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わす に ほん ご き そ
忘れがたき日本語の基礎

ピ－タ－・バラカン

に ほん ご ぼ こく ご ねん まえ
日本語が母国語ではないぼくにとって、３０年も前に、

だいがく ねん あいだ しゅうちゅうてき なら に ほん ご き そ
大学の４年の間に集中的に習った日本語の基礎はいま

のこ ときどき
だにしぶとく残っている。しぶとく、というのは、時々

き そ す
その基礎へのこだわりを捨てることができればもっと

らく かん さいきんみみ はい
楽になるのに、と感じるからだ。それほど最近耳に入っ

に ほん ご せい り てき いや おお
てくる日本語には生理的に嫌なものが多い。

ていこう こと ば
まず、もう抵抗のしようもないが、「らヌキ言葉」

た た み たぐ
は耐えられない。「食べれる」、「見れる」といった類

さいしょ わか ひと げんしょう おも
いのものだ。最初は若い人だけの現象かと思っていた

おや せ だい いま ぜんいん はな かた
が、その親の世代も今ほとんど全員そういう話し方に

おそ い ほか ねん ご
なってきているから、恐ろしいと言う他ない。２０年後

た み し ご
にはおそらく「食べられる」や「見られる」が死語に

おも ぜつぼうてき き ぶん がっこう
なってしまうと思うと、絶望的な気分になる。学校で

こんぽんてき こと ば づか ま ちが なお
このような根本的な言葉遣いの間違いを直していない

がくぜん じ じつ さいきん こうりつがっこう
というのも愕然とする事実だが、最近の公立学校では

ちつじょ たも せいいっぱい はなし き ぶんぽう
秩序を保つだけで精一杯という話を聞くと、文法のこ

い ば あい し
とを言っている場合ではないかも知れない。

ひと しんけい てき つか かた
もう一つ神経にさわるのは、「……的に」の使い方

ほんらいふく し ひろ つか
だ。本来副詞として広く使われるものだが、このとこ

たと た ち ば
ろ、例えば「あなたとして」とか、「あなたの立場で

とき てき
は」といった時に、「ピ－タ－さん的にはどうですか」

ほんとう いっ か せい
ときかれると本当にムカツく�まあ、これが一過性の

は や こと ば いの
流行り言葉にすぎないことを祈っている。

いっちょう けい らんよう き
ついでにもう一丁。「……系」の乱用は気にくわな

くに ものごと ひつよう い じょう ぶんるい
い。この国ではもともと物事を必要以上に分類したが

けいこう かん とく せんもんぶん や おんがく
る傾向を感じる。特にぼくの専門分野の音楽では、こ

き き
れはロックとか、あれはジャズとか、決めなければ聴

かた わ ふ し ぎ き
き方が分からないような不思議なところがあって、聴

ひと おんがく たの せば き
く人がわざわざ音楽の楽しさを狭めているような気が

さいきん けい ひょうげん
する。そして最近はすべてが「……系」で表現される

けい けい
ようになってきた。「ロック系」、「ジャズ系」、「カン

けい ほ
トリ－系」などで、いっしょくたにして欲しくないも

あん い ひと はこ かた づ
のまでが安易に一つの「箱」に片付けられてしまう。

しぶ や けい しんじゅくけい かいわい
「渋谷系」とか「新宿系」にいたっては、その界隈で

つく に かよ
作られるものがすべて似通っているということだろう

か。

に ほん ご か ほ い らい ふ
日本語について書いて欲しいと依頼されたので、普

だん だま が まん げんしょう か
段は黙って我慢している現象のことをついつい書き

にちじょうてき し てき じ ぶん こ
たくなってしまった。日常的に指摘するのは自分の子

どもたち こと ば づか おや じ けい
供達の言葉遣いだけだが、すぐうるさい親父系になっ

てき
てしまう。それでもぼく的にはいいんだけどね……。

（ブロードキャスター）
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●〒読者から●〒

私は、マンダレーYMCAが作ったHitoセンターという

機関で、今年の４月から日本語教師として働いています。

１９９７年の設立当初は、アシスタントとしてかかわっており

ました。

『海外の日本語教育の現状』や『日本語教育通信』を送っ

ていただき、ありがとうございました。興味深く読ませて

いただきました。また、日本からの郵便物は、精神的にも

励まされますので、大変感激いたしました。

「人」センターは、設立からまだ３年しか過ぎておりま

せんので、不充分なところも多く、手さぐりで日本語教育

をすすめている所です。お手数ですが、これからも引き続

き上記のような冊子がございましたら、お送り下さいます

よう、よろしくお願い申し上げます。

ミャンマー Hito Center, YMCA

マンダレー 吉川 由里子
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�お手紙は編集部で要約・編集して掲載しました。

ピーター・バラカン（Peter Barakan）
英国ロンドン生まれ。’７０年代半ばの来日後、音楽出版社

勤務を経て、’８０年代に入り、放送での仕事や執筆活動を

始める。’８４年の「ポッパーズMTV」では既存の音楽番

組とは違う切り口で、耳目を集める。音楽への造詣の深

さはジャンルを問わず、著作物も多い。活躍の場は音楽

番組にとどまらず、’８８年から「CBSドキュメント」の司

会をつとめている。

Essay
My Authentic“British”Japanese
Peter Barakan（Broadcaster）
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1 はじめに

がっこう に ほん ご めずら
ハワイの学校にとって日本語プログラムというのは珍

だいがく おお に ほん ご せんこう ぶ もん
しくない。ハワイ大学には大きな日本語専攻部門がある

こうこう に ほん ご せんたく か もく と
し、ほとんどの高校で日本語を選択科目として取ること

に ほん ご せんたく か もく ちゅうがっこう すく
ができる。日本語を選択科目としている中学校も少なく

しょうがっこう に ほん ご とくてい がくねん ぜん
ない。小学校レベルでも日本語を特定の学年もしくは全

こうせい と きょういく く こ
校生徒の教育カリキュラムに組み込んでいるところがい

しょうがっこう しゅう がいこく ご
くつもある。しかしながら、小学校では州からの外国語

きょういく たい し きん ほ しょう に ほん ご きょう し
教育に対する資金保証がなく、日本語教師はパートタイ

げんじょう
ムとなってしまうのが現状である。

し こうがい しょうがっこう
ホノルル市郊外にあるアイナハイナ小学校では、ハワ

しゅう がくしゅう ないよう
イ州でスタンダーズ（Standards：学習すべき内容につ

き じゅん み なお はじ ねん しゅう
いての基準）の見直しが始まった１９９６年に、ハワイ州の

がいこく ご きょういくたんとうしゃ しょうがっこうきょういんめんきょ も に ほん ご きょう し ひと
外国語教育担当者と小学校教員免許を持つ日本語教師１

り に ほん ご きょういく たい つよ きょう み しめ
人、そして日本語教育に対して強い興味を示したアイナ

しょうがっこう とう じ こうちょう きょう し
ハイナ小学校の当時の校長と教師らによって、スタン

もと せつりつ
ダーズに基づいた「NIHONGO」プログラムが設立され

しゅう あたら で き あ
た。ハワイ州の新しいスタンダーズが出来上がった１９９９

ねん こくさいこうりゅう き きん かいがい に ほん ご こう ざ せんにんこう し きゅう よ じょ
年には、国際交流基金の海外日本語講座専任講師給与助

せい えんじょ れんぽうせい ふ
成プログラムの援助と連邦政府 Title VII : Foreign Lan-

ほ じょきん う
guage Assistance Program からの補助金を受けて、

かくだい
「NIHONGO」プログラムを拡大することができた。

2 しょうがっこう
アイナハイナ小学校「NIHONGO」プログラム

しょうがっこう よう ち えん さい ねんせい
アイナハイナ小学校では、幼稚園（５歳）から６年生

さい ぜんこうせい と しゅう かい に ほん ご がくしゅう
（１２歳）までの全校生徒が週２回日本語を学習している。

じゅぎょう じ かんすう がくねん ちが しゅう じ かん じ かん
授業時間数は学年によって違うが、週１時間から１時間

ぷん じゅぎょう せい と きょうしつ に ほん ご きょう
２０分くらいで、授業は生徒たちの教室ではなく日本語教

しつ おこな しょうがっこう か もく じゅぎょう じ ぶん
室で行われる。小学校ではほとんどの科目の授業が自分

きょうしつ おこな に ほん ご きょうしつ もう
たちの教室で行われるが、日本語教室を設けることは

ねん せつりつ あ たいせつ
１９９６年のこのプログラムの設立に当たってとても大切な

に ほん ご がくしゅう きょうしつ に ほん ご
ことであった。日本語学習だけの教室があれば日本語を

まな かんきょう つく さいてき せい と きょうしつ
学ぶ環境を作るのに最適だし、生徒にとっても教室に

はい に ほん ご き はな ふん い き しゅうちゅうりょく
入ったら日本語を聞いて話すという雰囲気があり集中力

い じ に ほん ご きょう し ふた り
を維持できるからである。日本語教師は２人ともハワイ

もと
スタンダーズに基づいた

しょう がっ こう に ほん ご きょう いく
小学校での日本語教育

べい こく しゅう し しょうがっこう に ほん ご きょう し
米国ハワイ州ホノルル市 アイナハイナ小学校 プログラムコーディネーター／日本語教師

ジュンコ ハナイ アゲナ

しゅうがいこく ご ひ かく
ハワイ州外国語コンテントスタンダーズとナショナルスタンダーズとの比較

教育実践レポート●１５ナショナルスタンダーズ

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。

しゅうがいこく ご
ハワイ州外国語コンテントスタンダーズ ナショナル

たいじん
１：コミュニケーション、対人

（Interpersonal）
せい と かい わ よ か とお てきせつ じょうほう あい て え とく じ
生徒が会話や読み書きを通して適切な情報を相手から会得し、自

ぶん い けん の ないよう
分の意見を述べたりすることができるという内容 どうよう

同様

かいしゃく
２：コミュニケーション、解釈

（Interpretive） せい と よ と ちから き と ちから も ないよう
生徒が読み取る力と聞き取る力を持っているという内容

どうよう
同様

はっぴょう
３：コミュニケーション、発表、

てい じ
提示（Presentational）

せい と き て よ て さまざま お はっぴょう てい
生徒が聞き手や読み手のために様 な々トピックに於いて発表、提

じ ないよう
示することができるという内容 どうよう

同様

ぶん か
４：文化（Cultures）

せい と ぶん か がくしゅう うえ みっ ふうしゅう しゅうかん
生徒が文化を学習する上での３つのP、風習／習慣（Practices）、

もの み かた もの かんれん まな た
物の見方（Perspectives）、物（Products）の関連を学びながら他

ぶん か り かい ないよう
文化を理解するという内容

こうもく ふた わ
この項目が２つに分かれている

ひ かく
５：比較（Comparisons） せい と じ ぶん ぼ こく ご がい こく ご げん ご ひ かく とお げん ご り

生徒が自分の母国語と外国語の言語の比較を通して言語の理

かい ふか ないよう
解を深めるという内容

げん ご ぶん か ひ かく り かい き じゅつ ふた
言語と文化の比較／理解が記述され２

こうもく わ
つの項目に分かれている

６：コネクションとコミュニ

ティー（Connections &

Communities）

せい と がい こく ご まな さい ほか きょう か ないよう かんれん
生徒が外国語を学んでいる際に他の教科内容にも関連づける

きょうしつがい さまざま かんきょう お まな がい
（Connections）、教室外での様 な々環境に於いて学んでいる外

こく ご つか ないよう
国語を使うことができる（Communities）という内容

こま き じゅつ
もっと細かく記述され、コネクションとコ

ふた こう もく
ミュニティーそれぞれ２つずつの項目に

わ
分かれている
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しゅう きょういんめんきょ しょ じ ひと り に ほん ご さまざま
州での教員免許を所持し、１人は日本語をハワイの様々

