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にんげん
人間は、かぶれる

の だ ひで き
野田 秀樹

ちかごろ かいがい たび
近頃、海外の旅はヨーロッパ、アジアばかりで、と

い じゅうねん
んとアメリカへ行くことがない。かれこれ十年はアメ

い げきだん ころ
リカへ行っていない。劇団をやっていた頃のニュー

こうえん さい ご さだ
ヨーク公演が最後になるのか、それさえ定かではない。

き おく おぼろ わたし じゅ
アメリカの記憶が朧だ。おかげで、私はアメリカの呪

ばく と き み
縛から解かれた気がする。「トムとジェリー」を見て

そだ なが
育ち、知らずBGMに流れているビッグバンドジャズ

き そだ せ だい
を聞いて育った世代だ。アメリカにかぶれていないわ

けはない。

ちかごろ に ほん
そのアメリカかぶれたるや、近頃の日本はとみにひ

おも せ かい じょうほう ひ び
どくなっていると思う。世界の情報は日々こんなにも

はっしん に ほんじん う と じょうほう じつ かぎ
発信されているのに、日本人が受け取る情報は実に限

かいがい に ほん そと
られている。アメリカが海外（＝日本の外）そのもの

おも わたし く
だと思っている。私にしても、ロンドンに暮らしてア

じょうほう しゃだん に ほん かいがい
メリカの情報を遮断されるまでは、日本の海外はほぼ

じ ぶん おも い
アメリカだった。だがどうやら、自分は思っていた以

じょう し
上にアメリカかぶれをしていることを知り、アメリカ

ひと はな つ どう じ こん ど
の独りよがりが鼻についてくるに連れて同時に、今度

じ ぶん わ
はヨーロッパやタイにかぶれている自分が分かってく

る。

わたし す やく
おそらく私がロンドンに住むことがなく、タイの役

しゃたち しば い つく
者達と芝居を作ることがなければ、そうはならなかっ

ひと じ ぶん く
ただろう。人はそういうものだ。自分の暮らしたとこ

せっ ぶん か あ
ろ、接した文化にだけかぶれるものだ。ロンドンで会っ

しろ うん い かれ
た白タクの運ちゃんが言っていた。彼は、アフリカで

う
生まれすぐにイギリスへやってきた。だから「すこし

かえ おも なつ
も、アフリカに帰りたいなんて思わない。懐かしくも

し きゃく
ない。だって、知らないんだから。お客さん、アフリ

かえ おも
カに帰りたいなんて思わないだろう？ だって、アフ

し
リカを知らないから」

にんげん じ ぶん なに す
人間は、自分が何かにかぶれているに過ぎないのだ

き づ ほか ぶん か しゅうきょう し そう よ ゆう
と気付きさえすれば、他の文化や宗教や思想を余裕を

も み で き へんきょう こころ
持って見ることが出来るようになる。偏狭な心で、か

にんげん き
ぶれたままの人間のコトバは、もっともらしく聞こえ

う さんくさ むかし たびびと りょこう き ほとん あ
るが胡散臭い。昔の旅人の旅行記など殆どそうだ。当

わず じ かんたいざい
てになったもんじゃない。僅かな時間滞在し、そこで

たまたま み き く の
偶々見聞きし食ったり呑んだりしたものだけで、そこ

ぶん か すべ かた たん き
の文化の全てを語ってしまうのだから。つまり、短期

かんしゅうちゅう こう ざ
間集中かぶれ講座のようなものだ。そんなもので、そ

とう ち ぶん か かた
のご当地の文化を語られてはたまったものではない。

いま とお か ひとつき ある いち
今でもいるではないか、たった十日か一月、或いは一

ねん たいざい すべ し
年、どこかに滞在しただけで、そこの全てを知ってい

かた やから かんそう の よ
るかのように語る輩が。感想を述べるのは良い。だが、

はんだん よ たび ひと と
判断するのは良くない。旅をすることで、人はその土

ち り かい ほんとう たび
地をよく理解できるなどとほざくが、本当は、旅によっ

と ち ご かい にんげん
てその土地をまず誤解するのだ。なにせ人間は、すぐ

にかぶれてしまうのだから。

げきさっ か えんしゅつ か やくしゃ
（劇作家、演出家、役者）
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このたびアジアセンターに異動いたしました。１年２か
月という短い期間の日本語国際センター勤務ではございま
したが、副所長という大任を無事つとめることができまし
たのは、平素からセンターの活動をご支援いただいてきた
皆様方のご指導、ご協力のおかげです。こころからお礼も
うしあげます。
海外における日本語教育はこれまで順調に拡充してきま
した。学習者数はこの１０年の間に３倍ちかく増加していま
す。この傾向はこれからもつづいていくこととおもいます。
とくにしばらくは低年齢層へのひろがりが顕著になってい
くでしょう。中国では小学校での日本語教育がひろがり、
韓国では中学校で日本語教育がとりいれられました。日本
語国際センターとしても、学習者の低年齢化に対応するあ
たらしい事業をおこなってきています。初中等教育教師研
修や低年齢層むけのあたらしい視聴覚教材の開発などです。
数の増加には質がともなわなければなりません。２００１年
に１年で修士号を取得できる現職日本語教師のためのプロ

グラムをはじめました。９名の人がこの秋から研修（授業）
をうけます。将来の日本語教育の中核となることが期待さ
れています。また、センターでうける研修がクレジットと
して認定される道もひらけてきました。２００１年度の米加英
の初中等研修がUCLAの単位を取得できることになったの
です。今後は、類似のクレジット制度をもっている国でも
認定されるよう努力していくつもりです。
情報提供、情報の交流もセンターの主要な活動です。ホー
ムページを充実させてきています。教材素材の提供や世界
の日本語教育状況などの情報掲載とともに、日本語教師の
かたがたの情報交流の場として掲示板を新設しました。
在任した１年２か月というほんとうにみじかいあいだに
も、日本語国際センターの活動はおおきく飛躍してきてい
ます。個人的には多くのことをやりのこしてきた思いがつ
よいのですが、あらためてこれまでのご指導に感謝します
とともに、これからのセンターの活動にたいするひきつづ
いてのご支援、ご指導をお願いいたします。

離任のごあいさつ
国際交流基金
日本語国際センター副所長

小松 諄悦（こまつ じゅんえつ）
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mark indicates the level of students whom readers are teaching

野田秀樹（のだ ひでき）
５５年、長崎県生まれ。７６年、東京大学在学中に劇団夢の
遊眠社を結成。８３年、「野獣降臨」で第２７回岸田戯曲賞
受賞。９２年、劇団解散後、１年間の英国留学を経て、９３
年、企画製作会社NODA・MAP設立。以後プロデュース
公演形式で精力的な演劇活動を展開。
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1 はじめに

かんこうぎょう じゅう じ じんざい
ケニアウタリーカレッジは、観光業に従事する人材を

いくせい かんこうしょうちょっかつ かんこうせんもんがっこう
育成するための観光省直轄の観光専門学校である。カ

レッジには、ホテルマネジメント、フロントオフィス、

ツアーガイド、トラベルオペレーション、フードプロダ

さん
クション、サービス、ハウスキーピングなど、ホテル産

ぎょう かんこうぎょう かん せっ ち
業と観光業に関するさまざまなコースが設置されている。

へいせつ
カレッジにはホテルが併設されており、ホテルコースの

がくせい きょうしつ がくしゅう どう じ じつ む そく がくしゅう おこな
学生は教室での学習と同時に、実務に則した学習も行え

るようになっている。

かんこう がい か しゅうにゅう たよ がいこく ご
観光に外貨収入を頼っているケニアにおいて、外国語

いくせい たいへん
のできるホテルマンやツアーガイドなどの育成は大変

じゅうよう ご ご
重要である。カレッジには、フランス語、ドイツ語、イ

ご に ほん ご ぜんがくせい たい
タリア語、そして、日本語のコースがあり、全学生に対

せんたくひっしゅう か もく に ほん ご に ほん
する選択必修科目になっている。日本語コースは、日本

じんかんこうきゃく ぞう か ともな ねん せいねんかいがいきょうりょくたいいん は
人観光客の増加に伴い、１９９３年、青年海外協力隊員の派

けん どうにゅう げんざい やく めい がくせい に ほん
遣によって導入された。現在は、約１００名の学生が日本

ご がくしゅう
語を学習している。

2 がいよう
コースの概要とカリキュラム

しょきゅう ちゅうきゅう じょうきゅう
コースは、「初級」、「中級」、「上級」の３つがあり、

じ かん か かく
それぞれ１６０時間が課せられている。各コースともに、

じ かん じゅぎょう しゅう か しゅうかん
２時間の授業が週４日あり、２ターム（１ターム１０週間）

かん こう ぎょう やく だ
観光業で役立つ

に ほん ご りょく しゅう とく
日本語力の習得をめざして

ご がく ぶ
ケニア ケニアウタリーカレッジ 語学部

こう し
講師 オンソンゴ ローズマリー ケルボ

なが さき きよ み せいねんかいがいきょうりょくたいいん
長崎清美 青年海外協力隊員

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 げん ば うんえい じょうきょう
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、現場のコースデザインやコース 運営の状況につい

しょうかい
て、紹介していただきます。

きゃくさまやく がくせい あい て べんきょうちゅう
デモレストランでお客様役の学生を相手にサービスを勉強中

教育実践レポート●１６観光・ガイドコース
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しゅうりょう やく ねんはん
で１コースを終了し、６ターム（約１年半）ですべての

