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こと ば じ だい
言葉は時代とともに

はやし ま り こ
林 真理子

じょうひん こと ば
上品な言葉というのは、いったいどういうものをい

うのであろうか。

せいかつ わたし
がさつな生活をしている私にとって、これはかなり

なんもん
の難問である。

なんねん まえ か ぞくしゅっしん じょりゅう か じん でん き か
何年か前、華族出身の女流歌人の伝記を書いたこと

さい とうきょうやま て そだ じ た みと
がある。その際、東京山の手育ちを自他ともに認める

がくしゃ
学者から

じょうりゅうしゃかい つか に ほん ご
「これは上流社会の使う日本語ではない」

し てき う じょうひん す
という指摘を受けた。あまりにも上品過ぎるというの

たし し りょう しら めい じ
である。確かにそのとうりで、資料を調べると明治の

こうごう たた
皇后は、キセルをぽんと叩きながら、

まえ
「お前さん、そうじゃないかえ」

こと ば つか
などと、かなりくだけた言葉を使っていたらしい。け

ぶんしょう なんにん どくしゃ しん
れどもこれを文章にしたら、いったい何人の読者が信

ま ちが
じてくれるであろうか。やはり間違っているとわかっ

ていても、

なになに
「何々じゃないかしら」

だ め
「そうおっしゃっては駄目よ」

こと ば づか
という言葉遣いにしなくてはならないのである。

せんじつ めい じ ぶんごう あつか
つい先日も、明治の文豪を扱ったノンフィクション

よ めい じ じ だい じょがくせい は や
を読んでいたら、明治の時代、女学生たちが流行らせ、

おと な まゆ こと ば で
大人たちの眉をひそめさせる言葉が出ていた。

なになに
「何々してよ」

なになに
「何々なんだわ」

いま わたし み すた じょうひん こと ば
今の私から見れば、もう廃れかかった上品な言葉に

おも さいしょ なになに めいれい こうてい
思える。最初の「何々してよ」は命令ではなく、肯定

い かた ご び あ
の言い方である。語尾をやわらかく上げるのであるが、

いま つか ひと ほとん ふる
今はもう使う人は殆どいないだろう。それほど古めか

ていねい こと ば づか とう じ ひと
しい丁寧な言葉使いであるが、当時の人にしてみれば

こと ば こと ば ひ
とんでもないギャル言葉だったらしい。言葉は日ごと

か いま
に変わっている。しかし今はひどい。

せん ご に ほん みんしゅしゅ ぎ くに
戦後の日本の民主主義というのは、いや、どこの国

おな だんじょどうけん つよ お すす
でも同じだろうが、男女同権を強く推し進めてきた。

くに おとここと ば おんなこと ば
この国には、男言葉、女言葉というものがあったので

ふる ふうちょう
あるが、それは古めかしいことだという風潮だ。

い ぜんしょうせつ なか おとこ おんな かい わ とき しゅ ご
以前小説の中で、男と女を会話させる時、主語はい

らなかった。

おも
「いや、そうは思わないよ」

ま ちが
「それはあなたが間違っているわ」

おとこ おんな いま わか
どちらが男か女かすぐにわかった。けれども今の若

ひと おな こと ば つか おんなとも よ
い人たちは、ほとんど同じ言葉を使う。女友だちに呼

とき むかし ふう
びかける時、昔は「マリちゃん」という風に“ちゃん”

あい いま おんな こ
という愛らしいオマケをつけた。けれども今は女の子

みょう じ よ すて おんな ひと じょう
でも「ハヤシ」と苗字を呼び捨てにする。女の人が上

ひん こと ば しゃべ しょうせつ か く なん とき
品な言葉を喋らなくなった。小説家にとって苦難の時

しょうせつ か
である。 （小説家）
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８月に日本語国際センター副所長に就任いたしました。
１９８９年の開設以来、日本語教育関係者をはじめみなさまの
ご支援・ご協力を得て、築きあげてきた当センターの実績
をけがさないよう努力していきたいと存じますので、よろ
しくお願い申し上げます。
さて、当センターは、海外の日本語教師を主たる対象と
する研修、日本語教材開発・教材寄贈等を通じての教材充
実支援、内外の日本語教育事情の情報提供の３分野を柱に、
海外の日本語教育の基盤整備のため、さまざまな事業を展
開してきました。特に、研修事業については、開設以来６
千人を超える方々を受け入れてきました。読者のみなさま
の中にもすでに当センターに来られた方も多くいらっしゃ
ると思います。
１９９８年に行った海外日本語教育機関調査では、日本語学
習者数は約２１０万人、日本語教育機関数は１０，９３０機関、日
本語教師数２７，６１１人であり、５年前に比べ学習者数・教師数

