が３つ（この

こうこく ようしつ わ しつ
広告では洋室が２つと和室が１つ）あると

いうことです。

お い
押し入れ

ひる ま お い
ふとんは、昼間は押し入れにしまっておきま

す。

お い ほか ふく
押し入れには、他にもざぶとんや服など、い

ろいろなものをしまいます。
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きょう ざい つか かた
テープ教材の使い方（その１）

きょうざい り よう
◆テープ教材の利用

かいがい に ほんじん はな き き かい すく
海外では日本人が話すのを聞く機会も少なく、テレビ

なま に ほん ご おと ふ き かい
やラジオなどでもなかなか生の日本語の音に触れる機会

すく に ほんじん まわ
は少ないでしょう。日本人が周りにいなくても、また、

はつおん じ しん きょうざい つか
発音に自信がなくても、テープ教材をじょうずに使って

がくしゅうしゃ き ちから たか
学習者の聞く力を高めることはできます。

こんかい きょうざい とくちょう つか かた し こう
今回は、テープ教材の特徴やその使い方を知って、効

か てき じゅぎょう
果的な授業をしてみましょう。

きょうざい しゅ るい
◆教材の種類

きょうざい しゅるい
テープ教材にもいろいろな種類があります。そして、

きょうざい しゅるい もくてき つか かた ちが
教材の種類によってその目的や使い方も違います。

おと き わ はつおんれんしゅう
� 音を聞き分けたり発音練習をするためのテープ

に ほん ご がくしゅう はじ しょきゅうだんかい
これらのテープは、日本語の学習を始めた初級段階の

がくしゅうしゃ おと き わ たん
学習者のために音やアクセントなどを聞き分けたり、単

ご き と はつおん れんしゅうよう
語を聞き取ったり、テープの発音のまねをする練習用の

れんしゅう に おと くら
テープです。練習のためによく似た音が比べられるよう

なら きょうざい
にペアに並べた（ミニマルペア）教材もあります。

ぐ たいてき きょうざい に ほん ご はつおん こくさいこうりゅう き きん
具体的な教材としては『日本語発音』（国際交流基金

に ほん ご こくさい
日本語国際センター）などがあります。

ないよう き
� 内容を聞きとるためのテープ

かい わ き ない
これらのテープは会話やニュースなどを聞いてその内

よう り かい もくてき
容を理解することを目的としています。

はなし き もくてき も き
ふつうだれかの話を聞くときは、目的を持って聞いて

みせ しなもの ね だん き ね だん し
います。お店で品物の値段を聞くときには、値段を知る

もくてき ね だん ちゅう い き
ことが目的なので、値段に注意して聞くはずです。また、

き じ ぶん ひつよう あ
ニュースを聞くときも自分の必要に合わせて「いつ」「ど

ちゅう い き
こで」「だれが」「どうした」などについて注意して聞き

ます。

ぐ たいてき きょうざい たの き
具体的な教材としては『楽しく聞こう』『ニュースで

まな に ほん ご
学ぶ日本語』などがあります。

みなさんのクラスでは�、	のどのタイプのテープを

つか こんかい ないよう き と
使いますか。今回はとくに	の「内容を聞き取るための

つか かた み
テープ」の使い方について見てみましょう。

◆タスクについて

ないよう き と
内容を聞き取るためのテープにはふつう、タスク（テー

ないよう かん もんだい ちょうかいれんしゅう
プの内容に関する問題）がついています。聴解練習のタ

せいかつ なか き おな がく
スクは、ふつうの生活の中で聞くときと同じように、学

せい き もくてき あた きょう し き ないよう
生に聞く目的を与えています。教師は、聞かせたい内容

か おな
によって、タスクを変えることもできます。同じテープ

つか たんじゅん じょうほう き と かんたん
を使って、単純な情報を聞き取らせる簡単なタスクもで

ふくざつ ないよう き と かんが
きるし、複雑な内容を聞き取らせたり考えさせたりする

むずか きょうざい
難しいタスクもできます。教材にあるタスクだけでなく、

じ ぶん かんが
みなさんが自分で考えたタスクをつけることもできます。

しょきゅう ちょうかい かんが
まず、初級の聴解タスクを考えてみましょう。

つぎ ないよう じょうほう き
次のような内容のテープだったら、どんな情報を聞き

しつもん かんが
とらせたらいいでしょうか。質問を考えてみましょう。

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

じゅ ぎょう

授業のヒント

Ａ：いらっしゃいませ。

ひと ひと
Ｂ：ハンバーガーを一つと、フライドポテトを一つ

ふた
と、コーヒーを二つください。

ひと
Ａ：はい、ハンバーガーを一つと、フライドポテト

ひと ふた
を一つと、コーヒーを二つですね。

Ｂ：はい。

えん
Ａ：おまちください。ぜんぶで、６１０円です。

Ｂ：はい。

Ａ：はい、ありがとうございました。

きょう か しょ つく へん
『教科書を作ろう れんしゅう編』

こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい
国際交流基金日本語国際センター

みせ
「３－４ ハンバーガーの店」

こんかい き れんしゅうほうほう しょうかい
今回は、聞くことの練習方法を紹介します。

とく おんせい つか かつどう しょうかい
特に音声テープを使った活動について紹介し

ます。

もくてき おし
目的・教えること

き ちから たか
・聞く力を高める

い み ないよう き と かた
・意味や内容の聞き取り方

がくしゅうしゃ
学習者のタイプ

しょきゅう ちゅうきゅう
初級から中級

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

おんせい きょうざい
音声テープの教材

テープレコーダー、タスクシート

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

テーマ
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しつもん はな ひと なんにん
どんな質問ができますか。「話している人は何人です

はな かい わ
か。」「どこで話していますか。」「だれとだれの会話です

なに ちゅうもん ぜん ぶ
か。」「何を注文しましたか。」「全部でいくらですか。」

じょうほう き と
など、いろいろな情報を聞き取らせることができるで

がくせい かんが もんだい
しょう。学生にちょっと考えさせる問題として、「この

きゃく なんにんぶんちゅうもん
お客さんは、何人分注文しましたか。」などというタス

クもいいかもしれません。

き かつどう ひと り ひと り がくせい
聞くという活動は一人一人がするものですから、学生

じ ぶん こた か こた
が自分で答えを書けるようにタスクシート（タスクの答

か よう し つく
えを書く用紙）を作りましょう。

れい
・タスクシートの例

れい に ほん ご か しょきゅう がくせい
この例はタスクを日本語で書きましたが、初級の学生

よ き ちから
は読むのがたいへんかもしれません。聞く力をのばすこ

もくてき くに か
とが目的なので、タスクはみなさんの国のことばで書い

がくしゅう すす がくせい に ほん ご よ
てもいいでしょう。学習が進んで学生が日本語を読める

かんたん に ほん ご か
ようになったら簡単な日本語で書いてください。

ちょうかい じゅぎょう すす かた
◆聴解の授業の進め方

き れんしゅう こう か てき すす き
聞く練習を効果的に進めるためには、ただテープを聞

き まえ き あと し どう
かせるのではなくて、聞かせる前や、聞かせた後の指導

たいせつ
も大切です。

き まえ
聞かせる前にすること

ば めん り かい
�場面の理解

き かい わ ば めん はな
これから聞く会話がどのような場面で話されているの

せつめい うえ ば めん じ ぶん くに
かを説明します。上の場面であれば、自分の国にあるハ

や い とうじょうじんぶつ かい わ
ンバーガー屋のことを言わせたりして登場人物や会話の

ないよう すいそく じ ぶん くに
内容について推測させます。これは、自分の国のことば

ですればいいでしょう。

かくにん
�ことばの確認

ば めん かんけい に ほん ご しょうかい たと
場面と関係のある日本語のことばを紹介します。例え

か もの ば めん ひつよう ひょうげん
ば買い物の場面であれば、そこで必要な表現、ねだんの

い かた き かい わ り かい ひつよう
言い方など、これから聞く会話の理解に必要なことばを

かくにん
確認しておきます。

り かい
�タスクの理解

がくせい き もくてき あた さいしょ しめ
学生に聞く目的を与えるために、タスクを最初に示し

かくにん
ておきます。タスクがよくわかったかどうか確認してか

き
らテープを聞かせましょう。

き
聞かせる

ひつよう ないよう き もくてき
ここでは、必要な内容を聞きとることが目的です。タ

こた い ぜん ぶ
スクに答えられれば、テープで言っていることが全部わ

なん ど き ひつよう
かるまで何度も聞かせる必要はありません。

き
聞かせたあとにすること

こた かくにん
・タスクの答えを確認します。

かい わ ほか かつどう はってん うえ
・会話などの他の活動に発展させることもできます。上

れい ちゅうもん れんしゅう
のテープの例なら、「注文のしかた」の練習や「～をく

ぶんけいれんしゅう
ださい」などの文型練習につなげることができます。

かい わ き ひと れい
これは、会話のテープを聞かせるときの一つの例です。

じ かい き と い れんしゅう しょうかい
次回は「聞く」ことを取り入れたいろいろな練習を紹介

します。
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たんとうしゃ ふるかわよし こ こんかい きたむらたけ し 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：古川嘉子（今回から）、北村武士（日本語国際センター専任講師）

どくしゃ みな せいこうれい しっぱいだん よ
読者の皆さんのアイディア、成功例、失敗談などをお寄せください。

き
ハンバーガーショップです。テープを聞いてこたえ

てください。

さんこうぶんけん
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に ほん ご さく ぶん しょ きゅう ちゅうきゅう
『〈日本語〉作文とスピーチのレッスン ～初級から中級へ～』