がっこう ながねんおし けいけん ひと り
な学校で長年教えてきた経験があり、もう１人はオレゴ

しゅう に ほん ご がっこう おし けいけん も
ン州の日本語イマージョン学校で教えた経験を持ってい

ぜんしゃ ていがくねん こうしゃ こうがくねん たんとう ふた
る。前者は低学年、後者は高学年を担当しているが、２

り けいけん い まい
人の経験を生かしてチームティーチングをするように毎

にち じゅぎょう はな あ さら きょ
日スタンダーズの授業について話し合っている。更に去

ねんかいてい しゅうがいこく ご
年改訂されたハワイ州外国語コンテントスタンダーズ

（World Languages Content Standards）についてアイ

しょうがっこうぜんきょう し せつめい に ほん ご じゅぎょう まな
ナハイナ小学校全教師に説明したり、日本語の授業で学

かく きょう か はな
んだことを各クラスでどのように強化できるかなどを話

あ い いんかいかい ぎ ひら
し合う「NIHONGO」委員会会議を開いたりしている。

3 がいこく ご
外国語コンテントスタンダーズ

がいこく ご いつ
外国語スタンダーズは５つのC（Communication, Cul-

tures, Comparisons, Connections，そしてCommunities）

な た いつ ちゅうしん
から成り立っている。その５つのCを中心にコンテント

なんこうもく しゅう がいこく ご
スタンダーズが何項目かある。ハワイ州の外国語コンテ

ねん こうもく こうもく
ントスタンダーズ（１９９９年）は６項目あり、１１項目あるナ

ねん くら こうもくすう すく
ショナルスタンダーズ（１９９６年）と比べて項目数こそ少な

ないよう か ぜん ひょうさん
いものの内容はさほど変わりがない。（前ページの表参

しょう
照）

4 もと じゅ ぎょう
スタンダーズに基づいた授業

り かい うえ そ
スタンダーズを理解した上でそれに沿ったレッスンを

もくてき じゅぎょう
すると目的のはっきりした授業となり、アセスメントや

つぎ もくひょう ひつよう
次の目標を立てるためにもスタンダーズは必要である。

さい しょうがっこう に ほん ご つか
その際アイナハイナ小学校の日本語プログラムでよく使

ほうほう いつ ひと
われる方法は、５つのＣの一つであるコネクション（ハ

しゅうがいこく ご こうもく
ワイ州外国語コンテントスタンダーズの項目６）にもあ

に ほん ご ほか きょう か ないよう かんれん おし ほうほう
るが、日本語を他の教科の内容と関連づけて教える方法

よ ほうほう
である。このIntegrated Lessonsと呼ばれる方法では、

じゅぎょうないよう こ せい と い み じゅぎょう
授業内容が濃くなり生徒にとってもより意味のある授業

たと ていがくねん どうぶつ な まえ に ほん ご おし
となる。例えば、低学年に動物の名前を日本語で教える

じ ぶん り か じゅぎょう どうぶつ べんきょう
とき、自分たちのクラスの理科の授業で動物の勉強をし

き かん おし せい と じっさい まな
ている期間に教えれば生徒たちが実際に学んでいること

つな せい と きょう み も と
と繋がりができるし、生徒たちもより興味を持って取り

く ぐ たいてき れい あ やま す どうぶつ うみ
組む。もっと具体的な例を挙げれば、「山に住む動物」「海

す どうぶつ りく す どうぶつ など わ せいいく ち
に住む動物」「陸に住む動物」等に分け生育地（habitat）

べんきょう とお たいりく どうぶつ
の勉強を通して、あるいは「アジア大陸の動物」「アフリ

たいりく どうぶつ など わ しゃかい とお に ほん ご おし
カ大陸の動物」等に分け社会を通して日本語を教えるこ

り か しゃかい
ともできる。つまりIntegrated Lessonsは理科や社会な

いち ど すうきょう か み
ど一度に数教科のスタンダーズを満たすこともできるの

ず こう とお しゅうがいこく ご
である。ここでは、図工を通してハワイ州外国語コンテン

もと に ほん ご じゅぎょうれい あ
トスタンダーズに基づいた日本語の授業例を挙げよう。

せつぶん しゅうがいこく ご こうもく
節分（ハワイ州外国語コンテントスタンダーズ 項目１、４、６）

せい と せつぶん ひ おに めん つく まめ ま
生徒は節分の日のために鬼の面を作り豆撒きをする。

きょう し おに で むかしばなし かみしば い つか に ほん ご しょう
まず教師が鬼の出てくる昔話を紙芝居を使い日本語で紹

かい おに せつぶん ひ はな あ つぎ おに めん つく
介し、鬼や節分の日について話し合う。次に鬼の面を作

はじ せん かたち まな せん まっ す
るが、初めに線と形について学び、いろいろな線（真直

など つか さまざま かたち か
ぐ、ジグザグ、カーブ等）を使って様々な形を描く。そ

さまざま かたち い おに め まゆ げ かみ け つの か
の様々な形を生かして鬼の目や眉毛、髪の毛や角を描き、

いろ ぬ おに めん かんせい めん つか
色を塗り、鬼の面を完成させる。面ができたらそれを使っ

かい わ おに めん まえ なら しつ ぎ おうとう
て会話やゲームをする。鬼の面を前に並べ、質疑応答を

とお ほか せい と じ ぶん めん あ
通して他の生徒たちにどれが自分の面か当ててもらうの

である。

れい せい と か おに めん あ ば あい
例： 生徒Ａの描いた鬼の面はどれか当てる場合

せい と くん おに くち おお
生徒Ｂ 「（A君の鬼の）口は大きいですか。」

せい と
生徒Ａ 「はい。」

せい と め あお
生徒Ｃ 「目は青いですか。」

せい と くろ
生徒Ａ 「いいえ、黒いです。」

せい と は さんかく
生徒Ｄ 「歯は三角ですか。」

せい と
生徒Ａ 「はい。」

せい と ひと おに めん ゆび さ
生徒Ｅ （一つの鬼の面を指差して）「これですか。」

せい と あ
生徒A 「当たり！」

じ ぶん すす ぶんしょう い
自分から進んでいくつもの文章が言えるレベルであれ

ひと り じ ぶん おに めん せつめい ほか せい と
ば、１人で自分の鬼の面について説明する。他の生徒は

せつめい き おに せい と あ あ
その説明を聞き、どの鬼がその生徒のものか当てる。当

せい と じ ぶん おに き い
たったらその生徒は自分の鬼の気に入ったところを「～

す ぶんしょう つか せつめい れい わたし おに くろ
が好き」の文章を使って説明する。（例：「私の鬼の黒

め おお つの す じ ぶん かんせいさくひん はな
い目と大きい角が好き。」）自分の完成作品について話す

ず こう じゅぎょう いっかん ちゅう
のは、図工の授業の一貫でもある。またこのゲームは注

い き せい と しゅうちゅうりょく ようせい
意して聞いていないとできないので生徒の集中力も養成

おうよう
する。さらに、このゲームを応用してアセスメントとし

り よう
ても利用できる。

さい ご まめ ま ぶん か がくしゅう うえ みっ
最後に豆撒きをする。文化を学習する上での３つのP、

おに めん つく おに めん つか さまざま かい わ
鬼の面を作ってポーズ。この鬼の面を使って様々な会話ゲームをした
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まめ ま まめ ま もくてき り ゆう
豆撒き（Practices）、豆撒きの目的と理由（Perspectives）、

まめ ま まめ はな あ じっさい
そして豆撒きの豆（Products）について話し合い、実際

まめ ま あと かず ふくしゅう まめ くば た
に豆撒きをした後、数の復習をしながら豆を配り食べる。

いちれん ほか
この一連のレッスンはコンテントスタンダーズの他の

こうもく たと せい と むかしばなし に ほん ご き と てん
項目（例えば生徒が昔話を日本語で聞き取るという点か

こうもく つな せい と しゅうちゅうりょく
ら項目２）にも繋げることができるが、生徒の集中力と

きょう み い じ いち ど おお
興味を維持させるため、一度にあまりにも多くのスタン

おお おお
ダーズをねらわないようにしている。多ければ多いほど

しょうてん み うしな
まとまりがなくなるし、焦点を見失ってアセスメント

もしにくいからである。

5 こん ご か だい
今後の課題

こん ご か だい もと
今後の課題は、スタンダーズに基づいたアセスメント

しょうがっこう に ほん ご きょう し ふた り
である。アイナハイナ小学校の日本語教師２人は、プロ

かいはつ
グレス・インディケーター（Progress Indicator）を開発

がいこく ご けんきゅう い いんかい ぞく
すべく外国語コンテントスタンダーズ研究委員会に属し

たと しゅうがいこく ご
ている。例えばハワイ州外国語コンテントスタンダーズ

こうもく ば あい せい と かい わ よ か
の項目１の場合、生徒がどのような会話（そして読み書

こうもく たっせい
き）がどれぐらいできたときに「項目１を達成した」と

せいさく
いえるのかというインディケーターを制作するのである。

せい と み
それによって生徒がスタンダーズを満たしていないとな

じゅぎょう など み なお
れば、授業、カリキュラム、アセスメント等を見直さな

み ど だい
ければいけないし、満たしているとなればそれを土台と

つぎ すす
して次のステップに進まなければならない。

あたら しゅう で き あ がいこく ご
新しいハワイ州スタンダーズが出来上がって、外国語

きょういく たいせつ きょういく いっかん
教育も大切な教育の一貫とみなされるようになってきた

しょうがっこう た ぶん か た こくせき
が、小学校ではまだまだこれからである。多文化多国籍

せ かい しょうらい にな こ
の世界で将来を担う子どもたちのために、これからもさ

きょう か がいこく ご きょういく ひろ
らにプログラムを強化して外国語教育を広めていきたい

かんが
と考えている。

教育実践レポート●１５ナショナルスタンダーズ

に ほん ご こうがくねん ごと こうさく き
日本語クラスで高学年がクラス毎にゲームや工作などのテーマを決め、「アイナ

しょうがっこう に ほんぶん か ひ ていがくねん ひ ろう たい こ て まえ じゅうどう
ハイナ小学校日本文化の日」に低学年に披露した。これは太鼓（手前）と柔道

こうほう
（後方）グループ

な まえ な まえ ほん せん く ふう つく
名前のステンドグラス。名前と８本の線を工夫してつなげてデザインを作った

しょうがっこう に ほんぶん か ひ ていがくねん おし
「アイナハイナ小学校日本文化の日」のおはじきグループ。低学年に教えてい

ほか しょう ぎ は ね おし
るところ。このクラスはゲームをテーマにし、他に将棋や羽根つきなども教えた

さんこうぶんけん
スタンダーズについての参考文献：

� Standards for Foreign Language Learning :

Preparing for the ２１st Century, National Standards

in Foreign Language Education Project,Funded by

the U.S. Department of Education and the National

Endowment for the Humanities, Additional Support

from D.C. Heath and Company and EMC Publishing

Company, Allen Press, Inc. Lawrence, KS, Copyright

１９９６

� Standards for Foreign Language Learning in the

２１st Century, National Standards in Foreign Language

Education Project, Initial Project Funded by the U.S.

Department of Education and the National Endow-

ment for the Humanities, Additional Support from D.C.

Heath and Company and EMC Publishing Company,

Allen Press, Inc. Lawrence, KS, Copyright１９９９
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かいがい に ほん ご きょういく かいさい
１．海外日本語教育シンポジウムの開催

かいがい に ほん ご ぎょう む ないよう くに に ほん
海外日本語センターの業務内容はそれぞれの国の日本

ご きょういく じ じょう はんえい きょうつう ぎょう
語教育事情を反映してさまざまですが、共通している業

む しゅ しょとう ちゅうとうきょういく に ほん ご
務のひとつに、主として初等・中等教育レベルの日本語

きょう し たい けんしゅう じ ぎょう かい
教師に対する研修事業があります。このシンポジウム開

さい もくてき しょとう ちゅうとうきょういく に ほん ご きょう し
催の目的は、とくに初等・中等教育レベルの日本語教師

たい けんしゅう ないよう ほうほう かいがい に ほん ご
に対する研修の内容と方法について、海外日本語センタ

か こ ねんかん わた と く ちくせき
ーが過去１０年間に渡って取り組み、蓄積してきたものを

こくない に ほん ご きょういくかい かんげん かんが
国内の日本語教育界に還元するとともに、いっしょに考

き かい
えていく機会とすることでした。シンポジウムのコー

べつひょう
ディネーターとパネリストは別表のとおりです。

に ほん ご きょう し よう せい
２．日本語教師の養成

かく に ほん ご しゅにんこう し
はじめに各日本語センターの主任講師から、それぞれ

くに きょういくせい ど だいがく きょういくだいがくなど に ほん ご きょう し
の国の教育制度と大学・教育大学等における日本語教師

ようせい しょうかい
養成システムの紹介がありました。

くに しょうがっこう ちゅうがっこう こうこう に ほん ご きょう し
どの国でも小学校、中学校、高校の日本語教師となる

こうりつがっこう ば あい きょういんめんきょ ひつよう
ためには、とくに公立学校の場合、教員免許が必要とな

げんざい かいがい に ほん ご せっ ち くに
ります。現在、海外日本語センターが設置されている国

おお じ こく だいがく に ほん ご きょうしょく か てい せっ ち
の多くでは自国の大学に日本語教職課程が設置されてお

そつぎょう に ほん ご きょういんめんきょ じゅ よ
り、そこを卒業すれば日本語の教員免許が授与されます。

に ほん ご きょうしょく か てい ゆう だいがく かず こう くに
日本語教職課程を有する大学の数は１校だけの国もあり

べいこく やく こう
ますが、米国には約５０校あるとのことです。また、オー

に ほん ご ぼ ご わ しゃ たいしょう
ストラリアには日本語母語話者を対象としたコースや、

か てい いち ぶ と い に
課程の一部にイマーション・プログラムを取り入れた日

ほん ご きょうしょく か てい
本語教職課程もあります。

きょうしょく か てい いっかん きょういくじっしゅう と い だいがく ふ
教職課程の一環として教育実習を取り入れる大学も増

じっせんてき く
えており、より実践的なカリキュラムが組まれるように

なか に ほん ご げん ご こうぞう
なってきています。しかし、中には、日本語と言語構造

� はじめに �
こくさいこうりゅう き きん かいがい に ほん ご きょういく し えん ねん ど かいがい に ほん ご かいせつ
国際交流基金は海外の日本語教育を支援するため、１９９０年度より「海外日本語センター」を開設しています。

げんざい べいこく えいこく せ かい こく せっ ち
現在は、インドネシア、タイ、マレーシア、オーストラリア、米国、ブラジル、英国の世界７か国に設置されて

に ほん ご きょういくけんしゅうかい かいさい に ほん ご きょうざい きょうじゅほうかいはつ し えん に ほん ご きょういく
おり、「日本語教育研修会・セミナーの開催」、「日本語教材・教授法開発プロジェクトへの支援」、「日本語教育カ

きょうざい きょうじゅほうなど かん に ほん ご こう ざ うんえい に ほん ご きょういく きょうざいせんもん と しょかん
リキュラム・教材・教授法等に関するコンサルティング」、「日本語講座の運営」、「日本語教育・教材専門図書館

うんえい に ほん ご きょういくようきょうざい かいはつ き ぞう に ほん ご きょういく かん じょうほうていきょう じょうほうこうりゅう など
の運営」、「日本語教育用教材・リソースの開発および寄贈」、「日本語教育に関する情報提供・情報交流」等、さ