は約３０％増、機関数は約６０％増と数の上ではそれぞれ大幅
に増加していますが、従来から言われている、近年の日本
語学習者数の急激な増大に対し各国における教師養成が追
いつかないという教師不足の問題は解消されていません。
また学習者の多様化に対応するため、各国の教育事情や
母語あるいは教育対象別等それぞれの現場環境に対応する
教材開発・教授法策定に対する支援が求められています。
他方、教育機材としては、コンピュータの活用が近年激増
しており、当センターでも、インターネットによる教材・
教授法などの情報提供や日本語教師間の情報交流、連携強
化の場の提供をより充実させていきたいと考えています。
このように、当センターが行わなければならない事業は、
従来にもまして増大しており、加藤秀俊所長以下専任講
師・職員全員、力をあわせて日本語教育の発展のため努め
てまいりますので、みなさまのますますのご指導・ご助言
を重ねてお願いいたします。

新任のごあいさつ
国際交流基金
日本語国際センター副所長

榊原 通紀（さかきばら みちのり）

次 日本語教育通信 第４１号／２００１年９月 NIHONGO-KYŌIKU TSŪSHIN No.41/Sep 2001
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1 おも もくてき
主な目的

ほんやく つうやくしゃ い ぶん か かん
翻訳・通訳者は異文化間コミュニケーションにおいて、

ちゅうかい やく つと じ ぶん かんが た にん か
仲介の役を務めている。自分の考えではなく、他人の書

はな こと げん ご つた
いたことや話したことを異なる言語によって伝えるため、

こう ど ご がくりょく りょうぶん か かん ち しき
高度な語学力はもちろん、両文化に関する知識、それに

やく のうりょく ぎ じゅつ もと み
訳す能力、および技術が求められている。それらを身に

つ ほんやく つうやくきょういく しゅもくひょう ようせい
付けるのが翻訳・通訳教育の主目標であり、養成プログ

がくしゅうもくてき
ラムの学習目的となっている。

2 ほんやく つうやくしゃ ようせい
翻訳・通訳者の養成プログラム

こくりつげん ご だいがく なが れき し も き ぼ おお
モスクワ国立言語大学には、長い歴史を持つ規模の大

ほんやくつうやくせんこう がく ぶ に ほん ご ほんやく つうやくしゃ
きな翻訳通訳専攻の学部がある。日本語翻訳・通訳者の

ようせい だいがく に ほん ご かっ か せつりつ
養成プログラムは、この大学に日本語学科が設立された

ねん じっ し
１９９０年から実施された。このプログラムはナショナルス

もと かいはつ に ほん ご ほか
タンダードに基づいて開発されたもので、日本語の他に、

とくしゅ に ほん ご ほんやく つうやく か てい に ほんぶん か けんきゅう か てい ふく
特殊な日本語翻訳・通訳課程や日本文化研究課程が含ま

そうごうてき きょういく おこな おお とくちょう
れており、総合的な教育が行われているのが大きな特徴

である。

きょういく き かん ねんかん がくしゅう おも ない
教育期間は５年間で、コースデザイン、学習の主な内

よう じゅぎょう じ かん か ひょう とお
容、授業時間は下表の通りである。

たいしょうしゃ さい だいがくせい ひと がくせいにんずう
対象者は１７～２３歳の大学生で、１クラスの学生人数は

めい に ほん ご がっ か きょういく めい
５～８名である。日本語学科の教育スタッフは１０名（１

めい に ほんじん こう し ぜんいん に ほん ご きょういくけいけん なが
名は日本人のパート講師）で、全員日本語教育経験が長

ほんやく つうやく けいけん かくきょう し ひと がくねん に
く、翻訳・通訳の経験もある。各教師は１つの学年の日

ほん ご じゅぎょう し どう とも ほか せんもん か もく たんとう
本語授業を指導すると共に、他の専門科目も担当してい

こく りつ げん ご だい がく