はっぴょう か
▽クラスで発表するために書く

きょうざい しょきゅう ちゅうきゅう がくしゅう
この教材は、初級・中級レベルの学習

しゃ さくぶん こうとうはっぴょう ちから の
者の作文と口頭発表の力を伸ばすための

ふくきょうざい さくぶん はっぴょう
副教材です。どの作文もクラスでの発表

もくてき じゅん び か
を目的にしていて、その準備のために書

てん いま さくぶん きょうざい
くという点が、今までの作文の教材と

ちが がくしゅうしゃ ひと り
違っています。学習者はクラスの人に理

かい か はな
解してもらえるように書いたり話したり

れんしゅう
する練習をします。

こうせい
構成は、３つのPartからなり、Part１

がいこく ご さくぶん
には外国語での作文とスピーチについて

ちょしゃ かんが かた か しょきゅう
の著者の考え方が書いてあります。初級

だんかい ないよう ひと り はな
の段階からまとまった内容を一人で話す

れんしゅう たいせつ の
練習をすることの大切さなどが述べられ

きょうざい ちゅうしん
ています。Part２はこの教材の中心で、

さくぶん きょうざい しゅるい
作文とスピーチのための教材が１１種類あ

りょう り つく かた か
ります。たとえば、料理の作り方を書い

はっぴょう え ほん え
て、発表する／絵本の絵をもとにしてお

はなし か ひと え み
話を書き、クラスの人に絵を見せながら

よ かんたん かい わ ぶん か にん
それを読む／簡単な会話文を書いて、人

ぎょうげき はっぴょう ないよう はっぴょう
形劇にして発表するなど、内容も発表の

けいたい
形態もさまざまです。スピーチのモデル

ぶん ろくおん
文を録音したカセットテープもあります。

ひと り れんしゅう
Part３には、一人でスピーチの練習をす

ば あい ほうほう か
る場合の方法が書いてあります。

きょうざい さいだい とく ちょう しょ きゅう ちゅうきゅう
この教材の最大の特徴は、初級・中級

がくしゅうしゃ たの れんしゅう
の学習者が楽しみながらスピーチの練習

わ だい えら
ができるような話題やタスクが選ばれて

がくしゅうしゃ れんしゅう つう
いることです。学習者は、この練習を通

じ ぶん かんが ひょうげん たの
じて自分で考えたことを表現する楽しさ

かん
を感じることができるでしょう。

がくしゅうしゃ きょう し
▽学習者や教師のために

じょうきょう
クラスの状況によっては、スピーチの

れんしゅう しょきゅう と い むずか
練習を初級から取り入れるのが難しいよ

ば あい
うな場合もあるかもしれません。けれど

ぶん よ ひつよう ご
も、Part２のモデル文を読み、必要な語

い ひょうげん がくしゅう きょう し
彙や表現を学習し、教師のアドバイスを

う がくしゅうしゃ
受けることができるなら、学習者はきっ

じ ぶん き も
と自分にもスピーチができるという気持

れんしゅう
ちになるはずです。それぞれの練習の

じゅん び はっぴょう
「instructions」には、準備から発表まで

て じゅん えい ご に ほん ご か
の手順が英語と日本語でくわしく書かれ

はっぴょう し かくてき たす
ています。発表のときに視覚的な助けに

え しなもの こう か てき つか かた せつ
なる絵や品物の効果的な使い方などの説

めい ぶ ぶん がくしゅうしゃ きょう
明もあります。この部分は学習者にも教

し さんこう せんせい
師にも参考になります。さらに、「先生

ちょしゃ けいけん きょう し
に」には著者の経験にもとづいた教師の

ちゅう い てん の
ための注意点がていねいに述べられてい

ほんきょうざい
ます。このように本教材は、クラスでス

がくしゅうしゃ きょう し
ピーチをするときに、学習者にも教師に

やく た じょうほう
も役に立つ情報がたくさんあります。

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

しょきゅう さく ぶん れんしゅう ふく きょうざい
初級からいろいろな作文とスピーチが練習できる副教材

う ざわ こずえ とう
�鵜沢梢�アルク（〒１６８‐８６１１東

きょう と すぎなみ く えいふく
京都杉並区永福２‐５４‐１２／TEL．０３‐

３３２７‐１１０１ FAX．０３‐３３２３‐１００１）�

ねん がつ か
１９９８年１２月２０日�４‐８７２３４‐９２８‐８�

ばん えん べつうり
B５判・１７６ページ�１，８９０円�別売

ぷん かん
カセットテープ（６０分×１巻）２，１００

えん
円（４‐８７２３４‐９２９‐６）

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．３９
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に ほん ご おし かた
『日本語の教え方スーパーキット』

こうりつてき じゅぎょうじゅん び
▽効率的な授業準備のために

がいこく ご おし ば あい こと ば せつめい
外国語を教える場合、言葉による説明

え どう さ め み
よりも、絵や動作など、目に見えるもの

つか せつめい ほう
を使って説明した方がわかりやすいこと

とく
がたくさんあります。このことは、特に

にゅうもん き しょきゅう だんかい あ
入門期や初級の段階で当てはまることが

おお きょうざい しょきゅう
多いようです。この教材は、初級のクラ

つか きょう ざい
スでよく使われているさまざまな教材を

ひと
一つにまとめたものです。これがあれば、

じゅぎょうじゅん び て ま はぶ ぶん
授業準備のための手間が省け、その分、

おお じ かん きょうしつかつどう
より多くの時間をいろいろな教室活動を

かんが つか
考えるために使えるでしょう。

く ふう ひろ つか かた
▽工夫しだいで広がる使い方

も はこ べん り と て はこ
持ち運びに便利な取っ手がついた箱の

なか すう じ え
中には、「かなカード・数字カード」「絵

え ひょう
カード・絵シート」「ひらがな表・カタカ

ひょう に ほん ち ず せ かい ち ず と けいばん
ナ表」「日本地図・世界地図」「時計板」

「シチュエーションかるた」「ひらがな・

かん じ れんしゅうよう
カタカナ・漢字練習用シート」「カレン

かい わ れん しゅう よう
ダー」「ペープサート（会話練習用ス

ぜん ぶ しゅるい きょうざい はい
ティック）」の全部で９種類の教材が入っ

ています。

よう と おお よっ
これらは用途によって、大きく四つに

わ ひと め きょうしつ は
分けられます。一つ目は、教室に貼って

ち ず ひょう
おいたりする地図や表やカレンダーなど、

ふた め ぶんけい ご い ひょうげん れんしゅう
二つ目は、文型や語彙・表現の練習など

きょうしつかつどう つか
の教室活動でよく使うカードやシート、

みっ め たの まな
三つ目は、楽しみながら学ぶためのゲー

きょうざい よっ め か れんしゅう
ム教材、そして四つ目は、書く練習のた

きょうざい
めの教材です。

よう と
もちろん、それらの用途はきまったも

く ふう
のではなく、それぞれ、工夫しだいでい

つか かた か のう たと せ
ろいろな使い方が可能です。例えば、世

かい ち ず くに な まえ おし とき つか
界地図は、国の名前を教える時に使うの

くに がくしゅう
はもちろんですが、いろいろな国の学習

しゃ ば あい つか じ こ
者がいる場合には、Q&Aを使った自己

しょうかい つか
紹 介に使ったり、「～と～はどちらが～

ぶんけい れんしゅう つか
ですか」の文型の練習に使えます。また、

ち ず せ かい おも と し じ こく
この地図には、世界の主な都市の時刻が

か と けいばん つか じ
書いてありますから、時計板を使って時

こく ひょうげん おぼ じ かん じ さ
刻の表現を覚えたあとで、時間や時差を

かんたん かい わ れんしゅう はってん
たずねる簡単な会話練習へと発展させる

か のう
ことも可能です。

え で
絵カードは、これまでにもいくつか出

ていますが、このキットのものはこれま

くら ちい
でのものと比べて、ちょっと小さめに

み てん おお
なっています。見やすさの点では、大き

いっ ぽ あつか
いものに一歩ゆずりますが、扱いやすさ

うえ ないようてき
では上かもしれません。さらに、内容的

じゅうぶんけんとう あと
にも、これまでのものを十分検討した跡

たと じっさい にちじょう
がうかがえます。例えば、実際には日常

つか え
よく使われるのに、これまでの絵カード

と あ けいよう し ひと
では採り上げられなかった形容詞の一つ

として、「じみな」があります。これが

え こんかい はじ
絵カードに入ったのは今回が初めてで

なら いち
しょう。しかも、「はでな」と並んで一

まい え なか えが
枚の絵の中で描かれているところにも、

けいけん ふ く ふう かん
経験を踏まえた工夫を感じます。

しょきゅうぶんけい きょうざい
初級文型のためのゲーム教材「シチュ

ふ つう
エーションかるた」は、普通のかるたと

がくしゅうしゃ と
ちがって、学習者が取るカードには絵し

か よ
か書いてありません。つまり、読むカー

か に ほん ご い み せいかく
ドに書かれている日本語の意味が正確に

き と がくしゅうしゃ と
聞き取れないと、学習者はカードが取れ

がくしゅう
ないようになっています。さらに、学習

しゃ よ やく
者にもカードを読む役ができるように、

よ
読むカードのうらには、アルファベット

ぶん か
で文が書いてあります。

と うら
また、取るカードの裏にはひらがなが

か も じ どうにゅう あと おぼ
書いてあるので、文字の導入の後で、覚

かくにん つか
えたかどうかの確認のためにも使えます。

かいせつしょ
▽ていねいな解説書つき

い じょう きょう ざい じゅうぶん い
以上のように、この教材を十分生かす

きょう し ひと り ひと り く ふう
ためには、教師一人一人の工夫やアイ

ひつよう
ディアがぜひ必要なのですが、このキッ

て だす かいせつしょ
トには、その手助けとなる解説書がつい

こころ かいせつしょ
ています。この心のこもった解説書は、

けいけん あさ きょう し
とりわけまだ経験の浅い教師にとって、

きょうざい つか うえ なに つよ
この教材を使いこなす上で、何よりの強

み かた
い味方となってくれるでしょう。これだ

いっさつ ほん あたい ないよう ふく
けで、一冊の本に値する内容を含んでい

ます。

きょうしつ かつ どう たの どう ぐ ばこ
教室活動を楽しくするための道具箱

みずたにのぶ こ かんしゅう しっぴつ せいさくきょうりょく
�水谷信子監修、執筆・制作協力：

たなはしあけ み き やま み か く ぼ た よし こ
棚橋明美、木山三佳、久保田美子、

まつもとたかし えんどうあい こ
松本隆、遠藤藍子�アルク（〒１６８‐

とうきょう と すぎなみ く えいふく
８６１１ 東京都杉並区永福２‐５４‐１２／

TEL．０３‐３３２７‐１１０１ FAX．０３‐３３２３‐

ねん がつ か え
１００１）�１９９９年３月１０日�絵カード

しろ くろ どう し まい けいよう し まい めい
（白黒）動詞１２２枚、形容詞３５枚、名

し まい まい はく し まい けい
詞２９枚、フレーズ２５枚、白紙５枚＝計

まい さくいん つき
２１６枚 索引８ページ付、シチュエー

え ふだ まい
ションかるた（絵札６２枚・カラー、

よ ふだ まい しろくろ
読み札６２枚・白黒）、かなカード・

すう じ しろくろ まい ひょうめん
数字カード（白黒）１０９枚 表面：ひ

うらめん すう じ き
らがな、カタカナ、裏面：数字、記

ごう しゅるい え まい か
号（９種類）、A４絵パネル２３枚、書

と れんしゅうちょう ばん も けい と けい
き取り練習帳（A４版）、模型時計

かみせい しゅるい ち ず
（紙製）、ペープサート７種類、地図、

ご じゅうおんひょうなど まい えん
五十音表等６枚�９，９７５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
■p.１６～１９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。

き やま と も こ ないとうみつる こう い けん ふじなが いそむらかずひろ むか い その こ しっぴつじゅん
木山登茂子、内藤満、高偉建、藤長かおる、磯村一弘、向井園子（執筆順）

●データ●

P．４－５

ペープサート

シチュエーションかるた
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ご
『ニュースからおぼえるカタカナ語３５０』

