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に ほんえい が に ほん ぶん か でんとう
日本映画と日本の文化伝統

さ とう ただ お
佐藤 忠男

い ぜん に ほんえい が かんしん も がいこくじん
以前よく、日本映画に関心を持っている外国人たち

に ほん えい が かんとく なか だれ に ほん
から、日本の映画監督たちの中では誰がいちばん日本

てき だれ せいようてき き みぞぐちけん じ お づ
的で、誰が西洋的なのかと聞かれた。溝口健二と小津

やす じ ろう くろさわあきら しゅだい ほうほう
安二郎と黒澤明では、主題も方法もスタイルもまるで

ちが でんとうてき よう そ
違う。伝統的な要素はどこにあるのだ、ということで

くろさわあきら せいようてき かんが ひと
ある。なかには黒澤明は西洋的なのだと考えている人

すく
も少なくない。

わたし さんにん でんとう ふか
私はいつも、この三人はそれぞれに伝統と深いかか

こた ひとくち に ほん でんとう い
わりがある、と答える。一口に日本の伝統と言っても、

ひ じょう た よう わ
じつは非常に多様なものがあるのだとまず分かっても

くろさわあきら えい が おお
らわなければならない。たとえば黒澤明の映画の多く

さむらい かんが かた こうどう し かた でんとう ひょうげん
は侍のものの考え方や行動の仕方の伝統をよく表現

い せきにんかん ゆう き ちからづよ
していると言えるだろう。責任感や勇気や力強さなど

ひょうげん ぶ し どう せいしん ちょっけつ たい
の表現は武士道の精神に直結している。これに対し

みぞぐちけん じ えい が おお え ど じ だい ちょうにんかいきゅう ぶん か
て溝口健二の映画の多くは江戸時代の町人階級の文化

ちょっけつ ゆう び にんげんかんさつ しんらつ
に直結している。すなわち、優美さと人間観察の辛辣

きょうぞん お づ やす じ ろう あし ば きん
さの共存である。小津安二郎が足場としているのは近

だいしょう し みんそう ぶん か かんかく
代小市民層の文化感覚である。ハイカラさ、おだやか

ち てき せいじつ
さ、知的な誠実さ、などである。

に ほんぶん か たんいつ でんとう じっ
日本文化という単一の伝統があるのではなくて、実

さい なか かいそう た よう ちが でんとう な
際はその中には階層ごとに多様な違った伝統が成り

た のうみんてきでんとう おお
立っている。たとえば農民的伝統というものも大きな

なが じゅうよう りち ぎ じっちょく つよ
流れとしてあって重要だ。律儀さ、実直さ、ねばり強

た さかともたか しんどうかね と でんとう ふか ね ざ えい
さ、田坂具隆や新藤兼人がこの伝統に深く根差した映

が かんとく おも げんじつ きんだい のうそん
画監督だと思う。しかし現実には近代において農村は

おお へん か のうみん おお と かい で と し か
大きく変化し、農民の多くが都会に出てきて都市の下

そうしゃかい けいせい しんどうかね と かれ じ しん ぼつらく ふ のう
層社会を形成した。新藤兼人は彼自身、没落した富農

むす こ と かい で さつえいじょ した づ にくたいろうどう けいけん
の息子で都会に出て撮影所の下積みの肉体労働を経験

ひと せいとうてき のうみん き しつ えが えい が つく
した人だが、正統的な農民気質を描いた映画を作る

と し りゅうみん い そう い かた
いっぽう、そうした都市流民とも言うべき層の生き方

えが どく じ でんとう
もよく描いた。そこにもまた独自の伝統的なスタイル

がある。

いまむらしょうへい とうきょう ち しきそう か てい しゅっしん
今村昌平は東京の知識層の家庭の出身なのに、そう

のうそんしゅっしん と し りゅうみん つよ かんしん も
いう農村出身の都市流民に強い関心を持って、もっぱ

せいかつ かた えが
らその、なりふりかまわぬ生活のあり方を描いている。

せ かい きょうつう に ほん
しかしこうなるともう、世界のどことも共通で、日本

でんとう かんけい おおしまなぎさ えが
の伝統ということはあまり関係がない。大島渚が描く

に ほんじん せ かい きょうつう げんだいじん い
日本人も世界の共通の現代人と言えるだろう。こうし

ちかごろ だれ えい が でんとうてき
て近頃は、誰の映画がいちばん伝統的なものなのか、

しつもん
という質問はあまりされないようになった。

えい が ひょうろん か
（映画評論家）
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●〒読者から●〒

ナマステ

１９９９年１０月に初めて、第３５号の「日本語教育通信」を受

取りました。当アショカ日本語学院の全教師が喜んでおり、

全員より感謝を申し上げます。日本語教育を発展させるた

めや、日本文化、習慣などを知るために、また諸外国の日

本語教師のご意見など、身にしみて感じるものがあり、本

当にありがとうございました。

現在、当学院で約３５人が日本語を学んでいます。期間は

１年間で、教材として絵本を利用したり、カセットテープ

を聞かせながら教えております。授業時間は毎日１時間、

４つのグループに分け、４人の教師が指導しております。

ネパールで歴史的な町として知られているバクタプール

市は、有名な観光地になっており、日本人観光客もたくさ

ん訪れてくださいます。そのお客様方に、バクタプールの

歴史や文化、習慣をよりよく知っていただくために、日本

語を話せる人たちの数を増やす必要があると信じておりま

す。このように考えて、この町に１校しかない日本語学院

の発展に努力を続けております。これからも、色々と教え

ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

（ネパール アショカ日本語学院校長

バサンタ・ラトナ・バジュラチャルエ）
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�お手紙は編集部で要約・編集して掲載しました。

佐藤忠男（さとう ただお）

映画評論家。'５６年に最初の映画評論集を刊行。近年は、

特にアジア映画の評論を行い、その普及に貢献する。

'８９年川喜多賞、'９６年紫綬褒章受章。'９６年に日本映画学校

校長に就任。著書は「日本映画史」をはじめ多数。
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1 はじめに

ねん みんしゅ か い ぜん がいこく ご きょういく
モンゴルでは、１９９０年の民主化以前、外国語教育とい

ご みんしゅ か い こう えい ご ご
えばロシア語であったが、民主化以降、英語、ドイツ語、

に ほん ご きょういく に ほん
日本語などの教育もさかんになった。モンゴルでの日本

ご にん き たか げんざい に ほん ご おし きょういく き かん ふ
語の人気は高く、現在日本語を教える教育機関も増えて

に ほん ご きょう し かい だいがく しょう ちゅうがっこう
きている。「日本語教師会」もでき、大学、小・中学校、

た に ほん ご きょういく き かん こう に ほん ご きょう し あつ
その他の日本語教育機関２０校あまりの日本語教師が集

てい き てき おこな
まって、定期的にセミナーなどを行っている。

2 がいよう もくてき
コースの概要と目的

こくりつ ぎ じゅつだいがく ねん がつ に ほん ご きょう
モンゴル国立技術大学では、１９９６年９月から日本語教

いく かい し ご に ほん ご ぎ じゅつつうやく ほん
育が開始された。モンゴル語－日本語の「技術通訳・翻

やくしゃようせい こ とし
訳者養成コース」としてスタートしたもので、今年で４

ねん め がつ はじ そつぎょうせい おく だ よ てい
年目となり、６月に初めての卒業生を送り出す予定であ

げんざい に ほん ご がっ か せんこうせい めい がくせい ざい
る。現在日本語学科には、専攻生のみ１１０名の学生が在

せき がくせい に ほん ご など
籍しており、学生は日本語のほかに、コンピューター等

ぎ じゅつ か もく すうがく き か がく ぶつ り り か けい か もく
の技術科目や、数学、幾何学、物理などの理科系科目も

じゅこう
あわせて受講している。

きんねん に ほん こうりゅう さか かん
近年、モンゴルと日本の交流が盛んになるにつれ、観

こうきゃく けんきゅうしゃ ぎ じゅつしゃ
光客をはじめ、研究者、技術者、ビジネスマンなど、た

に ほんじん おとず
くさんの日本人がモンゴルを訪れるようになった。モン

す し ごと に ほんじん すく
ゴルに住み、仕事をしている日本人も少なくない。この

こうりゅう き かい ふ とうぜん
ように交流の機会が増えるにしたがって、当然、モンゴ

ご に ほん ご つうやく ほんやくしゃ ひつよう
ル語－日本語の通訳・翻訳者が必要になってくるのだが、

げんざい つうやく ほんやくしゃ じつりょく も じんざい
現在のところ、通訳・翻訳者としての実力を持つ人材は、

ひ じょう すく い とく ぎ じゅつつうやくしゃ
非常に少ないと言っていいだろう。特に、技術通訳者は、

ふ そく ぎ じゅつつうやく ほんやくしゃ そだ
まったく不足しており、技術通訳・翻訳者を育てようと

ぎ じゅつつうやく ほんやくしゃようせい こころ いま
いう「技術通訳・翻訳者養成コース」の試みは、今のモ

じゅよう あ い
ンゴルの需要に合ったものだと言える。しかし、それは、

わたし きょう し どう じ
私たち教師にとってやりがいがあると同時に、たいへん

むずか こころ いっぱんてき に ほん ご い がい
難しい試みでもある。一般的な日本語以外に、どのよう

ぎ じゅつ せんもんよう ご おし つうやく ほんやく
に技術の専門用語を教えるか、どうやって通訳・翻訳が

ちから み つね かんが
できる力を身につけさせるか、常に考えさせられている。

3 じんきょう し に ほん ご きょう し やくわりぶんたん
モンゴル人教師と日本語教師の役割分担

ねん がつ こくりつ ぎ じゅつだいがく か もくせん
１９９９年９月から、モンゴル国立技術大学では、科目選

たくせい と い に ほん ご がっ か
択制を取り入れた。このため日本語学科では、これまで

チーム・ティーチング
ぎ じゅつ つう やく ほん やく しゃ よう せい め ざ

技術通訳・翻訳者の養成を目指して
こくりつ ぎ じゅつだいがくがいこく ご がく ぶ に ほん ご がっ か こう し せいねんかいがいきょうりょくたいいん

モンゴル モンゴル国立技術大学外国語学部日本語学科講師（青年海外協力隊員）

どう の あや こ なか はた ひろ え
洞野綾子・中畑浩枝

教育実践レポート●１３チーム・ティーチング

に ほん ご じゅぎょう う がくせい

日本語の授業を受ける学生

とくしょく に ほん ご きょういく じっせん き かん きょう し かたがた
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師の方 に々、

げん ば うんえい じょうきょう しょうかい
現場のコースデザインやコース運営の状況について、紹介していただきます。
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ひっしゅう か もく ほか せんたく か もく ぎ じゅつ に ほん ご に ほん じ
の必修科目の他に選択科目として、技術日本語、日本事