お
コースを終えることになっている。

かく べん ぎ じょう しょきゅう ちゅうきゅう じょうきゅう
各コースには、便宜上、「初級」、「中級」、「上級」の

な まえ つ しょきゅう に ほん ご
名前が付けられているが、初級が「みんなの日本語�」

か しゅうりょうてい ど ちゅうきゅう に ほん ご しゅうりょうてい ど
１３課終了程度、中級が「みんなの日本語�」終了程度、

じょうきゅう に ほん ご
上級が「みんなの日本語�」レベルである。

がくせい そつぎょうまえ りょこうがいしゃ げつ
学生は、卒業前に、ホテルや旅行会社での３ヶ月から

げつ じっしゅう で じっしゅうさき そつぎょう ご じっさい
６ヶ月の実習に出ていく。実習先、また卒業後、実際の

しょく ば やく だ に ほん ご りょく しゅうとく とう とうたつもくひょう
職場で役立つ日本語力の習得が当コースの到達目標であ

じゅぎょう そ き ほんてき ぶんぽう
り、授業では、メインテキストに沿った基本的な文法の

し どう じつ む てき み つ
指導にとどまらず、こうした実務的なスキルを身に付け

ちから い
させることに力を入れている。

3 きょう し はい ち れんけい かた
教師の配置、連携のあり方

げんざい じんこう し めい に ほんじんこう し めい せいねんかいがい
現在、ケニア人講師２名と日本人講師１名（青年海外

きょうりょくたいいん たんとう じんこう し
協力隊員）が６コースを担当している。ケニア人講師の

ねん がつ げつ こくさいこうりゅう き きん かいがい
ひとりは、１９９６年９月から９ヶ月、国際交流基金の海外

に ほん ご きょう し ちょう き けんしゅう さん か に ほん とお はな
日本語教師長期研修に参加している。日本から遠く離れ

ざんねん に ほん ふ
たケニアでは、残念ながらなかなか「日本」に触れられ

げんじょう こう し
るチャンスがないのが現状である。もうひとりの講師も、

さん か に ほん ご おし かた
こうしたプログラムに参加して、日本語の教え方だけで

に ほん ふ も ねが
なく、「日本」に触れるチャンスを持ちたいと願ってい

る。

にん こう し たんとう とく
３人の講師は、それぞれのクラスを担当しており、特

かたち
にティームティーチングの形はとっていない。しかし、

あ じ かん り よう ほか こう し かい わ
空いている時間を利用して、他の講師のクラスで、会話

れんしゅう あい て じっさい ば
練習やロールプレイの相手をしたりしている。実際の場

めん かんが かい わ れんしゅう じょうきょう しめ
面を考えた会話練習では、状況をしっかり示したモデル

かい わ み じゅうよう きょう し ひと り ふたやく げんかい
会話を見せることが重要だが、教師の一人二役には限界

ほか こう し きょうりょく おこな
があるので、他の講師と協力して行うようにしている。

じんこう し に ほんじんこう し たが とく い ぶん
また、ケニア人講師と日本人講師は、お互いの得意分

や い きょうりょく こころ
野を生かして協力するよう心がけている。

に ほんじんこう し つきなんかい に ほんぶん か しょうかい じんこう
日本人講師は、月何回か日本文化の紹介をケニア人講

し おこな に ほん し に
師のクラスで行っている。日本について知ることは、日

ほん たい きょう み たか に ほん ご がくしゅう い よく
本に対する興味を高め、ひいては日本語への学習意欲を

たか やく だ かんが しょうらい に ほんじん
高めるのに役立つと考えている。また、将来、日本人に

せっ ち しき い
接したとき、こうした知識がスモールトークに生かせる

のではないだろうか。

じんこう し じ ぶん じ しん がくせい たち ば に ほん ご がく
ケニア人講師は、自分自身が学生の立場で日本語を学

しゅう けいけん けいけん
習してきたという経験があり、この経験をもとに、ケニ

じんがくしゅうしゃ に ほん ご なに むずか
ア人学習者にとって日本語の何が難しいのか、どうして

ま ちが に ほんじんこう し
間違いをおかすのかを日本人講師にアドバイスしている。

こうよう ご ご えい ご
ケニアの公用語は、スワヒリ語と英語であるが、ケニア

じん い がい しゅっしん ち はな
人はそれ以外にそれぞれの出身地のことばを話している。

ぼ ご ほか げん ご ご えい ご
この母語は、他の言語（スワヒリ語や英語にでさえ）に

おお えいきょう あた ち しき じんこう し
大いに影響を与えている。こうした知識をケニア人講師

え に ほんじんこう し じゅぎょう すす おお
から得ることは、日本人講師が授業を進めるうえで大い

やく だ
に役立っている。

た げん ご こう し え おお せんもんかい
また、他言語の講師からも得るところは多い。専門会

わ し どう きょうざい おし かた
話の指導においては、教材、教え方などのアイディアを

こうかん よ と い
交換して、良いものはどんどん取り入れるようにしてい

る。

4 し ようきょうざい
使用教材

き ほんぶんぽう し どう に ほん ご
基本文法の指導には、「みんなの日本語」�、�（ス

し よう い ぜん し よう
リーエーネットワーク）を使用している。以前、使用し

しん に ほん ご き そ
ていた「新日本語の基礎」�、�（スリーエーネットワー

くら ば めんせってい いっぱん か
ク）に比べると、場面設定が一般化されているが、ドリ

かい わ ぶん がくせい えん
ルのキューや会話文などには、カレッジの学生とは縁の

おお がくせい ふ たん かる
なさそうなものも多い。学生の負担を軽くするためにも、

ば めんせってい く ふう じっさい かれ そうぐう
なるべく場面設定などに工夫をして、実際に彼らが遭遇

かい わ さくせい れんしゅう
しそうな会話を作成して練習するようにしている。

せんもん に ほん ご き せいきょうざい てきとう
専門日本語については、既成教材になかなか適当なも

もくひょうげん ご あ こう し き せいきょうざい て
のがないため、目標言語に合わせて講師が既成教材に手

くわ きょうざい さくせい し よう
を加えたり、オリジナルの教材を作成し使用している。

5 せんもん に ほん ご
専門日本語

き ほんてき ぶんぽう し どう てい ど すす せんもん
基本的な文法の指導がある程度進んだところで、専門

に ほん ご し どう はじ
日本語の指導を始めている。

がくせい ひつよう じっさい し ごと ば い に ほん ご
学生に必要なのは、実際に仕事の場で生かせる日本語

き じょう がくしゅう じっさい しゅくはく
である。机上の学習だけにならないように、実際に宿泊

き にゅう かぎ う わた からだ
カードに記入させたり、鍵の受け渡しをするなど、体

うご ともな れんしゅう こころ がくせい
の動きを伴った練習を心がけている。カレッジの学生は

べんきょうねっしん い なが かい わ ぶん
勉強熱心なので、テストだと言えば長い会話文もしっか

あん き じっさい じょうきょう り かい あん き
り暗記してくるが、実際に状況を理解して暗記している

ぎ もん おも うご ともな れんしゅう
のか疑問に思うことがある。動きを伴った練習によっ

じゅぎょうふうけい がくせい にんずう
授業風景。学生の人数はコースによってさまざま
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はつ わ い み からだ し こ ほ おも
て、発話の意味を体に染み込ませて欲しいと思っている。

せっきゃくぎょう せいしつじょう に ほんじん あくいんしょう あた
また、接客業という性質上、日本人に悪印象を与えな

た かた じ ぎ し かた ひ
いような立ち方、お辞儀の仕方、ジェスチャーなどの非

げん ご こうどう おり ふ し どう
言語行動も折に触れ指導するようにしている。

がくせい ほか か もく べんきょう ち しき に ほん ご
ほかには、学生が他の科目で勉強した知識を日本語の

い かつどう おこな
クラスで生かしたクラス活動も行っている。たとえば、

がくせい そう しょう
ツーリズムの学生はコースの総まとめとして、ケニア紹

かい さくせい れき し ぶん か
介のガイドブックを作成している。ケニアの歴史や文化、

こくりつこうえん あんない どうぶつ とくせい かれ に ほん ご
国立公園の案内や動物の特性を彼らのレベルの日本語で

さ ぎょう けっ かんたん
まとめる作業は決して簡単なものではないが、オリジナ

で き あ たっせいかん く
ルのガイドブックが出来上がったときの達成感はその苦

ろう わす
労を忘れさせるようだ。

6 こん ご か だい
今後の課題

いちばん か だい がくしゅうしゃ おお に ほん ご かんきょう あた
一番の課題は、学習者にいかに多くの日本語環境を与

おも かいがい に ほん ご きょういく き
えていくかであると思う。これは、海外の日本語教育機

かん きょうつう かか もんだい おも ざんねん げんじょう
関が共通に抱える問題であると思う。残念ながら、現状

がくせい きょう し に ほん ご せっ
ではほとんどの学生が、教師の日本語しか接することの

そつぎょう じっしゅうさき に ほんじんかんこうきゃく せっ
ないまま卒業してしまう。実習先で日本人観光客に接す

に ほん ご たい えい
るチャンスがあっても、たどたどしい日本語に対して英

ご せつめい ようきゅう じ しん うしな
語での説明を要求され、すっかり自信を失ってしまった

がくせい こん ご に ほんじんかい に ほんたい し かん
学生もいる。今後は、ナイロビの日本人会や日本大使館

こうほうぶん か
の広報文化センター（Japan Information & Culture

きょうりょく もと きょうしつ い がい に ほん ご つか き かい
Centre）にも協力を求め、教室以外で日本語を使う機会

ふ に ほん ご
を増やしていきたい。また、カレッジにも「日本語クラ

き がる さん か つく
ブ」のような、気軽に参加できるサークルを作り、カレッ

ない に ほん ご ねつ たか おも
ジ内の日本語熱を高めていきたいと思っている。

げんざい に ほん ご に ほんじんこう し
現在、日本語セクションには日本人講師がいるが、カ

がわ しょうらいてき ほか げん ご
レッジ側は、将来的には他の言語セクションのようにケ

じんこう し に ほん ご うんえい
ニア人講師だけで日本語コースが運営できるようにして

かんが
いきたいと考えている。そのためにも、このカレッジの

あ きょうざい じゅうじつ じゅうよう
ニーズに合った教材を充実させることが重要である。ま

せんもんかい わ ふ ずい し ちょうかくきょうざい さくせい
た、専門会話のテキストに付随した視聴覚教材も作成し

おも ぜんじゅつ き のうてき かい わ
たいと思っている。前述のとおり、機能的な会話には、

かい わ おこな じょうきょう は あく たいせつ
会話が行われる状況をよく把握することが大切である。

きょうざい がくしゅう おお たす おも
ビデオ教材は学習の大きな助けになると思う。

に ほん ご きょういく もと
ウタリーカレッジにおける日本語教育に求められてい

かんこうぎょう やく だ に ほん ご りょく み つ
るのは、観光業で役立つ日本語力を身に付けさせること

がくせい ひつよう に ほん ご こうりつ おし
である。学生に必要な日本語を効率よく教えるためにも、

ご がくきょう し かんこうぎょう ち しき も ひつよう
語学教師も観光業について知識を持っておく必要がある

おも しょうらい がくせい じょうきょう で あ
と思う。将来、学生がどんな状況に出会うのか、そこで

かい わ く ひろ ほか ぶ もん きょうりょく
はどんな会話が繰り広げられるのかを他の部門の協力も

え は あく かんこうぎょう
得てよく把握し、ウタリーカレッジならではの観光業の

に ほん ご つく あ おも
日本語コースを作り上げていきたいと思っている。

教育実践レポート●１６観光・ガイドコース

がくせい さくせい
ツーリズムコースの学生が作成したケニアのガイドブック

べんきょうちゅう がくせい
トレーニング・レセプションで勉強中のフロントオフィスコースの学生
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こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい ねん がつ おおはば おこな
国際交流基金日本語国際センターのホームページは、２０００年１１月に大幅なリニューアルを行い

さいきんしんせつ ちゅうしん しょうかい
ました。ここでは、最近新設したページを中心にご紹介します。

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

しょう かい

ホホーームムペペーージジのの紹紹介介

に ほん ご
日本語ページ：http : //www.jpf.go.jp/j/urawa/

えい ご
英 語ページ：http : //www.jpf.go.jp/e/urawa/

こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい じょうほうこうりゅう か
国際交流基金日本語国際センター情報交流課
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に ほん ご おし かた
日本語の教え方・リソース

