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に ほんぶん か かいほう よ あ まえ
日本文化開放の夜明け前

さわ とも え
沢 知恵

かんこく に ほん ご
「韓国では日本語でうたっちゃいけないの？」

だいたん
わかっていたら、大胆にもライブをしたかどうか。

ねん はじ かんこく わたし
９６年に初めて韓国でライブをすることになり、私は

わたし はんぶん くに さい さい
あわてました。私の半分の国であり、２歳から６歳

く かんこく
まで暮らした韓国でうたってみたい。それがしだいに、

おお
大ごとになっていったのです。

に ほんじん ぜんれい せい ふ
日本人によるライブそのものも前例がないから政府

しんせい ひつよう に ほん ご おおさわ
への申請が必要だわ、日本語でうたえないわで大騒ぎ。

す あが いま あと ひ
すでにポスターも刷り上り、今さら後には引けなくな

はん かんが もともと に
り、半べそをかきながら考えました。とりあえず元々日

ほん ご さく し さっきょく かんこく ご やく
本語で作詞、作曲したうたを韓国語に訳してみよう、と。

ことば し ほんやく あじ お かく ご うえ
詞や詩の翻訳は、味が落ちることを覚悟の上でやら

き たい
なければなりません。まったく期待しないで、いやい

はじ ふ し ぎ わたし
や始めました。ところが不思議なことに、私のつくっ

かんこく ご ほんやく あじ お
たうたは、韓国語に翻訳しても味が落ちないんです。

ほんにん い うそ かんこくじん
本人が言うとどうも嘘っぽいですね。でも韓国人がみ

かんこく ご
なくちをそろえて、「そのうたはもともと韓国語でつ

い しん ひと
くったんでしょ」と言うのです。信じられない人は、

わたし ほんとう
私のCDをきいてみてください。本当なんです。

わたし はなうた からだ なか つむ
つまり、私が鼻唄のようにして体の中から紡ぎだ

む い しき けっ か に ほん ご
すメロディーは、無意識のうちに、結果として日本語

かんこく ご だいじょう ぶ
と韓国語のどちらでも大丈夫なようになっていったの

き かんげき
です。気がついたときには感激しました。ソウルでの

はつ わたし どうどう かんこく ご えい ご
初ライブで、私は堂々と韓国語と英語だけでうたい、

かんきゃく ちょくせつ
観客と直接コミュニケーションをとることができまし

ば
た。それはそれはあたたかい「場」でした。

ねん すうかい かんこく かさ に
それから年に数回、韓国でライブを重ねるうちに、日

ほん かんこく かんけい きゅう そく に ほんぶん か かいほう
本と韓国の関係が急速によくなり、日本文化の開放が、

だんかいてき おこな ちか しょうらい
段階的にではありますが行われています。近い将来、

かんこく てん に ほん ご なら ぜんこく えんちょう
韓国のCD店に日本語のCDが並び、全国ツアーの延長

ぷ さん こうえん か しゅ ふ
で釜山やソウルで公演する歌手も増えることでしょう。

すうねん に ほんぶん か かいほう か と き に ほん
ところで、この数年の日本文化開放過渡期に、日本

ご し く はっ く
語でうたうことができないことで四苦八苦したわけで

わたし かんしゃ
すが、私はそのことにむしろ感謝しています。もし

に ほん ご きん し じょうけん わたし
日本語禁止という条件がなければ、私はあれほどま

かんこく ご む あ
でに韓国語と向かい合うことはなかったでしょう。お

かんこく ご い ぜん
かげで韓国語が以前よりずっとうまくなったばかりか、

たい い しき するど ひょうげん
ことばに対する意識が鋭くなり、表現とイデオロギー

かんが
について考えるようにもなりました。

ぶん か てき か
文化的なことはあせらず、ゆっくりと変わってゆく

ほう なに けいざい
方がよいのではないでしょうか。何もかもが経済でく

せ よ なか た ど
くられて急かされる世の中にあって、立ち止まってか

たいせつ おも か しゅ
みしめるゆとりの大切さを思わされます。 （歌手）
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●〒読者から●〒

日本語国際センターのみなさん、お元気ですか。私は玄

哲梅と申します。今黒龍江省桂木斯市湯原県正陽郷向陽学

校で日本語を教えております。いつもセンターの「日本語

教育通信」を楽しみに読んでいます。それは私自身の日本

語の勉強にもなり、生徒たちの勉強にもたいへん役に立ち

ます。その中でも「授業のヒント」がとても気に入ってい

ます。そのまま授業に取り入れて使ったら生徒たちも好き

になり、学習効果もいいです。また「写真で見る日本人の

生活」は生徒たちに一番人気があります。

現在、私の学校では中学校１年生から４年生までみな日

本語を外国語として習っています。教材としては義務教育

初級中学校教科書とカセットテープを使って教えておりま

す。日本語の教師は私一人だけですが、私の学校の教師た

ちはみな、一生懸命に教えています。そのおかげか、各地

からたくさんの生徒たちが集まってきます。

これからも「日本語教育通信」がもっともっと役に立っ

ていくのでしょう。

中国 黒龍江省正陽郷向陽学校 玄 哲梅
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�お手紙は編集部で要約・編集して掲載しました。

沢 知恵（さわ ともえ）
日韓米の３カ国で育ち、東京芸術大学在学中にデビュー。

オリジナル曲のほか、カバーの域を超えた日本や韓国の

名曲の弾き語りで、幅広くファンの支持を集め、現在ま

でに１０枚のアルバムを発表。９６年から韓国でも演奏活動

を始め、９８年の公演では日本人として初めて日本語でう

たう。第４０回日本レコード大賞アジア音楽賞受賞。

Essay
I'm singing with my soul !
Tomoe Sawa（Singer）
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1 がっこうせつりつ もくひょう
はじめに～学校設立の目標～

に ほん りゅうがくせい は けん
� 日本への留学生派遣

ねん かいこうとう じ くにづく にな じんざい
１９６４年の開校当時より、ベトナムの国造りを担う人材

いくせい りゅうがくせい は けん もくひょう に ほんこくない
の育成のための留学生派遣を目標としてきた。日本国内

おお きょうりょくしゃ え ねんげんざい おく だ がくせいそう
に多くの協力者を得て、１９９９年現在、送り出した学生総

すう めいあま めいざいがくちゅう き こく ご
数は１００名余り（うち７０名在学中）となった。帰国後の

かつどう たの
活動が楽しみである。

に ほん ご きょういく
� 日本語教育

ぶん か ぎ
ベトナムでは、ヨーロッパ、アメリカからの文化・技

じゅつ きゅうしゅう くら に ほん た おく とう
術の吸収に比べ、日本からのそれが立ち遅れている。当

こう おお じん に ほん ご まな に ほん ぶん
校は、より多くのベトナム人が日本語を学び、日本の文

か ぎ じゅつ まな き かい ていきょう つづ
化・技術を学ぶ機会を提供し続けている。

にっけい き ぎょう に ほん ご きょういく
� 日系企業スタッフへの日本語教育

しんしゅつ にっけい き ぎょう おお なか ふ そく
ベトナムへ進出する日系企業が多くなる中で不足して

に ほん ご じん ようせい ちから
いる、日本語のできるベトナム人スタッフの養成に力を

い
入れている。

ほんやく しゅっぱん
� 翻訳・出版

に ほんぶん か ぎ じゅつ り かい ふ か けつ ぶんしょほんやく
日本文化・技術の理解のために不可欠な、文書翻訳の

し ごと すす
仕事を進めていきたい。

に ほんぶん か しょうかい
� 日本文化の紹介

こくない に ほん り かい いっそうふか
ベトナム国内で日本そのものへの理解がより一層深ま

に ほんぶん か しょうかい き かい ひろ し や ていきょう
るよう、日本文化の紹介の機会をより広い視野で提供し

ていきたい。

2 がいよう し ようきょうざい
コースの概要と使用教材

ほんこう こうしゃ ひょう ひょう
本校では、３つの校舎（表１）で、４つのコース（表２）

かいせつ
が開設されている。

ぎ のう に ほん ご りょく
４技能のバランスのとれた日本語力の

こう じょう
向上をめざして

に ほん ご がっこう に ほん ご きょう し
ベトナム 東遊（ドンズー）日本語学校 日本語教師

ファム・ドク・ユン

ドン ズー に ほん ご がっ こう な まえ ゆ らい
「東遊日本語学校」名前の由来

せい き こうはん しょくみん ち みんぞくどくりつ ひ がん たっせい おお あいこくしゃ
１９世紀後半、フランス植民地だったベトナムでは、「民族独立」の悲願を達成しようと、多くの愛国者

ぶ りょくほう き く かえ しょくみん ち ぐん やぶ さつがい せい き しょとう あいこくしゃ
たちが武力蜂起を繰り返しては植民地軍に敗れ、殺害されていった。２０世紀初頭、ベトナムの愛国者ファ

どくりつうんどう わか し どうしゃ に ほん そだ ドンズーうんどう とうほう に ほん まな うんどう
ン・ボイ・チャウは、独立運動の若い指導者を日本で育てようと、「東遊運動（東方＝日本に学ぶ運動）」

お とう じ に ほん にち ろ せんそう か りゅうせい き に ほん かがや みんぞくどくりつ
を起こした。当時日本は日露戦争にも勝って隆盛期にあり、ベトナムにとって日本は輝かしい民族独立の

どう し つの ひろ みんしゅう き きん あつ すぐ せいねん に
シンボルであった。ファン・ボイ・チャウは同志を募り、広く民衆から基金を集め、優れた青年たちを日

ほん おく みずか に ほん わた ほんそう じんせい みんぞくどくりつうんどう ささ わたし ひゃくねんちか まえ せんだつ
本に送り、自らも日本に渡り奔走して、人生を民族独立運動に捧げた。私たちは、百年近く前に先達が

こころざ みんぞく おも いくぶん う つ かんが わたし がっこう ドンズー に ほん ご がっこう な
志した民族への思いを幾分かでも受け継ぎたいと考え、私たちの学校を「東遊日本語学校」と名づけた。

ドンズー に ほん ご がっこうあんない こうちょう
（「東遊日本語学校案内」校長あいさつ）

教育実践レポート●１４民間の語学学校

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。

おも つか きょうざい
１．主に使っている教材
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ふん
�１コマは４５分。