モスクワ国立言語大学における

ほん やく つう やく しゃ よう せい
翻訳・通訳者の養成

こくりつげん ご だいがく つうやくほんやくがく ぶ に ほん ご がっ か がっ か ちょう
ロシア モスクワ国立言語大学 通訳翻訳学部 日本語学科学科長

ミーシナ マリーナ

きょう いく じっ せん ほん やく つう やく しゃ よう せい
教育実践レポート●１７翻訳・通訳者養成

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。

か てい
課 程

に ほん ご
日 本 語

に ほんけんきゅう
日本研究

か もく
科 目

に ほんげん ご がく
日本言語学

に ほん ご
日本語

に ほん じ じょう
日本事情

じゅ ぎょう
授 業 こう ぎ

講義・ディスカッション・

ろんぶんはっぴょうかい
論文発表会 えんしゅう

演習 こう ぎ
講義・ディスカッション・

ろんぶんはっぴょうかい
論文発表会

がく ねん
学 年

ねんかん じ かんすう
年間時間数

ないよう
内容

ねんかん じ かんすう
年間時間数

ないよう
内容

ねんかん じ かんすう
年間時間数

ないよう
内容

１ ３８
おんせいがく
音声学 ５７０ しょきゅう ぶんぽう かん じ ご い

初級の文法・漢字・語彙

どっかい ちょうかい かい わ さくぶん
読解・聴解・会話・作文

７６
に ほん れき し ち り けいざい
日本の歴史、地理、経済

２ ７６
ぶんぽうろん
文法論 ６０８ ちゅうきゅう ぶんぽう かん じ ご い

中級の文法・漢字・語彙

どっかい ちょうかい かい わ さくぶん
読解・聴解・会話・作文

７６
に ほんぶん か に ほんじんろん
日本文化、日本人論

３ ７６
ご い がく ぶんたいろん
語彙学、文体論 ３８０

ちゅうきゅう じょうきゅう どうじょう
中級～上級 同上

４ ２２８
じょうきゅう どうじょう
上級 同上 ７６

に ほんぶんがく し
日本文学史

５ １１２
じょうきゅう どうじょう
上級 同上 ５６

に ほんぶんがく し
日本文学史

ごう けい
合 計

じ かんすう
時間数 １９０ １，８９８ ２８４

か てい
課 程

ほん やく つう やく
翻 訳・通 訳

か もく
科 目

に ほん ご ほんやく つうやくろん
日本語翻訳・通訳論

わ ろ ほんやく
和露翻訳

ろ わ ほんやく
露和翻訳

つうやく
通訳

じゅ ぎょう
授 業 こう ぎ

講義・ディスカッション・

ろんぶんはっぴょうかい
論文発表会 えんしゅう

演習
えんしゅう
演習

えんしゅう
演習

がく ねん
学 年

ねんかん じ かんすう
年間時間数

ないよう
内容

ねんかん じ かんすう
年間時間数

ないよう
内容

ねんかん じ かんすう
年間時間数

ないよう
内容

ねんかん じ かんすう
年間時間数

ないよう
内容

１

２

３
７６

わ ろ ほんやく
和露翻訳

つうやくとくちょう
通訳特徴

１５２
ほんやく
翻訳

き そ れんしゅう
基礎練習

４ ７６ せんもんぶん や
専門分野

ほんやく
翻訳

１１４ せんもんぶん や
専門分野

ほんやく
翻訳

９６ ちゅうかい ちく じ つうやく
仲介・逐次通訳

しょうかい ほうこく かい ぎ
（ガイド・紹介・報告・会議など）

５ ５６ せんもんぶん や
専門分野

ほんやく
翻訳

１１２ せんもんぶん や
専門分野

ほんやく
翻訳

１１２
ちゅうかい ちく じ つうやく
仲介・逐次通訳

ざ だんかい
（スピーチ・座談会・インタ

こうしょう かんこう
ビュー・交渉・観光など）

ごう けい
合 計

じ かんすう
時間数 ７６ ２８４ ２２６ ２０８
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じゅぎょうたんとう うちわけ めい ほんやく めい に ほん ご けんきゅう
る（授業担当の内訳は４名が翻訳、２名が日本語研究、