きょう か しょ つく
１．『教科書を作ろう』

きょう か しょ つく ちゅうとうきょういくだんかい しょきゅう に ほん ご
『教科書を作ろう』は、中等教育段階で初級日本語を

べんきょう がくしゅうしゃ む きょう か しょ きょうざい つく そ ざいしゅう
勉強する学習者向けの教科書や教材を作るための素材集

ねんはる はっかん い らい さっ し およ かたち
です。１９９９年春の発刊以来、冊子及びCD‐ROMの形で

くば き たび
お配りして来ましたが、この度、ホームページに「せつ

へん へん ぜんぶん けいさい
めい編」「れんしゅう編」の全文を掲載いたしました。

えつらん か のう つか
PDFファイルで閲覧することも可能ですし、使いた

ぶ ぶん ほん
い部分のデータをダウンロードすることもできます。翻

やく くわ れいぶん ご い さ かえ ず
訳を加えたり、例文の語彙を差し替えたり、図、イラス

か こう い じょう はばひろ り よう
トを加工したりと、これまで以上に幅広く利用していた

き たい
だけると期待しています。

さっ し はい ふ ひ つづ おこな も
冊子での配布も引き続き行っていますので、まだお持

かた き かい ぜ ひ もうし こ くだ
ちでない方は、この機会に是非、お申込み下さい。

はい ふ とうめん う き
なお、CD‐ROMの配布は当面打ち切りとなりました

およ が ぞう
ので、テキスト及び画像データはホームページからのダ

ねが
ウンロードをお願いいたします。

がつ きょう か しょ つく つづ
また、６月には『教科書を作ろう』に続くものとして、

しょきゅう に ほん ご そ ざいしゅう ぞく きょう か しょ つく はっこう よ てい
初級日本語素材集『続 教科書を作ろう』を発行予定で

たの
すので、お楽しみに。

せ かい に ほん ご きょういく
世界の日本語教育

に ほん ご きょういくくにべつじょうほう
２．日本語教育国別情報

かいがい くにべつ に ほん ご きょういく じ じょう くわ きょう し かい がっかいいち
海外の国別日本語教育事情に加え、「教師会・学会一

らん いちらん さんこうぶんけん じょうほう
覧」、「シラバス・ガイドライン一覧」、「参考文献」情報があ

ねん かいせつ まいとしこうしんちょう さ じっ し
ります。１９９９年に開設し、毎年更新調査を実施しています。

かいがい に ほん ご きょういく き かん
３．海外日本語教育機関ディレクトリ

せ かい に ほん ご きょういく き かん いちらん き かんめい じゅうしょ でん わ ばん
世界の日本語教育機関の一覧（機関名、住所、電話番

ごう ばんごう き かん せっ ち しゅ
号、FAX番号、ホームページアドレス、機関の設置主

たい きょういくだんかい くに ち いき き かんめい じゅうしょ けんさく
体、教育段階）です。国や地域、機関名、住所から検索

ねん じっ し かい
できます。このディレクトリは、１９９８年に実施した「海

がい に ほん ご きょういく き かんちょう さ けっ か もと き かんめい
外日本語教育機関調査」結果に基づいています。機関名

じゅうしょ へんこう れんらくくだ
や住所に変更があれば、ncjoho@jpf.go.jpまでご連絡下

さい。

ずい じ こうしん よ てい きょうりょく ねが
随時更新する予定ですので、ご協力お願いします。
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と しょかん
図書館

と しょかんしょぞうざっ し
５．図書館所蔵雑誌・

き ようもく じ
紀要目次ページデータベース

とう と しょかん しょぞう ざっ し き よう もく じ
当センター図書館に所蔵されている雑誌・紀要の目次

ざっ し
ページのデータベース（PDFファイル）です。雑誌・

き よう けんさく
紀要のタイトルから検索できます。

と しょかんしょぞう に ほん ご きょう か しょ
６．図書館所蔵日本語教科書・

きょうざい
教材データベース

とう と しょかん に ほん ご きょうざい
当センター図書館にある日本語教材のデータベースで

ちょしゃ しゅっぱんしゃ し ようげん ご しゅっぱんこく
す。タイトル、著者、出版者のほか、使用言語、出版国

けんさく
からも検索できます。

かいがい に ほん ご きょういくけい じ ばん
４．海外日本語教育掲示板

かいがい に ほん ご きょういく じょうほうこうかん
海外の日本語教育についての情報交換の

けい じ ばん しんせつ い か
ために、掲示板を新設しました。以下の５

かん じょうほう だれ
つのカテゴリに関する情報でしたら、誰で

とうこう えい ご とうこう
も投稿できます。英語での投稿もできます。

がっかい きょう し かいじょうほう せつりつ
� 学会・教師会情報（設立やシンポジ

し など
ウムのお知らせ等）

とうこうあんない
� 投稿案内

きょうざいしゅっぱんじょうほう
� 教材出版情報

に ほん ご きょう し ぼ しゅうあんない
� 日本語教師募集案内

けんしゅう し
� 研修コースのお知らせ

検索結果
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……………………………………………………………………………………………………………………………

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

写 真 で 見 る

ちゃ

「お茶」
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 ちゃ 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「お茶」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。

なに つく
何から作るの？

ちゃ ちゃ き は つく こうちゃ
お茶はお茶の木の葉から作ります。紅茶

ちゅうごくちゃ おな き しゃしん ちゃ は
や中国茶と同じ木です。写真はお茶の葉

がつ
をとっているようすです。５月のはじめご

とし ちゃ
ろに、その年のはじめてのお茶をとります。

いろ
色がきれいでかおりもよく、とてもおいし

いです。

げんざい しゃしん て
現在は、写真のように手でとるのではな

き かい つか
く、機械を使うのがふつうです。

ジュース

みず
水

コーヒー

日 本 人 の 生 活

こうちゃ
紅茶

ちゃ
お茶

ちゃ に ほんじん の の もの
お茶は日本人がよく飲む飲み物です。

みどりいろ りょくちゃ い
うすい緑色をしているので「緑茶」と言っ

に ほんちゃ い
たり、「日本茶」と言うこともあります。

きゅう す ちゃ は い ゆ
急須にお茶の葉を入れて、お湯をそそ

ゆ の
いで、湯飲

みにうつし

の
て飲みます。

さ とう
砂糖やミル

ク、スパイ

い
スは入れま

せん。

に ほん ちゃ
日本のお茶

ゆ の
湯飲み

きゅう す
急須
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の
どんなときに飲むの？

に ほんじん しょく じ ちゃ の はん
日本人は食事のときにお茶をよく飲みます。ご飯に

ちゃ た ひと か し た
お茶をかけて食べる人もいます。お菓子を食べるとき

の ちゃ わ が し に ほん でんとうてき か し
にも飲みます。お茶は和菓子（日本の伝統的な菓子・

しゃしん みぎ
写真：右）によくあいます。

やす の きゃく き
休みたいときにも飲みます。お客さんが来たときに

だ おお
出すことも多いです。

さ どう ちゃ ゆ
茶道（茶の湯）

さ どう ちゃ ゆ ちゃ だ きゃく
茶道（茶の湯）は、お茶を出してお客さ

ほうほう ちゃ い かた の
んをもてなす方法です。お茶の入れ方や飲

かた ある かた き
み方、歩き方など、こまかく決められてい

さ どう うつく きゃく
ます。茶道の美しさとお客さんをもてなす

こころ に ほん でんとうてき ぶん か ひと
心は、日本の伝統的な文化の一つです。

しゃしん さ どう ほうほう まっちゃ い
写真は、茶道の方法にしたがって、抹茶を入れて

まっちゃ ちゃ は こな ゆ
いるようすです。抹茶はお茶の葉の粉とお湯をまぜ

つく ちゃ こ にが
て作ります。ふつうのお茶よりも濃くて苦いです。

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）

りょくちゃ しょう ひ じったい しゅ と けん にんたいしょう
緑茶の消費実態（首都圏６００人対象）

いん よう ひん ど
飲 用 頻 度

ねん りょくちゃしょう ひ じったいちょう さ に ほんちゃぎょうちゅうおうかい
（１９９２年 緑茶消費実態調査：日本茶業中央会）

４８．０

７２．３

９４．０

に ほんしょく い みず
日本食のレストランに行くと、お水ではなくお

ちゃ で ちゃ
茶が出てくることがよくあります。お茶はただで

す。

さいきん かん はい ちゃ
最近では、缶やペットボトルに入ったお茶を

う じ どうはんばい
売っています。コンビニエンスストアや自動販売

き しゃしん ひだり かんたん か
機（写真：左）で簡単に買うことができます。

１．０

１．５

１．０

２．０

１．０

０．２

ちゅう ちゃ ちゃ は
注：「お茶」といえばふつうはお茶の葉

つく りょくちゃ さ に
から作る緑茶のことを指しますが、日

ほん ちゃ は つか ちゃ
本にはお茶の葉を使わないお茶もたく

たと むぎ つく むぎちゃ
さんあります。例えば、麦で作る麦茶

なつ の もの にん き
は夏の飲み物として人気があります。

ちゃ の ちゃ
また、「お茶でも飲みませんか」「お茶

い りょくちゃ
にしましょう」と言うときは、緑茶

こうちゃ とき
だけでなく、コーヒーや紅茶、時には

ふく
ジュースも含んでいます。

ぜん たい
全 体 １２．０ ５．３３．８ ４．８ ６００

さい だい だん せい
２０歳代男性 ２２．０ １２．０ ８．０ ６．０４．０ ５０

さい い じょうだんせい
５０歳以上男性 ４．０ ５０

さい だい じょ せい
２０歳代女性 ５５．４ １２．０ ５．９７．９ ５．９ １１．９ １０１

さい い じょうじょせい
５０歳以上女性 ９４．０ ３．０ １００

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １００

ほとんど
毎日

週２～
３回 週１回 月２～

３回 月１回 ほとんど
飲まない 不 明 標本数

↓

に ほん じん ちゃ の
日本人はお茶をどのくらい飲むのか
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日本語・
日本語教育を

研究する

日本語の誤用研究

誤用研究（error analysis）は、学習者がおかす誤りに

ついて、どのような誤りが存在するのか、なぜ誤りをす

るのか、そして、どのように訂正すればよいかなどを考

え、日本語教育、日本語文法理論などに役立てようとす

る研究です。

１．誤用とは何か

まず誤用とは何かについて考えてみましょう。

学習者が文を書いたり、話したりするとき、私達は何

か間違っていると感ずることがあります。その間違いは、

「を」でなくて「に」だとか、「書きない」でなくて「書か

ない」だとか、聞き手（読み手）がはっきりわかる場合と、

何となくおかしいのだけれど、どこがおかしいかはっき

り指摘できない場合があります。このように「おかしい」

と感ずるものが誤用（error）と呼ばれるものです。

誤用研究では、従来、文法的正確さに関わる誤用が重

要視されてきましたが、現在は、伝達、コミュニケーショ

ンということを重視し、それらに関わる誤りについても

重要視され始めています。

２．誤用の要因

学習者はなぜ誤用をおかすのでしょうか。第二言語習

得研究の立場では、外国語を学習する過程で誤用をおか

すのは当然で、それはそのことばを習得するための一つ

のステップであるという考え方をします。誤用とはとら

えずに中間言語（interlanguage）という呼び方をします。

習得研究が学習者の習得過程を追う「たて」の（縦断

的）研究であるのに対し、誤用研究はある時点での学習

者（多くの場合複数の学習者）の誤用をとらえて研究す

るもので、「よこ」の（横断的）研究ということができます。

誤用の要因は、母語干渉（interference of mother

tongues）による誤りと母語干渉以外の誤りに分けられ

ます。母語干渉以外の誤りは、�言語内の誤り：目標言

語（target language）の構造そのものが困難であった

り、既習の言語規則を未知の構造に適用しようとした際

の誤り｛類推（analogy）・過剰般化（overgeneralization）｝、

�発達上の誤り、�誘発された誤り、�伝達方略に基づ

く誤り、�学習方略による誤り、また、単に不注意によ

る誤りもあります。

３．誤用には段階がある

その文が、絶対におかしいのか、ちょっとおかしいの

かというように、誤用には段階（程度）があります。こ

の段階は、二つの方向からとらえることができます。一

つは、文法的な正確さ（accuracy）に関わるものと、

もう一つは文章・談話としての適切性（adaptability）に

関わるものです。

たとえば、�「あした東京を行きます。」や、�「き

のう魚を食べます。」は、だれが見ても文としておかし

いですね。�の文は「を」を「に」か「へ」にする必要

があります。�は「食べます」を「食べました」にしなけ

ればなりません。では次の文はどうでしょうか。�先生

に相談したところが、忙しいって言われた。�は文法的

には誤用とは言えません。引用の「と」の代わりに「って」

を使っただけです。しかし、これが作文などの書いたも

のの中の文であれば、書きことばの中に話しことばが混

じることになって、不適切な文となります。また、「てお

く」「てみる」「てくれる／てもらう」などは、それがな

くても意味が通じる場合が多いですが、あったほうがよ

り自然だという「自然さ」も適切性の中に含まれます。

４．誤用の判定基準にも段階がある

誤用の段階のもう一つの方向は、間違っているかいな

いかは、人によって感じ方が違うということです。文法

このコーナーでは、これから研究を目指す海外の日本語の先生方のために、
日本語学・日本語教育の研究について情報をおとどけしています。今回の
テーマは日本語の誤用研究です。