じょう に ほん し か もく くわ し よう
情、日本史などの科目が加わった。カリキュラム・使用

きょうざい ひょう
教材については、表１・２のとおりである。

げんざい に ほん ご がっ か じゅぎょう ぜん ぶ しゅうかん
現在、日本語学科の授業は、全部で１週間に４９コマ

ぷん にん じんきょう し り
（１コマ＝９０分）あり、３人のモンゴル人教師と２人の

に ほんじんきょう し ぶんたん ぶんぽう じゅぎょう ねん
日本人教師とで分担している。「文法」の授業と、２年

せい ほんやく じゅぎょう じんきょう し かい わ
生までの「翻訳」の授業をモンゴル人教師が、「会話」

じゅぎょう に ほんじんきょう し う も ねんせい
の授業を日本人教師が受け持っている。そして、３年生

こう き ぶんぽう ねんせい ほんやく
後期からの「文法」と、３年生からの「翻訳」、また、

せんたく か もく ぎ じゅつ に ほん ご じゅぎょう じんきょう
選択科目である「技術日本語」の授業は、モンゴル人教

し に ほんじんきょう し く う も
師と日本人教師がチームを組んで受け持っている。

こんかい じんきょう し に ほんじんきょう し いっしょ きょうしつ
今回は、モンゴル人教師と日本人教師が一緒に教室に

はい じゅぎょう おこな ねんせい ほんやく ぎ じゅつ に ほん
入って授業を行う、３年生からの「翻訳」と「技術日本

ご せんたく か もく ふ おも
語」（選択科目）について、触れてみようと思う。

4 チーム・ティーチング

ほんやく こころ
�「翻訳」での試み

ほんやく じゅぎょう ねんせい じ さく きょうざい し
「翻訳」の授業では、３年生からは、自作の教材を使

よう じ さく きょうざい つか り ゆう
用している。自作の教材を使う理由は、ひとつには、モ

じ じょう あ きょうざい きょう
ンゴルの事情に合ったものを教材とすることである。教

ざい じつようせい たか き かい
材のテーマは、できるだけ実用性の高いものや、機会さ

つか えら
えあればすぐにでもモンゴルで使えるようなものを選ぶ

ほうしん り ゆう ご い ひょうげん
方針にしている。もうひとつの理由は、語彙や表現を、

ふ たいけい
ただランダムに増やすのではなく、体系づけてまとめる

いま じょうきょう
ためである。というのは、今のモンゴルの状況を考える

じ しょ にゅうしゅ むずか がくせい しょうらい
と、よい辞書の入手はたいへん難しく、学生たちが将来、

ぎ じゅつつうやく ほんやく し ごと とき ぼうだい かず せんもんよう
技術通訳や翻訳の仕事をする時には、膨大な数の専門用

ご じ ぶん あつ ひつよう
語を自分で集めて、まとめることが必要になってくると

おも がくしゅう せんもんよう ご じっさい つか
思われるからである。学習した専門用語を、実際に使う

ちから み じゅぎょう もくひょう
力を身につけることも、この授業の目標である。

きょうざいづく じゅぎょう つぎ おこな
教材作りや授業は、たいてい次のように行っている。

きょうざい じんきょう し じょげん
まず、教材は、モンゴル人教師に助言してもらいなが

に ほんじんきょう し に ほん ご さくせい たと かんこう
ら、日本人教師が日本語で作成する。例えば、「観光ガ

ろんぶん か こうしき ば はな ば
イドをする」「論文を書く」「公式の場で話す」など、場

めん じょうきょう か しょうてん お
面や状況によって変わることばづかいに焦点を置いたり、

ねんせい じょう き すう ねんせい
※１～３年生は、上記のコマ数×２クラス、４年生は１クラス。

ひょう じゅ ぎょうない よう しゅうかん すう
表１ 授業内容と１週間あたりのコマ数

ぷん
（１コマ＝９０分）

ひょう おも し よう きょうざい
表２ 主な使用教材

ぎ じゅつ に ほん ご よう す
「技術日本語」チーム・ティーチングの様子

ぜん き しゅう がつ
前期１６週（９月～）

こう き しゅう がつ
後期１６週（２月～）

ねんせいひっしゅう
１年生必修 ぶんぽう

文法 ３

かい わ
会話 ３

ぶんぽう
文法 ３

かい わ
会話 ３

ねんせいひっしゅう
２年生必修

ぶんぽう
文法 ３

かい わ
会話 ３

ぶんぽう
文法 ３

ほんやく
翻訳 ２

かい わ
会話 ３

ねんせいひっしゅう
３年生必修

ぶんぽう
文法 ３

ほんやく
翻訳 ３

かい わ
会話 ２

ぶんぽう
文法 ３

ほんやく
翻訳 ３

かい わ
会話 ２

ねんせいひっしゅう
４年生必修 ぶんぽう

文法 ３

ほんやく
翻訳 ３

ぶんぽう
文法 ３

ほんやく
翻訳 ３

せん たく か もく
選 択 科 目

へんこう
（変更あり）

ぎ じゅつ に ほん ご
技術日本語 ３

ぎ じゅつ に ほん ご
技術日本語 ３

に ほん し
日本史 ３

に ほん じ じょう
日本事情 ３

ぶん ぽう
文 法

ほん やく
翻 訳

かい わ
会 話

ねん せい
１ 年 生 しん に ほん ご き そ

『新日本語の基礎�・�』 （スリーエーネットワーク）

しん に ほん ご き そ かん じ れんしゅうちょう
『新日本語の基礎 漢字練習帳�・�』（スリーエーネットワーク）

かくしゅ きょうざい
各種テープ教材

じ さくきょうざい
自作教材

ねん せい
２ 年 生 ちゅうきゅう

『中級J３０１』（スリーエーネットワーク）

ぶん か ちゅうきゅう に ほん ご ぼんじんしゃ
『文化中級日本語�』（凡人社）

か がく
『科学でゲーム』

かくしゅ きょうざい
各種テープ教材

じ さくきょうざい
自作教材

ねん せい
３ 年 生 ぶん か ちゅうきゅう に ほん ご ぼんじんしゃ

『文化中級日本語�』（凡人社）

じ さくきょうざい
自作教材

じ さくきょうざい
自作教材

たいぐうひょうげん
『待遇表現』

（The Japan Times）

ねん せい
４ 年 生

じ さくきょうざい
自作教材

じ さくきょうざい
自作教材

せん たく か もく
選 択 科 目

ぎ じゅつ に ほん ご じ さくきょうざい
技術日本語 ・・・ 自作教材

に ほん し じ さくきょうざい
日本史 ・・・・・ 自作教材

に ほん じ じょう に ほん じ じょうにゅうもん
日本事情 ・・・・ 『日本事情入門』（アルク）

4



どうしょくぶつ はくぶつかん こうつう き こう ち けい
「動植物」「博物館」「交通」「気候」「地形」など、テー

ご い ひょうげん かたち
マごとに語彙や表現をまとめていく形をとったりしてい

きょうざい こん ど じんきょう し に ほんじん
る。できた教材から、今度はモンゴル人教師が、日本人

きょう し そうだん いちばんてきとう ご やく み
教師と相談しながら、一番適当なモンゴル語訳を見つけ

る。

きょうだん しゅ じんきょう し た じゅぎょう
教壇には、主としてモンゴル人教師が立つが、授業の

すす かた ほうほう りょうほう い けん あ
進め方や方法については、両方の意見を合わせておく。

きょうしつ に ほん ご ご ご に
教室では、日本語からモンゴル語へ、モンゴル語から日

ほん ご ほんやく つうやく れんしゅう と い
本語への翻訳、また、通訳の練習なども取り入れている。

じゅぎょう に ほん ご きょう し ご
こうした授業は、日本語のネイティブ教師とモンゴル語

きょう し りょうしゃ
のネイティブ教師の両者がいなくてはできないものだ。

りょうしゃ たが ぶん か すこ し
両者が、お互いの文化を少しなりとも知っているという

おお り てん
ことも、大きな利点になっている。

ぎ じゅつ に ほん ご と く
�「技術日本語」への取り組み

こんねん ど がつ はじ ぎ じゅつ に ほん ご じゅぎょう
今年度の９月から始めた「技術日本語」の授業は、あ

てい ど き そ てき に ほん ご がくしゅう お ねんせい たいしょう
る程度基礎的な日本語学習が終わった３、４年生を対象

せんたく か もく かたち おこな とう に ほん ご がっ か
に、選択科目という形で行っている。当日本語学科では、

い ぜん り こうけい きょう か しょ つか に ほん ご おし こころ
以前、理工系の教科書を使って日本語を教えるという試

きょう か しょ
みもなされたことがあった。しかし、そういった教科書

ぶつ り か がく ちょくせつじつよう
のほとんどが、物理や化学といった、直接実用にはなら

きょうようてき せんもん けんきゅう すす ひと
ない教養的なものであったり、専門の研究を進めたい人

か ぎ じゅつつうやく ば
たちのために書かれたものであった。技術通訳をする場

あい かなら り か きょう か しょてき に ほん ご ひつよう
合、必ずしもそういった理科の教科書的な日本語が必要

き かい ぶ ひん な まえ
なわけではなく、機械、部品の名前といったもののほう

ひつよう わたし きょう し かんが
が必要になってくるのではないか、と私たち教師は考え

せんもん ぎ じゅつしゃ ぎ じゅつよう ご しゅざい おし
た。そこで、専門の技術者から技術用語を取材して教え

げんざい ぎ じゅつ に ほん ご ほうしん
ていこうというのが、現在の「技術日本語」の方針であ

る。

じゅぎょう じゅん び だんかい なが せつめい たと じ どうしゃ
授業の準備段階から流れを説明すると、例えば自動車

じゅぎょう ば あい に ほんじん ぎ じゅつしゃ
についての授業をする場合、まず、日本人の技術者から、

じ どうしゃ ぎ じゅつよう ご かく ぶ ひん な まえ
自動車についての技術用語や各部品の名前、そしてそれ

うご に ほん ご しゅざい
がどのように動いているかなどのしくみを日本語で取材

に ほんじん に ほん ご きょう し ぎ じゅつしゃ きょうりょく
する。それを日本人日本語教師と技術者とで協力してテ

し りょう かたち じんきょう
キスト・資料といった形にまとめ、それをモンゴル人教

し よ ご ぎ じゅつよう ご しら じゅぎょう
師が読んでモンゴル語の技術用語を調べ、授業にのぞむ。

がくせい じゅぎょう に ほん ご よ ないよう
学生は授業で、日本語のテキストを読みながら、内容を

は あく さい に ほん ご ご つうやく
把握していく。その際、日本語からモンゴル語に通訳す

ば あい ぎ じゅつよう ご ていねい やく に ほん ご
る場合を考えて、技術用語は丁寧に訳していく。日本語

ぶんぽう かい わ なら ば あい かなら せいかく じ こく
の文法や会話を習う場合は、必ずしもそれを正確に自国

ご やく ひつよう ぎ じゅつつうやく もくてき じゅぎょう
語に訳する必要はないが、技術通訳が目的のこの授業に

ご い やく さ ぎょう ひ じょう たいせつ
おいては、この、語彙を訳すという作業が非常に大切に

いっぱん みみ な むずか ぎ じゅつ ば あい
なってくる。一般に耳慣れない、難しい技術の場合は、

がいよう ご せつめい ご に ほん ご
概要をモンゴル語で説明し、その後日本語のテキストに

はい ひつよう
入るということも必要になる。

じゅぎょう しょうらいてき じんきょう し おし
この授業は、将来的にはモンゴル人教師がひとりで教

よ てい ちゅう げんざい に ほんじん ぎ じゅつしゃ
える予定だが（注）、現在のところは、日本人技術者が

つか に ほん ご しゅざい ご やく
使う日本語を取材する、そして、それをモンゴル語に訳

さ ぎょう ひつよう
していく、という作業が必要なため、チーム・ティーチ

すす じゅぎょう に
ングでなければ進められない授業である。そのため、日

ほんじんきょう し じんきょう し う あ じ かん ひつよう
本人教師とモンゴル人教師の打ち合わせの時間も必要と

ひ じょう て ま じゅぎょう
なり、非常に手間のかかる授業となっている。

て ま ぎ じゅつ
これだけの手間をかけても、技術についてほんのさわ

おし さまざま ぶん や ぎ じゅつ
りだけしか教えることができない、様々な分野の技術を

おし しょうらいがくせい てい ど じっさい つか わ
教えても、将来学生がどの程度実際に使うものなのか分

に ほんじん ぎ じゅつしゃ かぎ
からない、モンゴルにいる日本人技術者が限られるため

ぶん や たいけい じゅぎょう
分野ごとに体系だてた授業ができない、などのさまざま

なや かか じゅぎょう すす さいしゅうてき
な悩みを抱えながら授業を進めているが、最終的にはこ

じゅぎょう がくせい ふか せんもん じゅぎょう
の授業が、学生たちにとって、もっと深く専門の授業に

まな て だす かんが
ついて学んでいくきっかけ、手助けになれば、と考えて

いる。

5 こころ
チーム・ティーチングを試みて

うえ しょうかい じゅぎょう ぎ じゅつつうやく ほんやくしゃ ようせい
上に紹介した２つの授業は、技術通訳・翻訳者を養成

もくてき もっと ちか い
するという目的に最も近いものだと言える。しかし、モ

じんきょう し に ほんじんきょう し じゅぎょう つく
ンゴル人教師と日本人教師がチームで授業を作ることの

けってん う あ じ かん
欠点は打ち合わせにたいへんな時間がかかることである。

じんきょう し に ほんじんきょう し じゅぎょううんえい
さらに、モンゴル人教師と日本人教師の授業運営につい

い けん あ ちょうせい て ま ど
ての意見がかみ合わないこともあり、調整に手間取るこ

ともある。

いっぽう り てん ご に ほん ご りょうほう きょう
一方利点は、モンゴル語と日本語両方のネイティブ教

し ほんやく せいかく たん
師がいるため、翻訳のチェックが正確にできること、単

じ しょてき やく ぶん か てき はいけい ふ い
に辞書的な訳ではなく、文化的な背景を踏まえた生きた

ほんやく つうやく れんしゅう とき とく
翻訳ができることである。通訳の練習をする時は特に、

りょうしゃ そろ がく せい き あんしんかん
両者が揃っていることで、学生たちのやる気も、安心感

ま おも
も増しているように思われる。

わたし がく せい に ほん ご つか し ごと
私たちはいつも、学生が日本語を使って仕事をするこ

あたま じゅぎょう おこな じっさい つうやく ほん
とを頭において、授業を行っているが、実際に通訳・翻

やくしゃ し ごと え もの ひとにぎ
訳者として仕事が得られる者は、ほんの一握りであろう。

すこ おお がく せい しゃかい つうやく に
しかし、少しでも多くの学生たちが、社会に通訳する日

ほん ご りょく み そつぎょう ねが
本語力を身につけて卒業してほしいと願っている。

ちゅう こくりつ ぎ じゅつだいがく ねん に ほん ご つうやく
（注）モンゴル国立技術大学では、１９９６年の日本語通訳・

ほんやくしゃようせい かいせつ じ めい せいねん
翻訳者養成コース開設時から、たいてい２名の青年

かいがいきょうりょくたいいん は けん きょうりょくたいいん
海外協力隊員が派遣されている。協力隊員は、モン

じんきょう し じ ぶん に ほん ご がっ か うんえい
ゴル人教師らが自分たちで日本語学科を運営できる

きょうりょく
よう、協力している。

教育実践レポート●１３チーム・ティーチング
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に ほん で あい