ねん がっ き せい がっ き しゅう
�１年４学期制で、１学期は１２週。

がっ き しょう し けん しゅうりょう ご しょ
�学期ごとに小試験があり、さらに５７６コマ終了後に初

きゅう し けん しゅうりょう ご ちゅうきゅう し けん じっ し
級試験、１，１５２コマ終了後に中級試験を実施。

し ようきょうざい ぜん しゃしん
�使用教材（前ページ写真１）

しょきゅうようきょうざい

�初級用教材

きゅうしん に ほん ご しょきゅう こくさいがくゆうかい に ほん ご がっこう
急進コース：『日本語初級』（国際学友会日本語学校）

ふ きゅう いっぱん しん に ほん ご き そ
普及コース、一般コース：『新日本語の基礎』�、�

ご ばん
ベトナム語版（スリーエーネットワーク）

ちゅうきゅうようきょうざい

�中級用教材

あたら こく ご ねんせい ねんせい とうきょうしょせき
『新しい国語』２年生～５年生（東京書籍）

かん じ

�漢字

とうようかん じ せきかんいち とみやまたみぞう とうようかん じ じ てん ちゅう
『当用漢字』：関宦市、富山民蔵『当用漢字辞典』（中

きょうしゅっぱん いんよう さくせい
教出版）から引用して作成したもの。

3 きょうじゅほう
教授法

かん じ おし かた
� 漢字の教え方

じ とうようかん じ ご い み
まず１，８５０字の当用漢字について、ベトナム語の意味

はつおん おし あと しんぶん かん じ
と発音をざっと教える。その後で、新聞などから漢字を

えら かん じ い み はつおん じ しょ しら れんしゅう
選んで、その漢字の意味と発音を辞書で調べる練習をす

つぎ なまほうそう おも ばんぐみ み
る。次にNHKの生放送（主にニュース番組）を見せて、

が めん で かん じ と あ ご なん
テレビの画面に出た漢字を取り上げて、ベトナム語で何

い み かんが しゃしん かん じ
の意味かをいっしょに考える。（写真２）これは、漢字

たの がくせい あたま おく こ かん
を楽しく学生の頭に送り込むためである。それから、漢

じ ていちゃく いち じ いち じ よ かた か じゅん ていねい
字が定着するように、一字一字、読み方や書き順を丁寧

おし まいにち べんきょう かん じ ふくしゅう
に教えていく。さらに毎日のように勉強した漢字を復習

させる。

かい わ おし かた
� 会話の教え方

お とな がいこく ご なら じん なん
大人になって外国語を習うベトナム人は、何でもすぐ

き にゅう けいこう さいしょ だんかい あたま
ノートに記入する傾向がある。そして、最初の段階で頭

り かい くち ひと おお
だけで理解して、口がかたくなるくせの人が多い。これ

さ かい わ じゅぎょう つくえ べつきょうしつ おこな
を避けるために、会話の授業は机のない別教室で行う。

じゅぎょう じんきょう し に ほんじんきょう し く
また、授業では、ベトナム人教師が日本人教師と組んで、

がくせい まえ かい わ じっさい おし
学生の前でモデル会話を実際にやってみせて教える。

しゃしん
（写真３）

ひょう ドンズー に ほん ご がっこう
表１ 東遊日本語学校

ほうそう み がくせい
２．NHK放送のテレビを見ている学生

ひょう ドンズー に ほん ご がっこう に ほん ご
表２ 「東遊日本語学校」の日本語コース

に ほんじんきょう し じんきょう し かい わ れんしゅう
３．日本人教師とベトナム人教師による会話練習

めい
コ ー ス 名

じゅぎょう じ かんすう
授業時間数

じゅぎょう じ かんたい
授業時間帯

きゅう しん
急 進 コ ー ス

しゅう
２４コマ／週

げつ ど ご ぜん ご ご
月～土：午前または午後

ふ きゅう
普 及 コ ー ス

しゅう
１２コマ／週

げつ ど ご ご や かん
月～土：午後または夜間

いっ ぱん
一 般 コ ー ス

しゅう
６コマ／週

げっすいきん か もく ど や かん
月水金または火木土：夜間

き ぎょうけんしゅうせい
企業研修生コース

かく き ぎょう ようせい おう せってい
各企業の要請に応じて設定

こう しゃ めい
校 舎 名

じゅぎょう じ かんたい
授業時間帯

ほんこう
Ho Van Hue 本校

ご ぜん ご ご や かん
午前・午後・夜間

こう
So Y Te 校

ご ぜん ご ご や かん
午前・午後・夜間

こう
Nguyen Thi Minh Khai 校

や かん
夜間
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どっかい おし かた
� 読解の教え方

しょきゅう だんかい しん に ほん ご き そ たんぶん
初級の段階では、『新日本語の基礎』�、�の短文を

よ ちゅうきゅう どっかい ちゅうしん
読ませるだけだが、中級になると、読解を中心にしよう

ほうしん あたら こく ご よ
という方針から、『新しい国語』を読ませて、ベトナム

ご やく
語に訳させる。

ぶんぽう おし かた
� 文法の教え方

しょきゅう に ほん ご しょきゅう しん に ほん ご き そ ぶん
初級では、『日本語初級』や『新日本語の基礎』の文

けい れいぶん り よう れんしゅう ちゅうきゅう き ほんてき
型、例文を利用して練習させる。中級では、基本的な

ぶんぽう ふくしゅう あたら こく ご で ぶんぽうこう
文法を復習しながら、『新しい国語』に出ている文法項

もく まな
目にそって学ばせる。

に ほんりゅうがく
� 「日本留学のためのコース」

ふ つう きゅうしん ちが かん じ てっていてき しゅう
普通の「急進コース」と違うのは、漢字を徹底的に習

とく にち じ かん い じょう なまほうそう ご ぜん じ
得させて、１日に１時間以上NHKの生放送（午前７時、

じ ご ご じ み
１２時、午後７時のニュース）を見せることである。また、

に ほん こうこうせいよう せ かい し やまかわしゅっぱんしゃ しょうせつ せ かい し
日本の高校生用の世界史（山川出版社『詳説世界史』）、

すうがく すうけんしゅっぱん すうがく ぶつ り じっきょうしゅっぱん しんこうこうぶつ
数学（数研出版『数学�』）、物理（実教出版『新高校物

り か がく きょう か しょ たん じ かん よ
理』）、化学の教科書を短時間で読ませる。このコースの

がくせいたち がっこう りょう と にち じ かん い じょうべんきょう
学生達は学校の寮に泊まって、１日８時間以上勉強しな

ければならないことになっている。

き ぎょうけんしゅうせい
� 「企業研修生コース」

に ほん き ぎょう はい はたら もの に ほん けんしゅう
日本企業に入って働く者のためのコース、日本へ研修

い もの げつ
に行く者のためのコースで、ほとんどが４ヶ月から６ヶ

げつ かん じ がくしゅう けいげん かい わ じゅう し
月のコースである。漢字の学習を軽減して、会話を重視

き ぎょうがわ ようぼう おお
してほしいという企業側からの要望が多い。

4 ひょう か
コースの評価

ねんかんべんきょう がくせい ほんこうちゅうきゅう し けんごうかくしゃ た しょう
１年間勉強した学生（本校中級試験合格者）は、多少

に ほん ご にっけい き ぎょう しゅうしょく りゅうがく
日本語ができ、日系企業に就職できるようになる。留学

もくひょう がくせい ば あい げつ ねんかんまな
を目標にする学生の場合は、６ヶ月から１年間学ぶと、

に ほん せいかつ ねん ご に ほん
なんとか日本で生活できるようになり、２年後には日本

だいがく にゅうがく に ほん
の大学に入学できるようになる。ベトナムにある日本の

かいしゃ に ほん ご きょういく ようせい く いっぽう
会社からも日本語教育の要請がよく来るが、その一方で、

つぎ もんだい かか
次のような問題を抱えている。

かん じ おし じ かん
� 漢字を教えるのに時間がかかりすぎる。

かん じ い しきてき べんきょう おぼ
漢字というのは意識的に勉強するとかえって覚えにく

わす じ かん おし
いし、忘れやすい。そのため、時間をたくさんかけて教

かん じ がくしゅう じ かん
えてもむだになることがある。また、漢字の学習に時間

ぶんぽう かい わ じ かん すく
をかけすぎると、文法、会話の時間が少なくなってしま

う。

がくせい かい わ りょく おも こうじょう
� 学生の会話力が思ったほど向上しない。

ぜんじゅつ かい わ おし かた どうにゅう がくせい はつおん わる
前述の会話の教え方を導入してから、学生の発音が悪

なお じゅぎょう すす
くてなかなか直らないとか、授業が進みにくいといった

く じょう に ほんじん せんせい く しら
苦情が日本人の先生から来るようになった。調べてみる

じんきょう し はつおん ちが おお かい
と、ベトナム人教師の発音が違っていることが多く、会

わ りょく ふ じゅうぶん
話力が不十分ということがわかった。

どっかい おもしろ じゅぎょう
� 読解の面白い授業がまだない。

おも ご やく じゅぎょう お に ほん
主にベトナム語訳で授業が終わってしまうため、日本

ご ぼ ご ちが ないよう ご かい
語と母語の違いから、内容を誤解してしまうことがある。

に ほん ご のうりょく し けん きゅう い じょう う
そのため、日本語能力試験２級レベル以上を受ければ、

お そくどく なん せいどく
落ちてしまう。つまり、速読は何とかできるが、精読は

ないよう は あく さい ぶ
できない。だいたいの内容は把握しているのだが、細部

せいかく り かい
まで正確には理解していない。

ちょうかいりょく よわ
� 聴解力が弱い。

じつじょう なまほうそう み い がい ほうほう
実情では、NHKの生放送を見させる以外、よい方法が

たの き ぼんじんしゃ まいにち き
ない。『楽しく聞こう』�、�（凡人社）、『毎日の聞きと

にち じょう げ ぼんじんしゃ し はんきょうざい
り５０日』上・下（凡人社）のような市販教材はあるのだ

じん がくせい あ
が、ベトナム人の学生のレベルにぴったり合っていてう

おし きょうざい
まく教えていける教材がまだない。

ぎ のう せい か え
� ４技能のバランスのとれた成果が得られない。

おし す ほか おし た
ひとつのことを教え過ぎると、他は教え足りなくなる。

ひと なお ほか
一つのミスを直すと、他のミスをおかしてしまい、まる

めい ろ はい
で迷路に入ってしまったようである。

5 こん ご ほうしん
今後の方針

かん じ こう か てき おし
� 漢字を効果的に教える。

おし じ かん たんしゅく かん じ あそ
まず教える時間を短縮する。それとともに「漢字と遊

はた がくせい む い しき たの べんきょう
ぼう」という旗をあげて、学生に無意識に、楽しく勉強

に ほん しんぶん ざっ し なまほうそう
させる。日本の新聞や雑誌、それからNHKの生放送を

てっていてき り よう かん じ に ほん じ じょう げん
徹底的に利用して、漢字だけでなく日本事情、とくに現

だい に ほん じょうほう おし おも
代の日本の情報も教えていきたいと思っている。

じんきょう し に ほんじんきょう し きょうりょく かんきょう
� ベトナム人教師と日本人教師とが協力ができる環境

つく
を作る。

き ほんてき げんいん じんきょう し に ほん ご うん よう りょく
基本的な原因は、ベトナム人教師の日本語の運用力や

きょうじゅほう ち しき ふ じゅうぶん てい き てき
教授法の知識が不十分なことである。そこで、定期的に

じんきょう し けんしゅう おこな きょう し
ベトナム人教師の研修コースを行う。また、教師のレ

こうじょう ふん い き お そうきゅう
ベル向上の雰囲気を起こすためには、早急にベトナム

じんきょう し たいしょう きょう し し かく し けんせい ど つく だ
人教師対象の教師資格試験制度を作り出さなければなら

ないだろう。

ぎ のうぜんたい し や い た
� ４技能全体を視野に入れたカリキュラムを立てアン

バランスをなくす。

き はな よ か ぎ のう そう ご
聞く、話す、読む、書くという４つの技能は、相互に

かんれん ひと ぎ のう しゅうちゅう ぜん
関連していて、一つの技能にだけ集中するとかえって全

たい けっ か わる ぎ のう
体の結果が悪くなってしまう。したがって、４技能をば

あつか そうごうてき けいかく た じゅぎょう
らばらに扱うのではなく、総合的な計画を立てて授業を

すす い
進めて行きたい。

ちょうかい さくぶん きょうじゅほう けんきゅう
� 聴解、作文の教授法の研究をする。

とうこう けんきゅう すす ぶん や
まだ、当校では研究が進んでいない分野であるが、ベ

げんじょう あ ほうほう み
トナムの現状に合う方法を見つけていきたい。

教育実践レポート●１４民間の語学学校
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せ かいかっこく かく き かん がくしゅうしゃ もくてき あ に ほん ご きょうざい つく
世界各国の各機関では、学習者の目的に合わせていろいろな日本語教材が作られています。

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

せいさくけい ひ いち ぶ じょせい へいせい ねん ど ねん ど へいせい ねん ど ねん ど
に、制作経費の一部を助成しています。平成１０年度（１９９８年度）、平成１１年度（１９９９年度）

こく き かん き かく じょせい こんかい なか こく きょうざい しょうかい
は、１９ヶ国３８機関の企画が助成されました。今回は、これらの中から８ヶ国の教材を紹介し

ます。

に ほん ご きょういくつうしん だい ごう こく きょう ざい へいせい ねん ど じょせい だい ごう こく きょう ざい
＊『日本語教育通信』第２９号では５ヶ国の教材（平成８年度助成）を、第３０号では、６ヶ国の教材