東京大学留学生センター教授 市川保子

■第１６回■
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知識が豊富で、なおかつ文法的誤りに厳しい言語観を持

つ人は、そうでない人に比べて、おかしいと感じる度合

いが強くなります。一方、文法知識が豊富でも、伝達重

視の言語観を持つ人は、文法的誤りより、何をどう伝え

るかを重要視します。

したがって、誤りかどうかを判断するときには、一人

よりも複数の判断者がいたほうが客観的な判断ができる

ことになります。

５．誤用の種類

誤用の種類としては、「１文レベル（sentence level）

の誤用か談話レベル（discourse level）の誤用か」「書き

ことばか話しことばか」が一番大きな問題となります。

「私が太っている。」はその文だけを聞くとおかしい感

じがします。「が」ではなく「は」にして「私は太って

いる」にしたいところです。しかし、「兄弟の中でだれ

が太ってる」というような話の流れでは、「（兄ではなく）

私が太っている」という状況もあり得ます。「は」と

「が」の問題は１文の中だけでは間違いか否かが判断で

きず、文章・談話の中で判断しなければなりません。

次に誤用そのものの分類について説明します。誤用は

大きく、「�脱落（omission） �付加（addition） �誤

形成（misformation） �混同（alternating form） �位

置（misordering） �その他」の６種類に分類できます。

�脱落は、当該項目を使用しなければいけないのに使

用していない誤用｛例：机の上に映画のチケットφ（→

が）２枚置いてある（「φ」は不要の意味）｝、�付加は、

脱落とは逆に、使用してはいけないところに使用してい

る誤用｛例：兄弟は８人が（→φ）いて、シアトルやシ

カゴに住んでいる｝、�誤形成は、活用、接続の仕方な

どの形態的な誤り｛例：会いて（→会って）ください｝、

�混同は、助詞「は」と「が」、ムード「ている」「てあ

る」、自動詞・他動詞などのように、他の項目との混乱

による誤り、�位置は、その項目の文中での位置がおか

しい誤り｛例：ぜひ（→φ）これだけはあなたにφ（→

ぜひ）見せてあげたい｝、です。

６．訂正（correction）ということ

誤用研究に関連して、その誤りをどのように訂正する

かという問題が出てきます。どのような基準で、そして、

どの程度訂正するのか、いつ訂正するのかが問題になり

ます。これは３で誤用には段階があると説明しましたが、

同じように訂正にも段階があります。

誤りの種類・性質をはじめ、授業全体の目標、個々の

練習の目標、時間の制約、誤りをおかした学習者の性格・

実力・年齢などが訂正に関係してきます。

文法的正確さを問題にする場合は、その訂正も厳しく

し、コミュニケーションを大切に考えるときは、多少の

文法的正確さは無視されるべきでしょう。

訂正をいつ行うかも難しい問題です。作文など書いた

ものも時間が経ってしまうと、作成者の発話意図があい

まいになる場合があります。作成後できるだけ速やかに

訂正を行うのが望ましいですが、会話などでは、逐一訂

正するのではなくて、ある程度の発話ののちにまとめて

行うほうが効果があるでしょう。

７．誤用研究の目的

誤用研究は何に役に立つかという、誤用研究の目的は

大きく二つあります。一つは、第二言語習得理論や日本

語文法研究として専門化される、理論的アプローチに向

かう方向で、もう一つは、日本語教育への貢献です。後

者は、誤用を分析評価し、それを用いて（資料の直接的

利用）、教材やテストを作成したり、教授法に応用した

りすることができます。最近の辞書の中には、このよう

な言い方はしないと、学習者がおかしがちな誤用の例を

示しているものもありますが、それなどは誤用研究の成

果を生かしたものと言えるでしょう。

日本語・日本語教育を研究する

市川保子（１９９７）『日本語誤用例文小辞典』凡人社

市川保子（２０００）『続・日本語誤用例文小辞典』凡人社

小篠敏明（１９８３）『英語の誤答分析』大修館書店

Corder, S.P.（１９６７）“The Significance of Learners'

Errors." IRAL,5

（１９７１）“Idiosyncratic Dialects and Error

Analysis." IRAL,9,2

Dulay et al ; Krashen, S.（１９８２）“Language Two."

Oxford : Oxford University Press

Etherton, A.R.B.（１９７７）“Error Analysis : Prob-

lems and Procedures", ELTJ, 32

Johansson, Sting（１９７５）Papers in Contrastive

Linguistics and Language Testing. Lund :

W.K.Gleertup

インターネットで調べられるもの

「寺村誤用データ」「日本語学習者の作文コーパス」

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

基本的な参考文献
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かい わ すす
会話を進める

かい わ じゅぎょう もくてき ひろ い み はな ちから の
会話の授業の目的は、広い意味で話す力を伸ばすこと

おも はな かつどう ぜんごう かいがい に ほん ご きょういく
だと思います。話す活動には、前号の「海外日本語教育

しょうかい ひと り
Q&A」で紹介したスピーチなどのように、一人でまと

ないよう はな どく わ けいしき ふた り い じょう こと ば
まった内容を話す独話形式のものと、二人以上で言葉の

ひと かい わ すす たい わ けいしき
やりとりをして一つの会話を進めていく対話形式のもの

こんかい たい わ けいしき こと ば
があります。今回は、対話形式で言葉のやりとりをして、

ひと かい わ すす ちから の し どうほうほう と
一つの会話を進めていく力を伸ばすための指導方法を取

あ
り上げます。

かい わ し どう
◆会話を指導する

つぎ かい わ ぶん み
まず、次の会話文を見てください。

かい わ れい
〈会話例１〉

A：ここはどこですか。

よ よ ぎ
B：ここは代々木です。

かい わ ひと みち まよ
たぶんこの会話では、Aの人が道に迷っていて、Bの

ひと いま ば しょ き ひと こた
人に今いる場所について聞き、Bの人が答えているので

しつもん こた お かんたん かい わ
しょう。質問と答えで終わる簡単な会話です。しかし、

じっさい かんたん かい わ じっ
実際には、このように簡単な会話になるでしょうか。実

さい ば あい ひと ば しょ し
際の場合は、まずAの人が、その場所を知っていそうな

ひと こえ こえ あい
人に声をかけなければなりません。また、声をかけた相

て こた かんたん れい い
手が答えてくれたら、簡単なお礼くらいは言うでしょう。

つぎ かい わ きょう か しょ かい わ ぶん
次の会話は教科書の会話文です。

かい わ れい でんしゃ なか
〈会話例２〉 電車の中で

り
李 ：すみません。ここ、どこですか。

じょうきゃく よ よ ぎ
乗客：ええと、ここは代々木。

り おお く ぼ
李 ：大久保はまだですか。

じょうきゃく ふん
乗客：ええ、あと５分くらい。

り
李 ：いくつめですか。

じょうきゃく ひと ふた おお く ぼ ふた め
乗客：ええと、１つ、２つ…大久保は２つ目。

り おお く ぼ おし
李 ：すみません。大久保で教えてください。

じょうきゃく
乗客：ええ、いいですよ。

り
李 ：どうも。

に ほん ご にゅうもん
『日本語入門 はじめのいっぽ』スリーエーネットワーク（p．１００）

かい わ れい でんしゃ の り べつ じょうきゃく
〈会話例２〉は電車に乗っている李さんと別の乗客の

かい わ かい わ り
会話です。この会話は、李さんの「すみません」という

よ ひょうげん はじ り
呼びかけの表現で始まっています。そして、李さんの

れい ひょうげん お
「どうも」というお礼の表現で終わっています。さらに、

じょうきゃく い り はなし う
乗客のほうも「ええ」と言って、李さんの話を受けたり、

い かんが ま
「ええと」と言って、考える間をとったりしています。

かい わ
もしこの会話から「すみません」「どうも」「ええ」

と さいていげんかい わ な た
「ええと」を取ってしまっても、最低限会話は成り立ち

じょうほう にん
ます。でも、それでは、情報のやりとりがあるだけの人

げん み かい わ
間味のない会話になってしまうでしょう。

にちじょうおこな に ほん ご かい わ かんさつ
日常行われている日本語の会話を観察すると、「すみ

ひょうげん つか き
ません」などの表現がたくさん使われているのに気がつ

ひょうげん かい わ なか じゅうよう やくわり
きます。そして、それらの表現は会話の中で重要な役割

は かい わ れい
を果たしています。〈会話例２〉では、「すみません」は

かい わ はじ かい わ つづ
会話を始めることを、「ええ」や「ええと」は会話を続

かい わ お
けるということを、「どうも」は会話が終わることを、

あい て つた にちじょう かい わ
それぞれ相手に伝えています。このように、日常の会話

さん か ひと たが あい ず おく
は、参加している人たちが、お互いに合図を送りながら

すす かい わ すす あい ず
進めているのです。このような会話を進めるための合図

つぎ
には次のようなものがあります。

ひと ぶん つく ぶんぽう
一つの文を作るときには文法というきまりがあります。

おな かい わ ぶんぽう
それと同じように、会話にも文法ほどはっきりしたもの

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

じゅ ぎょう

授業のヒント
こんかい かい わ じゅぎょう なに おし
今回は会話の授業で何を教えるか、どう

おし かんが
やって教えるかについて考えてみましょう。

もくてき おし
目的・教えること

こと ば かい わ すす ちから たか
・言葉のやりとりをして会話を進める力を高める

がくしゅうしゃ
学習者のタイプ

しょきゅう ちゅうきゅう
・初級・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

かい わ はじ
会話を始める

あい て よ
相手に呼びかける「すみません」「あのう」

あい て な まえ よ
相手の名前を呼ぶ、など

かい わ つづ
会話を続ける

あい て い う
�相手の言ったことを受ける（あいづち）

「ええ」「はい」「うん」「そうですか」「そうですね」など

かんが ま
�考える間をとる

「ええと」「ううん」など

かい わ お
会話を終わる

れい い
お礼を言う「どうも」「ありがとうございました」

わか つ
別れを告げる「じゃあ、これで」、など

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

テーマ
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き かい わ
ではありませんが、決まったルールがあります。会話を