かたち かっこく に ほん ご きょういく し えん
まざまな形で各国の日本語教育を支援しています。

じょう き こく かいがい に ほん ご しゅにんこう し に ほん あつ しゅうかん かくしゅ かい ぎ
このたび、上記７か国の海外日本語センターの主任講師が日本に集まり、１週間にわたり各種の会議やシンポ

しゅっせき き かんちゅう かいがい に ほん ご きょういく し えん おも き かん だいひょうしゃ がい む しょう ぶん か ちょう たんとうかん
ジウムに出席しました。期間中は海外の日本語教育を支援している主な機関の代表者や外務省・文化庁の担当官

まじ かいがい に ほん ご きょういく し えんだんたいこんだんかい こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい かんさいこくさい
を交えての「海外日本語教育支援団体懇談会」のほか、国際交流基金の日本語国際センター・関西国際センター

きん む かいがい じ む しょ きん む に ほん ご きょういく かい ぎ
に勤務しているスタッフや海外事務所に勤務している日本語教育アドバイザーとの会議がありましたが、ここで

がつ にち とうきょう こくさいこうりゅう き きんこくさいかい ぎ じょう かいさい かいがい に ほん ご きょういく しょとう ちゅうとうきょういく
は、９月１９日に東京（国際交流基金国際会議場）で開催された海外日本語教育シンポジウム「初等・中等教育レ

に ほん ご きょう し たい けんしゅう かいがい に ほん ご じ れいほうこく ちゅうしん ほうこく
ベルの日本語教師に対する研修－海外日本語センターでの事例報告を中心に－」について報告します。

しょとう ちゅうとうきょういく に ほん ご きょう し たい けんしゅう かいがい に ほん ご じ れいほうこく ちゅうしん
初等・中等教育レベルの日本語教師に対する研修－海外日本語センターでの事例報告を中心に－

『国際交流基金主催
海外日本語教育シンポジウム』

こくさいこうりゅう き きん に ほんけんきゅう ぶ き かくかいはつ か
国際交流基金日本研究部企画開発課

こく さい こう りゅう き きん しゅ さい

かい がい に ほん ご きょう いく
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いちじる こと げん ご れい
が著しく異なるヨーロッパ言語を例と

と あ ば あい に ほん
して取り上げている場合もあり、日本

ご きょう し ようせい いっかん てきとう
語教師養成の一環としては適当でない

もんだいてん し てき
という問題点も指摘されました。この

もんだい かいけつ かくだいがく に
問題を解決するためには、各大学で日

ほん ご がっ か きょういくがっ か いっそうれんけい
本語学科と教育学科がより一層連携す

ひつよう
ることが必要でしょう。

た か もく げんしょくきょういん さいようせい
また、他科目の現職教員を再養成す

に ほん ご きょう し かく ほ ば あい
ることで、日本語教師を確保する場合

どうこく
もあります。たとえばタイでは、同国

きょういくしょう こくさいこうりゅう き きん きょうりょく
の教育省と国際交流基金が協力して１０

げつかん しゅうちゅうてき きょういく ほどこ
か月間の集中的な教育を施すことに

げんしょくきょういん に ほん ご きょう し さいようせい に ほん
よって現職教員を日本語教師に再養成しています。日本

ご きょう し さいようせい きょういん こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい
語教師に再養成された教員は国際交流基金日本語国際セ

さいたまけんうら わ し たいにちけんしゅう しゅうかん さん か
ンター（埼玉県浦和市）の滞日研修（７週間）に参加す

どう き きん に ほん ご けんしゅう さん
るほか、同基金バンコック日本語センターの研修にも参

か さら に ほん ご のうりょく こうじょう つと
加し、更なる日本語能力の向上に努めています。またマ

とうほうせいさく いっかん
レーシアでは、「東方政策」（Look East Policy）の一環

しょうがっこう ちゅうがっこう げんしょくきょういん に ほん だいがく ねん
として、小学校や中学校の現職教員を日本の大学に４年

かんりゅうがく ちゅうとうきょういん に ほん ご きょう
間留学させることによって、中等教員レベルの日本語教

し ようせい はか
師養成を図っています。

げん しょく に ほん ご きょう し たい けん しゅう
３．現職日本語教師に対する研修

に ほん ご きょう し ようせい しょうかい つづ かく
日本語教師養成システムの紹介に続いて、各センター

しゅにんこう し かっこく げんしょく に ほん ご きょう し たい けん
主任講師からは各国における現職日本語教師に対する研

しゅう しゅるい ないよう ほうこく
修の種類や内容についての報告がありました。

に ほん ご きょう し しん き ようせい だいがく きょういくだいがく しゅたい
日本語教師の新規養成は大学や教育大学が主体となっ

じっ し たい げんしょく に ほん ご きょう し たい けん
て実施されているのに対し、現職日本語教師に対する研

しゅう きょういくぎょうせい き かん きょう し じ しん しゅたい じっ し
修は教育行政機関や教師自身が主体となって実施され

おお こくさいこうりゅう き きん かいがい に ほん ご
るケースが多く、国際交流基金の海外日本語センターも

てん かっこく に ほん ご きょういく ど りょく
とくにこの点で各国の日本語教育に協力しています。

かいがい に ほん ご に ほん ご きょう し けんしゅう じ ぎょう
海外日本語センターの日本語教師研修事業は、それぞ

に ほん ご きょう し あつ けんしゅうかい かいさい ば
れの日本語センターに教師を集めて研修会を開催する場

あい かく ち きょういくぎょうせい き かん に ほん ご きょう し かい しゅさい に
合と、各地の教育行政機関や日本語教師会が主催する日

ほん ご きょういく に ほん ご こう し しゅっちょう
本語教育セミナーに日本語センターの講師が出張したり、

かいさい けい ひ じょせい ば あい ぜん
開催のための経費を助成したりする場合があります。前

しゃ ば あい へいじつ ゆうがた とくてい よう び まいしゅうけんしゅうかい
者の場合はさらに平日の夕方や特定の曜日に毎週研修会

かいさい ば あい か き きゅう か など き かん しゅうかんてい ど たん
を開催する場合と、夏季休暇等の期間に１週間程度の短

き しゅうちゅうけんしゅう おこな ば あい けんしゅうないよう
期集中研修を行う場合があります。研修内容はそれぞれ

くに に ほん ご きょういく ふ
の国の日本語教育シラバスやカリキュラムを踏まえ、さ

さん か きょう し ようぼう こうりょ く た
らに参加教師の要望を考慮して組み立てられていますが、

きんねん げん ば もど つか きょうしつかつどう しょうてん
近年は現場に戻ってからすぐに使える教室活動に焦点を

あ けんしゅう ふ かっこく に ほん
合わせた研修が増えてきています。これは、各国の日本

ご きょういく ほうほう と い
語教育がコミュニカティブな方法を取り入れつつあるこ

はんえい い
とを反映していると言えるでしょう。

かく ち かいさい きょうりょく は あい とうがい ち
各地で開催されるセミナーに協力する場合は、当該地

いき に ほん ご きょう し かい きょうさい かいさい ふ
域の日本語教師会と共催で開催するケースが増えてきま

に ほん ご きょう し かい じょうほうこうりゅう
した。日本語教師会は情報交流ネットワークとしてのみ

きょう し そう ご じ しゅてき けんしゅう ば き のう
ならず、教師相互の自主的な研修の場としても機能する

ば あい おお きょう し かい かつどう たい きょうりょく くに
場合が多く、教師会の活動に対する協力はどこの国のセ

じゅうよう ぎょう む
ンターにとっても重要な業務になってきています。

えんかく ち に ほん ご きょう し たいしょう つうしんきょういく けんしゅう おこな
遠隔地の日本語教師を対象に通信教育で研修を行って

に ほん ご ぶん や さいしん じょう
いる日本語センターもあります。この分野では最新の情

ほうつうしん ぎ じゅつ に ほん ご きょう し けんしゅう じ ぎょう り よう
報通信技術を日本語教師研修事業にどのように利用して

か だい きんねん しょとうきょういく
いくかが課題となっています。また、近年は初等教育レ

ぜん き ちゅうとうきょういく に ほん ご まな せい と
ベルや前期中等教育レベルですでに日本語を学んだ生徒

しんがく ご けいぞく に ほん ご まな
が進学後も継続して日本語を学ぶようになってきている

に ほん ご き しゅうしゃ に ほん ご み しゅうしゃ
ため、ひとつのクラスに日本語既習者と日本語未習者が

つくえ なら じょうきょう しょう に ほん ご きょう し がく
机を並べるという状況も生じており、日本語教師には学

しゅうしゃ た ようせい たい たいおう もと
習者の多様性に対する対応も求められています。このマ

たいおう に ほん ご きょう
ルチ・レベル・クラスへの対応をテーマにした日本語教

し けんしゅう こん ご か だい
師研修も今後の課題となっています。

しつ ぎ おう とう
４．質疑応答

かく しゅにんこう し ほうこく お だんかい しゅっ
各センター主任講師からの報告が終わった段階で、出

せきしゃ しつ ぎ おうとう こんかい
席者との質疑応答がありました。今回のシンポジウムに

に ほん ご きょういくかんけいしゃ ちゅうしん ていいんいっぱい めい さん
は日本語教育関係者を中心に定員一杯の１００名ほどの参

か しゃ かいがい に ほん ご きょう し ようせい けんしゅう たい
加者があり、海外における日本語教師の養成・研修に対

かんしん たか しゅっせきしゃ かい
する関心の高さをうかがわせました。出席者からは、海

がい に ほん ご きょう し ようせい けんしゅう に ほんじん せんもん か
外の日本語教師養成・研修に日本人の専門家はどのよう

こうけん ひつよう ち しき ぎ のう
に貢献できるのか、またそのために必要な知識・技能は

しつもん だ かく
どのようなものかとの質問が出され、各パネリストから

に ほん ご に ほん ご きょういく かん せんもんてき ち しき ぎ のう
は日本語および日本語教育に関する専門的な知識・技能

くに きょういくせい ど きょう し がくしゅうしゃ
もさることながら、その国の教育制度や教師・学習者の

［コーディネーター］

こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい み はらりゅう し せんにんこう し しゅにん
国際交流基金日本語国際センター 三原龍志 専任講師主任

［パネリスト］

こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こ ばやし か よ こ しゅにんこう し
国際交流基金ジャカルタ日本語センター 小林佳代子 主任講師

どう に ほん ご まえ だ つな き しゅにんこう し
同 バンコック日本語センター 前田綱紀 主任講師

どう に ほん ご おお や すすむ しゅにんこう し
同 クアラルンプール日本語センター 雄谷 進 主任講師

どう に ほん ご しゅにんこう し
同 シドニー日本語センター キャシー・ジョナック 主任講師

どう に ほん ご かたおかゆう こ しゅにんこう し
同 ロス・アンジェルス日本語センター 片岡裕子 主任講師

どう に ほん ご よしかわ いっこう ま ゆ み せんにんこう し
同 サン・パウロ日本語センター 吉川・一甲真由美エジナ 専任講師

どう に ほん ご き たになおゆき しゅにんこう し
同 ロンドン日本語センター 木谷直之 主任講師
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じょうきょう じゅうぶん にんしき ひつよう かいとう
状況を充分に認識していることが必要との回答がありま

した。

きゅうけい じ かん なが
このシンポジウムは休憩をはさんで３時間という長い

かっぱつ ぎ ろん つづ じ かん なが かん
ものでしたが、活発な議論が続き、時間の長さを感じさ

さい ご み はらりゅう し
せないものでした。最後にコーディネーターの三原龍志

しゅにん こん ご かいさい
主任から、このようなシンポジウムを今後も開催したい

むね あいさつ かい と
旨の挨拶があり、会を閉じました。

がつ にち おおさか かく
なお、９月２２日には大阪におきましても、各センター

しゅにんこう し こくさいこうりゅう き きんかんさいこくさい
の主任講師がパネリストとなり、国際交流基金関西国際

はま だ もり お に ほん ご きょういくせんもんいんしゅにん し かい つと
センターの浜田盛男日本語教育専門員主任が司会を務め

かいがい に ほん ご きょういく じ じょう こくさいこうりゅう き
て、シンポジウム「海外の日本語教育事情と国際交流基

きんかいがい に ほん ご かいさい めい さん か しゃ
金海外日本語センター」が開催され、５０名ほどの参加者

に ほん ご きょう し けんしゅう じ ぎょう ちゅうしん
がありました。ここでも、日本語教師研修事業を中心と

かいがい に ほん ご ぎょう む ないよう しょうかい
する海外日本語センターの業務内容が紹介されました。

かいがい に ほん ご こん ご しゅ しょとう ちゅうとうきょういく
海外日本語センターは今後も主として初等・中等教育

に ほん ご きょう し たいしょう けんしゅう じ ぎょう つづ
レベルの日本語教師を対象とした研修事業を続けていく

よ てい こ こ きょう し たい
予定にしています。また、個々の教師に対するコンサル

おう に ほん ご きょう し たいしょう
ティングに応じているほか、日本語教師を対象とした

はっこう に ほん ご きょうざい かしだしなど ぎょう む おこな
ニューズレターの発行、日本語教材の貸出等の業務を行

かいがい に ほん ご じ ぎょう しょうさい
っています。海外日本語センター事業の詳細についてお

し ば あい す くに かく に ほん ご
知りになりたい場合は、お住まいの国の各日本語セン

と あ
ターまでお問い合わせください。

かいがい に ほん ご しゅさい きょうりょく に ほん ご きょう し けんしゅうかい れい ねん ど
海外日本語センター主催・協力の日本語教師研修会・セミナーの例（１９９９年度）