へいせい ねん ど じょせい だい ごう こく きょう ざい へいせい ねん ど じょせい しょう かい
（平成８年度助成）を、第３３号では、８ヶ国の教材（平成９年度助成）を紹介しました。ホームページ

らん
でご覧ください。

に ほん ぶん がく あん ない ちゅう ごく
日本文学案内 中国

に ほん きん げん だい ぶん がく せん どく
日本近現代文学選読（日本近�代文学�
）

きょう しつ かつ どうしゅう
教室活動集 インドネシア

ふ つう こう こう に ほん ご がく しゅう しょ
インドネシア普通高校日本語学習書
(Pelajaran Bahasa Jepang untuk Sekolah Menengah Umum -Buku Kegiatan Kelas‐）

せ かい

世世界界のの

に ほん ご きょう ざい

日日本本語語教教材材

しょう かい

紹紹介介

はんれい
●データ凡例●

ちょしゃ へんじゃ
�著者、編者

はっこうもと
�発行元

し ようげん ご
�使用言語

てい か
�定価

よ てい
（予定）

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

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

� 王 述坤

じんみんしゅっぱんしゃ
� 遼寧人民出版社（瀋陽市和平区北一馬路１０８号

／TEL：００８７‐０２４‐３８６３３１６ FAX：００８７‐０２４‐

３８７１４７２）

に ほん ご
� 日本語

げん
�３５．００元

…………………………………………………………

に ほん きんげんだいぶんがく へん えら ほんぶんばっすい
日本の近現代文学から２２編を選び、本文抜粋に

さくしゃかいせつ ちゅうしゃく さくひんかいせつ ぶんがく し さっ か
作者解説、注釈、作品解説、文学史における作家

さくひん ち い くわ ぶんがく し ねんぴょう つ
と作品の地位を加えたもの。文学史年表付き。

ほか
� Wawan Danasasmita 他

きょういくぶん か しょう ご がくきょう し けんしゅう
� 教育文化省語学教師研修センター

（JL, Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa,

Jakarta Selatan１２４６２Jakarta

／TEL：０２１‐７２７１０３４ FAX：０２１‐７２７１０３２）

ご
� インドネシア語

ひ ばいひん
� 非売品

…………………………………………………………

こうこうせいよう きょうしつかつどうしゅう ねん
高校生用の教室活動集。１９９４年カリキュラムに

もと おんせい きょう
基づき、９つのテーマからなる。音声テープ、教

し よう し どうしょ つ
師用指導書付き。
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きょう か しょ かん こう に ほん ご
教科書（観光日本語） タイ

じつ む に ほん ご
ホテルの実務日本語１
（Japanese for Hotel Business 	）

きょう ざい
ビデオ教材 オーストラリア

ちゅう がく せい に ほん ご
中学生の日本語
（Japanese for Junior Secondary Students）

しょ きゅうきょう か しょ せい じん たい しょう
初級教科書（成人対象） ドイツ

に ほん ご
日本語でどうぞ
（JAPANISCH, BITTE）

� プラニー・チョンスッチャリットタム

だいがくしゅっぱんしゃ
� カセサート大学出版社（５０ Phahonyothin Rd.,

Jatujuk Bangkok１０９００／TEL：９４０‐５５０１‐２ FAX：

９４０‐５５０１‐２）

ご
� タイ語

�１２０バーツ

…………………………………………………………

ひつよう に ほん ご ば めん
ホテルで必要な日本語を４つの場面にわけてま

かい わ ぶん ご い ほか
とめたもの。会話文、語彙リストの他、ていねい

ひょうげん かいせつ かい わ れんしゅう
な表現の解説がついている。会話のドリル練習も

あり。

� NSW Department of Education and Training,

Television Oceania

� NSW Department of Education and Training,

Television Oceania（Level ２, ６４５ Harris Street,

Ultimo NSW ２００７／TEL：０２‐９２８１‐４４８１ FAX：

０２‐９２１２‐４４６４）

えい ご
� 英語

� A＄１２０

…………………………………………………………

ちゅうがくせいよう かい わ ぶ たい
中学生用の会話ビデオ。オーストラリアを舞台

つか れん
にした１４のスキットからなる。ビデオを使った練

しゅう しゅう つ
習のアイデア集とワークシート付き。

� Yoshiko Watanabe‐Rogner, Noriko Matsui‐

van Lessen, Nanako suga‐krick, Keiko Ono

� Langenscheidt KG（Postfach ４０ １１ ２０，

８０７１１ Munchen／TEL：０８９‐３６０９６４５０ FAX：０８９

‐３６０９６４７２）

ご
� ドイツ語

ほんさつ
� ドイツ（本冊）４２．９０DM（ワークブック）２９．９０

ほんさつ
DM オーストリア（本冊）３１３ATS（ワークブッ

ほんさつ
ク）２１８ATS スイス（本冊）３９．５０CHF（ワーク

ブック）２７．５０CHF

…………………………………………………………

し みんだいがく に ほん ご まな ひとびと たいしょう さくせい
市民大学で日本語を学ぶ人々を対象に作成され

しょきゅうきょう か しょ ぜん か ほんさつ ぶんけい かい わ
た初級教科書。全１６課で本冊（かな、文型、会話）

おんせい つ
とワークブックからなる。音声テープ付き。

¨

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

かん じ きょう ざい きょう ざい べいこく
漢字教材（インターネット教材） 米国

かん じ
漢字カード５００
（Java Kanji Flashcard ５００）（http : //www.nuthatch.com/java/kanjicards）

よう れい じ てん
用例辞典 ベトナム

さく ぶん か よう れい じ てん
作文を書くための用例辞典
（TU` DIEN MA^U CA^U TIENG NHA^T）

きょう か しょ ちゅうごく
教科書 中国

ひょう じゅん に ほん ご ご ばん しょ きゅう さつ
標準日本語（チベット語版）初級１、２冊

みやはら あきら げんちょ ほんやく
� 宮原 彬（原著）／TRAN SON（翻訳）

きょういくしゅっぱんしゃ
� ベトナム教育出版社

（８１ TRANHUNG DAO, HANOI／

TEL：８４‐４‐８２６８１５１ FAX：８４‐４‐８２６２０１０）

ご
� ベトナム語

�７６，０００VND

…………………………………………………………

がいこくじんがくせい に ほん ご さくぶん か ようれい
『外国人学生が日本語で作文を書くための用例

しゅう みやはらあきらちょ ねん ぼんじんしゃ ご
集』（宮原彬著、１９９６年、凡人社）をベトナム語に

やく み だ ご やく ぶんれいやく
訳したもの。見出し語は約３，５００で文例約８，７００、

ご ようれいやく けいさい
誤用例約４９９を掲載。

ほんやく
� ザブ，タシツェリン（翻訳）

かんしゅくみんぞくしゅっぱんしゃ
� 甘粛民族出版社

（甘粛省蘭州市第一新村１２３号／TEL：０９３１‐

８４６６３２１）

ご
� チベット語

げん さつ
�３２．３元（２冊セット）

…………………………………………………………

ちゅうごく いっぱんせいじん む きょう か しょ ちゅうにち こう りゅうひょうじゅん に ほん
中国の一般成人向け教科書『中日交流標準日本

ご じんみんきょういくしゅっぱんしゃ しょきゅうじょう げ かん へんやく
語』（人民教育出版社）の初級上下巻を編訳した

かく か ほんぶん たん ご ぶんけい ぶんぽうかいせつ れん
もの。各課は、本文、単語、文型、文法解説、練

しゅうなど こうせい
習等から構成されている。

� Nobuko Chikamatsu & Steve Ryner

だいがく
� ディポール大学

えい ご
� 英語

じょう む りょう えつらん か のう
� Web上で無料で閲覧可能

…………………………………………………………

かん じ じ よ い み
漢字５００字のフラッシュカード。読み、意味、

ひつじゅん じゅく ご まい じ ぶん
筆順、熟語が１枚のカードになっている。自分

えら かん じ つか が めん
で選んだ漢字カードを使って、コンピュータ画面

じょう れんしゅう
上でドリル練習ができる。

かんきょう に ほん ご ふ よう
Java環境にあれば日本語OSは不要。

�

＾́ ＾́
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……………………………………………………………………………………………………………………………

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

写 真 で 見 る

とう きょう
「東京」

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 とうきょう かん しゃしん あつ しゃしん
いものを使っています。今回は「東京」に関する写真パネルを集めてみました。「写真パネルバンク」

つか かんたん けんさく
CD-ROMを使うと、簡単に検索ができます。

けい ざい ちゅう しん
経済の中心

とうきょう おお かいしゃ ぎんこう
東京には大きな会社や銀行がたくさんあります。

せい じ ちゅう しん
政治の中心

こっかい ぎ じ どう
これは国会議事堂です。

こっかい こくみん えら こっかい ぎ いん
国会では、国民が選んだ国会議員によって、

くに じゅうよう もんだい き
国の重要な問題が決められます。

しゃしん しんじゅく
写真は新宿です。ここ

たか
には高いビルがいくつも

まんにん い じょう ひと
あって、６０万人以上の人

はたら
が働いています。�

みせ
�いろいろな店がたくさ

ひる よる
んあります。昼も夜もに

ぎやかです。

日 本 人 の 生 活

に ほん しゅ と とうきょう え ど よ
日本の首都は東京です。むかしは江戸と呼ば

ねん な まえ とうきょう
れていました。１８６８年に名前を東京にかえまし

た。

こうきょ しゃしん てんのう す え ど
�皇居（写真）には天皇が住んでいます。江戸

じ だい しょうぐん す しろ
時代は将軍の住む城でした。

に ほん しゅ と とう きょう
日本の首都 東京
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え ど でん とう
江戸の伝統