� 日本との出会い �

ちい わたくし に ほん ぜんぜんかんが
小さいとき、私は日本のことは全然考えていませんで

に ほん こ とくべつ がいこく し
した。日本の子どもだったら、特別に外国のことを知ろ

おも
うと思わなくても、テレビゲームとか、コンピュータと

に ほん ご がいらい ご
か、日本語になっている外来語がたくさんありますし、

や きゅう み い せんしゅ むね どうぶつ な まえ がいこく
野球を観に行ったら、選手の胸にある動物の名前は外国

ご か わたくし ば あい
語で書いてあります。しかし、私の場合はそういうこと

まった かんが さい おや こ
は全く考えられませんでした。７、８歳のころ、親から子

む ひゃっ か じ てん べっさつ
ども向けの百科事典をもらいました。その別冊にフラン

に ほん か
スとオランダと日本について書かれていましたが、いま

あたま のこ たい こ ばし た まい こ
頭に残っているのは、太鼓橋に立っている舞妓さん、あ

はい く ひ じょう みじか しい か に
るいは「HAIKU（俳句）」という、非常に短い詩歌が日

ほん
本にあることぐらいです。

わたくし ちゅうがくせい おな に ほんじん おんな
私が中学生になったころ、同じクラスに日本人の女の

こ はい い ぜん に ほんじん み いち
子が入ってきました。それ以前は日本人を見たことは一

ど おも わたくし かのじょ はな
度もなかったと思います。ところが、私は彼女と話した

おぼ まった に ほん きょう み せ
覚えが全くないのです。日本に興味がなかったし、『世

かい れき し じゅぎょう に ほん とうじょう
界の歴史』の授業でも日本のことはまず登場しませんで

かのじょ あざ おも で そつぎょう
した。彼女についてのいちばん鮮やかな思い出は、卒業

しき こうちょうせんせい に ほんじん おんな こ な まえ よ
式のとき、校長先生が日本人の女の子の名前を呼ぶのに

な まえ みょう じ さか い とう じ かのじょ
名前と名字を逆さまに言ったことです。当時彼女のこと

き どく おも ねん
をたいへん気の毒に思ったのですが、それから１０年か１５

ねん い み し
年あとになって、その意味を知りました。

に ほん ご で あ

� 日本語との出会い �

だいがく ねん ぐうぜん ちゅうごくじん した
大学１年のときに、偶然、中国人と親しくなりました。

かれ わたくし かん じ かんたん ちゅうごく ご おし わたくし
彼は私に漢字や簡単な中国語を教えてくれました。私は、

ちゅうごく に ほん きょうつう も じ ふか かんしん
中国にも日本にもある共通の文字に深い関心がありまし

かん じ み りょく かん わたくし
た。どうして漢字に魅力を感じたかというと、たぶん私

こ きっ て あつ おも
が子どものころに切手を集めていたからだと思います。

あたら きっ て か かたち きっ て あつ ほん は
新しい切手、変わった形の切手を集めて本に貼るように、

わたくし めずら かん じ あたま なか は わたくし かくすう
私は珍しい漢字を頭の中に貼っていたのです。私は画数

おお ふくざつ かん じ す わらい
の多い複雑な漢字がいちばん好きでした（笑）。

しょう わ ねん わたくし さい ひ
１９４１（昭和１６）年、私は１９歳になりました。ある日、

なつやす にん に ほん ご べんきょう
ひょんなことから、夏休みに３人で日本語を勉強するこ

わたくし つか きょう か しょ
とになりました。私たちが使った教科書は「さいた／さ

に ほん しょうがくせい
いた／さくらがさいた」という、日本の小学生が使うも

しゅうしん きょう か しょ つか
のでした。そのあと修身の教科書も使いました。ほかの

り に ほん ご むずか おも さい ご
２人はだんだん日本語は難しいと思うようになり、最後

つづ べんきょう わたくし
まで続けて勉強をしていたのは私だけです。

なつ お だいがく もど に ほん ご べんきょう つづ
夏が終わって大学に戻ってからも、日本語の勉強は続

おも とう じ がいこくじん に ほん ご よ
けようと思いました。当時、外国人が日本語を読めるよ

あたら きょう か しょ に
うになるための新しい教科書ができたばかりでした。日

ほん ご おも ひと きょう か しょ
本語をマスターしようと思う人にとっては、この教科書

まった やく た おも
は全く役に立たなかったと思いますが、「さいた／さい

おと な む ないよう
た／さくらがさいた」よりは大人向けの内容がありまし

わたくし べんきょう つづ
たから、私たちは勉強を続けたのです。

おな とし わたくし に ほんぶん か べんきょう おも
同じ年、私は日本文化について勉強をしようと思いま

わたくし いっしょう せんせい で あ
した。そのとき、私の一生の先生に出会うことになりま

つの だ りゅうさくせんせい せんせい ぶんがくさくひん てつがく
す。角田柳作先生です。先生は、文学作品や哲学などあ

ぞん
らゆることをよくご存じでした。

だいがく に ほん ご べんきょう に ほん ご むずか
大学で日本語を勉強しましたら、ますます日本語の難

たと ちゅうごく ご ちが
しさがわかるようになりました。例えば中国語と違い、

ひと かん じ よ かた いく けい ご もん
一つの漢字に読み方が幾つもあります。また、敬語の問

だい だんせい ご じょせい ご ちが
題もありました。それから、男性語と女性語の違いがあ

い がい
ることも意外でした。

にち べい かい せん かい ぐん に ほん ご がっ こう
� 日米開戦と海軍日本語学校 �

おな とし ねん がつ かな で き ごと
同じ年の１９４１年の１２月、たいへん悲しい出来事があり

かいせん わたくし せんそう にんげん こう い
ました。開戦です。私は、戦争は人間のあらゆる行為の

なか みにく かた しん
中でいちばん醜いものだと固く信じていました。しかし、

ねん がつ にち こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい せつりつ しゅうねん き ねん こくさい に ほん ご やく た
１９９９年１２月１日に、国際交流基金日本語国際センター設立１０周年を記念して、国際シンポジウム「日本語は役に立

こくさい ご に ほん ご か のうせい さぐ かいさい ほんごう だい
つか？ ～国際語としての日本語の可能性を探る～」が開催されました。本号では、ドナルド・キーン コロンビア大

がくめい よ きょうじゅ き ねんこうえん ないよう ようやく しょうかい し めん つ ごうじょう ぜん ぶ しょうかい ざんねん こくさいこうりゅう き
学名誉教授による記念講演の内容を要約して紹介します。紙面の都合上、全部をご紹介できず残念ですが、国際交流基

きん ぜんぶん こうかい ぜ ひ らん
金ホームページ（http : //www.jpf.go.jp/j/index.html）で全文を公開していますので、是非ご覧ください。

ほん ないよう じ ごう しょうかい よ てい
なお、本シンポジウムのパネルディスカッションの内容については、次号で紹介する予定です。

に ほん ご やく た
「日本語は役に立つか？」

こくさい ご に ほん ご か のうせい さぐ
～国際語としての日本語の可能性を探る～

き ねんこうえん に ほん ご わたくし
記念講演「日本語と私」

こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい せつりつ しゅうねん き ねんこくさい
国際交流基金日本語国際センター設立１０周年記念国際シンポジウム

だいがくめい よ きょうじゅ
ドナルド・キーン コロンビア大学名誉教授

6



じっさい せんそう わたくし
実際に戦争となると、どうすればいいかということは私

い げん
はなかなか言えませんでした。ちょうどそのころ、『源

じ ものがたり えいやくほん よ じつ
氏物語』の英訳本を読みまして、実にすばらしいものだ

おも に ほん ぶん か はじ
と思いました。日本にちゃんとした文化があると初めて

き わたくし
わかったような気がしました。そして私は、そのころの

くら しんぶん げん じ ものがたり せ かい とう ひ
暗い新聞から『源氏物語』の世界に逃避したのです。

わたくし かいぐん に ほん ご がっこう し がん にゅうがく
私は、アメリカ海軍の日本語学校に志願して入学でき

まいしゅうむい か かん まいにち じ かん じゅぎょう
ることになりました。毎週６日間、毎日４時間の授業で

きょう か しょ ながぬまなお え かた せんぜん つく
した。教科書は長沼直兄さんという方が戦前に作ったも

きょう か しょ じ かん どくしょ じ
ので、いちばんいい教科書でした。２時間の読書と１時

かん かい わ さい ご じ かん か と とう じ
間の会話、そして最後の１時間は書き取りでした。当時、

わたくし おぼ きゅう か な づか ほん じ こわ せんせい
私たちが覚えたのは旧仮名遣いと本字です。怖い先生が

こくばん まえ た たと たいわん ひ じょう はや か
黒板の前に立って、例えば「台湾」などを非常に速く書

たいわん ほん じ じつ かくすう おお わたくし かくすう
きます。台湾の本字は実に画数が多いのです。私は画数

おお じ す ひと
の多い字が好きでしたからわかりましたが、ほかの人た

と ちゅう げつ べんきょう じ びき つか
ちは途中でやめました。１１か月の勉強で、字引を使いな

に ほん ご よ かい わ
がら日本語が読めるようになりました。それから、会話

て がみ
がいちおうできるようになりました。また、手紙などを

に ほん ご か さい ご つき
日本語で書けるようになりました。最後のひと月ぐらい

わたくし ぶん ご おぼ
で私たちは文語も覚えました。

わたくし げつ べんきょう お は けん
私たちは１１か月の勉強を終えてハワイに派遣されまし

つ よくじつ ほんやく はじ
た。ハワイに着いた翌日から翻訳を始めました。しかし、

せ かい たいくつ たと
世界にあれほど退屈なものはありません。例えば、もう

そんざい に ほん ぶ たい ひと な まえ かいどく
存在しない日本の部隊のすべての人の名前を解読しなけ

ひ わたくし ちい て ちょう
ればならないのです。そんなある日、私は小さい手帳を

み に ほんじん へいたい にっ き て がみ
見つけました。日本人の兵隊がつけていた日記や手紙で

わたくし に ほんじん せんそう ほんとう おも し
す。私は日本人が戦争を本当にどう思っているのかを知

へん い かた わたくし さいしょ に
るようになりました。変な言い方ですが、私の最初の日

ほん とも し ひと わたくし
本の友だちはみんな死んだ人ばかりでした。私にとって

わす たいけん
忘れられない体験でした。

せん ご

� 戦後のこと �

せん ご せん じ ちゅう に ほん ご おぼ わか ひと
戦後になりますと、戦時中に日本語を覚えた若い人た

に ほん ご やく た ぜん ぶ
ちは、日本語は役に立たないということでほとんど全部

わたくし わか
やめました。しかし、私はいちばん若かったし、ほかに

し ごと かんが に ほん ご
仕事はありませんでしたから、いろいろ考えて、日本語

けっしん わたくし いっしょう けつ い なか
でやろうと決心をいたしました。私の一生の決意の中で

じゅうよう
これがいちばん重要でした。

わたくし だいがく べんきょう つの だ せんせい した
私はまずコロンビア大学で勉強し、また角田先生の下

べんきょう ねんかん だいがく りゅうがく
で勉強して、１年間、ハーバード大学に留学しました。

えいこく だいがく しゅうしょく とう じ
そのあと英国のケンブリッジ大学に就職しました。当時

だいがく に ほん ご きょういく ひ じょう か
のケンブリッジ大学の日本語教育は非常に変わっていま

に ほん ご し わか えいこくじん さいしょ
した。日本語をひとつも知らない若い英国人が、最初に

に ほん ご よ こ きんしゅう じょ わらい こ
日本語として読んだのが『古今集』の序です（笑）。『古

きんしゅう じょ むずか
今集』の序は難しいのでは

おも
ないかと思っていましたが、

れいせい かんが こんにち あさ
冷静に考えると、今日の朝

ひ しんぶん よ
日新聞よりもはるかに読み

かん じ
やすいのです。まず漢字の

かず すく こう ご
数が少ない。また、口語を

し ひと ぶん ご ぶん
知らない人にとっては文語のほうがやさしいのです。文

ぽう れいがい
法がはっきりしているし、例外はほとんどありません。

ご い ひ じょう すく に ほん ご
それに語彙が非常に少ない。そういうことで日本語を

し がくせい ひと こころ
ひとつも知らない学生でも、「やまとうたは、人の心を

たね こと ば おぼ
種として……」とか、そういう言葉を覚えたわけです。

わたくし かい わ じ かん たの かい わ ほんとう けっさく
私は会話の時間を頼まれたのですが、会話は本当に傑作

がくせい し せい き きのつらゆき
でした。学生たちが知っているのは、１０世紀の紀貫之の

に ほん ご かい わ い がい
日本語です。そういう会話ができるのは意外でした。

に ほん ご うつく
� 日本語の美しさ �

わたくし だいがく だいがくいん もど つの だ せん
私はコロンビア大学の大学院に戻ったときに、角田先

せい した べんきょう もう せんそう お
生の下で勉強をしたと申しましたが、戦争が終わってか

わたくし わか ひと だいがく もど たいへん ち しきよく
ら私のような若い人が大学に戻りました。大変な知識欲

わたくし に ほんぶんがく み りょく
がありました。そして、私はますます日本文学に魅力を

かん へいあんちょう ぶんがく げん
感じるようになったのです。平安朝の文学として、『源

じ ものがたり いち ぶ ぶん よ わたくし に ほん ご なん
氏物語』の一部分を読みました。私は日本語なら何でも

よ じ しん げん じ ものがたり
読める自信はありましたが、『源氏物語』となるととて

むずか うつく ぶんがく じゅうぶん
も難しい。しかし、その美しさ、その文学のよさは十分

みと わたくし に ほん ご おと
に認められました。そして私は、日本語そのものの音と

おんがくてき めん はじ き
か、音楽的な面に初めて気がついたのです。こういうこ

ぶっきょうぶんがく こう ざ つれづれぐさ
とがありました。仏教文学の講座のときに『徒然草』を

ぶんしょう うつく に ほん ご
やりまして、あまりにも文章が美しいので、日本語がひ

ひと よ き
とつもわからない人にも読んで聞かせたのです。「あだ

の つゆ き とき とり べ やま けむり た さ す
し野の露消ゆる時なく、鳥部山の煙立ち去らでのみ住み

は なら よ
果つる習ひならば、いかにもののあはれもなからん。世

さだ わたくし じ ぶん うつく おも
は定めなきこそいみじけれ。」私は自分で美しいと思っ

かり に ほん ご うつく
ていましたから、仮に日本語がわからなくても、その美

かん かくしん こと ば おんがくせい
しさを感じるはずだと確信していました。言葉の音楽性

む し おも
を無視してはいけないと思います。

に ほん りゅう がく

� 日本留学 �

ねん ゆめ に ほん りゅうがく
１９５３年、いよいよ夢がかなって日本に留学できること

ねんかん きょう と す
になり、すばらしい２年間を京都で過ごすことができま

こま かんさいべん わたくし おぼ に ほん ご
した。でも困ったのが関西弁です。私が覚えた日本語に

かんさいべん なに い
関西弁はありませんでしたが、ときどき、何を言ってい

おも わたくし おぼ に
るのかなと思うことがありました。また、私が覚えた日

ほん ご たいしょう じ だい に ほん ご
本語は、どちらかというと大正時代の日本語ですから、

のりあい じ どうしゃ で き
「乗合自動車はどこから出ますか」と聞いて、「えっ？
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い わら
あ、バスのことですか」と言われたことがあります。笑