ほん ご
この本は、カタカナ語をおぼえるため

きょうざい じ かん べんきょう しょ
の教材です。２００時間ぐらい勉強した初

きゅう がくしゅうしゃ ちゅうきゅう がくしゅうしゃ たいしょう
級の学習者から中級の学習者までを対象

にしています。

ぜんたい か か がく
全体は４６の課からなっています。科学

ぎ じゅつ かんきょう げいじゅつ しゃかい ふく し ご らく
技術、環境、芸術、社会、福祉、娯楽、

けんこう はばひろ
健康、スポーツ、ビジネスと幅広いジャ

えら しょきゅう がくしゅうしゃ
ンルからニュースを選び、初級の学習者

べんきょう か なお
も勉強できるように書き直したものです。

か
ひとつの課は、次のような４つのタス

ご
クからなっています。まず「カタカナ語

はじ
チェック」から始めます。ここではニュー

き まえ あたら で ご
スを聞く前に新しく出てきたカタカナ語

べんきょう つぎ ないよう
を勉強します。次に、「ニュースの内容

のチェック」があります。ここでは「い

つ」「どこで」「だれが」「なにを」「どう

だい じ
した」というニュースのいちばん大事な

ちゅう い ただ ないよう き と
ところに注意し、正しく内容を聞き取る

れんしゅう ご
練習をします。そのあとの「カタカナ語

ひょう き がくしゅう しゃ ま ちが
表記」では、学習者が間違えやすいカタカ

ご き ただ ひょう き えら か
ナ語を聞いて、正しい表記を選んだり、書

れんしゅう さい ご
いたりする練習をします。最後に「ニュー

かん とうろん
スに関する討論のテーマ」があります。

ないよう はな あ はってん
ニュースの内容から話し合いに発展させ

たす つか
るときの助けとして使うことができます。

かん じ ぜん ぶ ほん さい ご
漢字は全部ふりがなつきで、本の最後

ご ひょう き き そく さくいん
に「カタカナ語表記の規則」と「索引」

えい ご ちゅうごく ご かんこく ご やく
（英語、中国語、韓国語の訳つき）があ

こ じん どくしゅうよう
ります。個人レッスンや独習用としても

つか
使えるでしょう。

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

に ほん ご
『ビジネスのための日本語』

ほん しょきゅう しゅうりょう ひと
この本は、初級を終了したばかりの人

かい わ きょうざい ぶんぽう
のためのビジネス会話の教材です。文法

べんきょう かい わ にが て
は勉強したけれども会話は苦手という

ひと む り はな じっせんてき
人でも無理なく話せるように、実践的な

れんしゅう ちゅうしん
ロールプレイの練習が中心になってい

ます。

ぜんたい しょうかい きょ か い
全体は、「紹介」「あいさつ」「許可」「依

らい さそ でん わ
頼」「誘い」「電話」「アポイントメント」

ていあん もう で し ごと ひつよう き
「提案・申し出」という、仕事で必要な機

のう かんが か
能を考えた８つの課からなっています。

か はじ
ひとつの課は、Stage１から始めて

お れんしゅう く た
Stage４で終わるように練習が組み立て

みじか
られています。まず、Stage１では、短

かい わ だいにゅうれんしゅう かんたん
いモデル会話の代入練習と、その簡単な

つぎ
ロールプレイをします。次に、Stage２

すこ なが かい わ き ない
では、少し長い会話をテープで聞いて内

よう ひつよう ひょうげん かくにん き
容と必要な表現を確認したのち、決めら

かい わ なが
れた会話の流れにそってロールプレイを

じっせんてき
します。Stage３では、さらに実践的な

おこな さい ご
ロールプレイを行い、最後 に、Stage４

かつどう
でまとめの活動をします。ロールプレイ

しゃない ば あい しゃがい ひと はな
は、「社内」の場合と「社外」の人と話

ば あい わ けい ご
す場合の２つに分かれているので、敬語

つか かた
の使い方もよくわかります。

きょうざい つか ば あい か
この教材は、クラスで使う場合は１課

やく じ かん がくしゅう
を約４時間で学習するようになっていま

こ じん どくしゅうよう つか
すが、個人レッスンや独習用としても使

ほんぶん かん じ
えます。また、本文の漢字はふりがなつ

べっさつ
きで、別冊のテキストガイドには、ロー

かいとうれい じゅうよう ひょうげん かいせつ
ルプレイの解答例と重要な表現の解説が

ついています。

新刊教材・図書紹介●

しょきゅう ご き
初級からカタカナ語を聞いておぼえる

さかいのり こ にしひらかおる
�堺典子、西平薫�アルク（〒１６８

とうきょう と すぎなみ く えいふく
‐８６１１ 東京都杉並区永福２‐５４‐１２／

TEL．０３‐３３２７‐１１０１ FAX．０３‐３３２３‐

ねん がつ か
１００１）�１９９９年２月２０日�４‐７５７４‐

ばん
０００４‐７�B５判・１７６ページ�２，１００

えん べっさつ き もんだいかいとうつき べつうり
円�別冊 聞きとり問題解答付、別売

ぷん かん
カセットテープ（６０分×１巻）２，６２５

えん
円（４‐７５７４‐０００５‐５）

しょ きゅうしゅうりょう じっ せん てき かい わ りょく やしな
初級終了レベルから実践的会話力を養う

よね だ りゅうすけ ふじ い かず こ しげ の み え
�米田隆介、藤井和子、重野美枝、

いけ だ ひろ こ
池田広子�スリーエーネットワーク

とうきょう と ち よ だ く さるがくちょう
（〒１０１‐００６４東京都千代田区猿楽町

しょうえい
２‐６‐３松栄ビル／TEL．０３‐３２９２‐５７５１

ねん がつ
FAX．０３‐３２９２‐６１９５）�１９９８年１１月

にち ばん
３０日�４‐８８３１９‐１２４‐９�B５判・１４８

えん べっさつ
ページ�２，６２５円�別冊 テキストガ

つきべつうり ふん
イド付別売カセットテープ（３５分×

かん えん
１巻）２，５２０円（４‐８８３１９‐１２６‐５）

●データ●

●データ●

P．３８－３９

P．９６－９７

だい か い らい
第４課 「依頼」

しゃがい
P．５４（Stage１［社外］のロールプレイ）

P．６３（Stage３のロールプレイ）
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に ほん ご い ま ゆ こと ば しょう たい さぐ
『日本語の現在－揺れる言葉の正体を探る』