とうきょう きんだいてき と し さんじゃまつり しゃしん
東京は近代的な都市ですが、三社祭（写真）

まつ いま のこ さんじゃまつり
のような祭りが今も残っています。三社祭は、

あか げん き まつ むかし え ど こ まつ
明るく元気な祭りです。昔から江戸っ子＊は祭

だい す ねん まんにん ひと さんじゃ
りが大好きです。１９９８年には９８万人の人が三社

まつり けんぶつ さん か
祭を見物したり参加したりしました。

とうきょう え ど う そだ ひと
＊東京（むかしの江戸）で生まれ育った人

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）

めんせき ねん
面積（１９９８年）

じゅうたく ち へいきん か かく ねん
住宅地の平均価格（１�あたり、１９９９年）

１０．５

１５．７

１７．０

１８．０

２７．８

じんこう ねん
人口（１９９８年）

３４．９

はくぶつかん げきじょう か ぶ き
博物館や劇場が、たくさんあります。歌舞伎

でんとうげいのう まいにち み
などの伝統芸能を毎日見ることができます。

ぶん か ちゅう しん
文化の中心

４８．７

ち か たか とうきょう
〈地価が高い東京〉

ひと もの とうきょう あつ
人も物も東京に集まりす

と ち いえ ね だん
ぎたので、土地や家の値段

たか
がとても高くなりました。

とうきょう となり か な がわけん さいたま
東京の隣の神奈川県、埼玉

けん ち ば けん す
県、千葉県に住んでいて、

とうきょう がっこう かいしゃ かよ
東京の学校や会社に通って

ひと
いる人がたくさんいます。

し りょう
資料

そう む ちょうとうけいきょく
総務庁統計局

こく ど ち り いん
国土地理院

ち か こう じ へいせい ねん こく ど ちょう
地価公示・平成１１年（国土庁）

せん だい し
仙 台 市

とうきょう く
東京２３区

よこ はま し
横 浜 市

な ご や し
名古屋市

おお さか し
大 阪 市

ひろ しま し
広 島 市

ふく おか し
福 岡 市

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０
まん えん

（万円）

とうきょう と にん
■ 東京都（１，１８３万人）

とうきょう と
■ 東京都（２，１８７�）

か な がわけん
■ 神奈川県・

さいたまけん ち ば けん
埼玉県・千葉県

（１１，３６８�）

か な がわけん
■ 神奈川県・

さいたまけん ち ば けん
埼玉県・千葉県

まんにん
（２，１１７万人）

ぜんこく
全国（３７２，８１８�）

ぜんこく まんにん
全国（１２，６４９万人）

13



日本語・
日本語教育を

研究する

教室研究は教師に何が提供できるか

日本語教育の現場は多様で複雑です。どの現場にも直

接応用できたり、どの現場の問題にも明快な説明を与え

たりできる理論や原理はなかなか見つかりません。そう

した中で、教師は教育経験を一つまた一つと積み重ね、

自分の授業やクラスの学習者について自分なりの見方や

評価を形作っていきます。こうした見方や評価を、デー

タをもって客観的に見直してみるとどうなるでしょうか。

教室研究は、教室で起きる諸現象について、教師の個人

的な経験とは異なる枠組みで、教師が教える経験を通し

て得た知識を検証する手がかりを提供することを目指す

ものです。

ここでは、これまで第二言語（外国語）教育の教室研

究としてなされてきたテーマを幾つか紹介し、それらの

研究から得られた、個々の教師が自分の授業を見直すと

きの手がかりについて述べます。

�授業分析

私たち教師は、自分自身の主観的な感じ方や評価を超

えて客観的に自分の授業を捉えたいと思うものです。そ

こで、様々の授業分析の枠組みが提起されてきました

（FLint注１、COLTなど）。例えば、コミュニケーション

能力を養うことを目的とした活動を授業に取り入れてい

るつもりだが、客観的に見てもそう言えるのかを知りた

い場合には、COLTによる検証ができます。COLTは授

業がどれぐらいコミュニカティブであるか、その程度を

測ることを目的とした分析方法だからです。COLTによ

る分析では、まず自分の授業を録画します。それを見な

がら、何分かおきに授業場面を取り上げ、そこでの教師

及び学習者の発話を、下に記した特徴毎に分析します。

目標言語の形に注目させること、インフォメーション

ギャップの有無とその程度、発話の長さ、発話の目的

は言語の形式かそれとも言語の意味か、他者の発話を

考慮に入れた発話か、誰が談話を開始しているか、言

語形式はどの程度制限されているか

このようにして得られた情報に照らして、自分の授業が

自分の意図通りコミュニケーション能力を養うものに

なっているか、いないとすればどこを改善すればよいか、

について考える手がかりを得ることができます。

�ティーチャートーク （teacher-talk）

授業中の教師の発話を観察すると、教師は、学習者の言

語のレベルに合わせるように、話し方を操作しているこ

とが分かります。学習者の言語の熟達度（language pro-

ficiency）に合わせて修正された教師の話し方をティー

チャートーク（以下TT）と呼び、その特徴や学習者の理

解に及ぼす影響を探る研究が行われてきました（Chau-

dron１９８８）。その結果、TTの特徴として次のようなこ

とが指摘されています。�基本的な語彙や短い単純な文

型、平叙文より疑問文を多く使う（統語上の修正）。�

ゆっくり、はっきりと、ポーズも十分にとる（音韻上の

修正）。�学習者が自分の話を理解しているか頻繁に確

認したり、学習者の発話の中で明確でないところは聞き

直したり、また自分の言いたいところを際だたせるため

に繰り返したりする（談話上の修正）。

TTは、発話内容を学習者が理解しやすいようにとい

う観点から修正がなされています。この結果、学習者に

とってはインプットが理解しやすくなり、言語習得が促

進されると考えられます。自分のTTはどのような特徴

を持っているか。それは個々の学習者にとって理解しや

すいものであるか。これらを分析することで、言語習得

につながるTTができているかについて、手がかりを得

ることができます。

�教師による質問

授業中の談話は一般的にI（initiation）R（response）

E（Evaluation）（切り出し－反応－評価）連鎖として特

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
テーマは教室研究は教師に何が提供できるかです。

■第１４回■

お茶の水女子大学助教授 岡崎 眸
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徴づけられます。教師の質問によって談話が開始され（I）、

それに学習者が反応し（R）、その反応を教師が評価する

（E）ことによって一つの談話が収束するというものです。

こうしたＩＲＥ連鎖との関係で、教室談話の特徴を理解

するのに、教師の質問は重要です。

教師の質問は、教師が答えを知っていて学習者の理解

を試す目的で行う提示質問（display questions）と、教師

も答えを知らず答えを探す目的で行われる指示質問

（referential questions）に分けられます。教室では、提示

質問が多く使われることが指摘されています。例えば、

教室内と教室外の自然談話を比べた研究によると、教室

内では提示質問が圧倒的に多く逆に、教室外ではほとん

どが指示質問であったと報告されています。また、この

二つの型の質問が学習者の反応に及ぼす影響を調べた研

究によると、提示質問より指示質問の方が長い文による

答えを学習者から引き出すことができたとされています。

さらに、質問をしてから学習者からの反応を得るまでの

待ち時間については、教師は一般的に即座の反応を好む

こと、ところが待ち時間が短ければ短いほど学習者の反

応は短いものとなるという報告があります。

教師による質問の研究を通し自分の質問はどのような

特徴を持っているか、例えば、学習者が自分から談話を

切り出したり、自分で話題を持ち出したりすることが十

分できるような教室談話を作り出しているかについて、

手がかりを得ることができます。

�学習ストラテジー

学習者は学習をより効果的にするための様々のストラ

テジーを使っていることが指摘されています（Oxford

１９９０）。例えば、「学習の計画を立てる」、「分からないと

きは聞き返す」、「記憶の仕方を工夫する」、「自分が学ん

でいる言葉を話す人と友達になる」などは、すべて学習

ストラテジーと言われるものです。こうした学習ストラ

テジーを効果的に使えるか否かで学習成果は左右されま

す。学習ストラテジーにはどのようなものがあるか、包

括的なチェックリストが提起されています（Oxfordに

よるSILL注２など）。そうしたリストを使って、学習者は

どのようなストラテジーを使っているか、そして、それ

は学習成果や学習者の属性（言語能力レベル、技能、出

身国、男女、年齢など）とどのように関連しているか、

を調べる研究がなされています。また、特定の学習スト

ラテジーを教師が意識的にトレーニングした場合の効果

を測る研究も行われています。

自分の教えている学習者はどのような学習ストラテ

ジーを使っているかをSILLを使って調べたり、その結

果を学習者にフィードバックすることによって、学習へ

の意識化をはかることができます。

�タスク

学習者はインプットを得るだけでなく、自分でアウト

プット（話したり書いたり）することで、仮説検証の機会

を得ることができ、意味的処理から統語的処理へ移行し、

文法能力の伸張が可能となると言われています。こうし

たアウトプットの機会が与えられるという点から、タス

クが注目され、どのようなタスクがアウトプットをより

豊富に提供できるかを明らかにする研究が行われてきま

した。その結果、「意見交換タスク」（opinion exchange）、

「意志決定タスク」（decision making）、「問題解決タス

ク」（problem solving）に比べて、�参加者が少しずつ

異なった情報を持つこと、�その情報を全部合わせなけ

れば答えが得られないこと、�正しい答えが一つだけあ

ること、の三つの条件を満たすジグソータスクが最も学

習者間の相互交渉を引き起こす、つまりアウトプットが

多くなることが指摘されています。

ただし、学習者の属性や学習者の組み合わせによって

は違う結論がでてくることも十分考えられます。そこで、

自分の教室で、例えばジグソータスクと意志決定タスク

を行い、その談話を録音し文字起こしをして、学習者間

の相互交渉を詳細に観察することで、自分のクラスの学

習者はタスクによってどのように異なったアウトプット

を産出する傾向を持つかについて手がかりを得ることが

できます。

日本語・日本語教育を研究する

注１．FLint：Moskowitz,G．による相互作用分析の枠組みで授業を観察しな
がら３秒毎に教師発話と学習者発話を与えられた項目に沿ってチェックし
ていく。
注２．SILL：Strategy Inventory for Language Learningという言語学習スト
ラテジー調査法で６２項目のストラテジーからなる。

Chaudron,C.１９８８. Second language classrooms.
Cambridge University Press.
Ellis, R.１９９４. The study of second language acquisi-
tion. Oxford University Press.
Johonson, K.E. １９９４. Understanding communication
in second language classrooms. Cambridge Uni-
versity Press.
Oxford, R.１９９０. Language Learning Strategies : What
Every Teacher Should Know. Heinle and Heinle
Publishers.
Seliger, H.W. and Long, M.H.（eds.）１９８３. Classroom
oriented research in second language acquisition.
Newbury House.
小池生夫監修 SLA研究会編１９９４．第二言語習得研究に基づ
く最新の英語教育 大修館書店
宮崎里司・J.V. ネウストップニー共編１９９９．日本語教育と
日本語学習 くろしお出版

基本的な参考文献
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さく ぶん
作文のフィードバック

さくぶん し どう がくせい さくぶん ちから の
作文を指導するとき、学生の作文の力を伸ばすために

さくぶん か あと し どう こう か てき おこな たいせつ
は、作文を書かせた後の指導を効果的に行うことが大切

こんかい さくぶん ほうほう
です。そこで、今回は作文のフィードバックの方法とし

がくせいどう し おこな ば あい きょう し おこな ば あい
て、学生同士で行う場合と教師が行う場合、それぞれに

かんが
ついて考えてみましょう。

がく せい どう し
◆学生同士のフィードバック

さくぶん か あと きょう し てんさく ま
作文を書かせた後でそれをすぐに教師が添削する（間

ちが なお い がい がくせいどう し さくぶん こうかん たが
違いを直す）以外に、学生同士で作文を交換してお互い

よ か たが さくぶん
に読んでコメントを書くこともできます。お互いの作文

み がくせい じ しん さくぶん か
を見てチェックすることで、学生自身が、作文を書くと

てん ちゅう い
きどんな点に注意したらいいかがわかるようになります。

じっさい がくせいどう し い
しかし、実際には、学生同士でチェックすると言っても、

がくせい ば
学生はどこをどうチェックしたらいいのかわからない場

あい おお がくせいどう し
合が多いでしょう。そこで、学生同士でチェックさせる

ば あい さくぶん くら てん
場合には、モデルとなる作文と比べさせたり、どの点に

ちゅう い しめ ひつよう
注意したらいいのかを示したりする必要があります。

ひょうげん
ここでは、「～てもらう・～てくれる」などの表現を

べんきょう あと さくぶんれんしゅう れい かんが たと
勉強した後の作文練習を例にして考えてみましょう。例

いえ ほうもん
えば、「だれかの家を訪問したときのこと」というテー

さくぶん か
マで作文を書くということにしましょう。

ぜんかい しょうかい さくぶん か まえ ぶんしょう
前回も紹介しましたが、作文を書かせる前に文章のモ

てい じ がくせい さくぶん か らく
デルを提示したほうが、学生にとって作文を書くのが楽

がくせいどう し ば あい
になります。学生同士でチェックさせる場合にも、この

ぶんしょう がくせい なお さんこう つか
ような文章のモデルを、学生が直すための参考として使

うことができます。

たと ぶ ぶん
例えば、 の部分は「～てもらう・～てくれる」の

ひょうげん ぶ ぶん つか ひょうげん
表現で、 の部分は使ってほしい表現です。このよう

がくせい しめ さくぶん み
に学生にわかりやすく示しておくと、作文を見るときに

てん ちゅう い
どのような点に注意すればいいかがわかります。

がくせいどう し たが さくぶん こうかん
さらに、学生同士がお互いの作文を交換してチェック

ば あい つぎ き
する場合、次のようにチェックポイントを決めておくこ

ひつよう
とも必要です。

ほか がくせい さくぶん ぼ ご か
他の学生の作文についてのコメントは母語で書かせて

もかまいません。

かつどう がくせい さくぶん きゃっかんてき み し
このような活動により学生は、作文を客観的に見る視

てん も じ ぶん
点を持つことができるようになります。そうすると自分

さくぶん か ちゅう い
でも作文を書くときに注意するようになるでしょう。

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

じゅ ぎょう

授業のヒント

さくぶん
〈モデル作文〉

せんしゅう にちよう び やま だ いえ い わたし まち
先週の日曜日に山田さんの家に行った。私の町

じ かん やま だ いえ
からバスで１時間くらいかかった。山田さんの家は

がい
アパートの３階だった。

やま だ いえ に ほん
山田さんの家には、日本のものがたくさんあった。

に ほん うた た もの やま
日本の歌のCDや、めずらしい食べ物があった。山

だ に ほん りょう り つく あま すこ
田さんが日本の料理を作ってくれたが、甘すぎて少

た に ほん うた おし
ししか食べられなかった。でも、日本の歌を教えて

み
もらったり、ビデオを見せてもらったりして、とて

たの
も楽しかった。

じ やま だ いえ で やま だ
５時ごろ、山田さんの家を出た。山田さんはバス

てい おく こん ど わたし す うた
停まで送ってきてくれた。今度は私の好きな歌のCD

も い おも
を持って行こうと思う。

ほうもん さくぶん ば あい
〈チェックポイント〉（訪問の作文の場合）

か
�書いてあることがわかるか。

どこがわかりにくいか。

じゅんばんどお せつめい
�できごとを順番通り説明しているか。

い かた ただ つか
�「てもらう」「てくれる」という言い方を正しく使っ

ているか。

こんかい さくぶん か あと
今回は作文を書かせた後のフィードバック

ほうほう しょうかい
の方法について紹介します。

もくてき おし
目的・教えること

じゅぎょう か さくぶん
・授業で書いた作文をフィードバックする

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・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