わたくし に ほん ご
われたのはそれだけではありませんが、私は日本語を

いっしょう とも き ちょう ひと
しゃべっていたので、一生の友だちになれる、貴重な人

なんにん に ほん ご はな とも つく
が何人もできました。日本語を話すことは、友だちの作

かた ひと
り方の一つです。

こううん わたくし げ しゅく もん ぶ だいじん
幸運なことに、私の下宿には、あとで文部大臣になっ

なが い みち お と かれ まいばんはな
た永井道雄さんが泊まっていました。彼とは毎晩話して

ひ じょう べんきょう たと わたくし げ しゅく はい
非常に勉強になりました。例えば私が下宿に入ったとき

おく なにしんぶん と き
に、そこの奥さんに「何新聞を取りますか」と聞かれて、

しんぶん ぞくあく よ い
「新聞のような俗悪なものは読みません」と言ったので

わらい なが い かげ わたくし しんぶん よ
すが（笑）、永井さんのお陰で私は新聞を読むようにな

しんぶん ざっ し きょう み
りました。新聞だけではなく雑誌などにも興味を持つよ

なが い いっしょ せんきょ えんぜつ き
うになりましたし、永井さんと一緒に選挙の演説を聴き

い い に ほん し
に行ったりして、生きた日本を知るようになりました。

わたくし き ちょう
それは私にとってきわめて貴重なことでした。

わたくし きょう と あいだ ば しょう けんきゅう
私は京都にいる間、芭蕉の研究をやるのがいちばんの

もくてき なが い まいにち き はなし
目的でした。しかし、永井さんから毎日聞く話で、もっ

こんぽんてき おも に ほんぶんがく
と根本的なことをやったほうがいいと思い、「日本文学

せんしゅう へんしゅう に ほん ご
撰集」を編集することにしました。それはいま、日本語

よ がいこくじん さつほん じ
を読めない外国人のための２冊本になっております。自

ぶん はなし きょうしゅく ぶんがく せん しゅう よ
分の話で恐縮ですが、「あの文学撰集を読むことによっ

はじ に ほん ぶんがく し
て、初めて日本に文学があることを知りました」とか、

わたくし に ほんぶんがく けんきゅう けっしん
「私も日本文学の研究をやろうと決心しました」とか、

こえ なんかい き わたくし
そういう声を何回も聞いたことがあります。これも私の

に ほん ご やく た おも
日本語が役に立つことになったと思います。

げんだいぶんがく がくもん
ケンブリッジにいたころは、現代文学は学問ではない

ひ じょう つよ し せい わたくしじ しん ぶんがく
という非常に強い姿勢がありました。私自身も、文学は

こ てん かぎ おも に ほん あいだ
古典に限ると思っていました。しかし日本にいる間に、

かん せ かい に ほん
そうではないと感じるようになりました。世界に日本の

しょうかい に ほん ただ み なお
ことを紹介したい、日本のことをより正しく見直しても

き も ひ じょう つよ
らいたい、そういう気持ちが非常に強くなったのです。

に ほん ご わたくし

� 日本語と私 �

わたくし まいにち なに あたら こと ば おぼ
いまでも私は毎日、何か新しい言葉を覚えていますし、

に ほんぶん か あたら ち しき え
日本文化について新しい知識を得ることがあります。４０

なんねんまえ に ほん ご つか わたくし なか に ほん
何年前から日本語を使っていますから、私の中では日本

ご ふか はい えい ご い
語も深いところに入っていて、英語では言えないような

こと ば
言葉もあります。たとえば、「もったいない」「たのもし

あさ はなし なか わたくし
い」「ありがたい」「浅ましい」などです。話の中で私

こと ば し ぜん つか えいやく
はそういう言葉を自然に使っていますが、英訳はできま

せん。

に ほんぶん か ぜんたい ほう こ なか たからもの
日本文化全体が宝庫です。中にはいろいろな宝物が

はい とびら あ に ほん ご とびら ひら
入っている。その扉を開けるのは日本語です。扉を開い

はい たからもの み
て入ったらいろいろな宝物を見つけられますけれども、

とびら まえ た なか はい
扉の前に立っているだけでは中にどんなものが入ってい

るかわかりません。

わたくし ほんやく ば あい に ほん ご えい ご
私が翻訳する場合、日本語と英語をどういうふうに

つか ただ げんぶん ちか ほんやく
使ったら、より正しい、より原文に近い翻訳ができるか

ば あい ひ じょう むじか し
ということがあります。場合によっては非常に難しい仕

ごと たと わたくし み しま ゆ き お うたげ
事です。例えば、私は三島由紀夫さんの『宴のあと』の

えいやく しょう せつ なか いちりゅう りょうてい お
英訳をやりましたが、その小説の中で、一流の料亭の女

かみ きゃく はな ば めん きゃく
将さんがお客さんたちと話す場面があります。そのお客

えら せい じ か じ ぎょう か
さんたちはみな偉い政治家や事業家ばかりです。そうい

ひと たい ぶ れい じょうだん い
う人に対しては無礼な冗談を言ってもいいのです。そう

ひと じ しん ぶ れい じょうだん い
いう人たちは自信があるから、無礼な冗談を言われても

きず う もんだい ぶ れい
傷を受けることはありません。問題は、「無礼」をどう

えいやく じ しょ み
英訳したらいいかということです。辞書を見ましたら、

「rude」「impolite」「discourteous」「disrespectful」

ぜん ぶ で わたくし
「unceremonious」、全部出ていました。しかし私は、そ

こと ば べつ こと ば ほんのうてき おも
ういう言葉ではない、別の言葉があると本能的に思いま

ほんやく かんせい わたくし
した。翻訳が完成したあと、私はカンボジアのアンコー

み い ゆう や ぜんたい
ルワットを見に行きました。ちょうど夕焼けで、全体が

いろ なん い こう
オレンジ色になりました。何とも言えないすばらしい光

けい けいよう し
景です。そのときに「uncomplimentary」という形容詞

う わたくし さが えい ご
が浮かんだのです。それは私が探していた英語でした。

に ほん ご やく た
� 日本語は役に立ちますか？ �

わたくしじ しん いっしゅ せんきょう し むかし せんきょう し がいこく しゅう
私自身は一種の宣教師です。昔の宣教師は外国の宗

きょう に ほん ひろ わたくし ぎゃく
教を日本に広めましたが、私は逆のことをやっています。

がいこく に ほんぶんがく に ほんぶん か ひろ
外国で日本文学や日本文化を広めているつもりです。

わたくし げんざい さい わたくし
私は現在、７７歳になりました。しかし、私はまだやる

に ほんけんきゅう
べきことがいっぱいあります。それは日本研究でなけれ

なに に ほん ご おぼ
ばできないことです。何よりもそれは、日本語を覚えた

おも わたくし
ことによるものだと思っています。そういうことで、私

に ほん ご やく た しつもん
に「日本語は役に立ちますか」という質問がありました

へん じ
ら、その返事はわかりきっております。

ねん う だいがく
１９２２年ニューヨーク生まれ。コロンビア大学

ひ かくぶんがく せんこう に ほん ご ちゅうごく ご
で比較文学を専攻するかたわら日本語と中国語

まな だい に じ せ かいたいせんちゅう かいぐん ご がくがっこう へ
を学ぶ。第二次世界大戦中は海軍語学学校を経

じょうほうかんけい ぎょう む せん ご だい
て情報関係の業務につき、戦後、コロンビア大

がくだいがくいん ふくがく に ほんぶんがくけんきゅう みち はい
学大学院に復学、日本文学研究の道に入る。ケ

だいがく はく し か てい しゅうりょう ひ つづ きょうべん と いっぽう
ンブリッジ大学で博士課程を修了、引き続き教鞭を執る一方、

ねん ねんかん きょう と だいがく りゅうがく だいがくきょうじゅ へ
１９５３年から２年間、京都大学に留学。コロンビア大学教授を経

ねん どうだいがくさいこうしょうごう
て、１９８８年には同大学最高称号であるユニヴァーシティ・プロ

にんめい ねん たいかん どうだいがくめい よ きょうじゅ
フェッサーに任命された。１９９２年に退官、同大学名誉教授と

げんざい いた まいとし ねん はんぶん に ほん す けんきゅうぶん や
なり現在に至る。毎年１年の半分を日本で過ごし、研究分野は

に ほんぶんがく れき し ぶん か など た ほうめん
日本文学にとどまらず、歴史・文化等多方面にわたっている。

ねんくんさんとうきょくじつちゅうじゅしょう ねんこくさいこうりゅう き きんしょう じゅしょう ちょしょ
１９７５年勲三等旭日中綬章、１９８３年国際交流基金賞を受賞。著書

に ほんぶんがく れき し ぜん かん など た すう
に『日本文学の歴史』（全１８巻）等多数。

し りゃくれき
● ドナルド・キーン氏 略歴 ●

8
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写 真 で 見 る

き もの
「着物」

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 に ほん でんとうてき い るい き もの と あ
いものを使っています。今回は日本の伝統的な衣類である着物について取り上げます。

しち ご さん せい じん しき
七五三・成人式

しち ご さん しゃ しん せいじんしき おお
七五三※１（写真）や成人式※２のときにも多く

ひと き もの き
の人が着物を着ます。

しょうがつ き もの き ひと
また、お正月に着物を着る人もいます。お

しょうがつ いちねん なか たいせつ ひ
正月は一年の中でいちばん大切な日です。

さい さい さい いわ さい いわ
（※１３歳、５歳、７歳のお祝い。 ※２２０歳のお祝い）

に ほん じん き もの き
日本人はいつ着物を着るの？

に ほん でん とう てき い るい き もの しゃ しん
日本の伝統的な衣類は着物です（写真）。

いま に ほんじん ようふく き
しかし、今の日本人はふつう洋服を着ていま

まち き もの き ひと
す。町で着物を着ている人はあまりいません。

日 本 人 の 生 活

けっ こん しき しゅっ せき
結婚式に出席する

むかし とくべつ いわ ひ
昔から、特別なお祝いの日に、いちばんき

き もの き いま に ほんじん き もの
れいな着物を着ました。今の日本人が着物を

き とくべつ おお たと
着るのも、特別なときが多いです。例えば、

か ぞく とも だち けっこんしき しゃ しん だい がく そつ
家族や友達の結婚式（写真）、大学などの卒

ぎょうしき しゅっせき
業式に出席するときです。
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すうねん き しち ご さん など のぞ
ここ数年で、きものを着たか（ゆかた、七五三きもの等を除く）

き ひと たい き かい き ふくすうかいとう
（きものを着た人に対して）どのような機会にきものを着たか（複数回答）

たんとうしゃ いく た まもる 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、中村雅子（日本語国際センター専任講師）