た
「ピーマンが食べれますか」「それでは

うた ぶん
歌わさせていただきます」などの文をみ

ぶんぽうてき に ほん ご おも
たら、文法的にまちがった日本語だと思

ひと ご ご
う人もいるでしょう。また、午後に「お

あいさつ き
はようございます」という挨拶を聞いた

おも ひと
ら、おかしいと思う人もいるでしょう。

なか に ほんじん じっ
しかし、みなさんの中には、日本人が実

さい ぶん つか き
際にこのような文を使うのを聞いたこと

ひと
がある人もいるかもしれません。

ぎゃく きょう か しょ べんきょう
逆に、教科書で勉強したとおりに「あ

い
なたは～ですか」と言ったら「あなた」

つか ちゅう い ぎょう
を使わないように注意されたり、ガ行の

び だくおん はつおん れんしゅう
鼻濁音の発音をがんばって練習したのに

に ほんじん び だくおん つか
日本人は鼻濁音をほとんど使っていな

けいけん ひと
かった、という経験がある人もいるかも

しれません。

うえ れい に ほん ご へん か
上にあげた例のように、日本語が変化

なか つか きょう
していく中で、みなさんの使っている教

か しょ に ほん ご ちが あたら ひょう げん
科書にある日本語とは違う、新しい表現

つか かた う
や使い方が生まれています。このような

に ほん ご ゆ かいせつ げっ
日本語の「揺れ」について解説した『月

かん に ほん ご れんさい き じ に ほん ご げんざい
刊日本語』の連載記事「日本語の現在」が、

こんかい いっさつ ほん
今回まとめられて一冊の本になりました。

ほん ほか
この本では他に、アクセントやイント

がいらい ご けい ご も じ
ネーション、外来語、敬語、文字など、

しんきゅう ひょうげん
いろいろなテーマについて、新旧の表現

ゆ せつめい
の「揺れ」を説明しています。ここでは

あたら あらわ ひょうげん に ほん ご みだ わる
新しく現れた表現を「日本語の乱れ＝悪

に ほん ご かんが
い日本語」と考えるのではなく、それは

に ほん じっさい ひと
日本では実際にどんな人がどのぐらいの

わりあい つか へん か
割合で使っているのか、その変化はなぜ

お
起きたのか、これからどうなっていくと

かんが
考えられるか、ということを、グラフな

し りょう つか きゃっかんてき せつ
どの資料を使ってできるだけ客観的に説

めい
明しています。

あたら ひょうげん げんざい に ほん ご
こうした新しい表現は、現在の日本語

ふ かなら き
に触れていれば必ず聞くことがあるで

さいしん い に ほん ご すがた し
しょう。最新の生きた日本語の姿を知り

おも じょうきゅうがくしゅうしゃ きょう し てき ほん
たいと思う上級学習者や教師に適した本

です。

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

かん えい がく しゅう じ てん
『漢英学習字典』

ほんしょ かん じ まな ひと じ てん
本書は漢字を学ぶ人のための字典です。

おな ちょしゃ しんかんえい じ てん けんきゅうしゃ
同じ著者の「新漢英字典」（研究社）を

しょきゅう ちゅうきゅうがくしゅうしゃ む へんさん
初級、中級学習者向けに編纂したもので、

じょうようかん じ かん じ やく
常用漢字を含む２，２３０の漢字と、約３１，３００

ご ようれい おさ
の語や用例がコンパクトに収められてい

かん じ い み つか かた り かい
ます。漢字の意味や使い方が理解しやす

く ふう つぎ とくしょく
いよう工夫され、次のような特色があり

ます。

かん じ き ほんてき い み かんけつ
まず、漢字の基本的な意味が、簡潔な

ひと め
キーワードとして、一目でわかるように

あか じ しめ たと
赤い字で示されていることです。例えば、

せい かん じ ば あい
「生」という漢字の場合は、「LIFE」「BE

BORN」「STUDENT」というキーワード

み だ よこ で
が見出しの横に出ています。

つぎ がくしゅうしゃ やく だ き ほんてき し ようひん
次に、学習者に役立つ基本的で使用頻

ど たか じゅく ご さいしん もと
度の高い熟語が、最新のデータに基づい

えら じゅく ご い み
て選ばれています。そして、熟語は意味

はいれつ たと さき
によって配列されています。例えば、先

せい じ
の「生」という字では、「LIFE, existence」

い み せいめい せい し ご
という意味で「生命」「生死」などの語

せいぶつ
が、「LIFE, living things」で「生物」、「BE

たんじょう
BORN」で「誕生する」、「STUDENT, pu-

せい と せんせい なら
pil, scholar」で「生徒」「先生」などが並

んでいます。ここでも、「LIFE」「STU-

く かえ あか
DENT」などのキーワードが繰り返し赤

も じ しめ じゅく ご こうせい かん じ
い文字で示され、熟語を構成する漢字の

い み く あ たいけいてき り かい
意味や組み合わせが体系的に理解できる

ようになっています。

しんかんえい じ てん どうよう ぶ
そのほか「新漢英字典」と同様に、部

しゅ し かん じ ひ
首を知らなくても漢字が引ける、パター

ち しき もと よ ぶん
ン認識に基づく「SKIP」と呼ばれる分

るいほう つか み だ かん じ
類法を使っていること、見出しの漢字が

ご とう い がい い ち く じゅく ご ふく
語頭以外の位置に来る熟語も含んでいる

どうくん い ぎ ご くん よ おな い み
こと、同訓異義語（訓読みが同じで意味

ちが ご こうもく ひつじゅん しめ ず
が違う語）の項目や、筆順を示す図があ

とくしょく あ
ることなどが特色として挙げられます。

ほんしょ かん じ しら
このように、本書は漢字を調べるため

じ しょ かん じ まな
の辞書としてだけでなく、漢字を学ぶた

きょうざい やく だ
めの教材としても役立つでしょう。

きょう か しょ に ほん ご ちが あたら に ほん ご かい せつ
教科書の日本語とは違う、新しい日本語についての解説

じんのうちまさたか
�陣内正敬�アルク（〒１６８‐８６１１

とうきょう と すぎなみ く えいふく
東京都杉並区永福２‐５４‐１２／TEL．０３

‐３３２７‐１１０１ FAX．０３‐３３２３‐１００１）�

ねん がつ にち
１９９８年１１月２６日�４‐８７２３４‐９４９‐０�

しんしょばん えん
新書判・１７６ページ�９２４円

しょ きゅう ちゅうきゅう がく しゅう しゃ む かん えい じ てん
初級、中級学習者向けの漢英字典

はるぺんじゃっ く こうだん
�春遍雀來（Jack Halpern）�講談

しゃ
社インターナショナル（〒１１２‐８６５２

とうきょう と ぶんきょう く おと わ
東京都文京区音羽１‐１７‐１４／TEL．０３

‐３９４４‐６４９３ FAX．０３‐３９４４‐６３９４）

ねん がつ にち
�１９９９年２月２６日�４‐７７００‐２３３５‐９

ばん ばん
４‐７７００‐２４０８‐８（アジア版）�A５判

み だ じ じ
・１，１１２ページ・見出し字２，２３０字、

ご たい じ ぎ しゅうろく
３１，０００語に対する４１，１００字義を収録

えん
�５，１４５円

●データ●

●データ●

P．２２－２３

P．８３８
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しゃしん み すいそく
写真を見て推測する

に ほん ねん ちゅう ぎょう じ
１．日本の年中行事

かんこく コンソンファ ム ニルじょ し こうとうがっこう
韓国 権善和［文一女子高等学校］

もくてき に ほん ねんちゅうぎょう じ とお に ほん でんとうぶん か り かい
�目的 日本の年中行事を通して日本の伝統文化を理解

する。

し よう ぎょう じ ねんちゅうぎょう じ
�使用パネル 「．行事シリーズ」年中行事

たいしょう こうこうせい
�対象 高校生

つか かた に ほん ねんちゅうぎょう じ しゃしん み あ
�使い方 日本の年中行事の写真を見て、それに合った

せつめいぶん さが
説明文を探す。

て じゅん
�手順

しゃしん ぶんるいれい ず まい しゅるい
�写真パネルを分類例（図１）のように、３枚ずつ７種類

わ しゃしん ぎょう じ めい おもて ぎょう じ
に分け、それぞれの写真について、行事名（表）と行事の

せつめい うら か じょうほう ず つく
説明（裏）を書いた「情報カード」（図２）を作っておく。

こくばん しゃしん は
�黒板に写真パネルをすべて貼る。

わ かく しゅるい
�クラスを７つのグループに分け、各グループに１種類の

じょうほう まい ず くば
情報カード（３枚）とワークシート（図３）を配る。

せい と じょうほう よ ないよう
�生徒は、「情報カード」を読んでその内容をワークシー

しゃしん せつめい はな
トにまとめ、どの写真についての説明かグループで話し

あ
合う。

だいひょう こくばん しゃしん じょうほう
	グループの代表が黒板の写真パネルに「情報カード」

おもて か ないよう はっぴょう
（表）をはり、ワークシートに書いた内容を発表する。

じょうほう しゃしん

「情報カード」と写真

あ
パネルが合っている

ぜん
かどうかをクラス全

いん かくにん
員で確認し、グルー

あ しゃ
プごとに、当てた写

しん かず かぞ
真パネルの数を数え

じゅん い き
て順位を決める。

しゃ しん つか かた

『写真パネルバンク』のユニークな使い方

おう ぼ さく ひん しょう かい
～コンテスト応募作品の紹介～

ほん し ごう ぼ しゅう しゃしん つか かた おう ぼ さくひん しょうかい
本紙３２号で募集した「『写真パネルバンク』のユニークな使い方コンテスト」への応募作品を紹介します。

しょうがくせい む せいじん む かつどう たの
小学生向けのものから成人向けの活動まで、楽しいアイデアをありがとうございました。

しゃしん くわ せつめい ほん し ごう らん
＊『写真パネルバンク』についての詳しい説明は本紙３２号をご覧ください。

季節別

１．春（ひな祭 入学式 子供の日）

２．夏（七夕 夏祭 お盆）

３．秋（お月見 七五三 秋祭り）

４．冬（大みそか 成人の日 節分）

主題別

５．お盆（盆踊り 大文字 墓まいり）

６．年末（大掃除 年越しそば 除夜の鐘）

７．正月（初詣 お節料理 しめ飾り）

ず しゃしん ぶんるいれい
図１．写真パネルの分類例

に ほん ご こくさい せいさく じ ぎょう か
日本語国際センター制作事業課

ず じょうほう れい おもて うら
図２．「情報カード」の例 表／裏

おもて
表

しゃしん み せつめい せい と
「写真パネル」を見ながら説明する生徒

ず
図３．ワークシート

うら
裏

さんがつみっ か まつり ひ
３月３日は「ひな祭」の日です。

おんな こ いえ にんぎょう
女の子のいる家ではひな人形を

かざ た
飾って、ごちそうを食べたり

あまざけ の たの
甘酒を飲んだりして楽しみます。

まつり ぎょう じ ねんちゅうぎょう じ
ひな祭（「�．行事シリーズ」年中行事（２５））

こく さい こう りゅう き きん かい はつ きょう ざい
国際交流基金開発教材

行事名 季節（日付） 行事の内容説明
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し こと ば さが
知っている言葉を探す

２．カタカナことばはどれ？

ロシア アンナ・ボラシェンコバ（Anna Bolachenkova）

だい がっこう
［サンクト・ペテルブルグ第６３１学校］

もくてき ひょう き
�目的 カタカナ表記

こと ば おぼ
の言葉を覚える。

し よう
�使用パネル 「�．

にちじょうせいかつ
日常生活シリーズ」

れい
例）「テレビゲーム

をする」「ハンバー

た
ガーを食べる」など

たいしょう しょう ちゅうがくせい
�対象 小・中学生

つか かた しゃしん
�使い方 写真パネル

み こと ば さが しゃしん
を見ながら、カタカナ言葉を探したり、写真のカタカ

よ
ナをいっしょに読んだりする。

たの ぶんけいれんしゅう
楽しい文型練習のゲーム

くも した
３．蜘はいすの下にいますか？

えいこく
英国 リディア・モーリ（Lydia Morey）

もくてき うえ した れんしゅう
�目的 「～の上／下に あります／います」の練習。

し よう い しょくじゅう どう ぐ じゅうきょ
�使用パネル 「�．衣食住と道具シリーズ」住居

れい い ま ちゃ ま げんかん
例）「LDK」「居間（茶の間）」「玄関」など

たいしょう ちゅう こうこうせい
�対象 中・高校生

つか かた しゃしん り よう ぶんけいれんしゅう
�使い方 写真パネルを利用して文型練習のゲームをする。

て じゅん
�手順

へ や しゃしん うえ は
�部屋の写真の上に Blu Tac や Post it notes（貼ったりは

かみ は へ や なか い す つくえ
がしたりできる紙）を貼って、部屋の中のもの（椅子、机、

ほんだな しゃしん かく がくせい み
ベッド、本棚など）の写真を隠す。学生には見えないよう

ちい くも かえる へび え しゃしん は かみ あいだ い
に、小さい蜘、蛙、蛇の絵を写真と貼った紙の間に入れる。

がくせい くも かえる あ くも い
�学生は、蜘や蛙がどこにいるかを当てるために「蜘は椅

す した しつもん かみ
子の下にいますか。」のように質問して、紙をはがす。

あ くも がくせい か がく
�当たったら（蜘がそこにいたら）その学生の勝ちで、その学

せい つぎ くも かく あ とき つぎ がくせい ばん
生が次に蜘を隠す。当たらない時は、次の学生の番となる。

ぶん か くら
フランスと文化を比べる

に ほん し
４．日本について知る

おおしまひろ こ だいがく
フランス 大島弘子［オルレアン大学］

もくてき に ほん り かい ふか
�目的 日本について理解を深める。

し よう い しょくじゅう どう ぐ
�使用パネル 「�．衣食住・道具シリーズ」の

しん ぐ に ほん ま わ しつ
「こたつ」「寝具」「日本間（和室）」など

し ぜん よ か はな さくら に ほん
「�．自然と余暇シリーズ」の「花２ 桜」「日本」など

たいしょう だいがくせい
�対象 大学生

つか かた に ほんげんだい じ じょう じゅぎょう しゃしん み
�使い方 「日本現代事情」の授業で、写真パネルを見

ち り き こう しゅうきょう がっこうきょういく がいらい ご
せながら、地理と気候、宗教、学校教育、外来語など

せつめい さい に ほん ぶん か
について説明する。その際、フランスと日本の文化の

ちが ちゅう い む
違いに注意を向けさせる。

た にちじょうせいかつ
ハンバーガーを食べる（「�．日常生活シリーズ」

しょく じ
食事（１３））

せんせい
先生から

こ ども だい す
子供たちはファースト・フードが大好きですか

た しゃしん
ら「ハンバーガーを食べる」という写真でハン

バーガー、ジュース、コーラ、コーヒーなどの

せい と
ことばがよくわかります。生徒たちは、「ああ、

なに たん ご おぼ
何もならわないで、単語をたくさん覚えました。

かんたん おも
簡単ですよ。」とうれしく思います。

しゃしん み べんきょう
写真パネルを見ながらカタカナことばを勉強する

せんせい
先生から

こ べ や い しょくじゅう どう ぐ じゅうきょ
子ども部屋（「�．衣食住と道具シリーズ」住居（１０））

はな さくら し ぜん よ か どうしょくぶつ
花２ 桜（「�．自然と余暇シリーズ」動植物（１２））

がっこうきょういく に ほん がっ き し がつ
学校教育について：日本の学期は四月か

はじ さくら き せつ おこな しき
ら始まり桜の季節に行われる式のイメージ

つよ し ぜん よ か さくら
が強いので、「自然と余暇シリーズ」の「桜」

しゃしん み はな み に ほんじん いだ
の写真を見せ、花見のことや日本人の抱く

さくら ふ
桜のイメージについても触れる。フランス

さくら おも
にも桜はあるが、もっとピンクがきつく重

はな お ぜんぜんちが
そうな花でボタッと落ちるので全然違う。
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れい て がみ こくさいこうりゅう き きん きょう か しょ
例２．「手紙」（国際交流基金『教科書を

つく へん ぺーじ
作ろう』れんしゅう編１４９頁）

かい がい に ほん ご きょう いく
海外日本語教育

Q & A

がくしゅうしゃ にちじょうせいかつ よ ひつよう ば めん かんけい じゅぎょう けいかく
学習者が日常生活で「読む」ことが必要となる場面と関係づけて授業を計画しましょう。そのため

どっかい そ ざい えら かた よ まえ じゅん び どう き よ かた ほか ぎ のう はな き か
に、�読解素材の選び方、	読む前の準備と動機づけ、
読ませ方、�他の技能（話す、聞く、書く）