ジャカルタ日本語センター

日本語教師研修講座（通算３回KURSUS教師） 若手大学教師１日セミナー
日本語教師研修講座（若手大学日本語教師） 全ジャワ日本語学校教師研修会（継続者研修）
専門（観光）高校日本語教師懇談会 バンドン地区大学教師１日セミナー
北スラウェシ州普通高校日本語教師研修会 バリ地区高校日本語教師研修
全スマトラ高校日本語教師研修会 日本語教師日本語講座
一般日本語学校教師懇談会（フォローアップ研修） マラン普通高校日本語教師研修会

ロンドン日本語センター

北部イングランド中等教育日本語教師セミナー CILT共催日本語教育セミナー
ステッピング・アウト・セミナー（２回） 大学訪問指導（４回）
ノッティンガム大学PGCE課程学生教材制作指導セミナー 邦人日本語教師向け日本語教授法等研修会
ノッティンガム大学PGCE課程教育実習メンターセミナー ロンドン日本人学校補習校日本語教授法研修会
非母語話者日本語教師のための日本語研修会 第２回中等教育外国語教育主任集中日本語セミナー
WJLC“Japanese for Everyday Communication”セミナー A/AS level 日本語試験に関するセミナー

バンコック日本語センター

日本語教師日本語研修 日本語教師通信教育講座（年間）
邦人日本語教師教授法研修会 中等学校新規日本語教師養成講座（年間）
日本語教師金曜研修会（年間） タイ北部日本語教師会（チェンマイ県）セミナー
日本語教師土曜研修会（年間） イサーン日本語教師会（コンケーン県）セミナー

クアラルンプール日本語センター

日本語教育セミナー（３回） コタバル日本語教師研修会
RS試験問題作成ワークショップ ペナン日本語教師研修会
日本語教育ワークショップ イポー日本語教師研修会
地方セミナー（サバ、ブルネイ） マレーシア政府教育省派遣日本語教師研修会
日本語国際センター日本語教師研修修了生勉強報告会

シドニー日本語センター

国際文化フォーラム・ワークショップ 南オーストラリア州私立学校協会日本語教師研修会
西オーストラリア州日本語教師研修会 西オーストラリア州日本語教育セミナー
タスマニア州日本語教師研修会 首都特別地域中等課程日本語教師研修会
クィーンズランド州日本語教師研修会 日本語教材ワークショップ
ヴィクトリア州日本語教師研修会 日本語教育集中セミナー
ニューサウスウエールズ州日本語教師研修会 クィーンズランド州私立学校協会日本語教師研修会
日本語教師放課後日本語コース

ロス・アンジェルス日本語センター

フロリダ州ナショナル・スタンダーズ・ワークショップ 第７回夏期日本語教授法ワークショップ
オレゴン州ナショナル・スタンダーズ・ワークショップ カナダ・アルバータ州日本語教師会ワークショップ
カリフォルニア州日本語教師会ナショナル・スタンダーズ・ワークショップ 在シカゴ日本総領事館日本語ワークショップ
北東部中等教育日本語教師会ナショナル・スタンダーズ・ワークショップ ビジネス日本語セミナー
カリフォルニア州バークレーナショナル・スタンダーズ・ワークショップ

サン・パウロ日本語センター

日本語学・日本語教育学研究会 パラナ州外国語教師研修会
サンパウロ州外国語センター研修会 日本語教育巡回セミナー
サンパウロ州・パラナ州外国語センター合同研修会 ペルー日系人協会主催日本語教育セミナー
サンパウロ州・パラナ州外国語センター巡回指導 日本理解のための講演会（２回）
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写 真 で 見 る

しょう がつ

「正月」
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 しょうがつ 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「正月」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。

かど まつ かざ
門松・しめ飾り

げんかん へ や かざ かざ
玄関や部屋などには、しめ飾りを飾り

げんかん かどまつ た いえ
ます。玄関に門松を立てている家はそれ

おお としがみ
ほど多くありません。どちらも年神とい

かみさま よ かんが
う神様を呼ぶためと考えられています。

かがみ
鏡もち

へ や かがみ かがみ まる つく
部屋には鏡もち（鏡のように丸く作っ

かざ いなさくちゅうしん
たもち）を飾ります。もちは稲作中心の

に ほん かみさま しょうちょう
日本では、神様の象徴としてみられてい

がつ にち かざ
ました。１月１１日まで飾り、そのあとお

ぞう に い た
しるこやお雑煮のなかに入れて食べます。

さいきん しょうがつ こうらく ち かいがい す ひと ふ じ たく か ぞく
最近では、お正月を行楽地や海外で過ごす人も増えてきましたが、自宅やふるさとで家族とお

しょうがつ す ひと でんとうてき しょうがつ ふうぶつ しょうかい
正月を過ごす人がほとんどです。ここでは伝統的な正月の風物について紹介します。

おおみそ か がつ にち よる がんたん がつついたち あさ
大晦日（１２月３１日）の夜から元旦（１月１日の朝）、そして

みっ か おお ひとびと じんじゃ てら まい い
３日にかけて、多くの人々が神社やお寺にお参りに行きます。

日 本 人 の 生 活

はつ もうで
初 詣

まつ き い がい き つか
松の木以外の木が使われる

ぼん た
こともあります。３本立って

たけ
いるのは竹です。 �

さんぽう だい うえ
三方という台の上に、

は まる
しだの葉をしいて、丸い

ふた の
もちを二つ乗せます。�
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ねん が じょう
年賀状

ねん し ち じん しん
年始のあいさつとして、知人や親

だ ねんまつ だ
せきに出すはがきです。年末に出し、

がんたん はいたつ
元旦にいっせいに配達されます。

りょう り
おせち料理

しょうがつ た りょう り りょう り
正月に食べる料理をおせち料理といいま

や さい さかな あま に ちゅうしん
す。野菜や魚などを甘く煮たものが中心です。

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）

しゅってん せ ろんちょう さ しょうがつ かん ちょう さ けっ か
出典：インターネット世論調査『正月に関する調査結果』

（２０００．１２．１）

http : //www.hir-net.com/poll/data/newyear１.htm

はつもうで なんにち い
初詣は何日に行きましたか？

がんたん いちねん へいあん いの の さけ
おとそは元旦に、一年の平安を祈って飲むお酒です。

い しる ぞう に
もちを入れた汁を雑煮といいます。

はつもうで い
初詣に行きましたか？

ねん が じょう なんつう だ
年賀状を何通出しましたか？

い
行かない

３７．５％

けん
（１７０件）

い
行った

６２．５％

けん
（２８３件）

い
行かない
３１．６％

けん
（６件）

い
行った
６８．４％

けん
（１３件）

さい
００～１９歳

かた
の方

けん
（１９件）

い
行かない
３４．１％

けん
（１４件）

い
行かない
４０．６％

けん
（９５件）

い
行った
５９．４％

けん
（１３９件）

さい い じょう
５０歳以上

かた
の方

けん
（４１件）

さい
２０～３４歳

かた
の方

けん
（２３４件）

い
行った
６５．９％

けん
（２７件）

い
行かない
３４．６％

けん
（５５件）

さい
３５～４９歳

かた
の方

けん
（１５９件）

い
行った
６５．４％

けん
（１０４件）い

いつも行かない

１３．５％

けん
（６１件）

がんたん み めい
元旦未明に

けん
１８．１％（８２件）

い
行かなかった

２４．１％

けん
（１０９件）

がんたん い
元旦に行った

２３．４％

けん
（１０６件）

つう
０００通

１０．４％

けん
（７８件）

つう い じょう
１２６通以上

けん
１７．８％（１３４件）

た ひ
その他の日に

けん
５．３％（２４件） ふつ か い

２日に行った

けん
８．８％（４０件）

つう
１０１～１２５通

けん
７．８％（５９件）みっ か い

３日に行った

けん
６．８％（３１件） つう

００１～０２５通

けん
２２．８％（１７２件）

つう
０７６～１００通

けん
９．５％（７２件）

つう
０２６～０５０通

けん
２０．７％（１５６件）

つう
０５１～０７５通

けん
１１．０％（８３件）
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日本語・
日本語教育を

研究する

アクション・リサーチ 日本語教師の自己成長のために

�アクション・リサーチとは？

アクション・リサーチ（action research、以下AR）

は、ひと言で言うと、「現職教師が自己成長を目指して

行う自分サイズの調査研究」です。つまり「教師が自己

成長のために自ら行動（action）を計画して実施し、そ

の行動の結果を観察して、その結果に基づいて内省（re-

flection）するリサーチ」ということになります。自分

の教え方の向上を目指して内省プロセスに従事するのは、

自己成長を望む教師なら誰でも通常行っていることです

が、ARにはそれに枠組みを与え、それをよりシステマ

ティックに変化させる機能があります。

�なぜ実施するのか？

ARを実施するメリットとしては、�教師自身の成長、
�教師一人一人が、教え方についての既成の理論を受け
入れるだけの「消費者」ではなく、「教え方に関する情

報の発信基地」になれる、�教師同士のネットワーク作
りに貢献する、	周りの人々そして社会の、教師の仕事
に対する理解が深まる、
教授・学習環境が向上する、
�教師と学習者の間の信頼感・親密性が増すこと、等が
挙げられます。

�どのように実施するのか？

ARは自分の教授活動の中での問題点や関心事（con-

cerns）をトピックとして、そのトピックの何が気になっ

ているのかをできるだけ具体的に明らかにするところか

ら始まります。ARでリサーチするトピックは、教師が

教えること・学習者が学ぶことに関するものであれば、

何でも構いません。例えば、「指名の仕方」「発音指導の

仕方」「クラスルーム運営」「成績不良の学生への対処」

「ほめ方」「誤りの直し方」「教室活動の工夫」「質問の

内容」「学習者の動機づけ」「自律学習の援助法」などな

ど、教師が関心・興味を持ったものなら何でも、ARで

リサーチするトピックになります。

トピックがはっきりしたら、そのトピックについてク

ラスの中で実際に何が起こっているのかを調べると共に、

そのトピックに関してどのような主張が既になされてい

るのかについての情報をできるだけ集めます。このよう

なクラス内の調査と先行研究の調査によって得た知識を

元に、問題の改善策や関心事の実施方法を考え、それを

実行に移す計画を細かく立てて、実際に実施します。実

施した行動の成果を観察・分析し、行動の成果が望まし

いものであったかどうかを評価し、望ましいものでな

かった場合は、その原因を考察します。この結果、更な

る改善策を考えてそれにトライすることも可能です。リ

サーチが一段落ついたら、そのプロセスと結果を他の教

師と共有します。

�特徴

・状況密着型である（小規模であることが多い）

ARの対象は基本的に、教師が実際に教えている教室

そして学習者です。必然的に、教師が教える状況に密

着した小規模のリサーチになる傾向があります。

・（授業を行っている）本人が行うものである

ARを実際に行うのは、実際に授業を担当している教

師本人です。他の人の助けを得たとしても、その主体

はあくまで教師自身でなければなりません。いわゆる

研究者がAR実践者を援助する際は、一方的に指導し

たり講評したりすることは避けなければなりません。

・協働的（collaborative）実施が望ましい

一人でARを進めることも不可能ではありませんが、

他の教師と協力して励まし合いながら進める方が実施

が容易です。協働でリサーチを進める中で、他の教師

との横のつながりを拡げることも可能になります。

・起こした変化によって他の人が影響を受けるものであ

る

ARは、教える状況の向上を目指して教師が行動する

ものです。その行動によって影響を受けるのは行動す

る教師本人だけにとどまらず、学習者や他の教師や教

育機関等に直接的／間接的に影響を与えることになり

ます。そういった意味でARは、ポリティカル（politi-

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
テーマはアクション・リサーチ（日本語教師の自己成長のために）です。