ゆ か た
浴衣は？

りょ かん と
旅館に泊まる

りょかん と ゆ か た き しゃしん
旅館に泊まるときも、浴衣を着ます（写真）。

りょかん ゆ か た よう い
ふつう旅館には、浴衣が用意してあります。

さ どう か どう でんとうてき げいのう かん
そのほかにも、茶道や華道など、伝統的な芸能に関

けい ひと き もの き か ぶ き はいゆう す
係のある人は、よく着物を着ます。歌舞伎の俳優や相

もう りき し き もの き しょくぎょう ひと
撲の力士など、着物をよく着る職業の人もいます。

し りょう にちほう だんかい だんかい い しきちょう さ
資料：日放「団塊ジュニア・団塊ミセスのきもの意識調査」

ねん がつ がつちょう さ とうきょう ぎん ざ しぶ や がいとうちょう さ
１９９６年１１月～１２月調査、東京（銀座・渋谷）での街頭調査

さい だんかい さいだいこうはん だんかい じょせいぞう
２２～２６歳（団塊ジュニア）、４０歳代後半（団塊ミセス）の女性像

３８

５

２９

５１

８５

２６

０ ０ ０ ２

なつ まつ い
夏祭りに行く

ゆ か た も めん つく き もの
浴衣は木綿で作った着物

ふ ろ はい あと
です。お風呂に入った後や、

なつ き さいきん なつ まつ
夏に着ます。最近、夏祭り

はな び み い
や花火を見に行くときに、

ゆ か た き わか おんな ひと おお
浴衣を着る若い女の人が多

しゃしん
くなりました（写真）。

８５

７
１３

２９

４

２９
２０

４ ２
１３

（％）
１００

８０

６０

４０

２０

０
友
人
・
親
族
の

披
露
宴

パ
ー
テ
ィ
ー

お
稽
古
ご
と

子
供
の
卒
業
式
・

謝
恩
会

子
供
の
成
人
式

お
正
月

子
供
の
お
見
合

同
窓
会
・

ク
ラ
ス
会

そ
の
他

（％）
１００

８０

６０

４０

２０

０
友
人
・
親
族
の

披
露
宴

パ
ー
テ
ィ
ー

お
稽
古
ご
と

卒
業
式
・

謝
恩
会

成
人
式

お
正
月

お
見
合

デ
ー
ト

そ
の
他

いいえ
１６％ いいえ

４５％

さい
２２～２６歳の

じょせい
女性

さいだいこうはん
４０歳代後半の

じょせい
女性

はい
８４％

はい
５５％

さい じょせい
２２～２６歳の女性

さいだいこうはん じょせい
４０歳代後半の女性

食
事
や
観
劇
等

ち
ょ
っ
と
し
た

お
出
か
け

食
事
や
観
劇
等

ち
ょ
っ
と
し
た

お
出
か
け
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日本語・
日本語教育を

研究する

日本語教育のための文法研究

教育のための研究と研究のための研究

日本語教育のための文法研究には、二つのものがあり

ます。「教育のための研究」と「研究のための研究」です。

「教育のための研究」は、授業のときに文法の説明を

うまくおこなうとか、学習者の質問にわかりやすく答え

るというような目的でおこなう日常的な研究です。

「研究のための研究」は、学会などで研究発表をした

り、学会誌などに載せる論文を書いたりするための、特

別な研究です。

教育活動から生まれる文法研究

教育のための研究と研究のための研究は、連動してい

るほうがよいと思います。教育のための研究は、研究の

ための研究に発展する方がよいでしょうし、研究のため

の研究は、教育活動に役立つものであるのが理想的です。

最近は、日本語の文法研究が進み、品詞の分類とか、

「は」と「が」の使いわけ全体というような、大きなテー

マでは、新しい研究ができなくなってきています。そう

いう大きな研究ではなく、教育活動の中で見つけた、小

さなテーマで、実証的な研究をするのがよいと思います。

ここでは、教育活動の中からどのようにして研究テー

マを見つけたらいいのかを、具体的な例をあげて説明し

ていきましょう。とくに、論文を書くためには、ほかの

人が気づいていない、おもしろいテーマを見つけられる

かどうかが重要です。ほんとうにおもしろいテーマを見

つけられれば、もう論文の半分ができたようなものです。

教科書から問題点を見つける

日本語の教科書をよく見ていくと、文法の扱い方がう

まくいっていないものが見つかります。そのような小さ

な問題点から始めてみるのもよいと思います。

私が日本語の教科書で見つけた問題点の例を一つあげ

てみましょう。

ある教科書では、使役受動形の作り方について、次の

�のような文法説明があり、�のような例文があがって

います。

� 使役形に、受動の語尾「－rareru」をつける

� 田中さんが本を買わせられる。

そして、練習では、次の�のような例があがっていま

す。

� 先生は私を待たせます。

→ 私は先生に待たされました。

�の文法説明と�の例を見て、おかしいと思いません

か？ �の文法説明のとおりに使役受動形を作ると、�

は「待たされました」ではなく、「待たせられました」

になるはずです。

このような問題点を出発点にして、使役受動形として、

実際にはどのような形が使われているのかを調査してみ

るのもよいでしょう。話しことばと書きことばによる違

いや、文章のジャンルによる違い、時代による違いなど

がわかれば、さらにおもしろい研究になるはずです。

学習者の質問から問題点を見つける

学習者の質問の中には、日本語の文法を深く考える

きっかけになるようなものがあります。

私は、初級のクラスで受動文を教えているときに、

「受動文の作り方はわかったが、受動文というのはどん

なときに使うのか？」という質問を受けたことがありま

す。

これは、かなりむずかしい質問です。次の�と�は同

じ事態を表す能動文と受動文ですが、日本語では、受動

文の�のほうが自然な場合が多いでしょう。

� 受付の人は私に住所と名前を聞きました。

� 私は受付の人に住所と名前を聞かれました。

日本語では、「私」が主語になろうとする傾向が強い

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
テーマは日本語教育のための文法研究です。

■第１２回■

大阪府立大学教授 野田 尚史
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ので、�のほうが好まれるのでしょうが、このような傾

向は言語によって違います。ですから、これは、日本語

とほかの言語との対照研究のテーマにもなるでしょう。

また、受動文は、次の�のように、複文の従属節の主

語と主文の主語を一致させるために使われたり、続いて

いる文と文の主語を一致させるために使われることもあ

ります。

� 私は住所と名前を聞かれたので、答えました。

このような研究は、複文や、談話・テキストの研究に

発展していく可能性があります。

誤用例から問題点を見つける

教育活動の中で文法研究のテーマを見つけるのにいち

ばんよい方法は、学習者の誤用例を見ることでしょう。

たとえば、日本語や日本文学を専攻している大学院生

のような人でも、次の�のような誤用が見られます。

� 夏目漱石のイギリス留学は、その後の彼の文学

作品にどんな影響を与えましたか。私は、この問

題について考えてみたいと思います。

�の最初の文の「与えましたか」は「与えたか」にし

なくては不自然です。「です・ます」を使って話をする

ときは、全部の文を「です・ます」で統一しなければな

らないと言われることが多いのですが、このように「で

す・ます」にしてはいけない文もあります。このような

ことは、誤用例を見なければ、なかなか気がつきません。

誤用例は自分で見つけるのがいちばんいいのですが、

たくさんの誤用例を調べたいときには、たとえば、イン

ターネットの次のサイトにある「寺村誤用データ」や

「日本語学習者の作文コーパス」を見てください。

http : //cookie.lang.nagoya-u.ac.jp/pub/

日本語の精読から問題点を見つける

中級や上級の授業で、新聞や小説を読んだり、テレビ

やラジオの番組を聞いたりするときに、一つ一つの文の

構造や機能をしっかり見ていくと、ふだんは気がつかな

い文法の問題が見つかることがあります。

たとえば、次の�の「電話で話すほうが」は主語だと

は言えません。主語は「私は」だからです。

� 私は、面と向かって話すより電話で話すほうが

うまく話せる。

これは、「電話で話すと」のような仮定条件節が、「面

と向かって話すと」と比較されて、「電話で話すほうが」

になったものだと考えられます。

このように、「が」のような簡単な助詞でも、詳しく

見ていくと、研究に発展しそうなテーマが見つかること

があります。

研究を発表したり、論文にまとめたりする

研究を学会などで発表したり、論文として学会誌など

に発表するときに大事なことが二つあります。

一つは、研究発表らしい研究発表にしたり、論文らし

い論文にすることです。そのためには、研究発表を聞い

たり、最近の論文をよく読んで研究することが必要です。

もう一つは、内容が、これまでだれも発表していない、

オリジナルなものになっていることです。それを知るた

めには、できるだけ新しい情報を集めることが必要です。

日本の大学図書館などに収蔵されている本の検索は、

インターネットの次のサイト（学術情報センターの

NACSIS Webcat）が役に立つでしょう。

http : //webcat.nacsis.ac.jp/

日本語関係の本の検索と購入は、次のサイト（凡人社

オンラインショップ）が便利です。

http : //www.alc.co.jp/bos/

論文については、１年に１冊発行される、国立国語研

究所（編）『国語年鑑』（１９９５年版までは秀英出版、１９９６

年版より大日本図書）を調べるのがいちばん確実です。

次のサイト（国立国語研究所）には、『国語年鑑』の

１９８５年版までの論文データなどがあります。

http : //www.kokken.go.jp/

これから、インターネットで公開されるデータはさら

に増えていくと思います。いろいろ探してみてください。

日本語・日本語教育を研究する

�文法の考え方を学ぶには
野田尚史『はじめての人の日本語文法』くろしお出版、
１９９１
�日本語の文法全般について調べるには
益岡隆志・田窪行則『基礎日本語文法 ―改訂版―』
くろしお出版、１９９２
�日本語文法の主要なテーマについて知るには
北原保雄（編）『講座日本語と日本語教育４ 日本語の
文法・文体（上）』明治書院、１９８９
�誤用分析を考えるには
明治書院企画編集部（編）『日本語誤用分析』、『続日本
語誤用分析』明治書院、１９９７
�日本語学の論文の書き方を知るには
宮地裕（他）（編）『ハンドブック 論文・レポートの書
き方』明治書院、１９９７

基本的な参考文献

＊今号からこのコーナーの名前を「日本語・日本

語教育を研究する」に変更いたしました。
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きょう ざい つか かた
テープ教材の使い方（その２）

ぜん たい ない よう り かい たい せつ
◆全体の内容を理解することが大切

しょきゅうこうはん きょうしつ つか ば あい ないよう き
初級後半になって教室でテープを使う場合、内容を聞

と れんしゅう ちゅうしん ないよう き と とき
き取る練習が中心になってきます。内容を聞き取る時に

がくせい こと ば ひょうげん
は、学生にとってわからない言葉や表現がいくつかあっ

と ぜんたい り かい
ても、そこで止まってしまわずに、全体を理解するよう

たいせつ ひと こと ば すべ り かい
にさせることが大切です。一つずつの言葉を全て理解し

おも こと ば き ぎゃく
ようと思うと、わからない言葉が気になってしまい、逆

ぜんたい なに い
に全体で何を言っているのかわからなくなってしまうこ

とがあります。

じゅうよう ぶ ぶん き と
◆どこが重要な部分かわかると聞き取りやすい

わ だい なか とく ちゅう い き ひつよう じょうほう なに
話題の中で特に注意して聞く必要がある情報は何か、

まえ き ぶ ぶん き
前もってわかっていれば、聞くときにはその部分に気を

き ないよう き と
つけて聞けばよく、内容が聞き取りやすくなります。

たと てん き よ ほう き ば あい じゅうよう ば
例えば、天気予報のテープを聞く場合、重要なのは場

しょ な まえ ば しょ は あめ ふ てん
所の名前とその場所が晴れるのか雨が降るのかという点

です。

ほか かつ どう むす
◆他の活動に結びつける

おんせい り よう ちょうかいれんしゅう お
音声テープを利用して聴解練習で終わるだけではなく、

り かい ないよう ほか かつどう むす こう か てき じゅぎょう
理解した内容を他の活動に結びつけると効果的な授業が

れい しょうかい
できます。ここでは、その例を紹介します。

かつどうれい き じょうほう り よう かい わ き れん
�活動例１ 聞いた情報を利用して会話する（「聞く練

しゅう はな れんしゅう
習」→「話す練習」）

ばんぐみ てん き かい わ
ここではまず、テレビ番組の天気についての会話の

きょうざい れい き じょうほう ほか ひと つた かつ
テープ教材を例にして、聞いた情報を他の人に伝える活

どう しょうかい
動を紹介します。

がくせい かい わ き ひつよう じょうほう
学生はこの会話を聞いて必要な情報をタスクシート１

か がくせい ぼ ご か
に書きます。（レベルによって学生の母語で書いてもい

いです。）

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

じゅ ぎょう

授業のヒント

がつ にち じ
アナウンサー：おはようございます。３月２３日７時

とうきょう ど すこ あめ ふ
のニュースです。東京は１６度、少し雨が降ってい

あたた あさ かく ち てん き き
ますが、暖かい朝です。各地のお天気を聞いてみ

ほっかいどう さっぽろ
ましょう。まずは北海道、札幌から。

さっぽろ なかやま
アナウンサー：あ、もしもし。札幌の中山さん。そ

ちらはいかがですか。

なかやま さっぽろ け さ ど は
中山：札幌は今朝は２度。晴れていますが、まだま

さむ
だ寒いです。ここしばらく……。

おおさか にし だ
アナウンサー：もしもし、大阪ですか。ああ、西田

さん。そちらはいかがですか。

にし だ おおさか け さ くも
西田：ああ、大阪は今朝はどんより曇っています。

おん ど ど あたた
温度は１８度。まあまあ暖かいです。

か ご しま よしおか
アナウンサー：もしもし、鹿児島の吉岡さん。おは

ようございます。そちらはいかがですか。

よしおか け さ は
吉岡：あ、はい。今朝はたいへんよく晴れています。

いま おん ど けい ど あつ
今、こちらの温度計で２６度。かなり暑いですね。

え まな に ほん ご
（『絵とタスクで学ぶ日本語』タスク８－２のテープより）

ぜんかい ひ つづ おんせい り ようほうほう
前回に引き続き、音声テープの利用方法を

しょうかい こんかい しょ ちゅうきゅう
紹介します。今回は初・中級レベルのクラス

たいしょう つか かた
を対象にした使い方です。

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

かい わ れんしゅう よ れんしゅう
・会話練習や読む練習

がくしゅうしゃ
学習者のタイプ

しょきゅうこうはん ちゅうきゅう
初級後半から中級

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１

まち
町

てん き
天 気

き おん
気 温

さっ ぽろ
札 幌 はれ

ど
２度 あつい・さむい

ど
度 あつい・さむい

ど
度 あつい・さむい

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

テーマ
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がくせい わ つぎ やくわり
次に、学生をA、Bに分け、それぞれに次の役割カー

くば がくせい ぼ ご か
ドを配ります。カードは学生の母語で書いてもいいです。

さっぽろ おおさか か ご しま か
（Aへのカードは、札幌・大阪・鹿児島のそれぞれを書

しゅるい よう い
いた３種類、用意する。）

ふた り ぐみ かい わ れい かい わ
A、Bでペア（二人組）になり、会話例１のように会話

をします。

かい わ れい
会話例１

かつどう おうようれい にんずう すく
この活動の応用例として、人数の少ないクラスでは、

ぜんいん がくせい き
クラス全員ではなくＢになった学生だけにテープを聞か

かい わ
せて会話をさせることもできるでしょう。

かつどうれい き ないよう ぶん あ き れん しゅう
�活動例２ 聞いた内容と文を合わせる（「聞く練習」

よ れんしゅう
＋「読む練習」）

き ぶん よ かつどう どう じ おこな
テープを聞くときに、文を読む活動を同時に行わせる

こともできます。

きょう か しょ つく へん ゆうめい ところ
『教科書を作ろう れんしゅう編』１２－７「有名な所」

かい わ つか れい
の会話	
を使った例です。

かい わ
［モデルテキスト会話�］

きょう し じゅぎょう まえ つく とき
教師は授業の前にタスクシートを作ります。その時、

かい わ なか じょうほう ふく ぶん
会話	
の中でポイントになる情報が含まれている文を

えら こた か ひょう
選んで、答えを書く表

つく
を作ります。（タスク

シート２）

じゅぎょう
授業では、テープを

き まえ がくせい
聞かせる前に、学生が

よ
タスクシートをよく読

い
むように言いましょう。

ひょう かんせい
表が完成したら、も

いち ど き
う一度テープを聞いて

こた
答えあわせをします。

ないよう きょう か しょ
テープの内容が教科書

か
などに書かれていたら、

よ こた
それを読んで答えあわ

せをすることもできま

す。

れい かい わ つか
この例では会話のテープを使いましたが、ニュースや

ざっ し き じ か ぶんしょう ろくおん
雑誌の記事など、書かれた文章でも、それを録音したテー

おな かつどう
プがあれば同じような活動ができます。タスクシートも

ひょう ものがたり き ぶん じゅん
表をうめるタイプだけではなく、物語を聞いて、文の順

ばん
番をならべかえるタイプなどもできます。

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

いま し ごと さっぽろ おおさか か ご しま い
あなたは今から仕事で札幌（大阪、鹿児島）へ行

なに も
きます。かさ、コートなど、何を持っていったらい

き
いか聞いてください。

さっぽろ おおさか か ご しま い ひと ば しょ てん き
札幌、大阪、鹿児島に行く人に、その場所の天気

おし も
を教えてください。また、持っていったほうがいい

おし
ものを教えてあげてください。

れい さむ あめ あつ
例：寒い→コート、雨→かさ、暑い→ぼうし…

わたし
Ａ：Ｂさん、ちょっとすみません。私はこれから

さっぽろ い
札幌へ行くんですが。

さっぽろ さっぽろ いまさむ ど
Ｂ：あ、札幌ですか。札幌は、今寒いですよ。２度

は
です。そして晴れています。

も い
Ａ：かさを持って行ったほうがいいですか。

も い
Ｂ：かさを持って行かなくてもいいでしょう。でも、

も い
コートを持って行ったほうがいいです。

Ａ：どうもありがとう。

Ｂ：どういたしまして。

たんとうしゃ ふるかわよし こ 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、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。