とく
・特になし

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

テーマ































































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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������������������������

16



きょう し
◆教師のフィードバック

つぎ きょう し ほうほう かんが
次に、教師がフィードバックする方法について考えま

さくぶん し どう たいせつ がくせい さくぶん か
しょう。作文指導で大切なことは、学生の「作文を書こ

き も たか がくせい
う」という気持ちを高めることです。ですから、学生の

ま ちが なに なお がくせい じ しん
間違いを何もかも直してしまうなど、学生が自信をなく

なお かた さ
してしまうような直し方は避けたほうがいいでしょう。

ま ちが ふ し ぜん ぶ ぶん かんぜん なお
そこで、間違いや不自然な部分をすべて完全に直すの

さくぶん きょう し たいせつ おも ぶ ぶん ちゅうしん
ではなく、その作文で教師が大切だと思う部分を中心に

てんさく なに じゅうよう がくせい り かい
添削すると、何が重要なのか学生にも理解しやすいで

しょう。

たと つぎ てん ちゅう い
例えば、次のような点に注意してみましょう。

きょう し ちゅう い さくぶん
教師がどんなことに注意して作文をチェックしている

がくせい し
のかを学生にも知らせ、フィードバックのときにも、ど

ま ちが わ しるし つ
のような間違いなのかが分かるように印を付けるといい

でしょう。

みぎうえ てんさくれい み ぶ ぶん
右上の添削例を見てください。 の部分は「～ても

ま ちが ぶ ぶん ほか
らう・～てくれる」の間違い。 の部分は、その他の

ぶんぽうこうもく ご い ま ちが ぬ
文法項目や語彙の間違い。 また、 はことばが抜け

しるし ぶ ぶん ぶ ぶん
ている印です。そして の部分はよくできた部分で

きょう し ただ こた あた がくせい もんだい
す。教師が正しい答えを与えるのではなく、学生に問題

てん し ただ こた かんが
点を知らせ、正しい答えを考えさせたほうがいいでしょ

しるし がくせい わ ば あい
う。ただし、印だけでは学生に分かりにくい場合には、

たと じょ し ま ちが ま ちが
例えば助詞の間違いなら などのようにどんな間違

わ
いがあるのか分かるようにしてもいいでしょう。

みぎうえ れい かい わ すこ ふ し ぜん
右上の例で「会話をした」などは少し不自然ですが、

い み わ ば あい なお
意味は分かるので、場合によっては直さなくてもいいで

しょう。

い じょう ぜんかい こんかい さくぶん し どう かんが
以上、前回と今回、作文指導について考えてきました。

かい とお さくぶん し どう とく たいせつ がくせい
２回を通して作文指導で特に大切なことは、学生のやる

き たか きょう し さくぶん し どう ぜん
気を高めることです。そのために、教師は作文指導の全

たい かんが がくせい か てい じ
体を考えて、学生が書きやすいようにモデルを提示した

たす あた なお
り、助けを与えたり、わかりやすいように直したり、い

く ふう
ろいろな工夫をしていくといいでしょう。

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

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。

ぜんたい ないよう
�全体の内容がわかりやすいか。

しょうてん ぶんぽうこうもく ひょうげん れい
�焦点となる文法項目や表現（ここの例では「～て

ただ つか
もらう・～てくれる」）が正しく使われているか。

き しゅう ぶんぽうこうもく ご い ただ つか
�既習の文法項目や語彙が正しく使えているか。

ぶんたい とういつ ふ つうたい
�文体が統一されているか。（普通体・です／ます）

てんさくれい
〈添削例〉

さんこうぶんけん
■参考文献■

に ほん ご きょういくがっかいへん
１．日本語教育学会編（１９８２）

に ほん ご きょういく じ てん さくぶん し どう こうもく
『日本語教育辞典』の「作文の指導」の項目

に ほん ご きょういくがっかいへん
２．日本語教育学会編（１９９０）

に ほん ご きょういく か し どう
『日本語教育ハンドブック』の「書くことの指導」

こうもく
の項目

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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ちゅうきゅう すす
▽これから中級へ進もうとする

がくしゅうしゃ
学習者へ

しょきゅう がくしゅう はんぶん じ
これは初級の学習を半分ぐらい（１５０時

かん お ひと ちゅうきゅう すす
間）終えた人で、これから中級へ進もう

ひと ほん しょきゅう ぶんぽうこう
という人のための本です。初級の文法項

もく き ほんぶんけい り かい せい り
目と基本文型にたいする理解と整理をか

ちゅうきゅう がくしゅう
ためることで、中級での学習をよりス

さんこうしょ
ムースにするための参考書です。

き ほんてき ひょう げん かたち み
▽基本的な表現の形を身につ

ける

ぜんたい ほん か
全体は２０の本課と５つの［まとめ］で

ほん か ぶんぽうこうもく い み き
できています。本課は文法項目と意味機

のう わ ぶんぽう
能にしたがって分けられています。文法

こうもく たと し えき うけ み じょうけん すいりょう
項目とは例えば「使役、受身、条件、推量」

い み き のう たと じ かんかん
などです。意味機能とは例えば「時間関

けい げんいん り ゆう い らい めいれい きょ か きん し
係、原因・理由、依頼・命令、許可・禁止・

ぎ む でんぶん い し
義務、伝聞、意志」などです。［まとめ］

ほん か べつ い み つか かた
には、本課とは別に、意味や使い方がた

ぶんぽうこうもく
くさんある文法項目（「は」と「が」、「V

せい り
ている」など）が整理してあります。

かく か つぎ
各課では次のようなことをします。ま

し つか
ず、［知っていますか］と［使えますか］

か だい か
という課題をやります。ここはその課の

こうもく し
項目について、どのぐらいのことを知っ

つづ
ているかチェックするところです。続く

ほんぶん ひと ひと こうもく おお
本文では、一つ一つの項目について多く

れいぶん よ い み ようほう かくにん
の例文を読み、意味と用法を確認します。

こうもく しょきゅうこうもく
この項目には、初級項目でありながら、

ようほう いち ぶ ちゅうきゅう と あ
用法の一部が中級でもあまり取り上げら

こうもく
れない項目（「～たり～たり」、「～はず

ふく
です」など）も含まれています。

れいぶん り かい うえ ようほう
例文を理解する上では、用法について

せつめい ちゅう い てん か
の説明と注意点が書いてある［ポイント］

やく た かく か さい ご
が役に立ちます。また、各課の最後には

れんしゅう ほん さい ご こた
［練習］があります。本の最後に答えがあ

じ ぶん
りますから、自分でチェックできます。

じゅうよう こうもく くわ せつめい
▽重要な項目には詳しい説明

ほんしょ とくしょく ひと とく じゅうよう こうもく
本書の特色の一つは、特に重要な項目

えら ていねい せつめい くわ
を選び、それについて丁寧な説明を加え

ないよう
てあることです。［ポイント］の内容を

み わ
見てもそれが分かりますが、ここでは

み
［コラム］を見てみましょう。［コラム］

ぜん ぶ ないよう たと
は全部で８つあります。内容は、例えば

めい し しゅうしょく しゅ ご さんにんしょう とき き
「名詞の修飾」、「主語が三人称の時に気

けいぞくどう し しゅんかんどう し
をつけること」、「継続動詞か瞬間動詞か」、

ぶんまつ き
「文末に気をつけよう」などです。どれ

しょきゅうがくしゅうしゃ ま ちが せい
も初級学習者が間違えやすかったり、正

かく り かい むずか ぶんぽうこうもく
確に理解するのが難しい文法項目ですが、

ちゅうきゅう すす うえ り かい
これから中級へ進む上で、理解しておく

やく た ほん
とたいへん役に立つものばかりです。本

しょ ひと おお とくちょう れいぶん しょ
書のもう一つの大きな特長は、例文が初

きゅう ご い か
級の語彙だけで書かれていること、さら

せつめい ぶん えい ご ちゅうごく ご ほんやく
に、説明の文には英語と中国語で翻訳が

じ しゅう
ついていることなどから、自習しやすく

なっていることです。

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

しょ きゅう がく しゅう こう もく み さん こう しょ
初級学習項目をしっかり身につけるための参考書

つか に ほん ご ひょう げん ぶん けい しょ ちゅう きゅう
『どんなときどう使う日本語表現文型２００初・中級』

ともまつえつ こ みやもとじゅん わ くりまさ こ はっ
	友松悦子、宮本淳、和栗雅子
発

こう とうきょう と すぎ
行：アルク（〒１６８‐８６１１東京都杉

なみ く えいふく
並区永福２‐５４‐１２／TEL．０３‐３３２３‐

ねん
５５１４ FAX．０３‐３３２３‐２０２１）�２０００年

がつ か ばん
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P．３２～３３

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 あたら 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．２０４～２０５