すす ちから の きょうしつ かい わ
進める力を伸ばすためには、教室でこのような会話の

し どう ひつよう
ルールを指導する必要があるでしょう。

じゅぎょう おう よう
◆授業での応用

がくせい に ほん ご かい わ なが
まず、学生に日本語の会話の流れがどんなものなのか、

れい つか し ひつよう
例を使って知ってもらう必要があります。

きょう か しょ り よう
� 教科書のテープを利用する

かい わ れい しょうかい さいきん きょう か しょ かい
〈会話例２〉でも紹介しましたが、最近の教科書の会

わ ぶん し ぜん かい わ なが い しき つく
話文は、自然な会話の流れを意識して作られています。

きょう か しょ かい わ き がくせい つぎ
そこで、教科書の会話テープを聞くときに、学生に次

しつもん
のようなことを質問するといいでしょう。

かい わ はじ
・どうやって会話を始めているか。

かい わ つづ こと ば つか
・会話を続けるためにどんな言葉を使っているか。

かい わ お
・どうやって会話を終わっているか

つぎ てん かい わ すす かた かんが
さらに、次のような点も、会話の進め方を考えるとき

たいせつ
に大切です。

じょうきょう
・どんな状況か。

かい わ さん か しゃ かんけい あ ひと
・会話の参加者はどういう関係か（はじめて会う人か、

い ぜん し ひと め うえ ひと
以前から知っている人か、目上の人か、など）。

もくてき かい わ
・どんな目的のある会話なのか

しつもん がくせい かい わ なが り かい
このような質問は、学生が会話の流れを理解している

かくにん き ぼ ご おこな
かどうか確認するために聞くのですから、母語で行うと

ちゅうきゅう い じょう がくせい に ほん えい
いいでしょう。中級以上の学生には、日本のドラマや映

が かい わ み うえ しつもん
画などの会話を見せて、上のような質問をすることもで

きます。

がくせい じ しん はな かつどう かい わ なが
さらに、学生自身が話す活動をするときに、会話の流

つく れんしゅう ひつよう
れを作る練習をさせることも必要です。

ぶんけいれんしゅう かい わ れんしゅう
� 文型練習を会話練習にする

しょきゅう がくしゅう き ほんてき ぶんけい れんしゅう ば あい
初級で学習する基本的な文型の練習をする場合にも、

し ぜん かい わ ちか く ふう
できるだけ自然な会話に近づけるように工夫をするとい

たと じ かん い かた じ かん き かた べん
いでしょう。例えば、時間の言い方、時間の聞き方を勉

きょう ぶん けい れん しゅう かい わ はじ お ひょう
強したら、文型練習のときに、会話の始めや終わりの表

げん い じっさい かい わ ちか
現、あいづちなどを入れれば、実際の会話に近づきます。

かい わ れい
〈会話例３〉

いま なん じ
Ａ：すみません。今、何時ですか？

いま じ はん
Ｂ：はい、ええと、今５時半です。

Ａ：そうですか。ありがとうございます。

かい わ つか
� 会話のフローチャートを使う

かい わ なが てい ど あらわ ば あい かい わ
会話の流れがある程度はっきり表せる場合には、会話

なが かたち あらわ がくせい すす かた
の流れをフローチャートの形で表して、学生に進め方を

かくにん
確認させることもできます。

� ロールプレイでチェックする

がくせい じ ゆう かい わ つく かい わ
学生がロールプレイで自由に会話を作るとき、会話の

なが い しき し どう きょう し
流れを意識するように指導します。そして、教師がロー

ひょう か てん
ルプレイを評価するときに、その点ができているかど

がくせい
うかチェックするといいでしょう。そうすれば、学生は、

かい わ なが つく たいせつ かんが
会話の流れを作ることが大切であると考えるようになる

でしょう。

きょうしつ れんしゅう じっさい に ほんじん
このように教室で練習をしておけば、実際に日本人と

はな かい わ
話すときにもスムーズに会話ができるようになります。

きょうしつ はな がくせい じ しん に ほんじんどう し かい わ
さらに、教室を離れても、学生自身が日本人同士の会話を

かんさつ かい わ なが まな ちから み つ
観察しながら、会話の流れを学ぶ力が身に付くでしょう。

かい わ くわ せつめい
会話のしくみについて、ここではあまり詳しく説明す

し かた
ることができませんでした。もっとよく知りたい方は、

さんこうぶんけん に ほん ご きょういく かい わ ぶんせき さんしょう
参考文献の『日本語教育と会話分析』などを参照してく

ださい。

じ かい こんかい ひ つづ はな し どう しょうてん あ
次回も今回に引き続き、話すことの指導に焦点を当て

じ かい かい わ し どうほう しょうかい
ます。次回は会話のストラテジーの指導法を紹介します。
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こんかい たんとうしゃ あり ま じゅんいち ふるかわよし こ に ほん ご こくさい せんにんこう し
＊今回から、このコーナーの担当者は、有馬淳一、古川嘉子（日本語国際センター専任講師）になりました。

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。

しつもん かい わ
わからないことばについて質問する会話：

せんせい
あなた 先生

かい わ れい
会話例：

Ａ：あのう、すみません。

Ｂ：はい。

て がみ か こと ば
Ａ：手紙を書いていて、わからない言葉があるんですが。

なん
Ｂ：はい。何ですか。

はいけい い み
Ａ：「拝啓」ってどんな意味ですか。

て がみ はじ こと ば
Ｂ：ああ、それは手紙の初めにつけるあいさつの言葉ですよ。

て がみ はじ こと ば
Ａ：手紙の初めにつけるあいさつの言葉、ですか。

Ｂ：ええ、そうです。

Ａ：ありがとうございました。

フローチャートは、『Situational Functional Japanese Volume One :

ぼんじんしゃ わ やく かい わ れい ひっしゃ さくせい
Drill』凡人社（p．１０７）のチャートを和訳。会話例は筆者らが作成。

たにぐち こ まんなみ え り いな こ はぎわらひろ き
１．谷口すみ子、萬浪絵理、稲子あゆみ、萩原弘毅

（１９９５）

に ほん ご にゅう もん
『日本語入門はじめのいっぽ』スリーエーネットワーク

つく ば
２．筑波ランゲージグループ（１９９２）『Situational Func-

ぼんじんしゃ
tional Japanese Volume One : Drill』凡人社

ほりぐちすみ こ に ほん ご きょういく かい わ ぶんせき
３．堀口純子（１９９７）『日本語教育と会話分析』くろしお

しゅっぱん
出版

４．Dornyei, Z. & Thurrel, S.（１９９２）Conversation And

Dialogues in Action. Prentice Hall

はな
話しかける

へん じ
返事をする

じ じょう せつめい
事情を説明する

へん じ
返事をする

こと ば
わからない言葉について

しつもん
質問する

せつめい
説明する

かくにん
確認する

おうとう
応答する

れい
お礼をいう
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さんこうぶんけん
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しん に ほん ご き そ ぞくへん
▽『新日本語の基礎』の続編が

とうじょう
登場

しん に ほん ご き そ しょきゅう む
『新日本語の基礎』�、�は、初級向け

だいひょうてき きょう か しょ こくない に ほん ご
の代表的な教科書として、国内の日本語

がっこう かいがい に ほん ご きょういくげん ば ひろ つか
学校や海外の日本語教育現場で広く使わ

しん に ほん ご ちゅうきゅう
れています。この『新日本語の中級』は

ぞくへん きょう か しょ しょきゅう
その続編となる教科書で、初級レベルを

お ひと ち しき つか に
終えた人が、その知識を使いながら、日

ほん ご のうりょく
本語でコミュニケーションできる能力を

み もくてき
身につけることを目的としています。

ぜんたい き のう こうせい
全体は機能シラバスによって構成され

たず たし でん わ れん
ていて、「尋ねる・確かめる」「電話で連

らく たの きょ か さそ
絡する」「頼む」「許可をもらう」「誘う・

ことわ か
断る」など２０の課からなっています。

か がくしゅうもくひょう がくしゅう
それぞれの課は、「学習目標」「学習す

まえ がくしゅうこう もく かい わ よ
る前に」「学習項目」「会話」「読もう」

かい わ れんしゅう よ れんしゅう き
「会話の練習」「読もうの練習」「聞こう」

ないよう わ
という内容に分かれています。

に ほん で あ ば めん こうりょ
▽日本で出会いそうな場面を考慮

ほん がいこくじん に ほん で あ
この本では、外国人が日本で出会いそ

ば めん こうりょ なか じっさい に
うな場面が考慮され、その中で実際に日

ほん ご つか もくひょう
本語を使うことを目標にしています。こ

きょう か しょ おも ないよう かい わ
の教科書の主な内容となる「会話」と

よ ば めん に ほん ご
「読もう」では、こうした場面で日本語

はな よ
を話したり読んだりできるようになって

います。

たと かい わ かいしゃ えき みせ
例えば「会話」では、会社や駅、店や

ば めん かい わ
レストランなどいろいろな場面での会話

しめ よ まち
が示されています。「読もう」では、街

なか み ひょう じ て がみ けい じ ばん
の中で見かける表示、手紙、掲示板のお

し にちじょうせいかつ ひつよう
知らせなど、やはり日常生活で必要とな

さまざま よ れんしゅう
る様々なものについて、読む練習をしま

よ なら
す。また「読もう」ではこれと並んで、

に ほん じ じょう ざい
日本事情についてディスカッションの材

りょう ぶんしょう
料となるような文章もあります。

じゅう し れん しゅう
▽コミュニケーションを重視した練習

れんしゅう かい わ よ
「練習」では、これらの「会話」と「読

かた せいかく み
もう」について、形を正確に身につける

き ほんれんしゅう
ための基本練習をします。

くわ かつどう
そして、これに加えて「活動」という、

じゅう し
コミュニケーションを重視したアクティ

ビティがあります。これはロールプレイ

れんしゅう さくぶん
やインタビュー、タスク練習、作文など、

がくしゅうしゃ じ ぶん つか に ほん ご じ ゆう かんが
学習者が自分で使う日本語を自由に考え

もくてき たっせい おうよう
ながら目的を達成していくタイプの応用

れんしゅう じっさい
練習です。これによって、実際のコミュ

なか に ほん ご つか れんしゅう
ニケーションの中で日本語を使う練習が

できます。

れんしゅう しん き そ み
このような練習は『新基礎』には見ら

こんかい ちゅうきゅう
れなかったもので、今回の『中級』にお

じゅう し し せい あらわ
けるコミュニケーション重視の姿勢が現

い
れていると言えるでしょう。

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
※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

じゅう し しん き そ ぞく へん
コミュニケーションを重視した、『新基礎』の続編

しん に ほん ご ちゅう きゅう
『新日本語の中級』

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）
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ビル）TEL．０３‐３２９２‐５７５１ FAX．０３‐
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P．１２０～１２１