Ａへのカード：

Ｂへのカード：

さんこうぶんけん
■参考文献■

むら の りょう こ たにみち え まな
１．村野良子・谷道まや（１９８９）『絵とタスクで学ぶ

ぼんじんしゃ
にほんご』 凡人社

２．Underwood, M．（１９８９） Teaching Listening

Longman

こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい
３．国際交流基金日本語国際センター（１９９９）

きょう か しょ つく れんしゅうへん
『教科書を作ろう 練習編』

よ
・ａ～ｅを読んでください。

き れい した ひょう か
・テープを聞いて例のように下の表に書いてください。

かんが
・	
はどこか考えてください。

じ かん
ａ．５時間ぐらいあるきました。

ｂ．こんでいました。

に ほん たか やま
ｃ．日本でいちばん高い山です。

ｄ．ミッキーマウスといっしょにしゃしんをとるこ

とができます。

ｅ．上にはゆきがありました。

どこですか？

	
れい

（例）ａ．




タスクシート２
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だいがくしんがく き ぼうしゃ きょうざい
▽大学進学希望者のための教材

きょうざい しょうらい だいがく だいがくいん
この教材は、将来、大学・大学院など

けんきゅう すす がくしゅうしゃ
で研究を進めていこうとする学習者が、

たん じ かん じ かん じ かん
できるだけ短期間（３００時間～５００時間）

に ほん ご き そ み
で、日本語の基礎を身につけられるよう

つく ぜんたい じょう げ さつ
に作られたものです。全体は上・下２冊

わ こんかいしゅっぱん
のシリーズに分かれていて、今回出版さ

じょうかん に ほん ご のうりょく し けん きゅう
れた上巻では、日本語能力試験４級レベ

ぶんぽう じ こう ぶんけい かん じ
ルの文法事項にもとづき、文型、漢字、

ご い ひょうげん べんきょう
語彙・表現が勉強できるようになってい

ます。

ぶんけい おぼ ご い ふ
▽文型を覚える・語彙を増やす

きょうざい ぶんけい ぶんぽうこうもく ぜん ぶ
この教材では、文型・文法項目が全部

か わ だ かく か
で３０課に分かれて出されています。各課

ぶんけいれいぶん ぶんけいれんしゅう き そ かい わ
は、「文型例文」「文型練習」「基礎会話」

はつおんれんしゅう がいらい ご
「発音練習」「外来語」からなっていま

ぶんけいれいぶん か ぶんぽうこう
す。「文型例文」では、その課の文法項

もく かんたん れいぶん しめ ぶん
目が簡単な例文で示してあります。「文

けいれんしゅう ぶんけい こうとうれんしゅう
型練習」では、文型の口頭練習をしなが

ご い ふ
ら語彙が増やせるようになっています。

き そ かい わ じっさい ば めん
そして「基礎会話」では、実際の場面で

つか かた れんしゅう
の使い方を練習することができます。

はつおんれんしゅう はつ
また、「発音練習」ではむずかしい発

おん れんしゅう がいらい ご
音やアクセントの練習、「外来語」では

こと ば ひょう き れんしゅう
カタカナ言葉と表記の練習があります。

よ もの り かい かくにん
▽「読み物」で理解を確認

かんまつ よ もの かくはん
巻末には、１２の「読み物」（各半ページ

てい ど しち ご
程度）がついています。テーマは「七五

さん み らい よ そく に ほん じ じょう ぶん
三」「未来の予測」など、日本事情や文

か し ぜん か がく かん ないよう
化、自然科学に関するものです。内容に

しつもん かく か がく
ついての質問もありますから、各課の学

しゅう あ よ ぶんけい り かい じっさい
習と合わせて読めば、文型の理解を実際

ぶんしょう たし
の文章で確かめることができます。

きゅうけい
また、「休憩タイム」というコーナー

に ほん ご うた
がところどころにあり、日本語の歌、こ

こうこくぶん しょうかい
とわざ、クイズ、広告文などが紹介され

じっさい に
ています。このコーナーでは、実際の日

ほん ご たの
本語にふれて楽しむことができるでしょ

う。

ふ ぞくきょうざい
▽付属教材について

きょうざい おんせい べつ う
この教材には音声テープ（別売り）が

ふ ぞくきょうざい たん ご
あります。また、付属教材として『単語・

ぶんぽうかいせつしょ ちゅうごく ご ばん もんだいしゅう
文法解説書（中国語版）』、『問題集』が

で
出ています。

じつりょく に ほん ご げ に ほん ご のうりょく
なお、『実力日本語（下）』（日本語能力

し けん きゅう がつ げ じゅん はつばい よ
試験３級レベル）は１月下旬に発売予

てい
定です。

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

たし き そ に ほん ご りょく よう せい
確かな基礎日本語力を養成する

じつ りょく に ほん ご じょう ゆた ご い ひょう げん りょく
『実力日本語（上）－豊かな語彙・表現力をめざして－』

ひめ の まさ こ た やま こ かしわざきまさ よ
�姫野昌子、田山のり子、柏崎雅世

ちょ とうきょうがいこく ご だいがくりゅうがくせい に ほん ご きょう
著、東京外国語大学留学生日本語教

いく へん はっこう
育センター編�発行：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．０３‐３３２３‐５５１４ FAX．０３‐３３２３‐

はつばい ぼんじんしゃ とう
１００１）発売：凡人社（〒１０２‐００９３東

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

かわちょう
河町ビル１F／TEL．０３‐３２６３‐３９５９

ねん がつ
FAX．０３‐３４７０‐２１２９）１９９９年７月

か ばん
１０日�４‐８９３５８‐４３７‐５�A４判・１８２

えん
ページ�１，９９５円

しん かん きょう ざい と しょ しょう かい

新刊教材・図書紹介●

ぶんけいれいぶん き そ かい わ
P．１２０「文型例文」「基礎会話」

●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。

はつおんれんしゅう がいらい ご
P．１１０「発音練習」「外来語」

きゅう けい
P．１３９「休憩タイム」
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▽JAPANESE FOR BUSY PEO-

きょうざい
PLEにもとづくビデオ教材

にちじょう き そ かい わ ひつよう き ほんぶん
これは日常の基礎会話に必要な基本文

けい ひょうげん まな せいじんよう きょう
型と表現を学ぶための成人用のビデオ教

ざい きょうざい ちゅうしん
材です。この教材の中心となっているの

に ほん てんきん
は、アメリカから日本に転勤してきた

カーペンターというビジネスマンとその

か ぞく とうじょう
家族が登場するドラマです。

いっ か に ほん き
ドラマはカーペンター一家が日本に来

はじ か ぞく ひと
たところから始まります。この家族の人

しょく ば にちじょうせいかつ ば めん
たちが職場や日常生活のいろいろな場面

に ほんじん で あ すこ に ほん せい
で日本人と出会い、少しずつ日本での生

かつ な どうりょう ゆうじん にん
活に慣れるとともに、同僚や友人との人

げんかんけい ふか きょう
間関係を深めていきます。このビデオ教

ざい とお がくしゅう
材は、このようなドラマを通して、学習

しゃ に ほん せいかつ まな どう じ
者が日本の生活について学び、同時に、

ば めん おう てきせつ に ほん ご し ぜん み
場面に応じた適切な日本語を自然に身に

つ
付けることをねらっています。

きょうざい
このビデオ教材は、JAPANESE FOR

おな な まえ いっぱん
BUSY PEOPLEという同じ名前の一般

せいじん む いんさつきょうざい つく
成人向けの印刷教材にもとづいて作られ

きょうざい
ています。このビデオ教材は、ドラマを

ちゅうしん よ
中心にした「エピソード」と呼ばれるユ

こうせい かく
ニットで構成されていますが、各「エピ

で あたら ぶんけい いんさつきょうざい
ソード」に出る新しい文型は、印刷教材

かく
のJAPANESE FOR BUSY PEOPLEの各

か と ぶんけい おな
課で取りあげている文型と同じです。し

かい わ ひと ひと みじか たんじゅん おぼ
かし、会話の一つ一つが短く、単純で覚

てん とうじょうじんぶつ な
えやすくなっている点や、登場人物の名

まえ いんさつきょうざい かい わ ちが てん
前など、印刷教材の会話とは違った点も

あります。

かいせつ
▽ドラマ、解説、アニメー

ぶ こうせい
ションの３部構成

かくかん ぷん
��	の各巻とも５０分のビデオ

ほん
２本からなり、それぞれ２１、１８、

おさ
２０の「エピソード」が収められて

います。

かく
各「エピソード」は「ドラマシ

リーズ」、「スタジオ・トーク」、

ぶ こう
「CGアニメーション」の３部で構

せい かく なが
成され、各「エピソード」の長さ

ふんてい ど
は５分程度です。

かい わ てい
「ドラマシリーズ」は会話が提

じ ぶ ぶん
示される部分です。「スタジオ・

えい ご ぶんぽう よう
トーク」は、英語による文法の要

てん かんたん せつめい ぶ ぶん
点の簡単な説明の部分です。ドラ

ぶ ぶんてき さいせい も じ
マの部分的な再生や文字パネルを

つか に ほんじんきょう し ひと り
使いながら、日本人教師と一人の

がくしゅうしゃ かる まじ
学習者との軽いおしゃべりを交え

すす
て、進められます。「CGアニメー

ション」では、ビジーさんという

とうじょう ぶんけい よう
キャラクターが登場し、文型の用

れい かんれんぶんけい てい じ
例や関連文型などが提示されます。

おお ば
このアニメーションには多くの場

あい さい ご お
合、最後にユーモラスな「落ち」

があります。

きょうざい いんさつきょうざい
このビデオ教材は、印刷教材の

JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

つか じゅぎょう きょうざい
を使った授業でも、ほかの教材を

つか しょきゅうじゅぎょう ふくきょうざい
使った初級授業でも、副教材とし

し よう じ しゅう
て使用できます。そのほか、自習

よう きょうざい
用の教材として、あるいは、これ

に ほん こ ひと
から日本へ来ようとしている人が

に ほん ご に ほん せいかつ し
日本語や日本の生活について知る

にゅうもんよう きょうざい つか
ための入門用の教材としても使え

ただ き そ
るでしょう。但し、基礎をよりしっかり

まな ぶんぽうかいせつ くわ
と学ぶためには、文法解説がより詳しく

か いんさつきょうざい
書かれている印刷教材のJAPANESE

さんこう
FOR BUSY PEOPLEを参考にするとい

いでしょう。

にち じょう き そ かい わ たの まな きょう ざい
日常の基礎会話を楽しく学ぶビデオ教材

『JAPANESE FOR BUSY PEOPLE : THE VIDEO』

こうだんしゃ ちょ こくさい
�講談社インターナショナル著、国際

に ほん ご ふ きゅうきょうかい へん こうだん
日本語普及協会（AJALT）編 �講談

しゃ とう
社インターナショナル（〒１１２‐８６５２東

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

３９４４‐６４９３ FAX．０３‐３９４４‐６３９４）

ねん かん
１９９９年�１巻 NTSC４‐７７００‐２１８８‐７

かん
PAL４‐７７００‐２３９６‐０ ２巻 NTSC４‐

７７００‐２１８９‐５PAL４‐７７００‐２３９７‐９

かん
３巻 NTSC４‐７７００‐２１９０‐９ PAL

かくかん
４‐７７００‐２３９８‐７�各巻ＶＨＳテープ

ぷん かん かく
（NTSC・PAL）５０分×２巻�各９，９７５

えん かくかん つき
円�各巻ブックレット付（３２ページ）

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.１８～２１は、以下の日本語国際センター専任講師が図書を選び、分担して紹介文を執筆しました。

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

●データ●

� EPISODE５ 「スタジオ・トーク」

� EPISODE５ 「ドラマシリーズ」

� EPISODE５ 「CGアニメーション」
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きょう か しょ に ほん がっこう
この教科書はもともと、日本の学校に