広島大学教育学部助教授 横溝紳一郎

■第１５回■
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cal）なプロセスです。

・自分の教室を超えた一般化を直接的に目指すものでは

ない

ARは、教師が自分自身の教える状況の向上を目指し

状況密着型で行うものであって、その結果の一般化は

慎まなければなりません。

・柔軟性があり取り組みやすく現場の教師向きである

ARは、あくまで教師の実践の向上を目指して行われ

るものであって、教師の通常の仕事スケジュールを崩

して無理に実施してかえって実践の質が低下してし

まっては本末転倒です。ARは、現場で授業を担当し

ている教師が取り組みやすい柔軟さを持っています。

また、ある仮説を立てたとしても、それにこだわらず、

必要に応じて仮説を変化させていくという点でも柔軟

です。実施方法についても、変更の必要性や変更した

いという気持ちが出てきた場合は躊躇なくそれを変更

し、新たな方法論を明示し直し、その後はそれに沿っ

て研究が進んでいきます。

�アクション・リサーチに関する提言

上述のARの実施によりもたらされるメリットを出来

るだけ実現するためには、以下のような心構えが必要で

す。

・ARの始まりはトップダウンではなく、ボトムアップ

であるべきである

ARの実施の決定は、本人が「自分自身の現状を変え

ること」を望んで始めるというボトムアップ形式でな

ければなりません。教育機関等が教師に無理に実施さ

せるトップダウン形式であってはなりません。また、

リサーチのトピックも実施者本人から出てくるもので

なければなりません。

・自分サイズのリサーチでなければならない

ARを実施できる環境は、実施者によって大きく異なっ

ています。規模・長さ・データの豊富さ・データ分析

の綿密さ等の面で「自分にとって大き過ぎる負担にな

らない」ARの計画を立てて、それを実行に移すこと

が肝要で、それにより、それぞれの形での自己成長が

可能になります。

・深い内省が必要不可欠である

内省の部分をあまり重要視せず、行動に移すことそし

てその結果を知ることのみに重点を置いたARが、現

状では残念ながら少なくありません。この内省の不足・

欠落は、ARの後退であり、教師としての成長への貢

献度が著しく減少してしまいます。

・その過程と結果の公開にあたっては、特別なスタンス

が要求される

ARの公開者には、客観的な態度による陳述ではなく

て、実施課程で自分が何を行い、考え、思い、感じ、

どのような形で成長したのかを、自分の言葉で正直に

分かりやすく「一人称で事実に忠実に」伝えていくこ

とが、要求されます。そして、報告を聴いたり読んだ

りする側には、そのトピックについての自分の体験や

アイディア等を公開者に伝え、積極的にインターアク

ションを創り上げ、公開者の自己成長を共有・支援す

る姿勢が必要とされます。

・実証主義的な実験研究と棲み分け的な共存を図るべき

である

様々な研究者によって広く行われてきた実証主義

（positivist）的な授業の実験研究は、ある理論に基づ

き仮説（hypothesis）を設定し、変数（variables）を

コントロールした実験によってその仮説を検証し、ど

の教室にも応用可能な「１つの真理」を追及すること

が、その目的です。ARはこれとは異なる目的、すな

わち「教室内外の問題および関心事についての、教師

の理解の深まりと教育的実践の改善」、そしてその結

果生じる「教師の自己成長」を目的として実施される

ものです。目的が異なるのですから、その機能も方法

論も必然的に、実証主義的な実験研究とは異なるもの

になります。このタイプの違う２つのリサーチは、お

互いを否定し合うのではなく、それぞれの良さを活か

す形で、棲み分け的な共存を目指すべきです。

�アクション・リサーチの可能性

これからの日本語教師に求められるのは、ある「どの

ように教えるか」のモデルを、情報や知識として知るこ

とから出発して、そのやり方をどのような条件の場合に

どのような原則や認識に基づいて採用すべきなのかを、

自分の教室の現状の的確な把握に基づいて考えていける

能力です。ますます多様化していく学習者に対応して効

果的な授業を行うためには、教師自身が自分の形で成長

していくことが必要不可欠です。ARはその実現へ向け

ての大きな力になります。また、実施したARの公開を

通じて、教育現場の声を日本語教育の発展のために反映

させていくことも可能です。ARはこのように、日本語

教師の一人一人の自己成長に一つの枠組みを与え、日本

語教育全体の発展に貢献する大きな可能性を秘めていま

す。

日本語・日本語教育を研究する

横溝紳一郎（２０００）『日本語教師のためのアクション・リサー
チ』日本語教育学会編 凡人社
Burns, A.（１９９９）. Collaborative action research for
English language teachers. New York : Cambridge
University Press.
Crookes, G.（１９９３）. Action research for second lan-
guage teachers : Going beyond teacher research.
Applied Linguistics,１４（２）,１３０－１４４.

基本的な参考文献
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はい く つく
俳句を作りましょう

はい く たの
◆俳句を楽しみましょう

に ほん ご おん おん たん ご
日本語には「やま」「くるま」など２音３音の単語が

おお く あ おん おん たん い つく ぶん
多く、それを組み合わせて５音や７音の単位で作った文

くち だ い に ほん ご よ
は口に出して言うと、日本語としてとてもリズムが良い

り よう こうつうあんぜん ひょう ご
ものです。それを利用して交通安全の標語に

と だ くるま きゅう と
「飛び出すな 車は急に 止まれない」

というものがあります。これも
・

「と
�

び
�

だ
�

す
�

な
�

（５）」「く
�

る
�

ま
�

は
�

きゅう
�

に
�

（７）」「と
�

ま
�

れ
�

おん く あ
な
�

い
�

（５）」と、５・７・５の音の組み合わせです。

おん く あ もと はい く
このような音の組み合わせの基になっているのが俳句

はい く え ど じ だい に ほんじん たいへんあい し かたち
です。俳句は江戸時代から日本人に大変愛された詩の形

ひと おん おん おん ぜん ぶ おん みじか し
の一つで、５音・７音・５音の全部で１７音の短い詩です。

なか き せつ へん か かんどう はい く
その中に季節の変化やその感動をうたっています。俳句

おん なか き ご き せつ あらわ こと ば い
には、１７音の中に「季語」という季節を表す言葉を入れ

き そく
なければならないという規則があります。

つぎ はい く み
たとえば次の俳句を見てみましょう。

ゆき むら こ ども
雪とけて 村いっぱいの 子供かな

はい く え ど じ だい こ ばやしいっ さ ひと つく はい く
この俳句は江戸時代の小林一茶という人が作った俳句

ふゆ お ゆき あたた むら
です。冬が終わって雪がとけて暖かくなったので、村の

こ どもたち よろこ いえ そと で あそ はじ よう す
子供達もみんな喜んで家の外へ出て遊び始めた様子を

うた ゆき ふ さむ ち ほう ふゆ お
歌っています。雪がたくさん降る寒い地方の冬の終わり

よう す
の様子がよくわかります。

おん おん
「ゆ

�

き
�

と
�

け
�

て
�

」は５音、「む
�

ら
�

い
�

っ
�

ぱ
�

い
�

の
�

」は７音、「こ
�

おん き ご ゆき
ど
�

も
�

か
�

な
�

」は５音です。そして「季語」は「雪とけて」

はる あらわ
で、春を表しています。

かんたん に ほん ご じ ぶん き も あらわ
簡単な日本語でも、自分の気持ちを表すことができま

つぎ に ほん こ ども つく はい く み
す。たとえば次の日本の子供たちが作った俳句を見ると、

かんたん つか き せつ よう す あらわ
簡単なことばを使ってその季節の様子を表していること

がわかります。

さくらちる なにかいそいで いるみたい

しょうがっこう ねん
（小学校２年 小島雄太）Ａ

なつ あめ
夏の雨 わたしのかさは ピアノです

しょうがっこう ねん
（小学校６年 土屋美奈）Ｂ

は およ さかな と とり
もみじの葉 泳げば魚 飛べば鳥

しょうがっこう ねん
（小学校６年 菅野憲正）Ａ

ち きゅうさい じ き
Ａ 『地球歳時記’９０』

はい く くに てん し
Ｂ 『俳句の国の天使たち』

しょきゅう こうはん ご い ふ
初級の後半になって語彙が増えてきたら、このように

かんたん つか はい く つく はい
簡単なことばを使って、俳句を作ることができます。俳

く にちじょうせいかつ なか おどろ かんどう ひょうげん
句で日常生活の中の驚きや、感動を表現してみましょう。

はじ すこ おん かず おお すく だいじょう
初めは少し音の数が多かったり少なかったりしても大丈

ぶ
夫です。

つく
◆みんなで作ってみましょう

に ほん はい く がくせい しょうかい いっしょ
�まず、日本の俳句をいくつか学生に紹介して、一緒に

かんしょう おん かず き ご せつめい
鑑賞しながら、音の数・季語などの説明をします。

き ご じ ぶん くに き せつ かんけい
�みんなで季語になりそうな自分の国の季節に関係のあ

たと う き あめ
ることばをあげます。例えばタイの雨季（雨がたくさん

ふ き せつ れい かんが つぎ
降る季節）を例にして考えてみましょう。次のようなも

で
のが出るかもしれません。

な あめ みず こうずい
かみなり、鳴る、雨、ふる、水、洪水、カエル、かさ、

あつ
にじ、すずしい、暑い、みずたまり

せい と だ ご い おん かず せい り
�生徒が出した語彙を音の数で整理します。

ようおん
「チャ・チュ・チョ・ニャ・ニュ・ニョ」などの拗音や

そくおん の おん ちょうおん ちゅう い
「っ」の促音、また伸ばす音の長音に注意します。これ

すべ ぱく おん かぞ
らは全て１拍（１音）と数えます。

おん ご い
２音の語彙：あめ、かさ、にじ

おん ご い
３音の語彙：カエル、あつい

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

じゅ ぎょう

授業のヒント
こんかい に ほん でんとうてき し はい く つか
今回は日本の伝統的な詩である俳句を使っ

じゅぎょう しょうかい
た授業のアイデアを紹介します。

もくてき おし
目的・教えること

はい く かんしょう はい く つく
・俳句を鑑賞する。俳句を作る

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 じょうきゅう
・初級後半・中級・上級

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 たんざく ふで すみ
・特になし（あれば短冊・筆・墨）

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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おん ご い
４音の語彙：かみなり、こうずい、すずしい、あめふり

おん かず かんが く あ つく
�音の数を考えながら、組み合わせて５・７・５を作っ

てみます。

おん かず あ じょ し
そのときに、音の数を合わせるために助詞「に、の、

つか どう し けいよう し
へ、よ、まで、から」などを使ったり、動詞や形容詞の

かたち か おん かず あ ば
形を変えたりするといいでしょう。音の数を合わせる場

あい か こ かぞ
合、５・７・５のマスにひらがなで書き込むと数えやす

くなります。

つぎ はい く
たとえば次のような俳句ができるでしょう。

こうずい まち くるま かわ
洪水で 町の車も 川のワニ

あついけど かみなりがきて すずしいね

うえ した ふ ご ご あめ
上からも 下からも降る 午後の雨

つぎ く おんおお すく
ただし、次の句のように、１、２音多かったり少なかっ

い み わ
たりしても、意味が分かればだいじょうぶです。

う き あめ こめ
雨季になり 雨がふって（６） お米ができる（７）

じ ぶん き い はい く ほそなが かみ たんざく
�自分で気に入った俳句ができたら、細長い紙（短冊）

か ほそ ふで か ほんかく
に書いてみましょう。もしあれば、細い筆で書くと本格

てき ふん い き たの たんざく かべ かざ
的な雰囲気がでて楽しめます。みんなで短冊を壁に飾っ

たが さくひん たの
て、お互いの作品を楽しみましょう。

はじ むずか かん つうきん つうがく
初めは難しく感じるかもしれませんが、通勤や通学で

そと ある ともだち あそ たの
外を歩いているとき、友達と遊んでいて楽しいとき、お

た け しき み
いしいものを食べたとき、きれいな景色を見たときなど

はい く つく に
に、俳句を作ればいいのです。日

ほん し き き せつ
本には四季があって、その季節ら

はい く たいせつ し き
しい俳句を大切にしますが、四季

くに あめ ふ き せつ あめ
のない国でも、雨の降る季節と雨

ふ き せつ ちが ねんちゅうぎょう じ
の降らない季節の違いや年中行事

よう す ねんかん なが へん か
の様子などで１年間の流れや変化

かん じょう ず
が感じられます。それらを上手に

と じ ぶん き も じ ゆう
取りいれて自分の気持ちを自由に

はい く
俳句にしてみてください。

はい く づく に ほん ご かん
俳句作りは日本語のリズム感を

み つ たいへんやく た
身に付けるのに大変役に立ちます。

に ほん ご べんきょう
また、そういった日本語の勉強に

やく だ はい く つく
役立つだけではなく、俳句を作る

じ ぶん せいかつ
ことによって、自分の生活をもう

いち ど み あたら はっけん
一度見なおして新しい発見ができ

るかもしれません。

はい く
◆俳句でカルタをつくりましょう

せい と さくひん あつ あそ
生徒の作品がたくさん集まったら、カルタのように遊

まい おな はい く か
ぶこともできます。２枚のカードに同じ俳句を書きます。

ひとくみ つくえ うえ なら ひとくみ ひと り いっ く
一組を机の上にばらばらに並べ、もう一組を一人が一句

よ ほか ひと はい く さが
ずつ読んでいきます。他の人はその俳句のカードを探し

と さい ご と ひと
て取るゲームです。最後にたくさんのカードを取った人

か
が勝ちです。

さいきん かいがい くに こと ば
最近は海外でも、それぞれの国の言葉で、そのリズム

い はい く つく
を生かしながら、俳句が作られていますが、みなさんの

に ほん ご はい く つく
クラスでも、ぜひ日本語で俳句を作ってみてください。

さくひん
そして、おもしろい作品ができたら、このコーナーまで

おく
送ってください。
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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。

さんこうぶんけん
■参考文献■

いけ だ じゅんいちちょ じゅぎょう つか こと ば あそ
１．池田純一著（１９９０）『（授業に使える言葉遊び４）

はい く たん か あそ めい じ と しょしゅっぱん
俳句・短歌づくり遊び』明治図書出版
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２．小林清之介（１９９３）『まんがで学習 やさしくて

はい く つく かた しょぼう
よくわかる 俳句の作り方』あかね書房

に ほんこうくうこうほう ぶ へん はい く くに てん し
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せいじんがくしゅうしゃ どっかいきょうざい
▽成人学習者のための読解教材