はってん てん こうりょ おも
への発展、の４点に考慮するとよいと思います。

にちじょうせいかつ かんけい
◆日常生活との関係づけとは？

じつせいかつ よ よ ちゅうもん
実生活での「読み」は、「メニューを読んで注文する」

ほん しら か もくてき
「本を調べてレポートを書く」などのように、目的のある

かつどう きょうしつ
コミュニケーション活動です。しかしながら、教室での

よ ご い ぶんけい かぎ しょきゅう ば あい ぶん
「読み」は、語彙も文型も限られている初級の場合、文

ぽう ひょうげん も じ かくにん かたむ
法や表現を「文字で確認する」ことに傾きがちです。こ

よ がくしゅうかつどう ひつよう
のような「読み」も学習活動としては必要ですが、これ

じっさい ひつよう どっかいりょく
ばかりでは、実際のコミュニケーションに必要な読解力

しょきゅう じっさいてき よ かつどう い
はつきません。初級でも、実際的な「読み」の活動を意

しき たいけん たいせつ がくしゅう
識・体験させるようにすることが大切です。これは学習

しゃ まんぞくかん あた がくしゅう い よく たか
者に満足感を与え、学習意欲を高めることにもなります。

どっかい そ ざい よ
◆読解の素材：どんなものを読ませるか？

しょきゅうだんかい つか
初級段階からでも使えるものとして、レストランのメ

こうこく れい かんたん るい
ニュー、広告（例１）や簡単なパンフレット類などがあ

ほんもの に きょう し つく
ります。本物に似せて教師が作ってもよいです。このよ

じょうほう
うなものから、情報をとらせるようにしましょう。

みじか ぶんしょう よ にっ き ぶん て がみぶん れい
短い文章が読めるようになれば、日記文や手紙文（例

かんたん せつめいぶん
２）、簡単な説明文などもよいです。

つぎ し はんきょうざい り よう
次のような市販教材も利用できます。

どう き よ まえ なに
◆動機づけ：読む前に何をさせるか？

した ず どっかい じゅぎょう なが しめ
下の図は、読解の授業の流れを示しています。

よ まえ じゅん び かつどう
読む前（準備活動）

よ ないよう きょう み も
↓・読む内容について興味を持たせる

よ ひつよう ち しき かくにん
・読むために必要な知識を確認する

よ
読む

もくてき よ
↓・目的をもって読む：スキャニングやスキニング

よ はってんてきかつどう
読んだあと（発展的活動）

はな か しら
・話す、書く、調べるなど

よ はじ まえ がくしゅうしゃ せっきょくてき よ き
読み始める前に、学習者を積極的に読みたいという気

も ひつよう がくしゅうしゃ
持ちにさせることが必要です。そのためには、学習者に

よ ないよう も ひつよう ご い
読む内容についてイメージを持たせたり、必要な語彙を

かくにん とき がくしゅうしゃ も
確認したりします。この時、なるべく学習者が持ってい

ち しき かっせい か ひ だ つぎ
る知識を活性化させ引き出してやるようにします。次の

ほうほう
ような方法があります。

どっかい かん がくしゅうしゃ けいけん かんが
�読解のテーマに関して学習者の経験や考えをきく。

て がみ れい ば あい なつやす
「手紙」（例２）の場合なら、「夏休みにどんなことを

するか」「どんなアルバイトをしたことがあるか」など、

じ ぶん ば あい かんが がくせい ぼ ご つか
自分の場合について考えさせます。学生に母語を使わせ

じ ぶん けいけん かんが たい
てもかまいません。そのあとで、自分の経験や考えと対

ひ はな よ ないよう り かい
比しながらアルバイトの話しを読ませれば、内容が理解

しやすくなります。

ないよう かんけい しゃしん ず ひょう み
�内容に関係のある写真や図表などを見せて、わかるこ

はな あ
とを話し合わせる。

しょきゅうだんかい たの こう か てき どっかい じゅぎょう すす
初級段階から楽しく効果的に読解の授業を進めるにはどうすればよいですか？

れい こうこく きょう し さくれい
例１．カメラの「広告」（教師作例）

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。

ぶん か がいこく ご せんもんがっこうへん たの よ
文化外国語専門学校編（１９９６）『楽しく読もう』１、２

ぶん か がいこく ご せんもんがっこう
文化外国語専門学校

やま だ こ へん たの に ほん ご
山田あき子編（１９９０）『タスクによる楽しい日本語の

よ せんもんきょういくしゅっぱん
読み』専門教育出版

Q
A
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例

しつもん ひと ゆうめい に
質問１．この人はある有名な日

ほんじん え み
本人です。絵を見てどんなこと

がわかりますか。

た むらりょう こ じゅうどう せんしゅ
「田村亮子さん、柔道の選手、

つよ
強いです」などがわかるでしょ

がくしゅうしゃ に ほん ご い
う。学習者が日本語で言えない

とき ぼ ご い きょう し に
時は、母語で言わせて教師が日

ほん ご い
本語で言いかえてもいいです。

ひと き
質問２．この人にどんなことを聞いてみたいですか。

じゅうどう じゅうどう せんしゅ
「いつ柔道をはじめましたか。どうして柔道の選手に

つよ しつもん
なりましたか。どのくらい強いですか。」のような質問

かんが ぎ もん も
が考えられるでしょう。このような疑問を持つことに

がくしゅうしゃ ないよう かんしん も よ じゅん び ととの
よって学習者は、内容に関心を持ち、読む準備を整える

のです。

だいめい ぶんしょう いち ぶ ないよう よ そく
�題名や文章の一部から内容を予測させる。

だいめい ぶんしょう だいめい ないよう よ そく
題名のある文章ならその題名から内容を予測させるこ

ものがたり ぶんしょう
とができます。物語のようなストーリーのある文章であ

とうじょうじんぶつ いち ぶ ものがたりぜんたい そうぞう
れば、登場人物やストーリーの一部から物語全体を想像

ほうほう
させるのもおもしろい方法です。

例

しつもん つぎ ぶん ものがたり なか
質問 次の４つの文は、ある物語の中からとったもので

じゅんばん なら
す。どんな順番に並べたらいいでしょう。

じゅんばん なら
みなさんは、どんな順番に並べますか。「おじいさん

う し
はだれにかさを売ったか、にもつのなかみ」について知

おも きょう み ものがたり
りたいと思ったかもしれませんね。この興味がこの物語

どっかいぶん よ き も
（読解文）を読みたいという気持ちにつながるのです。

ないよう り かい ひつよう じょうほう ぶん か てきはいけい せつめい
�内容理解に必要な情報（文化的背景など）を説明する。

こうこうせい くに て がみ れい
高校生がアルバイトをしない国では「手紙」（例２）

り かい むずか
のアルバイトについて理解するのは難しいかもしれませ

て がみ なか き せつ
ん。また、「手紙」の中の季節のあいさつや、「かさじぞ

れい あめ とき
う」（例４）にでてくる「おじぞうさん、かさ（雨の時

かさ に ほんてき ちゅう い
にさす傘とはちがう）」のような日本的なものには注意

ひつよう ば あい きょう し せつ
が必要です。このような場合は、それについて教師が説

めい ひつよう
明しておく必要があります。

よ
◆どのように読ませるか？

どっかい
＊読解のタスク

よ じゅん び がくしゅうしゃ よ
読む準備ができた学習者は、読みたくてうずうずして

きょう し なに よ か だい
いるはずですが、教師は、何を読みとるかという課題

いち ど にんしき
（タスク）をもう一度確認します。

つぎ て がみ れい ば あい
次は、「手紙」（例２）の場合です。

もんだい て がみ
問題１．�だれからだれへの手紙ですか。

なに か
�何について書いてありますか。

か き せつ
�いつ書きましたか。季節はなんですか。

て がみ か ひと しつもん なん
�手紙を書いた人の質問は何ですか。

もんだい した ひょう か
問題２．アルバイトについて下の表に書いてください。

ぜんたい は あく もんだい つぎ こま ないよう もん
まず全体を把握させ（問題１）、次に細かい内容（問

だい ちゅう い ぶんしょう はじ じゅんばん
題２）に注意させます。これは、文章の初めから順番に

ちく ご よ さ おお い は あく ひつ
逐語読みすることを避け、大意把握（スキミング）、必

よう じょうほう さが よ どっかい ぎ
要な情報の探し読み（スキャニング）といった読解の技

のう やしな
能（スキル）を養うためです。

がくしゅうしゃどう し きょうりょく
＊学習者同士の協力

よ いっぱん じ ぶん おこな こ じん さ ぎょう
「読み」は一般に自分のペースで行う個人作業ですが、

じゅん び かつどう よ こた かくにん がくしゅうしゃどう し おこな
準備活動や読んだあとの答えの確認は学習者同士で行わ

ほか ひと よ かんが
せるとよいです。他の人が「どう読み、どう考えたか」

し どっかいりょく やしな やく た
を知ることは、読解力を養うのに役に立つからです。

ぶんしょうぜんたい わ ぶんたん よ
また、文章全体をいくつかに分けて分担して読ませた

あと たが ほうこく かつ
後、わかったことをお互いに報告させるのも、クラス活

どう かっぱつ
動を活発にするひとつのアイデアです。

ほか ぎのう はってん よ あと なに
◆他の技能への発展：読んだ後で何をするか？

よ ほか ぎ のう つか かつどう はってん
「読み」を他の技能を使った活動へ発展させることは、

じっさい よ やくわり にんしき
実際のコミュニケーションでの「読み」の役割を認識さ

どっかい そ ざい よ もくてき
せることにもなります。読解の素材や読む目的にもより

つぎ
ますが、たとえば、次のようなことができます。

よ はな
�読む→話す

こうこく れい う ひと きゃく
・「広告」（例１）：カメラを売る人とお客さんにわかれ

てロールプレイをします。

ゆうめいじん れい た むらりょう こ
・「有名人」（例３）：だれかが「田村亮子さん」になっ

ほか がくしゅうしゃ
て、他の学習者がインタビューをします。

れい ものがたりぶん つか げき
・かさじぞう（例４）：物語文を使って劇をします。

よ か
�読む→書く

て がみ れい へん じ て がみ か
・「手紙」（例２）：返事の手紙を書きます。

ろくにん ひと み
・むこうのほうに、六人のかさをかぶった人が見えました。

・おじいさんは、さいごのおじぞうさんに じぶんのかさ

をあげて、うちへかえりました。

・おじいさんとおばあさんは、にもつをあけました。

とし いつ
・ある年のおおみそかに、おじいさんは かさを五つまち

い
へうりに行きました。

れい こくさいこうりゅう き きん きょう か しょ つく
例４．「かさじぞう」（国際交流基金『教科書を作ろう』

へん ぺーじ ばっすい
れんしゅう編２５３－２５４頁から抜粋）

たんとうしゃ ふじなが 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：藤長かおる（日本語国際センター専任講師）

おし
このコーナーでとりあげてほしいことを教えてください

れ
い

ゆ
う
め
い
じ
ん

こ
く
さ
い
こ
う
り
ゅ
う

き

き
ん

き
ょ
う

か

し
ょ

例
３.

