
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。

3



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
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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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