お とな がくしゅうしゃ ば あい かい わ とく い
大人の学習者の場合、会話は得意では

よ だい す じ
ないけれども読むのは大好きだとか、辞

しょ ぶんぽうしょ み じ ぶん きょう み
書や文法書を見ながら自分の興味のある

よ ひと
ものをどんどん読みたいという人がいる

おも に ほん せいかつ
と思います。また、日本で生活している

がくしゅうしゃ ば あい し ひょうしき こうこく
学習者の場合、お知らせ、標識、広告な

ひつよう じょうほう
どから、はやく必要な情報がとれるよう

おも
になりたいと思うのではないでしょうか。

きょうざい がくしゅうしゃ
この教材は、このような学習者のニーズ

み つく かい
を満たすために作られました。また、会

わ な よ か
話には慣れているけれども、読み書きは

ひと つか
やったことがないという人でも使えるよ

うになっています。

よ か
▽読みから書きへ

ぜんたい どっかいよう そ ざい
全体は、２０の読解用の素材と、それに

か だい こうせい
ついての課題から構成されています。

どっかい そ ざい めい し でんごん
２０の読解素材は、名刺、伝言メモ、お

し て がみ しんぶん き じ
知らせ、ポスター、手紙、新聞記事など

じっさい かんが
で、実際のコミュニケーションを考えて

えら か だい
選ばれています。「課題」は、Basics、

しゅるい
STEP１、STEP２の３種類です。まず、

かん じ よ かた き ほんてき ぶん
Basicsで、漢字の読み方と基本的な文の

こうぞう り かい かくにん つぎ
構造の理解を確認します。次に、STEP

ないよう り かい たし
１で、内容の理解を確かめます。そして、

さい ご どっかい そ ざい さんこう
最後にSTEP２で、読解素材を参考にし

じ ぶん し せつめいぶん い けんぶん
て、自分でお知らせや説明文や意見文な

か か けい じ ばん
どを書きます。書いたものは、掲示板に

しんぶん ざっ し とうこう じっ
はったり、新聞や雑誌に投稿したり、実

さい り よう
際のコミュニケーションに利用したりで

きるようになっています。

よ か いちれん
このように、読みから書きへという一連

さ ぎょう とお がくしゅうしゃ どっかいりょく ひょうげん
の作業を通して、学習者は読解力と表現

りょく りょうほう たか
力の両方を高めることができます。

がくしゅうしゃ じ ぶん まな く ふう
▽学習者が自分で学べる工夫

しょきゅう じ かんしゅうりょうてい ど つか
初級（５０時間終了程度）から使うこと

どっかい そ ざい
ができるように、すべての読解素材には

かん じ ばん
「漢字かなまじり版」と「ふりがなつき」

ふた きょうざい しょきゅう
の二つがあります。この教材は、初級の

ぶんぽう かい わ じゅぎょう へいこう ふくきょうざい
文法や会話の授業と並行して副教材とし

つか しょきゅう
て使うことができます。また、初級のま

よう ちゅうきゅう じゅん び よう り よう
とめ用、中級への準備用としても利用す

ることができます。

かんまつ よ か
巻末には「読むためのヒント」と「書

くためのヒント」がついています。また、

じ しょ つか し よう ご い
辞書として使える「使用語彙のリスト」

おんじゅん えいやく つ おも しょきゅうぶんけい
（５０音順、英訳付き）、主な初級文型とそ

れいぶん しょきゅうぶんぽう かんたん せつめい
の例文、初級文法の簡単な説明もありま

じょう ず かつよう がくしゅうしゃ
す。これらを上手に活用すれば、学習者

じ しん きょう み あ
自身がレベルや興味に合わせて、ひとり

よ
でも読みすすめることができるでしょう。

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
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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●

か どっかい そ ざい
P．３１「ポスター」（５課 読解素材）

●データ●

ふ ざいれんらくひょう か どっかい そ ざい
P．５２「ご不在連絡票」（１１課 読解素材）

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。

どくしゃとうしょ か どっかい そ ざい
P．８４「読者投書」（１８課 読解素材）



きょうざい とくしょく
▽教材の特色

きょうざい すで しゅっぱん に ほん ご
この教材は、既に出版された「日本語

おし かた
の教え方 スーパーキット」につづく、

かん め
「スーパーキット」シリーズの２巻目です。

きょうざい きょうざい きょう ぐ
この教材はいろいろな教材・教具が

はい しょきゅうよう きょうざい
入った初級用の教材セットです。

がくしゅうしゃ
学習者にとってわかりやすく、しかも

い よく せっきょくせい ひ だ じゅぎょう
意欲や積極性を引き出せるような授業に

げん ば きょう し やく た きょうざい
するために、現場の教師に役に立つ教材

ていきょう きょう し そう い く
を提供すること、そして、教師の創意工

ふう ひ だ
夫を引き出すことをねらっています。

き ほんてき きょうざい い かん め くら
基本的な教材を入れた１巻目に比べて、

がくしゅうしゃどう し かっぱつ
学習者同士のコミュニケーションを活発

く ふう きょうざい かずおお はい
にするように工夫した教材が数多く入っ

ひと とくしょく
ているのが、一つの特色です。

かん じ ご い に ほん
また、漢字や語彙については、「日本

ご おし かた はってんへん
語の教え方 スーパーキット」の発展編

さら ないよう つい か ふく
として、更に内容を追加して膨らませて

います。

きょうざい ないよう
▽教材の内容

きょうざい ぶんけい ご い がくしゅう
この教材には、文型や語彙などの学習

よう え え かん じ ぶんけい
用の絵カードや絵シート、漢字や文型の

れんしゅうよう どう し
練習用シート、動詞フラッシュカード、

かい わ れんしゅうよう え ふく
会話練習用の絵シートなどが含まれてい

じ ぶん きょうざい つく
ます。そのほかに、自分で教材を作ると

つか さまざま え べつ あつ
きに使える様々な絵をテーマ別に集めた

え そ ざい じゅぎょう つか こう か
「絵素材パレット」、授業に使える効果

おん あつ こう か おん かくしゅ なま
音を集めた「効果音CD」、各種の「生の」

そ ざい に
素材に似せた「オリジナル『レアリア』」

しゅるい きょうざい ふく
など、いろいろな種類の教材が含まれて

すこ くわ
います。そのうちのいくつかを少し詳し

しょうかい
く紹介しましょう。

え え るい
まず、絵カードや絵シート類としては、

ぶんけい え ず
「文型絵カード」（図１）があります。

しゅるい え はい ぶん
これには、６７種類の絵が入っており、文

けい かんれん ひょうげん り かい つか
型に関連した表現を理解させるために使

じんぶつ どうぶつ え
えます。また、「人物・動物絵カード」

まい じんぶつ まい どうぶつ
には、４８枚の人物カードと１６枚の動物

はい そんざいぶん けいよう し
カードが入っており、存在文、形容詞の

せつぞく ひ かく れんしゅう つか
接続、比較などを練習するために使えま

ぶんけいれんしゅう
す。「文型練習マップ＆ムービングカー

おお じょう
ド」は、大きいシートと、そのシート上

お ちい く あ
に置ける小さいカードの組み合わせです。

へん へん ぜん
「タウン編」と「ルーム編」があり、前

しゃ たてもの い ち かんけい みちじゅん おし れん
者は、建物の位置関係や道順を教える練

しゅう こうしゃ もの い ち かんけい じょうたい ひょう
習に、後者は、物の位置関係や状態を表

げん れんしゅう つか
現する練習に使えます。「ストーリーシー

ず ば めん じょうきょう
ト」（図２）は、いろいろな場面や状況

そうてい かい わ れんしゅう つか
を想定した会話練習に使えます。そして、

た もくてき え た もの の もの
多目的絵カード」には、食べ物・飲み物、

の もの たてもの てん き ひょうじょう
乗り物、建物、天気、表情など、いろい

しゅるい まい ぶんけい
ろな種類の１６０枚のカードがあり、文型

どうにゅう れんしゅう こ どう ぐ つか
導入や練習の小道具として使えます。

さき しょうかい
また、先に紹介した「オリジナル『レ

ず
アリア』」（図３）には、ツアーパンフレッ

きゅうじんこうこく ふ どうさんこうこく
ト、求人広告、不動産広告、メニュー、

じ こくひょう ばんぐみひょう いっけん ほんもの
時刻表、番組表などの、一見「本物」の

かくしゅ そ ざい はい
ような各種の素材が入っています。そし

こう か おん でんしゃ と けい でん
て、「効果音CD」には、電車、時計、電

わ どうぶつ こえ あさ
話、動物の声などのほかに、「朝のシー

せいかつ まち
ン」「生活」「街の１シーン」のように、

なに お そうぞう
何が起こっているかを想像させるような

おと
音もあります。

きょうざい つか かた
この教材には、「使い方クイックガイ

ぜんたい かいせつしょ
ド」という全体の解説書があるほかに、

るい つか かた
それぞれのカードやシート類に、使い方

れい しめ くわ かいせつしょ
の例などを示した、より詳しい解説書も

じゅぎょう こう
ついています。これらは、授業をより効

か てき へん か と
果的で変化に富んだものにしようと、

ひ び く しん きょう し じゅ
日々苦心している教師に、さまざまな授

ぎょう ていきょう
業のアイディアを提供してくれることで

しょう。

じゅ ぎょう つ
授業のアイディアがいっぱい詰まった

に ほん ご おし かた しん せん そ ざい
『日本語の教え方 スーパーキット２“新選素材”』

みずたにのぶ こ かんしゅう たなはしあけ み き やま み
�水谷信子監修、棚橋明美、木山三

か まつもとたかし えんどうあい こ ありよし え み こ こ
佳、松本隆、遠藤藍子、有吉英心子、古

とうとも こ た ぐちまさ こ きしもと く み こ しっぴつ
藤友子、田口雅子、岸本久美子執筆・

へんしゅうきょうりょく はっこう
編集協力	発行：アルク（〒１６８‐８６１１

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

‐３３２７‐１１０１ FAX．０３‐３３２３‐２０２１）


ねん がつ え
２０００年６月�４‐７５７４‐０４８３‐２�絵

はってんへん ばん まい え
カード（発展編）A５判２１６枚、絵シー

ばん まい た もくてき え
トA４判２４枚、多目的絵カードA６

ばん まい ぶんけい え ばん まい
判１６０枚、文型絵カードA４判９３枚、

え そ ざい ばん どう
絵素材パレットA４判２４ページ、動

し じんぶつ
詞フラッシュカード４８カード、人物・

どうぶつ
動物カード カラー６４カード、オリ

ぶんけいれんしゅう
ジナル「レアリア」、文型練習マッ

へん へん へんけい
プ（タウン編、ルーム編）B１変型１

まい へんけい まい
枚、A１変型１枚、ストーリーシート

ばん まい ばん
A１判カラー２枚、A２判カラー１

まい ばん まい ばん まい れんしゅう
枚、A４判２枚、A５判４６枚、練習

たんぶんへん かん じ はってんへん ばん
シート（短文編、漢字発展編）A４判

かく まい こう か おん まい せい り よう
各５６枚、効果音CD１枚、整理用フォ

つき えん
ルダー付１５，５４０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。

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

●データ●

ず ぶんけい え
図１ 「文型絵カード」（５１）

ず りょこうへん
図２ 「ストーリー シート」（旅行編）

ず
図３ 「オリジナル『レアリア』」：

かくやす おきなわ か かん
『格安パック 沖縄３日間』
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きょうざい じゅう
この教材は、ひらがな・かたかなを十