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．２４４～２４５



に ほん き せつ だいひょうてき
▽日本の季節の代表的な

ふうぶつ し ちゃくもく
風物詩に着目

き せつ まな に ほん ご しょきゅう
『季節で学ぶ日本語』は、初級レベルの

きょう か しょ ないよう ねん がつ ねん
教科書で、内容は、１９９９年４月から１年

かん に ほん ご れんさい
間『日本語ジャーナル』に連載されたも

こんかい たんこうぼん
のです。今回、単行本になるにあたり、

あらた くわ
「タスク」が、新たに加わりました。

きょう か しょ もっと とくちょうてき てん ぶんぽう
この教科書の最も特徴的な点は、文法

き のう に ほん げつ か き
や機能ではなく、日本の１２ヶ月が課の切

くち に ほん うつく
り口になっていることです。日本の美し

ふうぶつ し しゃしん
い風物詩の写真やかわいいイラストは、

がくしゅうしゃ ないよう たい きょう み わ べん
学習者に内容に対する興味を沸かせ、勉

きょう き も
強したいという気持ちにさせるでしょう。

ほん だい に とくちょう に ほん じ
また、この本の第二の特徴は、日本事

じょう べんきょう よ か
情を勉強できるだけでなく、「読む」「書

はな き ぎ のう そうごうてき
く」「話す」「聞く」の４技能を総合的に

の こうせい てん
伸ばせる構成になっているという点です。

に ほんじん
▽日本人へのインタビュー

せってい
タスクを設定

か こうせい い か
課の構成は以下のとおりです。

つき だいひょう ぎょう じ き せつ
まず、その月を代表する行事や季節の

ふうぶつ し てい じ
風物詩がキーワードとして提示されます。

かんけい ふか うた し たん か
そして、それに関係の深い歌や詩、短歌

あざ じょうちょ しゃしん
などが、鮮やかで情緒あふれる写真とと

しょうかい えい ご やく
もに紹介されています（英語訳つき）。

たと がつ さくら はな み
例えば、４月のキーワードは、桜と花見

す。

つぎ かか え
次に、キーワードに関わりのある絵を

み ご い しつもん こた
見て語彙をチェックしたり、質問に答え

たりするコーナーがあります。これは、

つぎ かい わ き と じゅん び
次の会話の聞き取りための準備になって

います。

かい わ き あと
それから、テープで会話を聞いた後、

かい わ なか つか べん り ひょうげん
この会話の中で使われている便利な表現

れんしゅう
を練習するようになっています。また、

じょう げ かんけい しん そ かんけい
上下関係や親疎関係などによってどのよ

ひょうげん か せつめい
うにその表現が変わるのかも説明されて

います。

つぎ か ちょうかい どっかい
次に、課によって聴解、または読解の

もんだい ちょうかい ないよう
問題があります。聴解の内容は、インタ

とうけい え せつめい
ビューやスピーチ、統計や絵の説明など

き と おお どっかい ぶんしょう なら
の聞き取りが多く、読解は、文章の並べ

か じょうきょう く あ かつ
替えやことわざと状況を組み合わせる活

どう
動などがあります。

さい ご ず ひょう ぶんしょう よ
最後に、図表や文章を読んでまとめた

に ほんじん に ほんじん しゅうきょうかん ろう ご もん
り、日本人に日本人の宗教観や老後の問

だい かんきょう たい い しき たず
題、環境に対する意識を尋ねるアンケー

トやインタビューのタスクがあります。

に ほん ご じっさい つか おうよう
このタスクは、日本語を実際に使う応用

れんしゅう どう じ がくしゅうしゃ に ほん ぶん
練習であると同時に、学習者が日本の文

か しゅうかん はい ご に ほんじん かんが かた
化や習慣の背後にある日本人の考え方に

ふか り かい せってい
ついて、より深く理解できるように設定

されています。

じ しゅがくしゅう
▽自主学習できる

ほん かんまつ もんだい かいとう かい わ
この本は、巻末に問題の解答と会話

じ しゅ
テープのスクリプトがついており、自主

がくしゅう
学習ができるようになっています。また、

し よう
クラスでも使用できます。

もち ば あい つぎ てん
ただ、クラスで用いる場合、次の点に

き ひと ぶん
気をつけるといいでしょう。一つは、文

か かか きょうざい もんだい
化に関わる教材によくある問題ですが、

こた ひと ば あい
答えが一つではない場合もあります。た

けっこんしき しゅう ぎ きんがく かん
とえば、結婚式のご祝儀の金額に関する

もんだい ち ほう てきせつ がく ちが
問題では、地方によって適切な額が違う

ば あい き
場合もありますので、気をつけましょう。

いってん かく か しょうかい ゆう
もう一点は、各課で紹介されている有

めい うた ふ ぞく うた はい
名な歌です。付属のテープには歌は入っ

きょう し がくしゅうしゃ
ていませんので、教師が学習者にそれら

うた き がくしゅうしゃ
の歌を聞かせてあげられると、学習者は

に ほん ぶん か した たの
もっと日本の文化に親しめ、楽しめるで

しょう。

に ほん じ じょう まな に ほん ご そう ごう てき まな
日本事情を学びながら、日本語を総合的に学べる

き せつ まな に ほん ご
『季節で学ぶ日本語』

いしづかきょう こ いちのせしゅんすけ てら だ かず こ
	石塚京子、市瀬俊介、寺田和子、

ほりこしかず お ます い せ き こ むらさわよしあき
堀越和男、増井世紀子、村澤慶昭・

とうきょうこくさいだいがく ふ ぞく に ほん ご がっこう はっ
東京国際大学付属日本語学校 
 発

こう とうきょう と すぎなみ
行：アルク（〒１６８‐８６１１東京都杉並

く えいふく
区永福２‐５４‐１２／TEL．０３‐３３２３‐００２６

ねん がつ
FAX．０３‐３３２３‐２０２１）�２０００年１２月

にち ばん
１５日�４‐７５７４‐０３９１‐７B５判１２４

えん べつうり
ページ�１，８９０円 別売テープ（１

かん えん
巻）�４‐７５７４‐０３９２‐５�１，２６０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。

いそむらかずひろ こ だまやす え しばはらとも よ ないとうみつる むか い その こ ふじなが しっぴつじゅん
磯村一弘、小玉安恵、柴原智代、内藤満、向井園子、藤長かおる（執筆順）
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ほん に ほん ご しょきゅう
この本は『みんなの日本語初級�』の

かく か たいおう つく よ
各課に対応して作られています。「読む」

たの あじ ほん つぎ
楽しさが味わえるように、この本には次

く ふう ほんぶん
のような工夫があります。�本文はそれ

なら か がくしゅうこうもく し よう
までに習った課の学習項目だけを使用、

ほんぶん なが やく じ しんしゅつ ご い
�本文の長さは約６００字、�新出語彙は

かく か てい ど えい ご ちゅうごく ご かん
各課で１０～２０程度で、英語・中国語・韓

こく ご ご ご やく つ
国語・タイ語・インドネシア語の訳付き、

こま よ と もんだい
�細かく読まないと解けない問題ではな

と もん
く、ポイントがわかれば解けるような問

だい せってい ぜん ぶ かん じ
題を設定、�全部の漢字にふりがなをつ

よ ふ たん
けて読む負担をへらす。

よ もの しゅるい も じ すう じ な れん
読み物の種類も文字や数字に慣れる練

しゅう はじ し て がみ
習から始まって、お知らせ、手紙、イン

タビュー、クイズ、アンケート、グラフ

よ もの はい
などさまざまなタイプの読み物が入って

はな み こうこうせい
います。トピックも「お花見」「高校生

にん たから
３，９５８人にききました」「宝くじ」「すも

ほうそう がくしゅうしゃ きょう み
う」「テレビ放送」など学習者が興味を

も たの よ
持って、楽しく読めそうなトピックがな

らんでいます。

きょう し よう ぶ
教師用ガイドの部

ぶん か
分には、課のねらい

どっかい はい まえ どう
や読解に入る前に導

にゅう おこな
入として行ったほう

よ
がいいこと、読んで

ないよう
からどのように内容

はってん おうよう
を発展、応用させる

れい か
かの例が書かれてい

じゅぎょう
るので、授業をすす

うえ さん
める上でたいへん参

こう
考になります。

がくしゅう さい おんせい
ことばを学習する際には、音声だけで

も じ たし
なく文字で確かめることによって、より

り かい ふか き おく たす こうりつてき がくしゅう
理解を深め、記憶を助け、効率的に学習

よ
することができます。ですから「読む」

かつどう じゅうよう に
活動はたいへん重要です。『みんなの日

ほん ご しょきゅう しゅきょうざい つか
本語初級�』を主教材として使っていな

がくしゅうこうもく いちらんひょう
くても、学習項目の一覧表があるので、

み ほん り
それを見て、この本をリソースとして利

よう
用することもできるでしょう。

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

えい ご か かん じ がくしゅう
これは英語で書かれた、漢字学習のた

さんこうしょ かん じ じゅぎょう ふくきょうざい
めの参考書です。漢字授業の副教材とし

じ しゅう きょうざい つか
ても、自習のための教材としても使えます。

ほん まな かん じ にちじょう つか
この本で学ぶ漢字は、日常よく使われ

じょうようかん じ がくしゅう おも
る「常用漢字」です。そして学習の主な

もくひょう よ しぼ
目標を“読めるようになる”ことに絞っ

ほん いちばん とくちょう
ているのがこの本の一番の特徴です。

ほんぶん ふ
本文はパート１、パート２、そして付

ろく みっ ぶ ぶん
録の三つの部分からなっています。パー

かん じ こうせい き ほんてき
ト１では、漢字の構成についての基本的

まな かん じ よ とき
なことを学びます。そして漢字を読む時

ち しき い
にその知識をどのように生かすかという

べんきょう
ことを勉強します。パート２には、パー

まな ち しき じっさい つか
ト１で学んだ知識を実際に使えるように

かたち れんしゅうもんだい
するためのさまざまな形の練習問題があ

ふ ろく かん じ こうせい くわ
ります。付録には、漢字構成のより詳し

ないよう き ほんてき へん つくり
い内容のほか、基本的な「偏」や「旁」

い み ま ちが どうおん い ぎ ご
の意味、間違えやすい同音意義語をペア

にしたものなどがまとめてあります。

ほん ちゅうしん れんしゅうもんだい
この本の中心はパート２の練習問題で

ぶん よ うえ ひ じょう じゅうよう
す。ここでは、文を読む上で非常に重要

おん よ ちから み
な「音読み」の力を身につけるためのシ

れんしゅう もち
ステマティックな練習をします。用いら

き ほんてき ほうほう かん じ
れている基本的な方法は、漢字をペアに

かたち に
することです。まず、形が似ていてまぎ

かん じ しきべつ れんしゅう はじ
らわしい漢字を識別する練習から始めま

がくしゅうしゃ かん じ こま
す。これにより学習者は、漢字の細かい

かたち ちが き しゅうかん み
形の違いに気をつける習慣を身につけま

かん じ がくしゅう すす ふくざつ
す。これは、漢字学習が進み、より複雑

じ けい かん じ まな こう か
な字形の漢字を学ぶようになると効果を

はっ き つぎ かん じ こうせいよう そ
発揮します。次に、漢字構成要素のうち、

おと あらわ よう そ しきべつ れんしゅう
音を表す要素を識別する練習をしながら、

おん よ れんしゅう さい
さまざまな「音読み」練習をします。最

ご え せい か どうおん い ぎ
後に、それまでに得た成果を、同音異義

ご しきべつ い れんしゅう
語の識別に生かす練習をします。これら

れんしゅうもんだい ぶんみゃく ぶん
の練習問題は、文脈のないものから、文

みゃく じゅうよう やくわり は だん
脈がより重要な役割を果たすものへと段

かいてき つく しょ
階的に作られています。したがって、初

きゅう かん じ てい ど よ ひと
級の漢字がある程度読める人で、これか

ちゅうじょうきゅう む かん じ み
ら中上級へ向けて漢字をしっかり身につ

おも ひと む ほん
けたいと思っている人向けの本です。

新刊教材・図書紹介●

よ たの あじわ
「読む」楽しさを味う

しょ きゅう よ
『初級で読めるトピック２５』

まき の あき こ さわ だ さち こ しげかわあけ み
	牧野昭子、沢田幸子、重川明美、

た なか みず の こ
田中よね、水野マリ子
スリーエー

とうきょう と ち
ネットワーク（〒１０１‐００６４東京都千

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

TEL．０３‐３２９２‐５７５１ FAX．０３‐３２９２‐

ねん がつ か
６１９５）�２０００年１１月１０日�４‐８８３１９‐

ばん べっさつかいせつ
１６８‐０B５判・６５ページ、別冊解説

しゅう えん
集４２ページ�１，４７０円

かん じ よ ちから の
漢字の「読み」の力を伸ばすために

『Decoding Kanji』

や え こ こうだんしゃ
	ハーバイン・八重子
講談社イン

とうきょう と
ターナショナル（〒１１２‐８６５２東京都

ぶんきょう く おと わ
文京区音羽１‐１７‐１４／TEL．０３‐３９４４

‐６４９２ FAX．０３‐３９４４‐６３９４）�２０００

ねん がつ にち
年８月２５日�４‐７７００‐２４９８‐３A５

へんけいばん えん
変型判・１４４ページ�１，７８５円
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よう ち えん こうこう
『StarFestival』は、幼稚園から高校ま