「
有
名
人
」（
国
際
交
流
基
金
『
教
科
書

つ
く

へ
ん

ぺ
ー
じ

を
作
ろ
う
』れ
ん
し
ゅ
う
編
２
５
１
頁
）

海外日本語教育
Q & A

し ごと
仕事 いつ

じ かん
時間

かね つか かた
お金の使い方
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『１９９８年海外日本語教育機関調査』
仮集計結果について

国際交流基金が、外務省在外公館など

の協力を得て実施した『１９９８年海外日本

語教育機関調査』の仮集計結果がまとま

りました。

仮集計結果によると、世界の１１４カ国・

地域の教育機関において日本語教育が行

われ、その学習者数は約２０９万人になっ

ており、前回'９３年調査の９９カ国・地域、

約１６２万人に比べ、学習者数で約３０％の

増加となりました。（表A）

学習者数の教育段階・分野別内訳は、

初中等教育が全体の約６６％、高等教育が

約２０％、「学校教育以外」が約１４％となっ

ており、この比率は前回調査とほぼ変

わっていません。（表B）

地域別の学習者数では、アジアが全体

の７２％、大洋州が１７％と、この２地域で

全体の９０％近くを占めています。（表C）

また、海外の日本語学習者数・機関数・

教師数の上位５カ国・地域は左記のとお

りとなっています。（表D）

なお、今回の報告はあくまでも仮集計

ですので、最終的な集計結果は変動する

可能性があります。

詳細な調査結果と分析は２０００年３月ま

でに報告書として刊行の予定です。

その際には『日本語教育通信』紙上で

も詳しくお知らせします。

日本語教育論集
「世界の日本語教育」第９号発刊

日本語国際センターが編集・発行して

いる日本語教育論集「世界の日本語教

育」の第９号が発刊されました。この論

集は、世界各国で行われている日本語教

育や日本語研究分野の研究成果を紹介す

るために毎年発行しているものです。第

９号では、各国から投稿された論６４編の

中から選ばれた１４編が掲載されています。

なお、本論集は国内外の主要な日本語

教育機関に寄贈されるほか、市販もされ

ておりますのでどうぞ御利用ください。

（定価２，２００円）

市販についての問い合わせ先：

�凡人社
〒１０２‐００９３東京都千代田区平河町１‐

３‐１３菱進平河町ビル８階
TEL：＋８１‐３‐３２６３‐３９５９
FAX：＋８１‐３‐３２６３‐３１１６

表A

表B

＊「学校教育以外」は民間語学校、組織内教育等。

ニュース
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� 編編編編編編編編編編編編編編編編編編編 集集集集集集集集集集集集集集集集集集集 部部部部部部部部部部部部部部部部部部部 かかかかかかかかかかかかかかかかかかか ららららららららららららららららららら �

今回は「日本語国際センター設立１０周

年記念号」として、日本語国際センター

関連の記事をたくさん掲載しました。

センターで研修を受けた先生方は、浦

和での研修を懐かしく思い出されたか

もしれませんし、『通信』を送りつけ

てくる（？）「日本語国際センター」

のことをよく知らなかった方は、今回

の特集でセンターのことを少しでもご

理解いただけたら幸いです。

尚、海外の日本語教育機関向けのメー

リングリストを、今回から新しいもの

に変更しました。万が一住所などに間

違いがありましたら、お手数ですが編

集部までお知らせくださるようお願い

いたします。

（情報交流課 田中 伸一）

表C

表D

＊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

◆ 訃 報 ◆
学習院大学教授 徳川宗賢先生が、

９９年６月６日にご逝去されました（享

年６８歳）。

徳川先生には、日本語国際センター

開設時の情報交流委員長をお務めいた

だいた他、海外への日本語教育巡回指

導など、国際交流基金の日本語教育事

業に多大のご尽力をいただきました。

慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

『日本語教育通信』 第３５号
１９９９年９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

The 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 Association for

Cultural Exchange)

◯C 1999 by The Japan Foundation

（表紙イラスト：村井宗二）

「写真パネルCD‐Rom版」
２０００年３月発売予定

「写真パネル」全シリーズ（�～�）が
１枚のCD‐Romになります。検索機能、

音声、英語訳を新たに加え、幅広い利用

を可能にします。

詳しくは、http : //www.jpf.go.jp/j/urawaで。

９８年調査 ９３年調査 増△減率

国・地域数 １１４カ国 ９９カ国 １５．２％

学 習 者 数 ２，０９１，７５９人 １，６２３，４５５人 ２８．８％

教育機関数 ９，８３９機関 ６，８００機関 ４４．７％

教 師 数 ２７，４２８人 ２１，０３４人 ３０．４％

９８年調査 ９３年調査 増△減率

初中等教育
１，３８８，８１６人
（６６．４％）

１，０９２，６１７人
（６７．３％）

２７．１％

高 等 教 育
４２２，３２５人
（２０．２％）

３２９，０９０人
（２０．３％）

２８．３％

学校教育以外＊ ２８０，６１８人
（１３．４％）

２０１，７４８人
（１２．４％）

３９．１％

計
２，０９１，７５９人
（１００％）

１，６２３，４５５人
（１００％）

２８．９％

９８年調査 ９３年調査 増△減率

ア ジ ア
１，５０７，８６３人
（７２．１％）

１，２７２，７８６人
（７８．４％）

１８．５％

大 洋 州
３４９，３９６人
（１６．７％）

２０７，６４４人
（１２．８％）

６８．３％

北 米
１３８，５９７人
（６．６％）

６７，０１４人
（４．１％）

１０６．８％

中 南 米
３０，９９０人
（１．５％）

３１，２３０人
（１．９％）

△０．８％

欧 州
６１，３２２人
（２．９％）

４２，７９５人
（２．７％）

４３．３％

中近東・
アフリカ

３，５９１人
（０．２％）

１，９８６人
（０．１％）

８０．８％

計
２，０９１，７５９人
（１００％）

１，６２３，４５５人
（１００％）

２８．９％

学習者数 機関数 教師数

１位
韓国
９４６，８５７人

オーストラリア
１，７２９機関

中国
５，３４３人

２位
オーストラリア
３０５，５１８人

韓国
１，５８４機関

韓国
４，７９５人

３位
中国
２３８，６２７人

米国
１，５３０機関

オーストラリア
３，３８７人

４位
〈台湾〉

１６１，８７２人
中国
１，１００機関

米国
３，０１６人

５位
米国
１１６，８６１人

ニュージーランド
４３２機関

〈台湾〉
１，１９８人
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国際交流基金日本語国際センターについて

海外における日本語学習者の大幅な増加に伴い、日本

語教育に関する海外からの様々な要請も増加しています。

そのような中、海外における日本語教師・日本語教材

の不足に対応するとともに、日本語教育に関する情報交

流を推進するために、１９８９年７月、国際交流基金の附属

機関として日本語国際センターが設立されました。

日本語国際センターでは、下記の３つの事業を中心に、

海外での日本語教育に対する支援・協力を行っています。

11 研修事業
世界各国の日本語教師を日本に招へいし、日本語・日

本語教授法などの授業や、日本の生活・文化を体験する

ための様々なプログラムを実施して、海外の日本語教師

の養成を図ります。

22 教材制作事業
海外での日本語教材の需要に応えるため、教材の自主

制作、海外での教材制作支援、海外の機関への教材寄贈

などを行っています。

33 情報交流事業
海外での日本語教育に関連する情報の収集・整理・提

供を行うとともに、日本語教育活動が円滑に、そして効

率的に行われるようなネットワークづくりを目指します。

次ページ以降で、各事業の１０年間の主な実績を紹介し

ます。

������������������������

�

��

�

��

�

��

�

��

�

��

�

��

�

��

国際交流基金日本語国際センターは、１９８９年７月１日に、国際交流

基金の附属施設として埼玉県浦和市に開設され、今年で１０周年を迎え

ました。

今回は、設立１０周年を記念して、日本語国際センターのこれまでの

事業の実績を紹介します。また、過去の研修生から、センターでの研

修の思い出などもお送りいただきました。

感謝の集い
今年の７月１日、日本語国際センター設立１０周年の節

目を記念して、「国際交流基金日本語国際センター設立

１０周年 感謝の集い」が開催され、日本語教育関係者な

ど約２００人が日本語国際センターに集まりました。

当日は日本とタイを衛星通信で結び、日本語国際セン

ターの専任講師とタイの元研修生との会談なども行われ

ました。

挨拶を行う
藤井国際交流基金理事長

記念式典出席者

衛星通信によるタイとの会談

国際交流基金日本語国際センター
設立１０周年記念特集

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年ののののののののののののののののののののののののああああああああああああああああああああああああゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

国際交流基金日本語国際センター
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11 研修事業
世界各国の日本語教師を中心に、１０年間で１０８か国・

地域、５，３７４名の研修生を招へいし、研修を行いました。

主な研修ごとの実績は以下のとおりです。

� 海外日本語教師長期研修（９か月）

４８か国・４４１名（８９年度より実施）

海外の中・高等教育機関等の日本語教師養成を図るた

め、主に若手の日本語教師を招へいして、日本語運用力

の向上と基礎的な日本語教授法の研修を実施しました。

� 海外日本語教師短期研修（２か月）

６８か国・１，４０５名（８９年度より実施）

海外の初・中・高等教育機関等の日本語教師を招へい

して、日本語、日本語教授法、日本事情の集中研修を実

施しました。

	 在外邦人日本語教師研修（１か月）

５４か国・３８１名（８９年度より実施）

海外に長年滞在している日本人の日本語教師を招へい

して、日本語学・教授法についての知識の整理と拡充を

図ると同時に、最新の日本事情についての情報を収集す

る機会を提供しました。


 大韓民国高等学校日本語教師研修（２か月）

２７２名（９３年度より実施）

高校レベルの日本語教育が特に盛んな韓国については、

韓国政府教育部との協力で、中堅の日本語教師を対象と

した独自のプログラムを実施しました。

� 中国大学日本語教師研修（２か月）

２３７名（９３年度より実施）

高等教育機関で日本語教育に携わる教師数が最も多い

中国について、中国教育部等より推薦された教師を招へ

いし、中国の実情に合わせた独自の研修を実施しました。

� オーストラリアの日本語教師に対する個別研修

１８０名（９２年度より実施）

オーストラリアの各州教育省などとの協力により、初

・中等教育の教員を中心に独自研修を実施しました。

 北京日本学研究センター日本語教師訪日研修

（１か月）

３０５名（８９年度より実施）

「北京日本学研究センター」の日本語研修コースに学

ぶ高等教育機関の日本語教師を招へいし、日本事情研修

を実施しました。
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日本語国際センター開設１０周年心からお祝い申しあげ