ぶん き よ れんしゅう
分に聞いたり読んだりする練習をしてか

か れんしゅう
ら、書く練習をします。CDがついてい

せんせい き れんしゅう
るので、先生がいないときでも聞く練習

よ れんしゅう き か と
や読む練習ができます。聞いて書き取る

れんしゅう
練習やテストもあるので、どれぐらいで

じ ぶん
きるようになったか、自分でチェックす

ることもできます。そして「かばん」の

え じ おお か
絵の中に「か」という字が大きく書いて

れんそうほう おぼ
ある連想法でひらがなを覚えるための

ず はん ひと
カード（図版１）もついているので、一

り べんきょう れんしゅう せつめい
人で勉強しやすいです。練習の説明はす

えい ご えい ご がくしゅうしゃ
べて英語なので、英語がわかる学習者に

べん り かく か こうせい つぎ
は便利です。各課の構成は次のように

ず はん
なっています。（図版２）

き れんしゅう も じ
�聞く練習：「かきくけこ」という文字

み
を見ながら、CDで「かきくけこ」とい

おと き おと き
う音を聞きます。音を聞いてひらがな

かたち もくてき
の形がわかるようになることが目的で

はつおんれんしゅう
す。それから、CDで発音練習します。

よ れんしゅう
�読む練習：「かきくけこ」「きけこか

く」「かお、いく、こえ、きかい」な

れい じ ぶん こえ だ よ
どの例を自分で声に出して読んでから、

はつおん き じ
CDのモデル発音を聞きます。まず自

ぶん はつおん はつおん
分で発音してみてから、モデル発音を

き ひ かく
聞くと比較しやすいでしょう。

かたち に なか
�クイズ：形が似ているひらがなの中か

か べんきょう えら れん
らこの課で勉強したひらがなを選ぶ練

しゅう もくてき じ かたち
習です。クイズの目的は字の形がはっ

きりわかるようになることです。クイ

しゅるい か
ズの種類は課ごとにいろいろあります。

か れんしゅう いち じ か れんしゅう
�書く練習：一字ずつ書く練習と「こえ、

か れん
かぎ、きかい」などのことばを書く練

しゅう いんさつ
習があります。ここでは、印刷のとき

しょたい て か しょたい
の書体ではなく手で書くときの書体を

み か れんしゅう がくしゅうしゃ
見て、書く練習をします。学習者がま

ちがえや

じ
すい字は

れい だ
例に出し

ちゅう い
て注意し

ています。

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

しょきゅう おし
これは、初級のクラスで教えるときに

ひつよう ぶんぽう ち しき こうもく かいせつ
必要な文法知識を、項目ごとに解説した

さんこうしょ
参考書です。

ぜんたい ぶ ぶ
全体は２部からなっています。�部は

ぶんぽうこうもく かいせつ ぶ ひん し かつ
文法項目の解説です。�部では品詞や活

よう に ほん ご ぶんぽう ぜんたい かか おお
用など、日本語文法の全体に関わる大き

こうもく と あつ ぶ おも
な項目を取り扱っています。�部の主な

こうもく し じ し かくじょ し
項目：指示詞、格助詞、「の」、テンス、

か のうひょうげん じ どう し た どう し
アスペクト、可能表現、自動詞と他動詞、

じゅじゅひょうげん い し がんぼう めいれい い らい かん
授受表現、意思・願望、命令・依頼・勧

ゆう ぎ む すす きょ か きん し しゅうじょ し
誘、義務・勧め・許可・禁止、終助詞、

ひ かく めい し しゅうしょく ふくぶん せつぞく し じ かん
比較、名詞修飾、複文と接続詞（時間、

り ゆう もくてき じょうけん ぎゃくせつ
理由・目的、条件、逆説）、「は」と「が」、

うけ み し えき し えき
「のだ」、ヴォイス（受身・使役・使役

うけ み きょうちょうこうぶん けい ご し
受身）、強調構文、敬語など。知りたい

ぶんけい ひょうげん こうもく
文型や表現が、これらのうちのどの項目

ふく かん
に含まれているかがわからなくても、巻

まつ さくいん さが だいじょう ぶ
末の索引から探せるので大丈夫です。

き じゅつ れいぶん そく すす
記述は、例文に即して進められている

ぐ たいてき
ので具体的でわかりやすくなっています。

かくこうもく さいしょ どうにゅう つづ みっ
各項目には、最初の導入に続いて三つの

ぶ ぶん
部分があります。まず「これだけは」に

こうもく おし さいていげん し
は、項目を教えるときに最低限知ってお

か ぶんけい い
くべきことが書いてあります。文型の意

み ようほう し ば あい
味や用法だけを知りたい場合はここだけ

よ つぎ すこ
読めばいいでしょう。次の「もう少し」

がくしゅうしゃ きょう み あ
には、学習者のレベルや興味に合わせて

きょう し おし か
教師が教えられることが書いてあります。

がくせい しつもん こた ふか せつめい
学生の質問に答えたり、さらに深く説明

ば あい よ ひつよう
したい場合にはここまで読む必要があり

さい ご いっ ぽ すす
ます。そして最後の「もう一歩進んでみ

こうもく ほか ぶんぽうこうもく
ると」には、その項目と他の文法項目と

かんけい か ぶんぽう たい
の関係が書いてありますから、文法を体

けいてき まな おも きょう し
系的に学んでみたいと思っている教師は

よ
ここまで読むといいでしょう。

げん ば きょう し
このように、現場の教師のさまざまな

あ つか
ニーズに合わせて使うことができるとこ

ほん おお とくちょう
ろが、この本の大きな特徴です。

新刊教材・図書紹介●

き か おぼ だん かい てき がく しゅう
聞いて書いて覚える段階的学習

ひと り まな
『一人で学べるひらがな かたかな』

かいがい ぎ じゅつしゃけんしゅうきょうかい
��海外技術者研修協会（AOTS）

ちょ へん はっこう
著・編	発行：スリーエーネットワー

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

ちょう しょうえい
町２‐６‐３（松栄ビル）／TEL．０３‐３２９２‐

ねん
５７５１ FAX．０３‐３２９２‐６１９５）
２０００年

がつ にち ばん
６月２５日�４‐８８３１９‐１５８‐３�B５判・

えん え
１２８ページ１，４７０円�ひらがな絵

まい ぷん つき
カード、CD（１枚・６０分）付

ぶん ぽう かん じゅ ぎょう
文法に関して、ポイントをおさえた授業をするために

し ょ き ゅ う おし ひと に ほん ご ぶん ぽう
『初級を教える人のための日本語文法ハンドブック』

まつおかひろしかんしゅう いおりいさ お たかなし し の
�松岡弘監修、庵功雄、高梨信乃、

なかにし く み こ やま だ としひろちょ
中西久美子、山田敏弘著	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 にち
６１９５）
２０００年５月２３日�４‐８８３１９‐

ばん
１５５‐９�A５判・４４５ページ２，３１０

えん どう し けいよう し かつようひょうつき
円�動詞、形容詞活用表付

●データ●

●データ●

ず はん
図版１

ず はん
図版２ P．６～７

P．９４～９５
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ほん いま けい ご ほん ちが
この本が今までの敬語の本と違うとこ

に ほん わかもの がいこくじん けい ご れんしゅう
ろは、日本の若者や外国人の敬語の練習

き ほんてき
にもなるように、基本的なこともていね

か いま けい
いに書かれていることです。今までの敬

ご ほん けい ご かん せんもん か
語の本は、敬語に関する専門家によって

か き ほんてき
書かれていたので、基本的でわかりきっ

こと か
ている事は、書かれていないことがあり

ひと ほん とくちょう ず
ました。もう一つのこの本の特徴は、図

はん こうはんはんぶん
版１のように、後半半分に特にビジネス

ば めん ば めんべつ けい ご つか
場面がとりあげられ、場面別の敬語の使

かた しょうかい
い方が紹介されていることです。ビジネ

ば めん とき ば しょ もくてき
ス場面で、T・P・O（時、場所、目的）

けい ご つか かた ぐ たいてき し
にあった敬語の使い方を具体的に知りた

ひと さんこう
い人には、とても参考になるでしょう。

ぜんはん きょう し ち しき かくにん
また、前半は、教師の知識の確認として、

こうはん じゅぎょうよう きょうざい し
後半は、授業用の教材リソースとして使

よう
用することもできます。

こうせい い か
構成は、以下のとおりです。

だいいっしょう けい ご
まず、第一章では、敬語にコミュニケー

じょう こう か
ション上、どのような効果があるか、ど

にんげんかんけい もち けい ご
のような人間関係で用いられるか、敬語

しゅるい せつめい
にどのような種類があるかが説明されて

います。

つぎ だい に しょう けい ご ひょうげん そんけい ご
次に、第二章では、敬語表現（尊敬語、

けんじょう ご ていねい ご ぶんぽうてき せつ
謙譲語、丁寧語）の文法的なルールが説

めい だいいっしょう だい に しょう
明されています。また、第一章と第二章

に ほんじん がいこくじん けい ご かん おも
には、日本人や外国人の敬語に関する面

しろ しっぱいだん べんきょう
白い失敗談などのコラムがあり、勉強の

あい ま たの
合間にも楽しめます。

だいさんしょう けい ご
それから、第三章では、敬語をマスター

か ぶんぽうめん じゅうよう
するために欠かせない文法面の重要なポ

にちじょうせいかつ くんれんほう
イントや日常生活での訓練法がまとめて

あります。

さい ご だいよんしょう じっせんへん
最後の第四章は実践編で、ビジネスの

さまざま ば めん てきせつ けい ご つか かた
様々な場面における適切な敬語の使い方

くわ せつめい しょう
が詳しく説明されています。この章では、

え つか ば めん ぐ たいてき
絵が使われているので、その場面が具体的

わ はな こと ば か こと
に分かりますし、話し言葉だけでなく、書き言

ば けい ご ふ
葉としての敬語にも触れられています。

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

ひゃっ か じ てん に ほん しょうがく
この百科事典はもともと、日本の小学

せい か
生のために書かれたものです。いろいろ

ぶん や えら なか
な分野から選ばれた２３０のテーマの中に、

ぜん ぶ こうもく せつめい
全部で２，７００の項目があります。説明は

つ しゃしん てん
ふりがな付きで、カラー写真が５，０００点

い じょうつか ほう ふ しゃしん
以上使われています。この豊富な写真を

なが に ほん ぶん か み ぢか
眺めているだけでも、日本の文化を身近

かん
に感じることができるでしょう。

ほん つか に ほん
この本を使えば、日本のいろいろなこ

しら しょうがつ
とについて調べられます。「正月」「ひな

まつ おに に ほん でん
祭り」「すもう」「鬼」などでは、日本の伝

とうてき ぶん か し
統的な文化について知ることができます。

たと まつ にんぎょう せつ
例えば「ひな祭り」では、ひな人形の説

めい まつ りょう り しゃしん れき し てき ゆ
明や、ひな祭りの料理の写真、歴史的な由

らい に ほんかく ち しゅうかん
来や日本各地の習慣などについて、たく

しゃしん せつめい み
さんの写真と説明を見ることができます。

でんとうてき
また伝統的なものだけでなく、「イン

ターネット」「モバイル」「DVD」「バリ

さいしん
アフリー」などのような最新のテーマも

の しゃしん
たくさん載っていて、イラストや写真を

つか かいせつ
使ってわかりやすく解説されています。

ほん に ほん
それから、この本では日本

さまざま ものごと じっさい しゃしん
の様々な物事を実際の写真で

み に ほん
見ることができるので、日本

ぶん か しょうかい さい
文化を紹介する際のレアリア

か つか
の代わりにいろいろと使えま

たと
す。例えば「すし」や「アニ

しゃしん
メーション」について写真を

つか がくせい しょうかい
使って学生に紹介したり、

こめ さい がい
「米」「コンビニ」「災害」「ま

げんだい に ほん じ じょう
んが」などをもとに現代日本事情につい

べんきょう
て勉強したりできます。

たと こうつうひょうしき
また、例えば「交通標識」を「～ては

ゆうえん ち
いけません」、「遊園地」を「～たいです」

ぶんけい れんしゅう つか
などの文型の練習に使ったり、「ごみ」

ち きゅうおんだん か どっかい
「地球温暖化」などを読解やディスカッ

ざいりょう ぶん か
ションの材料にしたりするなど、文化を

と い に ほん ご じゅぎょう さい やく
取り入れた日本語の授業をする際にも役

だ
立てることができるでしょう。

ほう ふ ば めん せっ てい けい ご たの まな
豊富な場面設定で、ビジネスのT・P・Oにあった敬語を楽しく学べる

おも しろ み けい ご れん しゅう ちょう
『面白いほど身につく敬語の練習帳』

ひ なたしげ お はっこう ちゅうきょうしゅっぱん
�日向茂男	発行：中経出版（〒１０２

とうきょう と ち よ だ く こうじまち そう ご
‐００８３東京都千代田区麹町３‐２相互

こうじまちだいいち
麹町第一ビル／TEL．０３‐３２６４‐２７７１

ねん がつ
FAX．０３‐３２６２‐６８５５）
２０００年５月２３

にち ばん
日�４‐８０６１‐１３６２‐X�B６判・２２４

えん
ページ１，３６５円

おお しゃ しん とお に ほん ぶん か ふ じ てん
多くの写真を通して日本文化に触れることができる事典

せい き ひゃっ か だい はん
『２１世紀こども百科 第２版』

は ず せい じ ひ だかとしたか やま だ たくぞうかんしゅう
�羽豆成二、日高敏隆、山田卓三監修

しょうがくかん とうきょう と ち よ
	小学館（〒１５０‐８０８１ 東京都千代

だ く ひと ばし
田区一ツ橋２‐３‐１／TEL．０３‐３２３０‐

ねん
５７３９ FAX．０３‐３２３０‐００９４	２０００年７

がつはつ か ばん
月２０日�４‐０９‐２２１１０２‐３�A４判・

えん
４８６ページ５，２５０円

●データ●

●データ●

P
�１
７
４

P
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７
７

P
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かい がい に ほん ご きょう いく
海外日本語教育

Q & A

かんが かた く ふう
スピーチというと、とてもむずかしいことのように考えていませんか。テーマややり方を工夫すれば、

ぷんかん ふんかん しょきゅう む り じゅぎょう と い
１分間スピーチや２分間スピーチなど、スピーチは初級でも無理なく授業に取り入れることができます。

し どう よ き か ほか ぎ のう かんれん か てい たいせつ
スピーチの指導では、「読む、聞く、書く」の他の技能とも関連づけて、スピーチをするまでの過程を大切にして

つく あん き ただ い かつどう ひょう か き て こう
ください。スピーチは「作って暗記して正しく言う」活動ではありません。評価では、「聞き手にわかりやすく、効