に ほん ご まな ひと
『げんき』ははじめて日本語を学ぶ人の

きょうざい きょう か しょ かい わ ぶんぽう
ための教材です。教科書は「会話・文法」

へん よ か へん ぶ ぶん
編と「読み・書き」編の２つの部分にわか

きょう か しょ
れています。教科書のほかに、ＣＤと

べつ はんばい
ワークブックが別に販売されています。

きょう し よう し どうしょ こん ご しゅっぱん よ てい
教師用指導書も今後出版される予定です。

がくしゅうしゃ じ ぶん べんきょう
▽学習者が自分で勉強できます

だい かん だい かん ぜん か
『げんき』は第�巻・第�巻の全２３課

しょきゅう に ほん ご がくしゅう お
で初級日本語の学習が終わるようになっ

たいしょう だいがくせい こうこうせい しゃ
ています。対象は、大学生、高校生、社

かいじん に ほん ご べんきょう
会人ですが、ひとりで日本語を勉強する

ひと む がくしゅうしゃ じ ぶん よ
人にも向いています。学習者が自分で予

しゅう ふくしゅう り ゆう
習・復習しやすい理由は…、

ば めん
�イラストがたくさんあって、場面・

じょうきょう
状況（context）がわかりやすいです。

きょう か しょ れんしゅう き ほん おうよう ほう
�教科書の練習は基本から応用まで豊

ふ
富で、ワークブックもあるので、た

れんしゅう
くさん練習できます。

ぶんぽうせつめい れい
�文法説明にも例がたくさんあります。

ぶんぽうせつめい かい わ たん ご れんしゅう し じ
�文法説明、会話、単語、練習の指示

えい ご か えい ご
が英語で書いてあるので、英語がわ

がくしゅうしゃ べん り
かる学習者には便利です

べつ う つか なん ど き
�別売りのCDを使えば、何度でも聞

と れんしゅう
き取り練習ができます。

よん ぎ のう さつ べんきょう
▽四技能がこの１冊で勉強できます

かく か かい わ ぶんぽう へん よ か
各課に「会話・文法」編と「読み・書き」

へん だい か はな き よ
編があって、第１課から「話す・聞く・読

か よん ぎ のう そうごうてき
む・書く」の四技能がバランスよく総合的

べんきょう
に勉強できるようになっています。たと

だい か かい わ ぶんぽう へん
えば、第１０課の「会話・文法」編では「～

ぶんけい べんきょう
たい、～たり～たり」という文型を勉強し

おな だい か よ か へん
ますが、同じ第１０課の「読み・書き」編

ぶんけい はい よ もの よ
ではその文型が入った読み物を読みます。

よ もの なま き じ ちか ざっ し
また、その読み物は生の記事に近い雑誌

とも ぼ しゅう ず はん げんじつしゃ
の「友だち募集」（図版１）つまり、現実社

かい ちか げんじつしゃかい
会に近いものになっています。現実社会

ば めん じょうきょう ぶんけい つか
のどんな場面・状況でこの文型を使うの

そうぞう がくしゅうしゃ どう き
かが想像できますから、学習者の動機づ

かん じ たの れん
けにもなります。漢字も楽しみながら練

しゅう ほう ふ
習できるようにゲームなどが豊富です。

つか に ほん ご
▽使える日本語をめざしています

かい わ ぶんぽう へん き ほんれんしゅう おう
「会話・文法」編では、基本練習から応

ようれんしゅう じっさい ば めん ちか れんしゅう だんかいてき
用練習（実際場面に近い練習）まで段階的

れんしゅう だい か なが の りょこう がく
に練習できます。第１５課「長野旅行」（学

しゅうこうもく い こうけい れい つぎ
習項目は意向形）を例にとると、次のよ

うになっ

ています。

れんしゅう し
練習の指

じ えい ご
示は英語

か
で書いて

あります。

ず はん
（図版２）

どう し
�動詞

かつようれんしゅう
の活用練習

れい い い
例 行く→行こう

き のう かんが だん わ れんしゅう
�機能を考えた談話練習

つぎ かい わ れい つか ば
次の会話例を使って、いろいろな場

めん あい て さそ れんしゅう
面で相手を誘う練習です。イラストが

かく ば めん じょうきょう
あるので、各場面の状況はすぐにわか

ります。

の
Ａ：飲もうよ。

Ｂ：うん、そうしよう／うーん、

ちょっと。

おうようれんしゅう
�応用練習

い こうけい つか か
ペアワーク：意向形を使って、４日

かん りょこうけいかく なんにち
間の旅行計画（何日にどこにいくか）

をたてます。

ぜん か わ だい に ほん りゅうがくせい
全２３課の話題は、日本にきた留学生と

ゆうじん か ぞく ちゅうしん てんかい だい
その友人・家族を中心に展開します。第

かん
�巻は「あたらしいともだち、かいもの、

やくそく はじ おきなわりょこう
デートの約束、初めてのデート、沖縄旅行、

いちにち か ぞく しゃしん
ロバートさんの一日、家族の写真、バーベ

キュー、かぶ

ふゆやす
き、冬休みの

よ てい やす
予定、休みの

びょう き
あと、病気」、

だい かん
第�巻は「ア

さが
ルバイト探し、

バレンタイン

なが の りょ
デー、長野旅

こう わす もの
行、忘れ物、

ぐちとうわさ

ばなし
話、ジョンさ

んのアルバイ

で むか
ト、出迎え、

メアリーさん

か もの
の買い物、ど

に ほん
ろぼう、日本

きょういく わか
の教育、別れ」

というように

にちじょうせいかつ じっ
日常生活で実

さい けいけん
際に経験しそ

ば めん わ
うな場面・話

だい せってい
題が設定され

ています。

かん
図版１ �巻 P．３０６

てい ねい かい せつ ほう ふ れん しゅう たの む り かく じつ
丁寧な解説と豊富な練習で、楽しく、無理なく、確実に

『げんき�・�』

ばん の え り おお の ゆたか さか ね
げんき� 	坂野永理、大野裕、坂根

よう こ しながわちか こ と か しききょう こ はっこう
庸子、品川恭子、渡嘉敷恭子
発行：

とう
The Japan Times（〒１０８‐００２３東

きょう と みなと く しばうら
京都港区芝浦４‐５‐４／TEL．０３‐３４５３‐

ねん
２０１３ FAX．０３‐３４５３‐８０２３）�１９９９年

がつ ばん
１０月�４‐７８９０‐０９８２‐３A４判３５３

えん べつうり
ページ�３，１５０円 別売ワークブック

ねん がつ
�２０００年２月�４‐７８９０‐１００２‐３A

ばん えん べつうり
４判１２２ページ�１，５７５円 別売ＣＤ

まいぐみ ねん がつ か
（６枚組）�１９９９年１１月２０日�４‐７８９０

まいぐみ えん
‐０９８７‐４６枚組�１８，９００円

ばん の え り おお の ゆたか さか
げんき� 	坂野永理、大野裕、坂

ね よう こ しながわちか こ ねん がつ
根庸子、品川恭子�１９９９年５月�４‐

ばん
７８９０‐０９６３‐７A４判３４４ページ

えん べつうり
�３，１５０円 別売ワークブック�２０００

ねん がつ ばん
年２月�４‐７８９０‐１００１‐５A４判１３６

えん べつうり まいぐみ
ページ�１，５７５円 別売ＣＤ（６枚組）

ねん がつ か
�１９９９年１１月２０日�４‐７８９０‐０９８６‐６

まいぐみ えん
６枚組�１８，９００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.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。

ないとうみつる しばはらとも よ むか い その こ いそむらかずひろ ふじなが こう い けん しっぴつじゅん
内藤満、柴原智代、向井園子、磯村一弘、藤長かおる、高偉建（執筆順）

●データ●

かん
�巻 P．３０７

かん
図版２ �巻 P．５９～６０
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いっぱんせいじん たいしょう じょうきゅう
これは一般成人を対象とした上級の

よ きょうざい じゅぎょう よ き
読み教材です。１コマの授業で読み切れ

みじか ひ かくてきなが ぜん
る短いものから比較的長いものまで、全

ぶ なま よ もの はい
部で３０の生の読み物が入っています。

きょうざい とく はいりょ てん
この教材が特に配慮している点は、ま

がくしゅうしゃ きょう し きょう み ない
ず、学習者にも教師にも興味がもてる内

よう に ほんじん かんが かた に ほんぶん
容であること、日本人の考え方や日本文

か に ほん じ じょう ふ
化、日本事情に触れられること、さまざ

ぶん や ご い ふ こうはん い
まな分野の語彙が増やせるよう、広範囲

ぶん や そ ざい
の分野から素材をとることなどです。

ぜんたい よ もの なが べつ
全体は、読み物の長さ別に、ステップ

ぶ わ
１から３までの３部に分かれています。

かく ぶ ないようこうせい つか かた つぎ
各部の内容構成と使い方は次のとおり

はじ よ ぶんしょう
です。STEP１では、初めに、読む文章

ないよう かんれん どう き づ しつ
の内容に関連した、動機付けのための質

もん つぎ ほんぶん つづ ないよう かくにん
問があり、次に本文、続いて内容を確認

かんたん もんだい ほんぶん
するための簡単な問題があります。本文

よ あと もんだい こた り かい
をざっと読んだ後、問題に答えて理解を

かくにん はな あ はってん
確認してから、話し合いに発展させるこ

そうてい
とを想定しています。STEP２とSTEP

ほんぶん まえ
３では、本文の前にWarm‐upとKey‐

ぶ ぶん
wordsという部分があります。Warm‐up

どう き づ しつ
には動機付けのための質

もん
問があります。Keywords

ご い かくにん どう
は語彙の確認をすると同

じ ないよう すいそく
時に、内容を推測したり、

はいけい ち しき よ お
背景知識を呼び起こすた

ほんぶん あと
めのものです。本文の後

ないよう もんだい こと
には「内容の問題」と「言

ば もんだい
葉の問題」があります。

ないよう もんだい たい
「内容の問題」には、大

い かくにん もんだい こま
意を確認する問題と、細

ないよう ひっしゃ かんが かた
かい内容や筆者の考え方

と もんだい
などを問う問題がありま

こと ば もんだい ほんぶん ご い い
す。「言葉の問題」は、本文の語彙の意

み つか かた かくにん
味や使い方を確認するためのものです。

かんまつ もんだい かいとう にちえいたいやく
巻末には、問題の解答と、日英対訳の

ご い つ
語彙リストが付いています。

きょうざい たの に ほん ご ぶん
この教材は楽しみながら、日本語の文

しょう な こと ば おぼ
章に慣れたい、言葉をたくさん覚えたい、

に ほんじん かんが かた に ほん しゃかい ふ
日本人の考え方や日本の社会に触れたい

おも ひと とく すす
と思う人に特に薦められます。

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

ろんぶん ろんせつぶん か
論文やレポートなどの論説文を書くと

ろんせつぶん つか ひょうげん り かい
きは、論説文に使われる表現を理解した

うえ ろん り てき だんらくこうせい かんが ぶん
上で、論理的な段落構成を考えながら文

しょう ひつよう
章をまとめていく必要があります。そのよ

れんしゅう ほん
うな練習をするのによいのがこの本です。

ほん たい つか かた
この本では、「である体」の使い方や

く とうてん う かた き ほんてき ち しき
句読点の打ち方のような基本的知識から

はじ だんらくこうせい し かた ろんぶん
始まって、段落構成の仕方、論文でよく

つか ぶんけい ひょうげん し りょう いんようほうほう
使われる文型や表現、資料の引用方法な

ろんぶん か
ど、論文を書くためのさまざまなポイン

こま と あ
トが細かく取り上げられています。それ

よ もの よ すこ
らがモデルとなる読み物を読みながら少

れんしゅう
しずつ練習できるようになっています。

ほん こうせい だい ぶ だい ぶ わ
本の構成は、第�部と第�部に分かれ

だい ぶ ぶんしょうひょうげんえんしゅう まえ
ます。第�部「文章表現演習の前に」で

ぶんたい ぶんぽう しょしき ろん
は、文体、文法、書式などのような、論

せつぶん か き ほんてき ち しき せい り
説文を書くための基本的な知識を整理し

れんしゅう
て、練習します。

だい ぶ だいがくせい ぶんしょうひょうげん
第�部「大学生のための文章表現」で

か ぐ たいてき れんしゅう おこな
は、１１の課にわたって具体的な練習が行

だい か だんらくこうせい れんしゅう だい
われます。第１課は段落構成の練習、第

か だい か せつめい ひ かく
２課から第９課までは「説明」「比較・

たいしょう いん が かんけい き のう ひょうげん
対照」「因果関係」など機能ごとの表現

れんしゅう だい か し りょう り よう
の練習、第１０課は資料を利用するための

れんしゅう だい か
練習、第１１課はまとめとしてレポートを

か れんしゅう か か
書く練習です。それぞれの課では、「課

もくてき がくしゅうこうもく かくにん あと ほん
の目的」で学習項目を確認した後、「本

ぶん どっかい とお か
文」の読解を通してその課のポイントを

れんしゅう よ まえ かん
練習します（ここには「読む前に」「漢

じ ご く り かいもんだい
字と語句」「理解問題」などがあります）。

ご ぶんけい ひょうげん と だ れんしゅう
その後「文型・表現」を取り出して練習

さい ご か だい じっさい さくぶん
してから、最後に「課題」で実際に作文

か
を書きます。

ほん に ほん だいがく べんきょう
この本はもともと、日本の大学で勉強

りゅうがくせい か
している留学生のために書かれたもので

に ほん ご ろんぶん
すが、もしみなさんが日本語で論文やレ

か ほん ないよう
ポートを書きたいときは、この本の内容

やく た
が役に立つでしょう。

新刊教材・図書紹介●

よ たの あじ きょう ざい
読む楽しみが味わえる教材

に ほん ご じょう きゅう どっ かい
『日本語上級読解』

かきくらゆう こ すず き さと こ み かみきょう こ
	柿倉侑子、鈴木理子、三上京子、

やまがた み ほ こ はっこう
山形美保子
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‐

ねん がつ にち
２０２１）�２０００年２月２９日�４‐７５７４‐

ばん えん
０１９５‐７A４判１５８ページ�２，４１５円

に ほん ご ろん ぶん か れん しゅう ほん
日本語で論文やレポートを書くための練習ができる本

りゅう がく せい ろん り てき ぶん しょう か かた
『留学生のための論理的な文章の書き方』

に つうのぶ こ さ とう ふ じ こ
	二通信子、佐藤不二子
スリー

とうきょう
エーネットワーク（〒１０１‐００６４東京

と ち よ だ く さるがくちょう しょうえい
都千代田区猿楽町２‐６‐３（松栄ビル）

TEL．０３‐３２９２‐５７５１ FAX．０３‐３２９２‐

ねん がつついたち
６１９５）�２０００年３月１日�４‐８８３１９‐

ばん えん
１５０‐８A４判１１７ページ�１，６８０円

べっさつきょう し よう し どうしょつき
�別冊教師用指導書付

●データ●

●データ●

P．５４～５５

P．３８～３９
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せつぞく し ふく し つか かた ぶんまつ こ
接続詞、副詞の使い方は、文末との呼