ます。

在外邦人日本語教師研修に参加させていただいたのは

平成６年でした。この研修に馳せる思いには特別なもの

があります。単純にそれまで孤軍奮闘していた日本語教

育の現場に寝食を共にして話し合える同僚を得た嬉しさ、

「一番勉強になったのは地理」と言わせてしまうほど一

度にたくさんの国の日本語事情を知ることができ、世界

に広がる日本語教育、それに関わる教師の役割も参加者

とともに自覚することができたからです。

４週間の「全寮日本語研修」を終え明日はみんなまた

それぞれの国に帰ってしまうのだと実感したとき、再開

を約束して別れを惜しみました。その中でヨーロッパか

らの参加者１３名は再び「孤軍」に戻りたくなく、これか

らみんなで情報を交換して日本語教育の発展のためにが

んばろうと最後のお別れパーティーが「ヨーロッパ日本

語教師会設立発起人会」となりました。これは今考える

と当然のなりゆきだったかもしれません。

浦和研修の同窓会のつもりで出発したこの会も、今で

はヨーロッパ２５カ国、日本・アメリカを含む１６５名の会

員数を持つ会となり、年１回開催するヨーロッパ日本語

教育シンポジウムは今年で第４回を迎えるまでに成長し

ました。日本語国際センターにルーツを持ち、研修での

ありあまる貴重な体験を忘れないたくさんの同僚が世界

の日本語教育界でがんばっていると確信して止みません。

研修生を代表し心から日本語国際センターに感謝申し上

げます。

元研修生から �

ドイツ

ヨーロッパ日本語教師会会長

磯 洋子

（９４年度在外邦人日本語教師研修）

日本の文化を体験－「生け花の授業」
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� タイ中等学校日本語教師訪日研修（７週間）

６０名（９６年度から実施）

国際交流基金バンコック日本語センターがタイ教育省

と協力して実施している、現職中学校教師を日本語教師

として養成する集中日本語研修と連携し、同研修講座の

受講生を招へいして、日本語・日本語教授法・日本事情

の研修を行いました。

� 日本語教育専門家派遣前研修（１週間）

１４５名（９１年度より実施）

国際交流基金が海外に派遣する日本語教育専門家を対

象として、派遣専門家としての役割や赴任地の社会、文

化、日本語教育事情について学ぶ機会を提供しました。

� 埼玉県JET青年日本語研修（１週間）

１０名（９８年度より実施）

埼玉県の中学・高校に配属されたJET青年（外国語指

導助手）に、日本語運用力の研修を行いました。

� その他

９６年度までに、外交官日本語研修で６５か国・１６１名、

海外司書日本語研修で２５か国・８６名、海外日本語学習者

成績優秀者研修で７０か国・１，６９１名を招へいし、研修を

実施しました。（この３研修は、９７年度から関西国際セ

ンターでの実施となっています。）
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私は１回目１９９０年に９カ月の海外日本語教師長期研修

で、２回目は１９９７年に２カ月の海外日本語教師短期研修

で日本の北浦和にある日本語国際センターに行きました。

１回目の時、私は日本語が全然分かりませんでした。

日本語国際センターの先生方は忍耐つよく親切に日本語

を教えてくださったので、だんだん分かるようになりま

した。研修のプログラムもよく役に立ちました。日本語

のことだけではなく、教授法や文化や日本の生活、また、

いろいろな行動授業も教えていただきました。例えば、

生け花や書道や茶道やホームステイの授業などです。

１９９０年に私はAクラスだったので一番低いレベルから勉

強しましたが、１９９７年はCクラスになりました。

研修旅行は本当に楽しくていい勉強になりました。旅

行の日程表はきちんと決められていて、ガイドさんもて

いねいな言葉で見学する所をよく説明してくれました。

それだけではなく、旅館とホテルの違いも分かりました。

私はホームステイを３回しました。埼玉県の久喜市と

与野市に１泊ずつして、お正月のときに大分県の臼杵市

で１０日間ぐらいしました。私のホームステイしたところ

のホストファミリーは親切で、いろいろな日本の生活を

させていただきました。特にお正月をお祝いするために

もちを作ったり、門松を作ったり、家をきれいにそうじ

したりしました。毎日日本の料理をごちそうになり、大

みそかの時にご家族とお寺へお参りにいきました。お正

月の次の日に別府にあるきれいな温泉に連れていってく

ださいました。いい記念になりました。

１９９１年６月に帰国してから、インドネシア・バリの高

校日本語教師たちに私の日本での活動を話しました。そ

の時から日本語の授業を広げるためにいろいろ活動を作

ります。例えば、日本語大会「弁論大会、日本文字書き

方、問題に早く正しく答えるゲーム」や日本語勉強会な

どです。今までもジャカルタの国際交流基金日本語セン

ターとインドネシア文部省と協力して、バリ州で高校日

本語教師の研修を何回か行いました。そのほか、ジャカ

ルタの日本語教師インストラクター特別研修も何回か参

加したことがあります。インドネシアの高校の日本語の

教科書もチームと一緒に作りました。最近、私はダルマ

ウィウェカ高校だけではなく、デンパサール・クルタ

ウィサタ観光専門学校やサラスウァティ外国語専門学校

やLP３Iコンピューター専門学校でも日本語を教えてい

ます。

最後に、北浦和の国際国流基金日本語国際センターの

協力に心から感謝申し上げます。

元研修生から �
インドネシア

Dharma Wiweka 高校教諭

Ketut Sudiarsa

（９０年度海外日本語教師長期研修）
（９７年度海外日本語教師短期研修（春期））

教師研修参加者の地域別内訳

研修参加者国別一覧（上位２０か国） 単位：人

順位 国 名 人数 順位 国 名 人数
１ 中 国 ７７４ １１ ロ シ ア（'９３～） １０６
２ 韓 国 ７６９ １２ ド イ ツ ９２
３ オーストラリア ５３１ １３ マ レ ー シ ア ８２
４ イ ン ド ネ シ ア ３００ １４ フ ィ リ ピ ン ６１
５ ブ ラ ジ ル ２４７ １４ メ キ シ コ ６１
６ タ イ ２４６ １４ 旧 ソ 連（～'９２） ６１
７ 米 国 ２０６ １７ ベ ト ナ ム ５８
８ カ ナ ダ １２３ １８ フ ラ ン ス ５７
９ ニュージーランド １２１ １９ イ タ リ ア ４９
１０ イ ン ド １１９ １９ ポ ー ラ ン ド ４９

中近東・アフリカ
３３人 １．０％中米

４２人
１．３％

１０５人
３．２％ 南

アジア北米
西欧１６２人

５．０％ 東欧 東アジア
１，２９７人
３９．９％

南米
２０４人６．３％

１７４人
５．４％

東南アジア
５１６人
１５．９％

１８９人
５．８％ 大洋州

５２５人
１６．２％
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22 制作事業
各国の日本語教育の自主的な発展を支援する事業の一

環として、教材の需要に応えるため、教材自主制作・教

材制作支援・教材寄贈を３本柱に事業を実施しました。

� 自主制作教材（現在提供中のもの）

イ 教科書・辞書……１５種類・１９か国語

種 類：

『日本語初歩』『日本語中級』『日本語中級�』『基礎

日本語学習辞典』『日本語への招待』『入門』シリー

ズ、及び各副教材等、他計１５種類。

使用言語：

イタリア語・インドネシア語・ウルドゥー語・スペ

イン語・タイ語・ドイツ語・ハンガリー語・ビルマ

語・ヒンディー語・ベトナム語・ベンガル語・ポー

ランド語・ポルトガル語・マラティ語・マレー語・

モンゴル語・ルーマニア語・英語・韓国語・中国語

・日本語 計１９か国語。

ロ 視聴覚教材……２種類

（イ）『写真パネルバンク』シリーズ全５巻

（ロ）『ヤンさんと日本の人々』シリーズ

・スキット（正・続計２６話）

・『テレビ日本語講座初級�』

（Let's Learn Japanese : Basic I）

英語版と吹き替え等による各国語版を、韓国

・中国本土・香港・タイ・ベトナム・フィリピ

ン・スリランカ・オーストラリア・カナダ・米

国・ブラジル・ギリシャの海外全１２か国のべ１９

局で放映。

・『テレビ日本語講座初級�』

（Let's Learn Japanese : Basic II）

英語版と吹き替え等による各国語版を、韓国

・中国・カナダ・米国の海外全４か国のべ９局

で放映。

ハ 素材型教材……１種類

「教科書をつくろう」（練習編、説明編、音声テープ）

をロイヤリティーフリーで提供。

ニ その他

研修用教材３種類、教師用参考書９種類。
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今年の一月に、うらわしの日本語国際センターでセミ

ナーに参加しました。やく三週間の日本語の授業と日本

文化の授業は、日本での生活にちゅうもくしておこなわ

れました。たとえば、乗り物のことや買い物のことや食

べ物のことなどについて、すべて日本語で教えてくれま

した。それから、大学の先生が来て、日本の伝とう的な

歌を教えてくれました。また、アメリカンスクールから

来た先生がいろいろなゲームを教えてくれました。

東京でいろいろな所を見物しました。歌舞伎ざや浅草

や東京博物館などに行きました。そして、小学校をほう

もんして、もう一人のオーストラリア人の教師と二人で

オーストラリアについて授業をしました。

東京から新幹線で、京都に行きました。京都で旅館に

一泊泊まりました。私は六かいめのらいにちですが、今

度はじめておんせんに入ることを体験しました。雪が

降っている中、野外のおんせんにのんびりつかりました。

そのセミナーはとても計画的だったと思います。東

オーストラリアの日本語の教師に会えて、日本語が使え

て、日本の文化について勉強ができました。本当に良い

体験ができました。

元研修生から �
オーストラリア

All Saints' College 教諭

Simone Johnson

（９８年度豪州小学校日本語教員訪日研修）

－ 4 －



� 教材制作支援事業

イ 日本語教育フェローシップ

２１か国・８５機関・１０４名（８９年度より実施）

海外各国現地での主体的な日本語教材の開発や教授

法・カリキュラムの開発を支援するため、海外の日本

語教育専門家を日本に招へいし、制作・研究の機会を

提供しました。

ロ 教材制作助成事業

２９か国・１７０機関（８９年度より実施）

海外において出版される日本語教材の制作企画に対

して、制作費の一部を助成しました。

	 寄贈事業

イ 日本語教材寄贈事業

１１６か国・１０，３６１機関（９１年度より実施）

海外の日本語教育機関に日本語教材やワープロ機器

を寄贈しました。（９０年度までは基金本部図書課で実

施されました。）

ロ 日本語教育器材寄贈事業

２１か国・１３２機関（９３年度より実施）

東欧・旧ソ連の日本語教育機関にビデオ機器やコピー

機器を寄贈しました。
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国際交流基金日本語国際センターの設立１０周年にあた