か てき はな てん ないよう はっぴょうほうほう りょうほう
果的に話すことができたかどうか」という点から、内容と発表方法の両方をみるようにしてください。

こうのう
◆スピーチの効能

はな かつどう あい て こと ば しゅ たい
話す活動には、相手との言葉のやりとりを主とする対

わ けいしき た すう ひと まえ おこな ほうこく
話形式のものと、多数の人を前にして行う報告やスピー

どく わ けいしき こうとうひょうげんりょく
チのような独話形式のものがあります。口頭表現力をつ

りょうほう けいしき れんしゅう おこな ひつよう
けるためには、この両方の形式の練習を行う必要があり

ます。

ひとまえ ひと り はな
人前で、１人でまとまりのあることを話すスピーチの

かつどう ぼ ご きんちょう
ような活動は、母語でやっても緊張するものです。しか

じ ぜん はな ないよう じゅん び はな かた れんしゅう
しながら、事前に話す内容を準備し話し方の練習ができ

かい わ たい わ がた にが
るので、会話のような対話型のコミュニケーションが苦

て ひと だいじょう ぶ
手な人でも大丈夫です。

じゅぎょう がくしゅうしゃ じ ぶん たいけん い けん つた
授業では、学習者が自分の体験や意見をみんなに伝え

たっせいかん も たいせつ
られるという達成感を持つことが大切です。

しゅるい
◆スピーチの種類

べんろんたいかい
スピーチというと、弁論大会（スピーチ・コンテスト）

れんそう つぎ しゅるい
を連想しがちですが、次のような種類があります。

じょう ほう ていきょう ほうほうせつめい
�情報提供、方法説明のスピーチ

い けんひょうめい ていげん
�意見表明、提言のスピーチ

しゃこうもくてき いわ かんげい かんしゃ
�社交目的のスピーチ：お祝い・歓迎・感謝のスピーチ

に ほん ご こうとうはっぴょう とうろん ぎ じゅつ
『日本語口頭発表と討論の技術』による

じゅぎょう と い おも
このうち授業に取り入れるのは、主に�と�です。

がくしゅうしゃ あ えら かた
◆学習者のレベルに合わせたテーマの選び方

じゅぎょう がくしゅうしゃ に ほん ご きょう み あ
授業では、学習者の日本語のレベルや興味に合った

えら べんろんたいかい
テーマを選んでください。弁論大会でもむずかしすぎる

きんもつ
テーマは禁物です。

しょきゅう
� 初級のテーマ

み じか じ ぶん けいけん かた しゅ
身近なテーマについて自分の経験を語るものが主にな

おも で しな じつ
ります。また、思い出の品などの実

ぶつ しゃしん み
物や写真を見せながら、そのものに

はな ほうほう
ついて話させる方法（「show and

はな て はな
tell」）は、話し手にとっても話しや

き て
すく、聞き手にとってもわかりやす

たの
く楽しいものです。

しょきゅうこうはん ちゅうきゅう
� 初級後半から中級のテーマ

ぶんけい ご い ふ せつめい
文型や語彙が増えてくるので、なにかについての説明

しょうかい さい じ ぶん
や紹介のスピーチをすることができます。その際、自分

けいけん ほん ざっ し しら よ ひと
の経験だけではなく、本や雑誌で調べたり（読む）、人

き けっ か
にインタビューしたり（聞く）した結果をスピーチとい

かたち ひょうげん たいせつ
う形で表現させることも大切です。

じょうきゅう
� 上級のテーマ

せつめい しょうかい くわ もんだい
�の説明や紹介のスピーチに加えて、ある問題につい

じ ぶん い けん しゅちょう き て せっとく と
て自分の意見を主張し、聞き手を説得するスピーチを取

い ば あい ぐ たいてき じ れい ざいりょう
り入れます。この場合、具体的な事例（スピーチの材料）

う えら おも せいじん
が浮かびやすいテーマを選ぶのがよいと思います。成人

がくしゅうしゃ ば あい しょくぎょう せんもんぶん や かんれん し ごと
学習者の場合、職業や専門分野と関連づけて、仕事での

けんきゅうはっぴょう し かた れんしゅう
プレゼンテーションや研究発表の仕方を練習させること

ひつよう
も必要でしょう。

に ほん ご べんろんたいかい し どうほう おし じゅぎょう
日本語の弁論大会にそなえて、スピーチの指導法を教えてください。また、授業にも

と い とき ひょう か
スピーチを取り入れることができますか。その時の評価はどうすればよいでしょうか。

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。

れい
スピーチのテーマ（例）

し
ょ

き
ゅ
う

初

級
か ぞくしょうかい しゅ み たからもの たの
家族紹介、わたしの趣味、わたしの宝物、いちばん楽し

しゅうまつ ゆめ す くうそう
い週末のできごと、わたしの夢の住まい（空想）

ち
ゅ
う

き
ゅ
う

中

級
わたし とく い りょう り しょうかい せ かいいち かんこう ち
私の得意料理紹介、世界一の観光地、ボランティアの

し ごと かんきょう まも ほうほう
仕事いろいろ、環境を守るひとつの方法

じ
ょ
う

き
ゅ
う

上

級
がいこくじん しゃかい つく きょういくもんだい かいけつ
外国人にもすみよい社会を作る、教育問題を解決す

る

Q
A
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し どうほう
◆スピーチの指導法

おも しょちゅうきゅう じゅぎょう と ば あい
主に初中級レベルでスピーチを授業で取り入れる場合

し どうほう しょうかい
の指導法を紹介します。

ないよう どうにゅう
� テーマ・内容の導入

こ じん さ ぎょう まえ
「スピーチをつくる」ことは個人作業ですが、その前

はな ないよう がくしゅうしゃどう し はな あ
に、テーマや話したい内容について学習者同士で話し合

じ ぶん なに つた き て なに
わせます。自分が何を伝えたいか、聞き手は何について

きょう み も あき
興味を持っているかなどが明らかになるからです。これ

ふ な がくしゅうしゃ ば あい じゅうよう
は、スピーチに不慣れな学習者の場合、とくに重要です。

どうにゅうほうほう
スピーチの導入方法 � キーワード

きょう し れい たからもの だ
�教師がテーマ（例：わたしの宝物）を出す。

がくしゅうしゃ じ ぶん あたま う こと ば
�学習者は、テーマについて自分の頭に浮かんだ言葉

ぼ ご
（キーワード）をメモする（母語でもよい）。

み あ こと ば
�ペアになって、メモを見せ合って、その言葉につい

せつめい たが しつもん
て説明する。お互いに質問する。

どうにゅうほうほう
スピーチの導入方法 � インタビュー

＊ペアになって、インタビューしてください。

たからもの
（例：わたしの宝物）

たからもの
�あなたの宝物はなんですか。

か
�それはどこで買いましたか。または、だれにもらい

ましたか。

たからもの
�なぜ、宝物なのですか。

げんこう か
� スピーチの原稿やメモを書かせる

つた ないよう あき
スピーチで伝えたい内容が明らかになってきたら、そ

か ひつよう ご い ぶん
れを書いてまとめさせます。このとき、必要な語彙や文

けい かくにん しょきゅう ば あい ぶん てい じ
型を確認しますが、初級の場合は、モデル文を提示して

し はんきょうざい ぶん ちゅう
もよいです（市販教材１にいろいろなモデル文あり）。中

じょうきゅう ば あい ぜんたいこうせい ちゅう い じゅうよう
上級の場合は、全体構成に注意させることが重要です

し はんきょうざい せつめい
（市販教材２にくわしい説明あり）。

きょう し げんこう に ほん ご なお
� 教師が原稿の日本語を直す

じゅうよう ないよう つた こうせい
いちばん重要なことは、内容がはっきり伝わる構成に

ご い ぶんぽう あや てきせつ
なっているかどうかです。語彙や文法の誤まりや適切でな

ひょうげん がくしゅうしゃ あ なお
い表現については、学習者のレベルに合わせて直します。

げんこう み はな れんしゅう
� 原稿やメモを見ながら、話す練習をさせる

い こえ だ れんしゅう
つかえずに言えるようになるまで、声を出して練習さ

じょう ず い げんこう か
せます。上手に言えないところがあれば、原稿を変える

ひつよう
ことも必要です。

はな かた し せん み ぶ こう か
また、話し方だけではなく、視線や身振りなどが効果

てき じつぶつ しゃしん てい じ ば あい あい て み
的か、実物や写真を提示する場合は相手にとって見やす

じゅうよう かがみ まえ
いかも重要なポイントです。そのためには、鏡の前で

れんしゅう
練習させてみることです。

じっさい
� 実際にクラスでスピーチをさせる

さくぶん ろうどく き て ほう
スピーチは作文の朗読とはちがいます。聞き手の方を

み はな たいせつ む り はな
しっかりと見て話すことが大切です。ただし、無理に話

ないよう あん き ひつよう はな じゅんじょ
す内容を暗記させる必要はありません。話す順序やキー

か よう い
ワードを書いたメモを用意させるとよいです。

き て しつもん
� 聞き手に質問させる

き て た がくしゅうしゃ かんそう
スピーチのあとで、聞き手である他の学習者に感想を

い ないよう しつもん しつ ぎ おう
言わせたり、内容について質問させたりします。質疑応

とう じ かん き て せっきょくてき
答の時間があることによって、聞き手は積極的にスピー

き はな て じ ぶん ないよう
チを聞こうとしますし、話し手は自分のスピーチの内容

り かい ひつよう しょきゅう
をよく理解していることが必要です。なお、初級のうち

ぼ ご おこな
は、母語で行ってもかまいません。

ひょう か
◆スピーチの評価

き て つた
いいスピーチとは、聞き手にとってわかりやすく、伝

こう か てき つた
えたいことが効果的に伝わるスピーチです。これをチ

ほうほう じょうじゅつ き
ェックするいちばんよい方法は、上述の�のように、聞

て はんのう たし
き手の反応を確かめることです。

きょう し ひょう か ば あい ないよう はっぴょうほうほう りょうめん
教師が評価する場合は、内容と発表方法の両面から、

てん てん かいぜん がくしゅうしゃ
どの点がよくでき、どの点を改善すればよいかを学習者

つた
に伝えるとよいでしょう。

ひょう か がくしゅうしゃどう し おこな
評価を学習者同士で行わせると、よいスピーチとはな

かんが き かい か のう
にかを考えさせる機会になります。可能なら、スピーチ

と じ こ ひょう か ほうほう
をビデオで撮って自己評価させてみるのもよい方法です。

し はんきょうざい
◆市販教材

き かい じゅぎょう
この機会に、ぜひ授業でスピーチにチャレンジしてみてください。

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）

ないよう
１．内容

ないよう いっ ち
	テーマと内容の一致

どうにゅう ぶ ぶん こう か
	導入部分の効果

せつめい じ じつ ぶ ぶん めいかく
	説明、事実部分の明確さ

せっとくりょく い けんひょうめん
	説得力（意見表面のスピーチ）

てきせつ
	まとめの適切さ

ぶんぽうてきせいかく
	文法的正確さ

はっぴょうほうほう
２．発表方法

はな そく ど こえ おお はつおん き
	話す速度、声の大きさ、発音・アクセントの聞きや
すさ

し せい し せん ひょうじょう み ぶ
	姿勢、視線、表情、身振り

し かくてきてい じ しゅだん じつぶつ しゃしん り ようほう
	視覚的提示手段：実物、写真、OHPなどの利用法

う ざわ こずえ に ほん ご さくぶん
１．鵜沢 梢（１９９８）『〈日本語〉作文とスピーチのレッスン

しょきゅう ちゅうきゅう
～初級から中級へ～』 アルク

とうかいだいがくりゅうがくせいきょういく こうとうはっぴょうきょうざいけんきゅうかい
２．東海大学留学生教育センター口頭発表教材研究会（１９９５）

に ほん ご こうとうはっぴょう とうろん ぎ じゅつ とうかいだいがくしゅっぱんかい
『日本語口頭発表と討論の技術』 東海大学出版会

海外日本語教育
Q & A
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ニュース
２０００年度日本語能力試験

昨年１２月３日（日）に、２０００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。
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１７回目を迎えました。
今回は国外３５の国・地域の８２都市、日
本国内６地域で実施され、総計２３４，９９４
人（昨年度比約２０％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、２００１年度の日本語能力試験は１２
月２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。
国外：
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：０７２４‐９０‐２６０３
Fax：０７２４‐９０‐２８０３
E-Mail : jlptinfo@jpf.go.jp

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：０３‐５４５４‐５２１５
Fax：０３‐５４５４‐５２３５

衛星通信を用いた日本事情の授業

当センターは、平成９年度からポスト
パートナーズ計画の実験に参加していま
す。これまでは、海外のセンターや大学
などと、会議や研修修了生へのインタ
ビューなどをやってきましたが、平成１２
年度の実験では、９月１４日
に、フィリピンのアテネオ・
デ・マニラ大学と衛星を用
いた初の遠隔日本語授業を
実施しました。来日経験の
ない初級レベルの日本語学
習者を対象に、日本事情紹
介を目的としたクイズ形式
の日本語授業を行いました。
出題は全部で１２問、伝統文
化、食べ物、現代日本の流
行、漢字の知識など、問題

はいろいろでした。正解を示したあと、
振袖姿の女性の簡単な茶道デモンスト
レーションや、三味線の生演奏などをも
りこむことで、日本事情の知識のイン
プットも行いました。衛星を使用した授
業の将来性、可能性を探るという実験目
的のため、様々な機材を使って（実物投
影機、OHP、ビデオなど）、映像にも様々
な工夫をこらしてみました。例えばきれ
いな桜の写真はどの程度見えるか、生の
三味線の音はどのように聞こえるか、ビ
デオの音とどう異なるかなどです。フィ
リピンの学習者の方々は、グループで相
談してクイズに答えましたが、とても高
い正答率でした。ここで問題を一部紹介
します。「生け花に使う器は次のうちど
れ？」「独身の女性が友人の結婚式に出
席する時に着る着物は次のうちどれ？」
「この楽器の音は鼓？三味線？笛」「日本
の４つのアニメのうち一番古いもの
は？」…など。
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あらた
新しき 年の初めの 初春の

し よ ごと
今日降る雪の いや重け吉事

これは、万葉集（奈良時代の歌集）の

最後を飾る大伴家持の歌です。お正月に、

降りしきる雪を見て作った歌で、「雪が

どんどん降り重なるように、よい事もた

くさん重なってほしい」という願いがこ

められています。１２００年以上昔の歌です

が、２１世紀最初の「日本語教育通信」発

行にあたり、この歌をご紹介します。皆

さんの２１世紀に、良いことがたくさんあ

りますように。

昨年秋に中国へ行く機会があり、小学

校や中学校、高校の日本語の授業を見学

しました。地域により、また学校のタイ

プにより、日本語学習の環境も目的も

様々でしたが、どの学校でも、生徒がとて

も熱心に授業を受けていたのが印象的で

した。また、日本へ行ったことはなくて

も、流暢に日本語を操る先生も多く、日本

語教育が、現場にいる熱心な先生方に支

えられているということを、あらためて

認識しました。（情報交流課 亀山知美）

＊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

（お詫び）下記の２点につきお詫びいたします。
１． 第３８号のp．１０「ホテルの実務日本語１」の
著者として、共著者である和美・スィーチャ
カワーン氏のお名前が欠落しておりました。

２． 第３８号の表紙イラストでハングル文字を
掲載していますが、文字に間違いがありまし
た。

『日本語教育通信』 第３９号
２００１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 2001 by The Japan Foundation

（表紙イラスト：村井宗二）

級別
２０００年度
応募者数（人）

１９９９年度
応募者数（人）

伸び率
前年度比（％）

国

外

１級 ４０，１１５ ３２，５９１ ２３．１

２級 ５２，８１０ ４３，８７２ ２０．４

３級 ５７，９２１ ４７，２８７ ２２．５

４級 ３８，３８２ ３４，１１９ １２．５

小計 １８９，２２８ １５７，８６９ １９．９

国

内

１級 ２８，６３７ ２３，４１６ ２２．３

２級 ９，３９５ ７，３７９ ２７．３

３級 ５，００５ ４，８３２ ３．６

４級 ２，７２９ ２，５４１ ７．４

小計 ４５，７６６ ３８，１６８ １９．９

合 計 ２３４，９９４ １９６，０３７ １９．９
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