かよ がいこくじん こ か
通う外国人の子どものために書かれまし

に ほん がっこう せんせい がいこくじん こ
た。日本の学校の先生が外国人の子ども

に ほん ご おし
に日本語をわかりやすく教えるためのア

イデアが、たくさんのっています。

かいがい おし せんせい
もちろん、海外で教えている先生に

ほん れんしゅう やく た おも
とっても、この本の練習は役に立つと思

きょう か しょ いっ か
います。教科書として、はじめから一課

じゅぎょう べんきょう れんしゅう
ずつ授業で勉強するというよりも、練習

あつ かつどうしゅう かんが ひつよう れんしゅう
を集めた活動集と考えて、必要な練習を

えら つか しょうかい
選んで使うといいでしょう。紹介されて

れんしゅう つか
いる練習は、イラストをたくさん使って

い み
あるので、意味がわかりやすいですし、

こ たの なんかい れんしゅう
子どもが楽しく何回も練習できるように

かいがい きょう しつ あたら
なっています。海外の教室でも、新しい

ぶんけい どうにゅう き ほんれんしゅう
文型の導入や基本練習をするときに、こ

い み かんが たの べんきょう
とばの意味を考えながら楽しく勉強する

さが
ためのアイデアを、ここから探すことが

できるでしょう。

きょう か しょ さつ
この教科書は２冊からなっています。

に ほん ご がっきゅう きょうしつ ひつよう
「日本語学級１」には、教室で必要なこ

れんしゅう れん
とばの練習と、ひらがな・カタカナの練

しゅう に ほん ご がっきゅう
習があります。「日本語学級２」には、

ぶんぽう ぶんけい れんしゅう
かんたんな文法・文型のための練習があ

に ほんじんきょう し ほん
ります。もともと日本人教師のための本

せつめい に ほん ご むずか
なので、説明の日本語は難しいですが、

れんしゅう み
どんな練習かはイラストを見ればすぐわ

きょう し
かるので、ノンネイティブの教師でもす

つか
ぐ使えるでしょう。

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

だん わ ぶんせき わたし ひ ごろ
談話分析とは、私たちが日頃やりとり

かい わ よ か ぶんしょう
している会話や読み書きしている文章の

けんきゅうぶん
しくみとはたらきをテーマにする研究分

や ほんしょ ねんだいこうはん せいりつ い
野です。本書は、１９６０年代後半の成立以

らい どく じ はってん と だん わ ぶんせき
来、独自の発展を遂げてきた談話分析を

とくてい たち ば かた よ ぜんたいぞう み わた
特定の立場に片寄らずに全体像が見渡せ

がいせつ
るように概説しています。

ぜんたい ぶ な
全体は３部から成ります。

だい ぶ き そ へん だん わ
第１部 基礎編では、談話、ことばの

こうぞう き のう
構造と機能、テキストとコンテキスト、

だん わ し りょう しゅうしゅう
コミュニケーション、談話資料の収集と

も じ か き ほん じ こう と あ かいせつ
文字化などの基本事項を取り上げて解説

しています。

だい ぶ ほうほうへん だん わ ぶんせき かんれん
第２部 方法編では、談話分析に関連

だいひょうてき とくちょう ほうほう
する代表的なアプローチの特徴と方法に

かいせつ れい
ついて解説しています。例としては、レ

だん わ ぶんぽう はつ わ こう い ろん かい わ
トリック、談話文法、発話行為論、会話

ぶんせき
分析などです。

だい ぶ おうようへん だん わ ぶんせき おうよう
第３部 応用編では、談話分析の応用

りょういき がいこく ご きょういく ほうげん ご がく ぶんたい
領域である外国語教育、法言語学、文体

ろん じ しょろん けんきゅう じ れい
論、辞書論などの研究事例

ほうこく と あ
の報告を取り上げ、さらに、

けんきゅうぶん や のこ か
この研究分野の残された課

だい ほうほう し てき
題と方法を指摘しています。

かくしょう まつ び し
各章の末尾の「さらに知

どくしゃ
りたい読者のために」とい

かんれんぶんけんいちらん かくしょう
う関連文献一覧は、各章の

せんもんてき
テーマについてより専門的

けんきゅう どくしゃ
な研究をしたい読者のため

やく た
に役に立ちます。

に ほん ご きょういく ぶん や に ほん ご
日本語教育の分野では、日本語のコ

き のう だん わ
ミュニケーション、機能、談話など、こ

めん ちゃくもく きょういく さか
とばのはたらきの面に着目した教育が盛

ほんしょ はい
んになってきていますが、本書はその背

けい り ろん し うえ さんこう
景になっている理論を知る上で参考にな

きょうざいさくせい がくしゅうこうもくせんたく
ります。また、教材作成や学習項目選択

あら かんてん え てん
のための新たな観点が得られるという点

きょう し さんこうぶんけん かつよう
でも、教師の参考文献として活用するこ

とができるでしょう。

新刊教材・図書紹介●

ぶん けい どう にゅう き ほん れん しゅう かつ どう しゅう
文型の導入や基本練習のための活動集として

に ほん ご がっ きゅう
『日本語学級１，２』

ざい は た の おおくら
�
波多野ファミリースクール、大蔵

もりひさちょ ぼんじんしゃ とうきょう と
守久著�凡人社（〒１０２‐００９３東京都

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

ビル１F／TEL．０３‐３２６３‐３９５９ FAX．

ねん がつ か
０３‐３４７０‐２１２９）１９９９年２月１０日�

ばん
４‐８９３５８‐４１５‐４�A４判・１９９ページ

えん べっさつ しょ き ひっしゅう ご い しゅうとく
�１，８９０円�別冊 初期必修語彙修得

ど しんだん つき かん ねん がつ
度診断テスト付 ２巻１９９９年５月

か ばん
２０日�４‐８９３５８‐４２６‐X�A４判・１９４

えん べっさつ ご い ぶんけい
ページ�１，９９５円�別冊 語彙／文型

ぶんぽうしゅうとくしん だ ん つき
／文法修得度診断テスト付

だん わ けん きゅう か だい ほう ほう た かく てき しょうかい がい せつ しょ
談話研究の課題と方法を多角的に紹介する概説書

だん わ お せ かい
『ディスコース －談話の織りなす世界－』

はしうちたけし しゅっぱん
�橋内武�くろしお出版（〒１１２‐

とうきょう と ぶんきょう く こ いしかわ
０００２東京都文京区小石川３‐１６‐５／

TEL．０３‐５６８４‐３３８９ FAX．０３‐５６８４‐

かん ねん がつ か
４７６２）１巻１９９９年４月２日�４‐

ばん
８７４２４‐１７２‐７�A５判・２３１ページ�

えん
２，５２０円

●データ●

●データ●

かん
１．［１巻］ p５８－p５９

P．３

かん
２．［２巻］ p１７８－p１７９

P．１０
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えい ご わ しゃ に ほん ご べんきょう
これは英語話者が日本語を勉強するた

じ しょ み だ ご やく ご
めの辞書です。見出し語は約４，５００語で、

に ほんじん せいじん つか ふ つう えい わ じ てん
日本人の成人が使う普通の英和辞典にく

かず すく
らべると数は少なくなっています。

じ しょ とくしょく たいおう おも
この辞書の特色は、対応すると思われ

えい ご に ほん ご ご あいだ い み よう
る英語と日本語の語の間にある意味や用

ほう ちが せつめい
法の違いを、ひじょうにていねいに説明

してあるところです。

み だ ご えい ご
まず、見出し語の英語のあとには、そ

もっと き ほんてき い み えい ご あた
の最も基本的な意味が英語で与えられて

えい ご
います。そしてそのあとに、その英語に

たいおう に ほん ご つづ ひと
対応する日本語が続くのですが、その一

ひと えい ご に ほん ご くわ せつめい
つ一つに英語と日本語で、詳しい説明と

れいぶん
例文がついています。ですから、それら

れいぶん よ に ほん ご えい ご
の例文をじっくり読めば、日本語と英語

あいだ い み つか かた うえ おお
の間に、意味や使い方の上で大きな“ず

ば あい ちが
れ”があるような場合に、その違いがよ

わ
く分かるようになっています。

き ほんてき どう し れい
Giveという基本的な動詞を例にとっ

てみましょう。まず［to cause/allow s.o.

なに も
to have s.t.］（＝だれかに何かを持たせ

も ゆる
る、または持つことを許す）と

ご ちゅうしんてき い み で
いう、語の中心的な意味が出て

たいおう に ほん ご
きます。これに対応する日本語

さ あ
として、�あげる�差し上げる

あた
�やる�くれる�くださる�与

える�ゆずる、があげられ、そ

い み つか かた くわ
れぞれに意味と使い方の詳しい

せつめい れいぶん
説明と例文がのっています。

に ほん ご れいぶん
さらに、日本語の例文にはす

じ よ か
べてローマ字で読みが書いてあ

かん じ
るので、まだ漢字があまりよく

よ がくしゅうしゃ つか
読めない学習者でも使えます。

いっぱんてき じ しょ どう ぎ ご
また、一般的に、辞書には同義語とし

で ぶんみゃく ちが つか
てならんで出ていても、文脈が違うと使

こと ば れいぶん
えない言葉がたくさんありますが、例文

つか わ じょうほう
がその使い分けについてたくさんの情報

あた じ しょ とくしょく
を与えてくれることもこの辞書の特色で

す。

じ しょ ほんぶん つか
さいごに、この辞書には本文で使われ

に ほん ご さくいん にちえい
た日本語の索引もついているので、日英

じ てん つか
辞典としても使えます。

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

べんきょう たの ほうほう
ことばの勉強を、より楽しくする方法

ひと か うた
の一つとして、そのことばで書かれた歌

なら うた なか なら
を習うことがあげられます。歌の中で習

ひと こ うた
いやすいものの一つに子どもの歌があり

ます。

さいむけ さいむけ
このCDは「０～２歳向」「１～３歳向」

さいむけ わ
「２～４歳向」の３セットに分かれてい

かく まい はい
ます。各セットにはCDが２枚ずつ入っ

まい きょく こ
ていて、１枚のCDに２５曲ずつ子どもの

うた しゅうろく なか
歌が収録されています。中には「ぞうさ

あか むかし よう ち えん
ん」「赤とんぼ」のように昔から幼稚園

しょうがっこう うた うた
や小学校でよく歌われている歌もあれば、

きょうだい
「だんご３兄弟」「となりのトトロ」の

あたら うた
ような、新しい歌もあります。

さいきん しょとう ちゅうとうきょういく に ほん ご がくしゅう
最近、初等、中等教育での日本語学習

しゃ ふ がくしゅうしゃ きょう し に ほん
者が増えてきて、学習者や教師から日本

ご うた べんきょう と い ようぼう
語の歌を勉強に取り入れたいという要望

おお き
が多く聞かれるようになりました。この

ねんしょうしゃ む ふくきょうざい
CDは年少者向けの副教材と

しょきゅう に ほん ご がくしゅう
して初級クラスの日本語学習

り よう
に利用できるでしょう。たと

おお くに
えば、多くの国でメロディー

し うた
がよく知られている歌として

は、「メリーさんのひつじ」

うた
や「ドレミの歌」があります。

ぎ せい ご ぎ たい ご で うた
擬声語や擬態語が出てくる歌

としては、「かえるのうた」

み
や「どんぐりころころ」があります。身

うた うた おお
ぶりをつけて歌える歌としては、「大き

くり き した しあわ て
な栗の木の下で」や「幸せなら手をた

ほか じょすう し べんきょう
たこう」があります。他に助数詞の勉強

になる「いっぽんでもニンジン」や、し

りとりができる「こぶたぬきつねこ」が

じゅぎょう あい ま き ぶんてんかん き
あります。授業の合間に気分転換に聞い

うた
たり歌ったりしてはいかがでしょうか。

うた ぜん ぶ か
なお、歌には全部かなで書かれている

か し つ
歌詞が付いています。

えい わ じ てん ひと
よくばりな英和辞典がほしい人へ

『KODANSHA'S Basic English-Japanese Dictionary』

まき の せいいち なか だ せいいち おお そ み え こ
�牧野成一、中田清一、大曽美恵子

こうだんしゃ
�講談社インターナショナル（〒１１２

とうきょう と ぶんきょう く おと わ
‐８６５２東京都文京区音羽１‐１７‐１４／

TEL．０３‐３９４４‐６４９３ FAX．０３‐３９４４‐

ねん がつ にち
６３９４）１９９９年３月１９日�４‐７７００‐

ばん み だ
２４７１‐１�A５判・１，５１８ページ・見出し

ご すうやく ご ご い すうやく ご
語数約４，５００語・語彙数約１８，０００語

えん
�４，９００円

に ほん ご べん きょう たの こ うた
日本語の勉強に楽しい子どもの歌を

ねん れい べつ
『年齢別どうよう』

に ほん へん に ほん
�日本コロムビア編�日本コロムビア

とうきょう と みなと く あかさか
（〒１０７‐８０１１東京都港区赤坂４‐１４‐

１４／TEL．０３‐３５８４‐８１１１ FAX．０３‐

さい じ むけ さい
３５８６‐０６９１）０～２歳児向、１～３歳

じ むけ さい じ むけ ねん がつ
児向、２～４歳児向１９９９年６月１９

にち さい じ むけ
日�０～２歳児向 COCX３０４４９‐５０

さい じ むけ
１～３歳児向 COCX３０４５１‐５２２～

さい じ むけ かく
４歳児向 COCX３０４５３‐５４�各CD２

まい く かくぜん きょく かく えん
枚組み 各全５０曲�各２，６２５円

●データ●

●データ●

か し
「いっぽんでもニンジン」の歌詞のページ

P．３９６～３９７
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かい がい に ほん ご きょう いく
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ごう しょきゅう どっかい せつめい ちゅう じょうきゅう どっかい じゅぎょう よ まえ じゅん び かつどう よ
３５号で「初級の読解」について説明しましたが、中・上級の読解の授業でも、読む前（準備活動）→読

よ はってんてきかつどう なが おな ちゅう じょうきゅう ぶんしょう しゅるい かんが ちゅう
む→読んだあと（発展的活動）という流れは同じです。中・上級では、文章の種類やテーマを考え、中

しんてき じょうほう なに がくしゅうしゃ なに よ ひつよう きょう し かんが か だい せってい
心的な情報は何か、学習者は何を読みとることが必要かを教師がよく考え、課題（タスク）を設定するように