り、心からお祝いを申し上げます。この機会に、平成３

年度春の浦和での２か月の短期研修を振り返って考えた

ことを少し述べさせていただきます。

短期研修に参加した時から、気付かぬうちに８年もの

年月が過ぎてしまいました。でも、浦和センターで起こっ

た出来事、出会った人々は、良き思い出として今でもはっ

きり心に残っています。

浦和センターは設備も整っており、勉強や研究にふさ

わしい、大変素晴らしい施設だと思います。お気に入り

の場所は、図書館、自習室、喫茶室でした。一人でいた

くない時、わざわざセンターの外にでかけなくても、他

の人とコミュニケーションをとることができ、勉強だけ

でない楽しい生活を送ることができました。嬉しいこと

に、この時知り合った各国の友だちの何人かとは今でも

文通しています。お互いに、いつか世界のどこかで再会

できることを強く信じています。友情は国を超えて存在

するものだと初めて実感しました。

学校や大学などの訪問も有益でした。私の時には一校

ずつしか訪問できなかったのですが、できればもっと多

くの教育機関を見学したかったと思います。研修生たち

は、大部分が母国で教職についているので、きっと興味

を示すことでしょう。

最後に、このような素晴らしい研修の機会を与えてく

ださった国際交流基金に感謝いたします。センターで学

んだことや日本で得た貴重な経験を活かして、ささやか

ながらも、タイと日本のかけ橋となるよう、これからも日

本語教育に力を尽くしていきたいと思います。センター

でお世話になった皆様、本当にありがとうございました。

私はタイのナレースワン大学のヤワレートともうしま

す。今、ナレースワン大学 人文社会学部 言語学科日本

語科で日本語を教えています。

私は１９９０年に浦和の国際交流基金日本語国際センター

で、長期研修生として、日本語をならいました。この日

本語国際センターに行く前に、私は日本語を話すじしん

があまりありませんでした。けれどもセンターに行って、

いろいろ勉強して、いろいろな国の人とこうりゅうでき

て、とてもいいけいけんだったと思います。

そして、１９９９年にも短期研修生としてまた日本語国際

センターに行けて、とてもいいきかいでした。日本のげ

んざいのことがみられて、とてもいい勉強になりました。

今、ナレースワン大学の日本語主専攻の学生に日本語

を教えています。げんざいの日本のことも教えられてと

てもやくにたちます。ナレースワン大学はちほうの大学

ですから、学生たちは日本人に会うきかいもあまりない

し、日本のげんざいのこともあまりしらないし、先生は

学生にしらせないといけません。ですから今回の研修は、

私にとっても、学生にとっても、いいことだと思います。

今年、浦和の日本語国際センターはもう１０年になりま

した。私は、国際交流基金 日本語国際センターのみなさ

んにありがたいといつまでもおもっています。日本語国

際センターは、日本語のがくしゅうしゃにとってとても

たいせつなところですから、ずっと研修をつづけてくだ

さい。

元研修生から �
タイ

Kasetsart大学助教授

Soysuda Na-Ranong

（９１年度海外日本語教師短期研修（春期））

元研修生から �
タイ

Naresuwan大学

Yaowaret Wangtrakoondee

（９０年度海外日本語教師長期研修）
（９８年度海外日本語教師短期研修（冬期））

教材制作支援事業・寄贈事業の地域別実績（１９８９年度～１９９８年度）
（単位：件数）

日 本 語 教 育
フェローシップ

教材制作助成 日本語教材寄贈
日 本 語 教 育
器 材 寄 贈

ア ジ ア ４６ ９１ ２，７５０
大 洋 州 ５ １４ ２，１６３
米 州 １１ ２９ ３，０３８
欧 州 ２１ ３２ ２，２２８ （東欧のみ）１３２
中 近 東 １ ４ １３６
ア フ リ カ １ ０ ４６
機 関 数 合 計 ８５ １７０ １０，３６１ １３２
（国・地域数計） （２１） （２９） （１１６） （２１）
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33 情報交流事業
情報の交流を通じて海外の日本語教育の発展を支援す

るため、海外日本語教育状況調査、日本語教育関係資料

の作成・配布、日本語教育専門図書館の運営等の事業を

実施しました。

� 海外日本語教育状況調査

特定地域に日本語教育専門家や職員・専任講師を派遣

し、当センターの各種事業のフォローアップ・調査等を

行ったほか、１９９０年、１９９３年、１９９８年に海外日本語教育

機関調査を行い、次の調査結果報告書を発行しました。

イ 『海外の日本語教育の現状 －１９９０年－』

（９２年３月発行）

ロ 『海外の日本語教育の現状 －１９９３年－』

（９５年３月発行）

＊９８年調査の報告書は２０００年３月までに発行予定です。

� 情報交流資料作成・配布

日本語国際センターが収集した日本語教育に関する情

報や日本語教育・研究の成果を、内外の日本語教育機関

や関係者に提供し、情報交流を促進するために、以下の

資料を作成・配布しました。

イ 『日本語教育通信』

計３３号（８９年度より刊行）

海外の日本語教師に役立つ情報を提供するための

ニューズレターです。センター研修生OB、基金の日

本語教育派遣専門家、海外の日本語教師会等の協力も

得て、内外の日本語教育情報を中心に掲載しています。

ロ 『日本語国際センター紀要』

計９号（８９年度より刊行）

日本語国際センターおよび関西国際センター、海外

日本語センターの専任講師・職員などの教育・研究活

動の成果を発表するための論文集で、これまで通算５８

本の論文を掲載しました。

ハ 日本語教育論集『世界の日本語教育』

計８号（８９年度より刊行）

日本語教育・研究に関する論文を広く世界から公募

し、審査によって選ばれた論文からなる専門誌で、こ

れまで通算１２７本の論文を掲載しました。

ニ 『世界の日本語教育〈日本語教育事情報告編〉』

計５号（９４年度より刊行）

日本語教育が実施されている国々の日本語教育・日

本語学の研究状況や、日本語教育の実践・制度・政策

の現状をまとめ、日本語教育関係者間の情報交流と連

携協力を図るために発行するカレント・レポートで、

これまで通算９７本のレポートを掲載しました。日本語

教育論集『世界の日本語教育』の姉妹編として刊行し

ています。

	 日本語教育専門図書館の運営

日本語国際センターが招へいする海外日本語教師をは

じめ、内外の日本語教育関係者の教育研究活動のための

専門図書館として、日本語教材、日本語教育関係等の資

料を収集・整理し、閲覧・貸出・レファレンスサービス

を行いました。

蔵書数・利用者等の実績については以下のとおりです。

イ 日本語国際センター図書館蔵書数

ロ ８９年度～９８年度図書館利用者及び貸出数実績

（９９年３月３１日現在）

冊 数 等

図書資料 ３０，４１２冊

視聴覚資料（ビデオ・LD・カセット・CD） ３，８２１点

マイクロ資料 ３８３点

電子形態資料 ９７点

その他（絵教材・スライド・地図等） ２６０点

逐次刊行物（雑誌・紀要・ニューズレター・新聞） ５１７種

年 度 利用者数
貸 出 数

研修生 一般 計

８９年度 ３，２４５ ４，２６２ ２，３７３ ６，６３５

９０年度 ６，８２０ ３，７０４ ５，２４１ ８，９４５

９１年度 ７，６７４ ３，９４１ ５，８００ ９，７４１

９２年度 ８，１４７ ２，５４９ ４，１６４ ６，７１３

９３年度 ７，９３５ ２，９２４ ４，２８８ ７，２１２

９４年度 １１，１３２ ３，１１０ ４，９１２ ８，０２２

９５年度 １２，２２３ ４，０４３ ４，７２１ ８，７６４

９６年度 １９，６３９ ５，１８３ ４，８６６ １０，０４９

９７年度 ２０，７４６ ４，９４３ ６，０２０ １０，９６３

９８年度 ２１，１５２ ５，８６１ ６，５９１ １２，４５２

総計 １１８，７１３ ４０，５２０ ４８，９７６ ８９，４９６
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『日本語教育通信』編集部が本紙第３３号（１９９９年１月号）で実施した「読者アンケ－ト」には、５２か国

から４７６件の回答（回答率４．８％）をいただきました。その集計結果の概要を報告いたします。

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

１．『日本語教育通信』を
読みますか？

「毎号全部の記事を読む」という人が半数近くおり、

「ざっと目を通す」人と合わせると、４分の３以上の人

が全部の記事を読んでいることがわかりました。

２．掲載記事の内容について

ざっと目を通す

興味のある記事
だけ読む

３４％

１８％

７２．４％

４９．０％

４８．３％

６０．８％

７９．０％

６０．０％

７４．８％

５４．６％

６１．６％

全く読まない
２．５％

４５．５％

４４．６％

全部読む

４４．６％

３８．７％

３３．０％

３２．６％

３３．５％

２４．８％

２２．５％

１８．８％

◎読まない理由は？

「全く読まない」と答えた１２人に、その理由を尋ねま

した。記事の内容よりも日本語が問題になることが多い

という結果が出ました。

その他

６．４％

２．８％

７．１％

６．２％

２．２％

７．４％

２．７％

６．７％

４．９％

連載中の記事を「とてもよい」「ま

あまあ」「あまり役に立たない」の３

段階で評価してもらいました。

「授業のヒント」「新聞・雑誌から見

る現代日本」「写真で見る日本人の生

活」がベスト３で、授業のアイデアや

教材、日本事情についての関心が高い

ことがわかりました。

３３．３％

興味のある
記事がない ０％

６６．７％

日本語が
難しい

新聞・雑誌から見
る 現 代 日 本

ニ ュ ー ス

海外日本語教育
Q & A

本 ば こ

授 業 の ヒ ン ト

日本語を研究する

写真で見る日本人
の 生 活

教育実践レポート

表 紙 エ ッ セ イ

とてもよい まあまあ あまり役に立たない

「「日日本本語語教教育育通通信信」」ををよよみみまますすかか？？
～「読者アンケート」集計結果概要～
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３．今後の内容への期待（複数回答）

４．『日本語教育通信』ホームページについて
◎ホームページを見たことがあるか？

◎インターネットの利用環境

５．『日本語教育通信』への要望・ご意見
『日本語教育通信』への意見を自由に記入してもらいました。「発行回数を増やしてほしい」「ページ数を増やしてほし

い」という要望が多く寄せられました。「写真はカラー刷りで」という意見もありました。内容については、「年少者向

けのアクティビティの紹介、日本の流行事情や流行言葉の紹介を入れてほしい」という声が聞かれました。

＊皆様のご意見は今後の紙面作りに生かしていきます。ご協力どうもありがとうございました。

HPにアクセスできる
パソコンがない

自分のパソコンから
HPにアクセスできる

見ようとしたが
見られなかった

ない

３８．１％

１４．１％

１８．７％

７１．３％

１４．６％

４３．２％

ある

所属機関のパ
ソコンからHP
にアクセスでき
る

◎ホームページを見た感想は？

『日本語教育通信』を国際交流基金のホームページ上

で「見たことがある」という人はわずかでした。ホーム

ページを見た人には、その感想を「見やすい」「まあま

あ」「見にくい」の３つから選んでもらいましたが、比

較的いい評価が出ました。

インターネットの利用環境では、「ホームページにア

クセスできるパソコンがない」という回答が全体の３分

の１以上を占めており、インターネットが自由に利用で

きるのは、まだこれからのようです。

まあまあ

見にくい

今後どんな内容の記事を期待するか

を選んでもらいました。

「教授法や授業で使えるアクティビ

ティの紹介」を望む人が一番多いこと

がわかりました。また、「日本語につ

いての話題など日本語力の向上に役立

つもの」や「日本事情の紹介」を期待

する声も多く、日本語と日本文化に対

しての先生方の興味が感じられました。

３６．５％

９．５％

５４．０％

見やすい

教授法・アクティ
ビティの 紹 介 ７８．２％

日本語力向上に
役 立 つ も の ７２．９％

教材・参考書の
紹 介 ６７．２％

日本事情の紹介 ６６．０％

日本語国際セン
ターのお知らせ ５２．３％

日本語、日本語
教育の研究動向 ５１．１％

各国のコースデ
ザインや実践例 ４１．６％

そ の 他 ７．８％
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