おう ぶん ぶん かんけい かんが
応や文と文の関係を考えなければならな

がくしゅう しゃ むづか
いので学習者にとって難しいもののひと

じ てん がくしゅうしゃ ま ちが
つです。この辞典は、学習者が間違いや

しょきゅう ちゅうきゅうぜんはん せつぞく し こう
すい初級・中級前半レベルの接続詞３０項

もく ふく し こうもく と あ じっさい ご
目、副詞５０項目を取り上げて、実際の誤

ようれい やく れい せい り
用例（約１，０００例）を整理したものです。

ご ようれい
それぞれの誤用例について、どこがおか

なお ま ちが
しいか、どう直せばよいか、なぜ間違っ

ぶんせき かいせつ ご ようれい
たかという分析・解説があり、誤用例を

とお せつぞく し ふく し つか かた
通して接続詞や副詞の使い方がよくわか

るようになっています。

かくこうもく こうせい つぎ
各項目の構成は次のとおりです。

ご ようかんれんこうもく ず かくこうもく かんけい どう
�誤用関連項目図：各項目に関係する同

ぎ ご ぶんぽう じ こう ず し
義語や文法事項などが図示されていま

す。

ご ようれい がくしゅうしゃ ご ようれい しゅ るい
�誤用例：学習者の誤用例が、６種類

ふ か ご けいせい こんどう い ち
（「付加」「語形成」「混同」「位置」「そ

ほか ぶんるい
の他」）に分類されています。なお、

ご ようれい がくしゅうしゃ こくせき に ほん ご りょく
誤用例には学習者の国籍と日本語力レ

に ほん ご がくしゅうれき
ベル（日本語学習歴にもとづく）がつ

いています。

せいよう がくしゅうしゃ つく ただ ぶん
�正用：学習者が作った正しい文です。

ご よう けいこう ご よう おお
�誤用の傾向：どのような誤用が多いか、

ご よう げんいん せつめい
誤用の原因はなにかの説明です。

し どう きょう し おし
�指導のポイント：教師が教えるときに

ちゅう い てん
注意しなければならない点です。

じ てん がくしゅうしゃ さんこうしょ
この辞典は、学習者の参考書としても、

きょう し し どうしょ つか
教師の指導書としても使えます。また、

ご ようぶんせき ご い
誤用分析のひとつのモデルとして、語彙

ぶんぽう けんきゅう きょう み も せんせいがた
や文法の研究に興味を持っている先生方

さんこう
にとっても、参考になるでしょう。

おな ちょしゃ せつぞく し ふく し い
なお、同じ著者による、接続詞・副詞以

がい ご よう あつか に ほん ご ご ようれいぶんしょう じ
外の誤用を扱った『日本語誤用例文小辞

てん しゅっぱん に
典』（１９９７）も出版されています。（『日

ほん ご きょういくつうしん ごう しょうかい
本語教育通信』２９号で紹介）
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じ てん せいかつ つか
この辞典はふだんの生活でよく使われ

かんよう く こ じ せい ご まな
ることわざ・慣用句・故事成語を学ぶため

じ てん ぜん ぶ やく と あ
の辞典です。全部で約１，２００取り上げら

れています。

い み せつめい つか かた つか ば
意味の説明のあとに、使い方や使う場

めん わ ようれい
面がよく分かる用例があります。ところ

さんこう らん
どころに「参考」という欄があり、こと

な た むずか ご く せつめい
ばの成り立ちや難しい語句の説明があり

ゆ らい かんけい
ます。また、ことわざなどの由来に関係

で き ごと と あ
のあるむかしの出来事などを取り上げる

らん
「おはなし」の欄も４８あって、ことわざ

り かい ふか
の理解を深めることができるばかりでな

ものがたり よ い
く、物語として読むこともできます。意

み り かい やく だ
味の理解に役立つように、イラストが８００

い じょう み
以上あり、それを見るだけでもじゅうぶ

たの
ん楽しめます。

もと もく あ み れい
「元の木阿弥」ということばを例にとっ

てみましょう。まず「いったんよくなっ

じょうたい
たものが、もとのよくない状態にもどる

じ み せつめい
こと」という意味の説明があります。そ

あら
れから、「せっかく洗ってあげた

からだ つち
のに、シロのやつ、体を土にな

もと もく
すりつけるもんだから、元の木

あ み ようれい
阿弥になった。」という用例のあ

に ほん せんごく じ だい
とに、日本の戦国時代の「おは

の ぶ しょうじゅん
なし」が載っています。武将順

けい ちち し じゅんけい
慶の父が死んだとき、順慶はま

おさな ゆいごん
だ幼かったため、遺言によって、

ちち こえ に もく あ み
父と声のよく似た木阿弥という

おとこ み が つ
男を身代わりとして連れてきて、

ちち い み
まだ父が生きているように見せかけまし

じゅんけい おお ちち し
た。順慶が大きくなると、父の死はみん

し み が もく あ み お だ
なに知られ、身代わりの木阿弥は追い出

せいかつ
され、もとの生活にもどったというおは

なしです。

じ てん に ほん しょうがくせい む か
この辞典は日本の小学生向けに書かれ

かん じ ぜん ぶ が な
ていて、漢字には全部ふり仮名がついて

ちゅうきゅう に ほん ご がくしゅうしゃ
いるので、中級レベルの日本語学習者に

む
向いています。

ご よう れい こと ば つか かた まな
誤用例から言葉の使い方を学ぶ

ぞく に ほん ご ご よう れい ぶん しょう じ てん せつ ぞく し ふく し
『続・日本語誤用例文小辞典－接続詞・副詞－』

いちかわやす こ はっこう
	市川保子
発行：イセブ（〒３０５‐

いばら ぎ けん し あま く ぼ
０００５茨城県つくば市天久保２‐１１‐２０

／TEL．０２９８‐５１‐２５１５ FAX．０２９８‐５２

はっばい ぼんじんしゃ
‐８５０１）発売：凡人社（〒１０２‐００９３

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

ひらかわちょう
平河町ビル１F／TEL．０３‐３４７２‐２２４０

ねん がつ
FAX．０３‐３４７２‐２１２９）�２０００年２月

にち ばん
１８日�４‐８９３５８‐４５６‐１A５判 ４１５

れい えん
ページ・１，１００例�２，０００円

に ほん ご ご ようれいぶんしょう じ てん ねん
日本語誤用例文小辞典 �１９９７年１

がつ か ばん
月２０日�４‐８９３５８‐３６６‐２A５判

やく れい えん
４６０ページ・約１，０００例�２，７１８円

よ たの み たの
読んでも楽しい見ても楽しい

まな じ てん
『たのしく学ぶことわざ辞典』

はやし し ろう に ほんほうそう しゅっ ぱん きょう かい
	林四郎
日本放送出版協会（〒

とうきょう と しぶ や く う だ がわちょう
１５０‐８０８１東京都渋谷区宇田川町４１‐

１／TEL．０３‐３７８０‐３３２１ FAX．０３‐

ねん がつ にち
３７８０‐３３２９
２０００年１月１５日�４‐１４‐

ばん やく
０１１１２３‐２A５判・２８０ページ・約

ご えん
１，２００語�１，４７０円

●データ●

●データ●

P．１
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がくしゅうしゃどう し
図１．学習者同士でゲームをする

かい がい に ほん ご きょう いく
海外日本語教育

Q & A

しゅるい しょうかい おうよう あ かんが
いくつかの種類がありますから、ここで紹介するものを応用してクラスに合うものを考えてください。

たん ご ぶんけい れんしゅう かぎ ぶんしょう どっかい さくぶん ため
また、単語や文型の練習に限らず、文章の読解や作文でも試してみてください。

◆なぜゲームをするの？

に ほん ご こくさい きょう し けんしゅう さん か せんせいがた
日本語国際センターの教師研修に参加している先生方

せい と だい す おぼ
から「生徒はゲームが大好き、ゲームをするとすぐ覚え

き げん
ます。」ということをよく聞きますが、なぜゲームが言

ご がくしゅう やく だ
語の学習に役立つのでしょうか。

り ゆう がくしゅうしゃ かつどう たの
そのいちばんの理由は、学習者が活動を楽しめるから

おも きょう し し じ たん ご い
だと思います。教師の指示にしたがって、単語を言った

ぶんけい く かえ たいくつ れんしゅう
り、文型を繰り返すだけの退屈な「練習」とちがって、

こ じん たいこう か ま きそ
個人やグループ／チーム対抗で勝ち負けを競うゲームに

うん だんけつ がくしゅうしゃ
は、スピード、運、グループの団結など、学習者をわく

し か に ほん ご つか どう き たか
わくさせる仕掛けがあります。日本語を使う動機が高く

む ちゅう に ほん ご おぼ
なり、夢中になっているうちに、日本語を覚えてしまう

というわけです。

がくしゅうしゃどう
また、ゲームは、学習者同

し かっぱつ がく
士のやりとりを活発にし、学

しゅうしゃ じ りつせい そだ
習者の自律性を育てることに

くに しょう
もつながります。ある国の小

がっこう つぎ
学校で、次のようなゲーム

ず み
（図１）を見たことがあります。

ひと り て め
ペアになって、１人が手で目

あいだ ひと り ゆか ぶん ぐ
かくしをし、その間にもう１人が床においてある文具の

うし つぎ め せい
ひとつを後ろにかくします。次に目かくしをしていた生

と め あ なに あ
徒は、目を開けて何がなくなったかを当てるというもの

ぶん ぐ な まえ おぼ
です。これは、文具の名前を覚えるゲームなのですが、

がくしゅうしゃどう し きょうりょく かつどう がく
このように、学習者同士で協力して活動することは、学

しゅうのうりょく そだ うえ たいせつ おも
習能力を育てる上でとても大切なことだと思います。

ちゅう い
◆ゲームをするときに注意することは？

こう か てき つぎ てん ちゅう い
ゲームを効果的にするためには次の点に注意しましょ

う。

がくしゅうしゃ り かい
�学習者にゲームのルールをきちんと理解させること。

わ かた こた じゅんばん とくてん かぞ かた
ペアやグループの分け方、答える順番、得点の数え方、

じ かんせいげん てってい
時間制限などのルールを徹底させましょう。

じ かん き おこな かんたん ば あい ふん
�時間を決めて行うこと。簡単なゲームの場合は、１５分

てい ど め やす おな く かえ おこな
程度を目安にします。同じゲームを繰り返して行うと

か
きは、ペアやグループを変えるとよいでしょう。

に ほん ご つか こうたい あ
�日本語をできるだけ使うようにすること。「交代」「当

せいかい ざんねん
たり／正解です」「はずれ／まちがいです」「残念／お

ぜん ぶ てん か ま
しいです」「全部で××点です」「～チームの勝ち／負

ひょうげん しょきゅう つか
けです」などの表現は、初級のクラスでも使えます。

がくしゅうしゃ わす
�ゲームがきらいな学習者がいることを忘れないこと。

ねんれい うえ がくしゅうしゃ ば あい
年齢が上でゲームになれていない学習者の場合、「ゲー

はんのう しめ
ムはばかばかしい」という反応を示すことがあります。

いち ど あと
そんなときは、一度やってみた後で、ゲームのよしあ

はな あ おも
しをクラスで話し合うとよいと思います。そして、み

おも む り おこな ひつ
んなが「ゲームなんて…」と思うなら、無理に行う必

よう かつどう
要はありません。ゲームはいろいろある活動のうちの

ひとつにすぎません。

◆どんなゲームがあるの？

き おくりょく
� 記憶力のゲーム

ず ぶん ぐ な まえ おぼ き おくりょく
図１の文具の名前を覚えるゲームも記憶力をためすも

がくしゅうしゃ え たん ご ぶん いってい
のです。ふつうは、学習者に絵や単語、文などを一定の

じ かん み おぼ
時間見せて覚える

し じ
ように指示します。

そのあとで、それ

をかくし、どれだ

せいかく
け正確にたくさん

おぼ きそ
覚えているかを競

も じ
わせます。文字や

たん ご れん しゅう
単語を練習させ

ば あい
る場合は、フラッ

よう い
シュカードを用意

しておき、４～５

まい つか
枚ずつ使っていく

に ほん ご じゅぎょう つか
日本語の授業で使えるおもしろいゲームにはどんなものがありますか。

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。

Q
A

なに
図２．「何をしていますか」
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て ばや しょきゅう え つか ば あい とくてい ぶんけい
と手早くできます。初級で絵を使う場合は、特定の文型や