しましょう。

ちゅう じょうきゅう どっかい とくちょう
◆中・上級の読解の特徴

ちゅう じょうきゅう ぶんしょう りょう ふ どう じ
中・上級になると、文章の量が増えてくるのと同時に、

せつめいぶん ほうどうぶん い けんぶん ろんせつぶん しゅるい
説明文、報道文、意見文や論説文など、いろいろな種類

ぶんしょう よ ひつよう と あ
の文章を読むことが必要になります。取り上げるテーマ

しょきゅう み ぢか いっ ぽ すす ぶん か せい
も、初級のときの身近なものから一歩進んで、文化、政

じ けいざい し ぜん か がく しゃかいもんだい はばひろ ぶん や
治・経済、自然科学、社会問題など、幅広い分野のもの

がくしゅうしゃ きょう み あ えら
を学習者の興味に合わせて選んでいくことになります。

よ て か じ じつ じゅん り かい
読み手は、書かれている事実を順をおって理解するだけ

ひっしゃ い けん ひっしゃ おも いた はいけい
ではなく、筆者の意見や、筆者がそう思うに到った背景

よ じゅうよう
を読みとることが重要です。

り かい がくしゅうしゃどう し はな あ
また、理解したことを学習者同士で話し合うことに

り かい ふか ないよう こ じん い けん
よって理解を深め、さらに、内容について個人の意見を

の あ かつどう もう ぎ のう そうごうてき
述べ合う活動を設けることによって、４技能を総合的に

の たいせつ ご い ひょうげんりょく
伸ばしていくことも大切です。これは、語彙や表現力を

の
伸ばしていくことにつながります。

よ まえ かつどう どうにゅう
◆読む前の活動：どんな導入をするか？

よ まえ がくしゅうしゃ ち しき そうぞうりょく し げき
「読む」前には、�学習者の知識や想像力を刺激して

ないよう かんしん たか ご い ひょうげん
内容について関心を高め、�語彙や表現などでつまづか

て あて たいせつ
ないように手当をしておくことが大切です。また、この

ふた かんれん おこな こう か てき つぎ
二つをなるべく関連づけて行うと効果的です。次のよう

ほうほう どっかい そ ざい とくちょう あ つか
な方法のいくつかを、読解素材の特徴に合わせて使って

ください。

どっかい かん はな あ
� 読解のテーマに関する話し合い

み だ ないよう よ そく
� タイトルや見出しからの内容の予測

ぶんしょうちゅう しゃしん ず ひょう ないよう よ そく
� 文章中の写真や図表からの内容の予測

じゅうよう ご い どうにゅう
� 重要語彙（キーワード）の導入

ないよう り かい ひつよう じょうほう ち しき どうにゅう
� 内容理解に必要な情報や知識の導入

れい たて が よこ が み だ しんぶん き
例１は、「縦書き？横書き？」という見出しの新聞記

じ つか どっかいかつどう まえ はな あ れい
事を使った読解活動の前の、「話し合い」の例です。

しんぶん ざっ し き じ み だ て
新聞や雑誌の記事では、「見出し」が手がかりになりま

れい ほん し ごう しんぶん ざっ し
す。例２は、本誌３５号の「新聞・雑誌か

み げんだい に ほん しょうかい き じ み
ら見る現代日本」で紹介された記事の見

だ ぶ ぶん
出し部分です。

しんぶん つか しゃしん
また新聞によく使われている「写真や

ず ひょう み だ ないよう
図表」も、見出しとともに内容について

おお つた れい
多くのことを伝えてくれます。例３のグ

ないよう き じ
ラフから、みなさんはどんな内容の記事

そうぞう
を想像しますか。

しんぶん き じ かぎ どっかいぶん
新聞記事に限らず、読解文でも、タイ

さ え れい よ ない
トルや挿し絵（例４）は、これから読む内

よう あた
容についてたくさんのヒントを与えてく

れます。

み だ ず ひょう さし え つか
このように見出しやタイトル、図表や挿絵などを使っ

そうぞう はな あ ひつよう おう
て、わかること、想像したことを話し合わせ、必要に応

ちゅう じょうきゅう どっかい じゅぎょう すす かた おし
中・上級の読解の授業の進め方について教えてください。

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。

れい ねん がつ にちづけ よみうりしんぶん ちょうかん
例３．９８年４月２５日付 読売新聞 朝刊

れい しゅってん に ほん ご ちゅうきゅうどっかいにゅうもん
例４．出典：『日本語中級読解入門』P１４７

さし え いち ぶ
挿絵の一部

れい しゅってん ちゅう じょうきゅうしゃ そくどく に ほん ご
例１．出典：『中・上級者のための速読の日本語』P.１１０

だい か せま ひろ わ しつ
第２６課 「狭くて広い和室」

れ
い

ね
ん

が
つ

に
つ
づ
け

ま
い
に
ち
し
ん
ぶ
ん

ち
ょ
う
か
ん

例
２
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年
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月
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日
新
聞

朝
刊

Q
A

22



はいけい ち しき どうにゅう
じてキーワードや背景知識を導入するとよいでしょう。

なに よ と
◆何を読み取らせるか

よ しゅるい よ て なに
読むものの種類やテーマによって、また読み手が何を

し れい しんぶん ばんぐみらん み よる じ はじ
知りたいか（例「新聞のテレビ番組覧を見て夜８時に始

さが よ と じょうほう ちが
まるドラマを探す」）によって、読み取る情報が違って

ひつよう じょうほう よ と ご
きます。また必要な情報を読み取るには、わからない語

い すいそく よ ぜんたい は あく
彙があっても推測して読みすすみ、全体を把握（スキミ

ひつよう じょうほう さが だ よ と
ング）し、また、必要な情報を探し出して読み取る（ス

ぎ のう み たい
キャニング）という、３つの技能を身につけることが大

せつ
切です。

し はん きょうざい れい しょうかい
＊市販の教材からいくつかの例を紹介します。

れい たい い は あく もんだい
例５は、大意把握のための問題です。「だれが」「いつ」

お ぶ ぶん おお
「どこで／へ」「なにを／が」する／起こるの部分は、多

しんぶん き じ きょうつう よ と
くの新聞記事に共通する読み取りのポイントです。

つぎ れい たて が よこ が れい しんぶん き じ
次の例６は、「縦書き？横書き？」（例１）の新聞記事

もんだい い けんぶん ば あい しゅ
についての問題です。このように、意見文の場合は、主

ちょう よ と ちゅうしん
張を読み取ることが中心になります。

よ かつどう
◆読んだあとの活動

ぶんしょうちゅう じゅうよう ご い ひょうげん かくにん れんしゅう おこな
文章中の重要語彙・表現の確認と練習を行うことは、

おも ちゅう じょうきゅう どっかい ぜ ひ と
すでにやっていると思います。中・上級の読解で是非取

い おも
り入れてほしいのは、「あなたならどうするか、どう思

じ ぶん い けん ひょうげん かつどう
うか？」という自分の意見を表現する活動です。

れい れい に ほん ご か よこ が
例１～例６では、「日本語を書くとき横書きがいいか、

たて が れい れい にん か ぞく
縦書きがいいか」（例１、例６）、「４人家族（子ども２

り いえ つく わ しつ れい
人）で３DKの家を作るなら、和室がほしいか」（例４）、

じゅく れい けいたいでん わ
「塾のいいところ、わるいところ」（例３）、「携帯電話

ひつよう れい かんが
は必要か」（例２）など、いろいろなテーマが考えられ

ます。

かつどう わ い けん い あ
活動には、２つのグループに分かれて意見を言い合う、

やくわり き れい じゅく い
役割を決めてロールプレイをする（例「塾に行かせたい

ははおや い こ かい わ じ ぶん かんが
母親と行きたくない子どもの会話」）、自分の考えをまと

めてスピーチをするなど、いろいろあります。

にちじょうせいかつ しんぶん き じ ともだち
日常生活で、新聞記事をネタに友達とおしゃべりをす

はな か
ることがあるように、話したり書いたりするためにも

よ ひつよう がくしゅうしゃ つた
「読む」ことが必要だということが学習者に伝わると

おも
いいと思います。

し はんきょうざい
◆市販教材について

ちゅう じょうきゅうよう どっかいきょうざい しょうかい
＊中・上級用の読解教材のうち、いくつかを紹介します。

そうごうきょうざいてき つぎ
＊総合教材的なものとしては次のようなものもあります。

れい しゅってん ちゅう じょうきゅうしゃ そくどく に ほん ご
例５．出典：『中・上級者のための速読の日本語』P.３８

れい しゅってん ちゅう じょうきゅうしゃ そくどく に ほん ご
例６．出典：『中・上級者のための速読の日本語』 P.１１０

おし い けん かんそう よ
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。また意見・感想もお寄せください。

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）

とみおかじゅん こ ほか に ほん ご ちゅうきゅうどっかいにゅうもん
富岡純子他（１９９１）『日本語中級読解入門』 アルク

み うらあきらかんしゅう おか ちょ ちゅう じょうきゅうしゃ
三浦昭監修 岡まゆみ著（１９９８）『中・上級者のため

そくどく に ほん ご
の速読の日本語』 ジャパンタイムズ

い とうひろ こ ほか よ ちょうせん しゅっぱん
伊藤博子他（１９９２）『「読み」への挑戦』くろしを出版

さんのうたん き だいがく に ほん ご きょういくけんきゅうしつへんちょ に ほん ご
産能短期大学日本語教育研究室編著（１９９１）『日本語

たの よ ほん ちゅうきゅう さんのうたん き だいがくこうさいこうりゅう
を楽しく読む本・中級』 産能短期大学交際交流セ

ンター

ぶん か がいこく ご せんもんがっこうへん ぶん か ちゅうきゅう に ほん
文化外国語専門学校編（１９９４、１９９７）『文化中級日本

ご ぶん か がいこく ご せんもんがっこう
語』１、２ 文化外国語専門学校

かま た おさむ ちゅうきゅう じょうきゅう に ほん ご
鎌田修（１９９８）『中級から上級への日本語』 ジャパ

ンタイムズ
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１９９９年度日本語能力試験

昨年１２月５日（日）に、１９９９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（台

湾は�交流協会が実施）。
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１６回目を迎えました。

今回は海外３３の国・地域の７５都市（バ

ングラデシュ、ボリビアは現地の事情に

より本年度の実施見送り）、日本国内９

都市で実施され、総計１９６，０３０人（昨年

度比約２８．４％増）の応募者がありました。

各級の応募者数については別表のとお

りです。

なお、２０００年度の日本語能力試験は１２

月１０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下さい。

海外：

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：＋８１‐７２４‐９０‐２６０３

FAX：＋８１‐７２４‐９０‐２８０３

E-Mail : jlptinfo@jpf.go.jp

URL : http : //www.iijnet.ne.jp/jpf/

jlpt/contents/home.html

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：＋８１‐３‐５４５４‐５２１５

FAX：＋８１‐３‐５４５４‐５２３５

「日本語教育国別情報ホームページ」
の開始について

日本語教育を実施している１１５の国・

地域（１９９８年海外日本語教育機関調査に

よる）について、それぞれの日本語教育

事情をまとめた「日本語教育国別情報」

を、２０００年３月から日本語国際センター

ホームページ上で公開します。

（http : //www.jpf.go.jp/j/urawa）

内容は

・日本語教育の実施状況

・教科書

・教師会

・日本語教師派遣情報

・学習目的（機関調査結果）

・参考文献一覧

・その他（日本語教育略史、教育制度と

外国語教育、ガイドライン・シラバス、

評価・試験、教師）

となる予定です。（ただし、「その他」に

ついては主要国のみ。）

このホームページは、日本大使館・総

領事館、国際協力事業団、国際交流基金

の情報を、国際交流基金日本語国際セン

ターがまとめたものです。ぜひご覧くだ

さい。

センター元研修生、誘拐され人質
となるも無事に解放

昨年８月２３日、キルギス共和国におい

て、武装勢力による国際協力事業団の日

本人技師拉致事件が発生しました。人質

の中には、日本語国際センターの元研修

生（９２年度長期研修）で、通訳を務めて

いたオムルベク・ジャナケーエフさんも

含まれていましたが、１０月２５日、４人の

日本人とともに、無事に解放されました。

ジャナケーエフさんは、センターでの

研修から帰国後、日本キルギス文化セン

ター所長となり、キルギス語日本語辞書

の編集を行うなど、両国の文化交流に力

を注がれていました。ご無事を心よりお

慶びいたします。

ニュース
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「外国語（日本語）教育というのは、基
本的には外国語（日本語）を通じて行う
教育という意味である。もっと厳密にい
うと、外国語としての日本語（日本文化
も含まれる）を教えることを通じて、人
間を育てること、さらにいえば、外国語
（日本語）の習得を通じて、自民族優越主
義（ethnocentrism）や大国意識（chau-
vinism）、あるいは自民族劣等意識から
脱却し、世界的な人間づくりをすること
である。
日本語教育は単に日本語という言語を
習得するだけでなく、それ以上の意義と
価値をもっているものなのである。つま
り、外国語教育の原点は、人間愛を育て

ることだといえる。外国の文化を学ぶこ
とが、人間らしさを育てることに寄与す
るという事実にもっと光をあてるべきで
ある。」（縫部義憲『日本語教育学入門』
（創拓社）より）

時々、「なぜ日本語教育を世界中で行
う必要があるのか」「自分はなぜ日本語
教育関係の仕事をしているのか」と考え
ることがあります。
上の文章を読んで、その意義が分かっ
たような気がしました。と同時に、自分
の仕事の未熟ぶりを自省しました。
２０００年代も、どうぞよろしくお願いい
たします。 （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。

国際交流基金日本語国際センター情報交流課

〒３３６‐０００２埼玉県浦和市北浦和５‐６‐３６

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

『日本語教育通信』 第３６号
２０００年１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 2000 by The Japan Foundation

（表紙イラスト：村井宗二）

級別
１９９９年度
応募者数（人）

１９９８年度
応募者数（人）

伸び率
前年度比

国

外

１級 ３２，５９１ ２６，５２０ ２２．９％

２級 ４３，８６６ ３２，２２９ ３６．１％

３級 ４７，２８９ ３３，９２５ ３９．４％

４級 ３４，１１６ ２７，０７５ ２６．０％

小計 １５７，８６２ １１９，７４９ ３１．８％

国

内

１級 ２３，４１６ １９，４１３ ２０．６％

２級 ７，３７９ ６，４１８ １５．０％

３級 ４，８３２ ４，４４３ ８．８％

４級 ２，５４１ ２，６３８ －３．７％

小計 ３８，１６８ ３２，９１２ １６．０％

合 計 １９６，０３０ １５２，６６１ ２８．４％
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