しゃかい か ち り きょうざい べいこく かい
での社会科、地理の教材として米国で開

はつ きょうざい
発されたマルチメディア教材です。この

きょうざい ふ ずい
教材は、CD‐ROMと、それに付随する

いんさつきょうざい し ようげん ご
印刷教材からなっています。使用言語は、

なか なま ぶ ぶん
CD‐ROMの中の生のインタビュー部分

い がい すべ えい ご
以外は、全て英語です。

きょうざい ないよう さい と べい べいこく
この教材の内容は、１０歳で渡米、米国

せいかつ に ほんじん じつざい しゅじんこう じ
で生活する日本人の実在の主人公が、自

こ もと ねん
己のアイデンティティーを求めて、３０年

ご こ きょう ひらつか もど せってい
後、故郷の平塚へ戻るという設定です。

きょうざい に ほん いえ しょうてん うおいち
CD‐ROM教材は、日本の家、商店、魚市

ば えき たなばたまつり
場、タクシー、バス、駅、七夕祭など、

しゅじんこう おとず
主人公が訪れる２０の「サイト（site）」か

こうせい
ら構成されています。

おのおの かんれん
各々の「サイト」には、関連したビデ

ぶん か じ じょう かいせつ しゃしん さまざま
オ、文化事情などの解説、写真など様々

そ ざい も こ に ほんぶん か
な素材が盛り込まれており、日本文化や

に ほん じ じょう がくしゅう つか
日本事情の学習に使えます。また、いく

まち ひと しゅじんこう
つかの「サイト」には、町の人と主人公

なま
との生のインタビューのビデオがあるの

ちゅう じょうきゅう に ほん ご がくしゅう り よう
で、中、上級の日本語学習に利用できま

ぶ ぶん えい ご やく かん じ
す。この部分には、英語訳、かな、漢字

ま ひょう じ
かな混じりの表示もあります。このほか

さんしょう
に、ホームページ（データ�参照）に、

かんれん そうほうこうせい に ほん ご
このビデオに関連した双方向性の日本語

がくしゅうようふくきょうざい じ
学習用副教材「Tanabata」が あ り、自

しゅうよう つか
習用に使えます。

いんさつきょうざい きょう し よう
印刷教材には、教師用ガイドと、CD‐

いっしょ つか
ROMと一緒に使うワークブックがあり

こうしゃ しょうがっこうこうがくねんよう ちゅうがくせい
ます。後者は、小学校高学年用と中学生

よう た もの い るい
用があり、それぞれ、「食べ物・衣類」

いえ しゅ み たなばたまつり
「家・趣味」「七夕祭」などのテーマに

ぶんさつ えい ご つか
より５分冊になっています。英語を使っ

まな ち いき に ほんぶん か しょうかい い ぶん か
て学ぶ地域では、日本文化紹介、異文化

り かい じゅぎょう
理解の授業に、CD‐ROMといっしょに

つか
使うことができるでしょう。

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

ほん
この本は、オーディオ・リンガル・メ

ソッドからコミュニカティブ・アプロー

がいこく ご きょうじゅほう ず もく じ さん
チまで１２の外国語教授法（図「目次」参

しょう きょうじゅほう う
照）をとりあげて、その教授法が生まれ

はいけい り ろん に ほん ご きょういく じっせん
てきた背景、理論、日本語教育での実践

ほうほう しょうかい きょうじゅほう いっぱん
方法を紹介したものです。教授法の一般

てき かいせつしょ きょうじゅほう
的な解説書とちがい、それぞれの教授法

に ほん ご きょういく じっせん
について、日本語教育で実践したことが

ひと せつめい とくちょう
ある人が説明しているのが特徴です。で

じっさい に ほん ご じゅぎょう
すから、実際の日本語の授業で、どんな

かつどう かつどう もくてき
活動をするか、その活動の目的はなにか、

きょうざい つか がくしゅうしゃ
そのためにどんな教材を使うか、学習者

せっ き
と接するときになにに気をつけるのかな

かくきょうじゅほう ぐ たいてき
どが、各教授法について具体的でわかり

やすくまとめられています。また、さら

ふか し ひと さんこうぶんけん
に深く知りたい人のために、参考文献も

じゅうじつ
充実しています。

ほん とくしょく ほん しょう
この本のもうひとつの特色は、本で紹

かい きょうじゅほう じゅぎょう ろく
介されている教授法について、授業を録

が べつ う
画したビデオ（別売り）があることです。

ほん きょうじゅほう
もともとこの本は、いろいろな教授法を

たいけん もくてき じっ し に ほん ご きょうじゅ
体験する目的で実施された「日本語教授

ほう も ぎ じゅぎょう
法ワークショップ」での模擬授業をもと

つく ほん せつ
に作られたものです。ですから、本の説

めい じゅぎょう りょうほう み
明とビデオの授業の両方を見れば、それ

きょうじゅほう あたま えが
ぞれの教授法がどんなものかが頭に描き

やすくなるでしょう。

ほん きょうじゅほう
この本は、いろいろな教授法について

ち しき ひろ み ひと
の知識を広く身につけたいという人にお

さんこうしょ まいにち きょうしつかつどう
すすめの参考書です。毎日の教室活動で

い み かんが なお
やっていることの意味を考え直してみた

ひと こと ば まな きょう み
い人、言葉をどう学ぶかについて興味が

ひと さつ
ある人にもおもしろい１冊です。また、

じ ぶん じゅぎょう つか おし かた み
自分の授業で使える教え方を見つけたい

ひと ていきょう
という人にも、アイデアを提供してくれ

ることでしょう。

ほんしょ ねんはっこう
＊本書は１９９６年発行のものに「コミュニ

くわ ぞう
カティブ・アプローチ」が加わった増

ほ ばん
補版です。

に ほん ぶん か まな きょう ざい
日本文化を学ぶマルチメディア教材

『StarFestival』

	著者・製作者：宮川繁
StarFesti-

val , Inc .（P.O. Box ４０１０２５ Cam-

bridge, MA０２１４０‐００１１／TEL．１‐

６１７‐２１６‐４７１４、www.starfestival .

com、info@starfestival.com）�２０００

ねん
年�CD‐ROM Cross Platform Ver-

sion１．０１‐９２９７２４‐００‐４Mac‐only

Version１．１１‐９２９７２４‐０１‐２CD‐

ぷん しゃしん てん
ROMビデオ４０分、写真３００点Student

かくやく
Work Book 各約３０ページ、Teacher's

やく
Guide 約３５０ページ�CD‐ROM US

かく
＄７９．９５、Student Work Book 各グ

さつ
レード（５冊１セット）US＄５０．００、

Teacher's Guide US＄４０．００

しゅ るい がい こく ご きょう じゅ ほう かい せつ
１２種類の外国語教授法を解説した

に ほん ご きょう じゅ ほう
『日本語教授法ワークショップ』

へん ちょ しゃ かま た おさむ かわぐちよしかず すず き
	編著者：鎌田修、川口義一、鈴木

むつみ ぼんじんしゃ とうきょう と ち よ
睦
凡人社（〒１０２‐００９３東京都千代

だ く ひらかわちょう りょうしんひらかわちょう
田区平河町１‐３‐１３ 菱進平河町ビル

かい
１階／TEL．０３‐３２６３‐３９５９ FAX．０３‐

ねん がつ にち ぞう ほ
３４７０‐２１２９
２０００年９月３０日（増補

ばん ばん
版）�４‐８９３５８‐３５１‐４A５判・２８１

えん
ページ�２，７３０円
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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

きょうざい ぶんけん さが ぶんけんもくろく さが さが じょう さが
教材や文献などを探すには、文献目録で探す、CD－ROMで探す、インターネット上で探すの３つの

ほうほう り よう かいがい に ほん ご ぶんけん さが
方法があります。インターネットを利用すれば、海外でも日本語の文献を探すことがかんたんにできる

こんかい む りょう ぶんけん けん さく おも しょうかい
ようになってきました。今回は無料で文献検索ができる主なウェブサイトを紹介します。

に ほん ご きょうざい さが
◆日本語の教材を探す

に ほん ご きょうざい あつ けんさく
日本語の教材をすべて集めて検索できるデータベース

ひ かくてきあたら きょうざい さが ば あい つぎ
はまだありませんが、比較的新しい教材を探す場合は次

べん り
のものが便利です。

に ほん ご きょうざい に ほん ご きょうざい けんさく
オンライン日本語教材リスト：日本語教材リスト検索

http : //www.is.hse.tut.ac.jp/bon/search_form.html

ぼんじんしゃはっこう に ほん ご きょうざい の きょうざい
凡人社発行の「日本語教材リスト」に載っている教材の

けんさく い がい しょきゅう よう どっかい
データベース。タイトル検索以外に、「初級」用の「読解」

きょうざい ないよう けんさく
教材というように、「レベル」や「内容」からも検索でき

るようになっています。

ほか に ほん ご
他には、日本語

きょうざい しゅっぱんしゃ
教材 の 出版社 の

み ほうほう
ページを見る方法

しんかん
があります。新刊

あんない あたら
案内があるので新

きょうざい み
しい教材を見つけ

やすいこと、オン

きょうざい こう
ラインで教材を購

にゅう ば あい
入できる場合もあ

とくちょう
るのが特徴です。

スリーエーネットワーク

http : //www．３anet.co.jp/

に ほん ご しん に ほん ご き そ しょうかい
『みんなの日本語』や『新日本語の基礎』の紹介など。

えいぶん
英文ページもあります。

ぼんじんしゃ
凡人社オンライン

http : //www.bonjinsha.com/index-j.html

に ほん ご がくしゅうしゃようきょう か しょ し ちょうかく ほ じょきょうざい じ しょ
「日本語学習者用教科書」「視聴覚・補助教材」「辞書」

きょう し ようさんこうしょ わ
「教師用参考書」のカテゴリーに分かれています。

ALC BOOK CENTER

http : //www.alc.co.jp/new_bazaar/abc/index.html

に ほん ご がくしゅう に ほん じ じょう べつ
「日本語学習テキスト」「日本事情」などのカテゴリー別

になっています。

いっぱん と しょ さが
◆一般の図書を探す

に ほん しゃかい ぶん か ひろ ぶん や と しょ さが ば あい
日本の社会や文化などの広い分野から図書を探す場合

つぎ り よう
は、次のようなデータベースを利用することができます。

こくりつこっかい と しょかん
国立国会図書館Web-OPAC

http : //webopac２.ndl.go.jp/

こくりつこっかい と しょかん しょぞう わ しょ ようしょ
国立国会図書館が所蔵している和書、洋書のデータベー

なか たん ご ちょしゃ けんさく
ス。タイトルやその中の単語、著者などから検索できます。

と しょかんりゅうつう
TRC図書館流通センター「ブックポータル」

http : //www.trc.co.jp/trc-japa/index.asp

しんかんしょせきけんさく ねん がつ い こう しゅっぱん に
「新刊書籍検索」では、１９８０年１月以降に出版された日

ほん しんかんしょせき ちょしゃ ないようぶん や けんさく
本の新刊書籍が、タイトル、著者、内容分野などから検索

かんれんしょせきけんさく うんようちゅう ないよう
できます。「関連書籍検索」（テスト運用中）では、内容に

じ ゆう ぶんしょう れい げんだい に ほん わかものぶん か けん
ついての自由な文章（例：現代日本の若者文化…）から検

さく き ょ う しんかん しゅうかんあんない
索することができます。「今日の新刊」「週刊案内」のペー

ジもあります。

かいがい に ほん ご あたら きょうざい に ほん ご きょういくかんけい さんこうぶんけん じょう ず さが ほうほう おし
海外で、日本語の新しい教材や日本語教育関係の参考文献を上手に探す方法を教え

てください。

かいがい に ほん ご おし きょう し ちょくめん
このコーナーでは、海外で日本語を教えるときに、教師が直面

おも もんだい しつもん こた かたち どくしゃ
すると思われる問題をとりあげ、質問に答える形で、読者のみ

さんこう じょうほう ていきょう
なさんの参考になる情報を提供していきます。

Q
A
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に ほん ご きょういくかんけい ろんぶん さが
◆日本語教育関係の論文を探す