ひょうげんけいしき ちゅうもく れんしゅう ず
表現形式に注目させて練習させることができます（図２）。

ぶんしょう さいせい ぶんしょう こうぞう ちゅうもく さくぶん れんしゅう
文章の再生は、文章の構造に注目させ、作文の練習に

もなります。ま

きょう し ぶんしょう
ず、教師が文章

ず よ
（図３）を読み

み
（または見せ）、

がくしゅうしゃ
学習者 に キ ー

ワードをメモさ

つぎ がく
せます。次に学

しゅうしゃ わ がくしゅうしゃどう し たん ご かく
習者をグループに分け、学習者同士でメモした単語を確

にん たいこう たん ご はっぴょう
認させたあと、グループ対抗で単語を発表させます（も

ぶんしょう てんあた きょう し はっぴょう
との文章とあっていたら１点与えます）。教師は発表さ

たん ご こくばん
れた単語を黒板にメモし

ていき、（このとき、も

ぶんしょう い ち
との文章の位置に、その

たん ご か
単語を書くようにしま

す。）すべてのグループ

たん ご で
から、ひとつも単語が出

ぶんしょう あ
なくなったら、文章の空

ぶ ぶん はい こと ば
いている部分に入る言葉

かんが
を考えさせます。

すいそく
� 推測させるゲーム

だ こた
ヒントを出して答えを

あ
当てさせるもので、その

だいひょう
代表は「なぞなぞ」です。

に ほん ご きょういくつうしん ごう
（『日本語教育通信』３０号

じゅぎょう さんしょう
「 授業のヒント」参照）

たん ご ず
ヒントは単語（図５）で

ぶん
も、文でもよいです。

つぎ ぶんけい き だ
次のように文型を決めてヒントを出すこともできます。

はし
ヒント：「すわってもいいです。走ってはいけません。

た おお こえ はな
食べてはいけません。大きい声で話してはいけません。」

こた と しょかん
答え：「図書館」

ぶんしょう がくしゅう
ヒントを文章にすることもできます。たとえば、学習

しゃ し ひと ば しょ どうぶつ
者にみんながよく知っている人、場所、動物などからひ

えら せつめい か がくしゅうしゃ しょきゅう
とつ選ばせて、その説明を書かせます。（学習者が初級

ぶんけい ぶん かず き か
であれば、文型や文の数を決めておくと書きやすくなり

ます。）

れい し ぜん ゆた うみ ねんじゅうあたた
例：「？？：自然が豊かで、海がきれいです。１年中暖

ふゆ うみ
かくて、冬がありません。海では、シュノーケルやダイ

たの
ビングなどのマリンスポーツを楽しむことができます。」

きょう し か せつめい あつ
教師は、書かれた説明を集め

よ がくしゅうしゃ
て読み、学習者は２チームに

わ なに せつめい
分かれて、何についての説明

かをあてます。

� ジェスチャーゲーム

がくしゅうしゃ ひょう
学習者にジェスチャーで表

げん たが あ
現させ、それをお互いに当て

こと
るゲームです。イメージと言

ば むす こと ば おぼ
葉を結びつけることによって言葉が覚えやすくなります。

もんだい こうえん
ジェスチャーさせる問題は「りんご」「公園」のような

たん ご こうえん た
単語でもよいですし、「公園でりんごを食べています」

ぶん たん ご
のような文でもよいです。ただし、単語なのか、どんな

ぶんけい き ほう
文型なのかは決めておいた方がよいでしょう。また、

かわ ひと かん じ からだ ひょうげん ず
「川」「人」などの漢字を体で表現させる（図６）のも、

ねんしょうしゃ たの かつどう
年少者なら楽しめる活動のひとつです。

さいこうせい
� ばらばらにしたものを再構成するゲーム

ジグソーパズルのように、

も じ たん ご ぶんしょう
文字や単語、文章をいくつか

ぶ ぶん わ あた
の部分に分けて与え、もとの

かたち かつどう かん
形にもどさせる活動です。漢

じ さ ゆう じょう げ わ
字を左右や上下に分けておき、

ただ かん じ つく かん
正しい漢字を作らせると、漢

じ こうせい ちゅう い
字の構成に注意させることが

できます。いくつかのひらが

たん ご み
なやカタカナから単語を見つ

ず ご
けさせるゲーム（図７）は語

い ふくしゅう やく だ ぶん
彙の復習に役立ちます。また、ひとつの文をいくつかに

わ ただ じゅんばん なら ず ぶんぽう れんしゅう
分け正しい順番に並べさせる（図８）のは、文法の練習

になります。

ぶんしょう さいこうせい ぶん ぶん だんらく だんらく かんけい かんが
文章の再構成は、文と文、段落と段落の関係を考えさ

どっかいれんしゅう ぶんしょう なが
せるよい読解練習になります。文章が長ければ、グルー

ひと り ひと り ちが ぶ ぶん だんらく よ
プのメンバー１人１人に違った部分（段落）を読ませ、

ないよう ほうこく
その内容をグループのほかのメンバーに報告させます。

ぜんいん きょうりょく ただ じゅんばん なら
そして、全員で協力して正しい順番に並べさせます。

し はんきょうざい
◆市販教材

ず ぶんしょう さいせい
図４．文章を再生させる

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（Kaoru_Fujinaga＠jpf.go.jp 日本語国際センター専任講師）

くりやままさ こ いちまるきょう こ ちょ
栗山昌子、市丸恭子著（１９９２）『ドリルとしてのゲー

きょうざい
ム教材』 アルク

かいへん に ほん ご
GAGの会編（１９９３）『日本語コミュニケーションゲー

ム８０』

Rinvolucri, M. １９８４. Grammar Games. Cambridge

university press

ず どう し
図７．「動詞を見つけよう」

ず ぶん
図８．「文」をつくろう

海外日本語教育
Q & A

ず かん じ
図６．「漢字」ジェスチャーゲーム

ず きょう か しょ へん ぺーじ
図３．「教科書をつくろう、れんしゅう編」２４７頁

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）

ず
図５．なぞなぞ
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ニュース
「日本語国際センター在外邦人研修
OG・OBによるY２Kセミナー」報告

２０００年６月２９日と３０日の２日間、標記
セミナーが行われ、１９９５年度から１９９９年
度の研修生１０名が参加しました。
［発表者名およびテーマ］

・津田満璃「日本文化教授法の試み／日
本現代文学作品にみる社会と女性」
・橋本友見子「新世紀の日本語教育のた
めに」
・宮里奎「NIEを使った日本語教育及び
日本文化理解教育」
・ゴメス真理子「連想法とマルチメディ
アを使った試み」
・マキナニー彰子「小学生向け日本文化
理解のためのホームページ」＊

・前田篤三「テープ通信とプロジェクト
ワーク」＊

＊レポートと関連資料が提出され、代行で発
表が行われた。

１９９７年度の在外邦人研修が終わるとき、
２０００年に又お会いしましょう、とお約束
しました。すばらしい研修環境の中で、
最先端の日本語教授法の研究成果を各分
野の先生方から直接教えて頂き、又、世
界の各地で教えている参加者のお話を直
にお聞きでき、研修生たちはこの研修の
成果に感激していました。それで、こう
いう勉強会をみんなで一緒に続けて行く
ことに決めたのです。
その後、フィリピンのトリニティ大学

の宮里奎さんがオーガナイザーを勤めて
下さり、又、センターの先生方が助けて
下さって、他年度の研修生にも呼びかけ、
開催にいたりました。これは元研修生た
ちの研究発表と意見交換を中心にした自
主セミナーで、センターからは加藤所長
から「日本地域文化論」や「日本語の４
つの自由化」についてのお話を伺ったり、
専任講師の先生方から「日本語教育の中
のマルチメディア」の現状を説明して頂
いたりしました。また、先生はセミナー
にもずっと参加して下さり、御助言もさ
ることながら、センター側の運営責任者
の役を勤めて下さいました。その他にも、
センターの方々の心からの御支援を頂き
ました。世界中に散らばる教師たちが自
主セミナーを行うのはなかなか大変なこ
とですが、こうしたセンターのご協力が
得られたことがとても大きな力になった
と思います。参加者一同、素晴らしい成
果が得られたことに満足し、センターの
方々とも話し合って、又、３年後の２００３
年の６月か７月にセンターで第二回のセ
ミナーを開催すること、参加者は過去の
「在外邦人研修生」中心に開かれたもの
とすること、そして、今から運営面と同
時に各自の発表準備を進めて行くことに
決めました。次回のオーガナイザーはシ
ンガポール・テマセクポリテクニックの
ゴメス真理子さんです。センターの御協
力も得られることになり、世界の日本語
教師の方々と又、２００３年の夏浦和でお会
いできるのが楽しみです。
（文責：津田満璃１９９７年度在外邦人研修修了生）

日本語教育論集「世界の日本語教育」
第１０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１０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１０号では、各国
から投稿された論
文６１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

日本語国際センターホームページ
http://www.jpf.go.jp/j/urawa

１１月はじめに日本語国際センターの
ホームページを全面的にリニューアルし
ます。このホームページでは、日本語の
教え方や教科書・教材の情報、海外での日
本語教育についての情報等を提供してい
ます。また、当センターで行われている
教師研修事業についても紹介しています。
日本語教育に役立つリンク集もあります。
今までよりも、見やすく、わかりやす
くなりますので、どうぞご覧ください。
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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 �

今回の特集では、「国際交流基金助成

日本語教材」を紹介しました。毎年１０か

ら２０程度の機関が、国際交流基金の助成

を受け、教材を開発しています。日本語

教材は世界各地で制作されていますが、

それらの情報は、日本で刊行された教材

の情報に比べて入手することが難しいの

が現状です。そこで、各地で制作された

日本語教材を母語や対象者別に紹介し、

ご自分の国で使えるものがないか、参考

にしていただくために、最近の成果を特

集しました。母語や対象者が同じ場合に

は、他国の教材でも利用しやすいと思い

ます。今回の企画で、教材の共有や開発

が促進されればと思います。

教材制作・出版を考えている機関の方

は、日本語国際センターのホームページ

に制作助成についての公募申請方法が紹

介されていますので、ご覧下さい。（http :

//www.jpf.go.jp/j/urawa）

ホームページには、これまでに助成さ

れた教材のリスト「助成教材」もありま

すので、参考にして下さい。

日本語教育に熱心に取り組んでいる

方々が世界各地にいることが感じられま

した。 （情報交流課 亀山 知美）

＊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３８号
２０００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
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