ぶんけんじょうほう さが
� 文献情報を探す

けんきゅう か だい さんこうぶんけん と しょ ざっ し
ある研究課題やテーマについて参考文献（図書、雑誌

ろんぶん さが ば あい つぎ べん
論文）を探したい場合には次のようなデータベースが便

り
利です。

こくりつこく ご けんきゅうじょ に ほん ご きょういく き かん し がっかい し けいさいろんぶんなどぶん
国立国語研究所「日本語教育機関誌・学会誌掲載論文等文

けん
献データベース」

http：//２０２．２４５．１０３．４１：５９１/

こくりつこく ご けんきゅうじょ に ほん ご きょういく しゅうしゅう に ほん ご きょう
国立国語研究所日本語教育センターが収集した日本語教

いくかんれん けんきゅうろんぶん ざっ し ろんぶん ぶんけん
育関連の研究論文（雑誌論文）のデータベース。文献のタイ

ちょしゃめい ざっ し めい けんさく おな
トル、著者名、雑誌名などで検索ができます。また、同じア

もん ぶ しょう か がくけんきゅう ひ ほ じょきんけんきゅう か だい
ドレスの「文部省科学研究費補助金研究課題データベース」

さいきん けんきゅうどうこう
からは、最近の研究動向をうかがうことができます。

に ほん ご きょういくがっかい に ほん ご きょういく けいさいろんぶんけんさく
日本語教育学会「日本語教育」掲載論文検索エンジン

http : //wwwsoc.nacsis.ac.jp/nkg/journal/j-search.htm

がっかい し に ほん ご きょういく けいさい ろんぶん
学会誌『日本語教育』に掲載された論文がタイトルから

けんさく き かん けいさいろんぶんいちらん
検索できます。また、「既刊の掲載論文一覧」のページと

もリンクしています。

ろんぶん けんさく ざっ し
論文タイトルでの検索はできませんが、雑誌ごとにど

ろんぶん けいさい しら つぎ
んな論文が掲載されたかを調べたいときは、次のデータ

べん り
ベースが便利です。

がくじゅつざっ し もく じ そくほう
NACSIS「学術雑誌目次速報データベース」

http : //www.nacsis.ac.jp/sokuho/index.html

に ほんこくない だいがく けんきゅう き かんはっこう がくじゅつざっ し もく じ じょうほう
日本国内の大学・研究機関発行の学術雑誌の目次情報の

だいがく だ
データベースです。××大学が出している「〇〇」という

ざっ し けいさい ろんぶん し べん り
雑誌に掲載された論文を知りたいというときには便利です

ざっ し み ば あい ふ む
が、どの雑誌を見てよいかわからない場合は不向きです。

こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい と しょかん しょぞうざっ し き よう
国際交流基金日本語国際センター図書館「所蔵雑誌・紀要

もく じ
目次ページデータベース」

http : //www.jpf.go.jp/j/urawa/j_library/indexsearch/

に ほん ご こくさい と しょかん しょぞう げん ご がく に
日本語国際センターの図書館が所蔵している言語学、日

ほん ご がく に ほん ご きょういくかんけい ざっ し き ようるい わ しょ ようしょ もく じ
本語学、日本語教育関係の雑誌・紀要類（和書、洋書）の目次

えつらん
ページをホームページ上で閲覧（PDFファイル）できるよ

に ほん ご きょういくかんけい ざっ し さが ひと
うにしたものです。日本語教育関係の雑誌を探したい人に

べん り
は便利です。

ざっ し しょざい さが
� 雑誌の所在を探す

じ ぶん よ ろんぶん ろんぶん しゅうろく
自分が読みたい論文のタイトルとその論文が収録され

ざっ し めい つぎ ざっ し
ている雑誌名がわかれば、次のデータベースでその雑誌

ざっ し しら
の所在を調べることができます。

そうごうもくろく けんさく
NACSIS Webcat 総合目録データベースWWW検索サービス

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

こくない だいがく けんきゅう き かん と しょかん しょぞう し りょう と
国内の大学・研究機関の図書館が所蔵している資料（図

しょ ざっ し み し りょう など
書、雑誌）のデータベース。見たい資料のタイトル等から

しょぞう と しょかん さが
所蔵する図書館を探すことができます。

ぶんけん て い
� 文献のコピーを手に入れる。

ぶんけんふくしゃ い らい し りょう も と しょかん ちょく せつ れん らく
文献複写依頼は、資料を持っている図書館に直接連絡

い らい ふ だんつか と
して依頼するのではなく、みなさんが普段使っている図

しょかん つう おこな いっぱんてき と しょかん
書館を通じて行うのが一般的です（くわしくは、図書館

し しょ ひと
の司書の人にきいてください）。

こくりつこっかい と しょかん しょぞう ざっ し
ただし、国立国会図書館が所蔵している雑誌について

こ じん もう こ ゆうりょう こくさいでん し ふくしゃ
は、個人でも申し込める有料の国際電子複写サービス

り よう き てい
（利用規定はhttp : www.ndl.go.jp/e/riyou/inter_photo.

さんしょう
html 参照）があります。

かいとう に ほん ご こくさい と しょかん か とうひさ え せんにん し しょ じょうほう たんとうしゃ
この回答は、日本語国際センター図書館の加藤久枝専任司書からの情報を担当者がまとめたものです。このコーナーで

しつもん ぼ しゅう
とりあげてほしい質問を募集しています。

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）

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の

結果について

昨年１２月３日（日）に国際交流基金と�
日本国際教育協会の共催で実施された、
２０００年度日本語能力試験の結果がまとま
りました。試験は日本国外３５の国・地域
の８２都市、日本国内６地域で実施され、
日本国外で１６０，２３５人（前年度比約２１％
増）、日本国内で４０，７８６人（同約１９％増）
が受験しました。
各級の受験者数、認定者数、平均点は、
別表のとおりです。

なお、２００１年度の試験は１２月２日（日）
に実施されることになりました。詳細は、
７月頃に下記までお問い合わせ下さい。
■日本国外の実施について：
国際交流基金関西国際センター試験課
〒５９８‐００９３大阪府泉南郡田尻町

りんくうポート北３‐１４

Tel：＋８１‐７２４‐９０‐２６０３
Fax：＋８１‐７２４‐９０‐２８０３
E‐Mail : jlptinfo@jpf.go.jp
ホームページ：
http : //www.iijnet.or.jp/jpf/
jlpt/contents/home.html

■日本国内の実施について：
財団法人日本国際教育協会
事業部試験課
〒１５３‐８５０３東京都目黒区駒場４‐５‐２９
Tel：＋８１‐３‐５４５４‐５２１５

＋８１‐３‐５４５４‐５２３５
ホームページ：
http : //www.aiej.or.jp/
index２.html

第６回海外日本語教育研究会「韓国の
高校における日本語教育」開催

平成１３年２月１７日（土）、国際交流基金
日本語国際センターで第６回海外日本語
教育研究会「韓国の高校における日本語
教育」が行われました。
研究会では、第１部で韓国の高校にお
ける日本語教育の現状が報告され、大学
入試との関わりや２００２年から施行される
第７次教育課程の内容とともに、ソウル
市内の高校の授業風景を映したビデオが
紹介されました。第２部では、「高校の
日本語教師を対象とした現職者研修」を
テーマに、ソウル日本語教育研究会の文
貞善さん、在韓国日本大使館公報文化院
の星亨さん（国際交流基金派遣専門家）、
当センター専任講師がそれぞれの組織で
行っている研修の概要と課題を発表しま
した。最後に、今後とも各組織の特色を
生かした研修や活動を進めると同時に、
情報交換や連携をより深めていくことが
提案されました。

当日は１００名以上の出席者があり、IT
化が進んだ授業の様子や多様な教師研修
プログラムなど今まで日本国内ではあま
り紹介されることがなかった情報に熱心
に耳を傾けていました。
この研究会の資料及び次回のお知らせ
は当センターのホームページに掲載され
ますので、ご興味をお持ちの方はぜひご
覧ください。

日本語国際センターの
２００１年度海外日本語教師研修

現在、国際交流基金日本語国際セン
ターでは、海外日本語教師長期研修生
（５８名）及び５月開始の海外日本語教師短
期研修生（４７名）が研修を受けています。
２００１年度に実施する研修は、次の１２研修
（招へい者４８０名）です。
開始月：研修名［期間］
５月：海外日本語教師短期研修（春期）

［２カ月］
７月：海外日本語教師短期研修（夏期）

［２カ月］、韓国高校日本語教師研
修［２カ月］、北米・英国初中等
日本語教師研修［３週間］

９月：海外日本語教師長期研修（９月
コース）［６カ月］、中国大学日本
語教師研修［２カ月］

１０月：外国人日本語教育指導者養成プロ
グラム［１年］

１１月：在外邦人日本語教師研修［１カ月］
１月：海外日本語教師短期研修（冬期）

［２カ月］、中国中等日本語教師研
修［２カ月］、オーストラリア・
ニュージーランド初中等日本語教
師研修［３週間］

３月：海外日本語教師長期研修（３月
コース）［６カ月］
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年末年始に、「日本語教育通信」編集
部あてに読者から、カラフルなお正月の
カードをいただきました。どうもありが
とうございました。電子メールによる年
賀状も届き、インターネットの広がりを
感じました。通信へのご意見、ご感想の
他にも、学校の様子など教えていただけ
れば、「読者から」のコーナーで紹介し
ます。教室の様子などを写した写真も歓
迎します。
今回の特集では、日本語国際センター
のホームページを取り上げました。掲示
板は利用者によって充実させていくペー
ジですので、ご協力お願いします。海外

日本語教育機関検索等も、随時最新の情
報に更新していきますので、情報提供を
お待ちしています。
さて１月号ではお正月の歌を紹介しま
したが、今回も万葉集から、早口歌を１首。

よ よ よ よ
淑き人の良しと吉く見て好しと言ひし

よし の よ よ
芳野吉く見よ 良き人よく見

昔のよい人がよいと言ってよく見た芳
野をよく見なさい。意味はこれだけです。
「よ」が８回も使われていて駄洒落のよ
うですが、おめでたい文字を使って、吉
野という土地を褒めたたえるための歌
だったそうです。今の吉野は桜の名所で、
４月にはたくさんの人が訪れます。（K）

＊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埼玉県さいたま市北浦和５‐６‐３６

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

『日本語教育通信』 第４０号
２００１年５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埼玉県さいたま市北浦和５‐６‐３６

The Japan Foundation

Japanese-Language Institute, Urawa

（6-36 Kita-Urawa 5 chome, Saitama-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
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（表紙イラスト：村井宗二） 古紙１００％再生紙使用

級別
受験者数（人）

A
認定者数（人）

B
認定率（％）
B／A

平均点
（４００点満点）

国

外

１級 ３４，２８６ １４，３１６ ４１．８ ２６４．４

２級 ４４，４３８ １６，９２６ ３８．１ ２２１．８

３級 ４８，５２８ １５，９８２ ３２．９ ２１３．１

４級 ３２，９８３ １４，０２６ ４２．５ ２２６．４

小計 １６０，２３５ ６１，２５０ ３８．２ －

国

内

１級 ２５，７１１ １２，９７６ ５０．５ ２７２．１

２級 ８，１４２ ３，９５４ ４８．６ ２３８．９

３級 ４，５３４ ２，６２３ ５７．９ ２５２．８

４級 ２，３９９ １，８１３ ７５．６ ２７４．４

小計 ４０，７８６ ２１，３６６ ５２．４ －

合 計 ２０１，０２１ ８２，６１６ ４１．１ －
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