めい つうやく めい に ほんげん ご がく めい に ほん ご ほんやく つう
２名が通訳、１名が日本言語学、１名が日本語翻訳・通

やくろん かく めい きょう し うけ も
訳論）。各クラスは３～４名の教師が受持つため、チー

ひつよう かく か もく じゅぎょう まな
ムティーチングが必要となっている。各科目の授業で学

ほか じゅぎょう い なに
んだことを、他の授業でどうやって活かしていくか、何

ちゅう い しゅうちゅう はな あ きょういく
に注意を集中すべきかなどを話し合っている。教育ス

ぜんいんあつ かく きょういくじょう もんだいてん きょう
タッフは全員集まって、各レベルの教育上の問題点、教

じゅほう し ようきょうざい はな あ ほんやく
授法、使用教材などについて話し合ったりする。翻訳・

つうやくがく ぶ きょうじゅ い いんかい ひら かい ぎ さん か はっぴょう
通訳学部の教授委員会が開く会議にも参加し、発表する

おお
ケースも多い。

3 ほんやく きょういく
翻訳の教育

ほんやく きょういく ちゅうきゅう ねんせい はじ に ほん
翻訳の教育は中級レベル（３年生）から始まり、日本

ご じゅぎょう へいこう おこな がくしゅうもくてき おし かた
語の授業と並行して行われているが、学習目的や教え方

ちが に ほん ご じゅぎょう
には違うものもある。日本語の授業はコミュニカティブ

ほうほう おも きょうじゅほう しゅようきょうざい に ほん
な方法が主な教授法となっているが、主要教材は日本で

しゅっぱん きょう か しょ に ほん ご しょ ほ そうごう に ほん ご ちゅうきゅう
出版された教科書（「日本語初歩」、「総合日本語中級」、

げんだい に ほん ご べつじょうきゅう まな
「現代日本語コース」Vol．３～４、「テーマ別上級で学

に ほん ご かい わ さくぶん じゅぎょう
ぶ日本語」など）で、会話・作文などの授業にはロシア

ご つか ぶんぽう どっかい ちょう
語を使わないようにしている。しかし、文法・読解・聴

かい じゅぎょう やく れんしゅう れんしゅう もく
解の授業では訳す練習をすることがある。この練習の目

てき やく のうりょく そだ に ほん ご ご
的は訳す能力を育てることではなく、日本語とロシア語

ぶんぽう ひょうげん たん ご ひ かく とお に ほん ご り かい ふか
の文法・表現・単語の比較を通して、日本語の理解を深

めるということである。

いっぽう ほんやくかつどう しゅようもくひょう げんぶん ほか げん ご
一方、翻訳活動の主要目標は、原文を他の言語によっ

せいかく かんぜん ひょうげん ない
て正確に完全に表現するということである。そのため内

よう げんぶん けいしきてきとくちょう ご く い まわ こう
容はもちろん、原文の形式的特徴（語句、言い回し、構

ぶん ぶんたい つた じゅう し
文、文体）まで、いかに伝えるかを重視しなければなら

ない。

に ほん ご ご げん ご こうぞう いちじる こと
日本語とロシア語は言語構造が著しく異なる。よって

やく のうりょく き そ お だいいち だんかい ご
訳す能力の基礎を置く第一の段階においては、ロシア語

やく こうぶん ぶんけい ぶんせき やく かた がく
にはない訳しにくい構文・文型などの分析・訳し方が学

しゅう じゅうてん きょうざい ちゅうきゅうよう に ほん ご
習の重点となっている。教材としては、中級用の日本語

に ほん しんぶん で むずか ちい き
のテキストや日本の新聞に出ている難しくない小さな記

じ つか ないよう さいしょ だんかい に ほん じ じょう に ほん せ
事を使う。内容は最初の段階から、日本事情、日本や世

かい わ だい しょうかい げんぶん えら じゅぎょう
界で話題になっていることを紹介する原文を選び、授業

ど りょく
をよりおもしろくするように努力している。

じょうきゅう けいざい せい じ しゃかい ぶん か か がく ぎ じゅつ
上級クラスでは経済・政治・社会・文化・科学技術・

かくせんもんぶん や ほんやく れんしゅう
ビジネスなどの各専門分野のテキストの翻訳の練習をし

てき こと げんぶん やく ちから そだ
ている。ジャンル的に異なる原文を訳す力を育てるため

こうこく せつめいしょ かいせつ こうしきがいこうせいめい
に、広告・説明書から解説・コミュニケ（公式外交声明）・

けいやくしょ さまざま ぶんしょう きょうざい つか
契約書まで、様々な文章を教材として使っている。

に ほん ご ご やくわり おお
日本語はロシア語よりコンテキストの役割が大きく、

ひょうげんこうぞう い み こうぞう はな げん ご
表現構造と意味構造がかなり離れている言語である。そ

い み だいひょうてき えら に ほんじんろん に ほんじん
の意味で代表的なテキストを選んで、日本人論、日本人

かんが かた とくゆうりん り ち しき ふ
の考え方、特有倫理についての知識を増やす。

かく がくしゅう ほんやく げんぶん で
各テーマの学習は、翻訳する原文に出てくる、キーに

あたら たん ご ひょうげん どうにゅう はじ ご がくせい
なる新しい単語・表現の導入から始まり、その後、学生

げんぶん め とお
は原文に目を通して、そのテーマ、ジャンル、アイディ

ぶんたい に ほん ご とう ぎ つぎ もくどく
ア、文体などを日本語で討議する。次にテキストを黙読

こうとう やく ほんやく し けん ば
しながら口頭で訳す。翻訳そのものはテストや試験の場

あい のぞ しゅくだい ぶんりょう じ
合を除いて、宿題としてやっている（分量は１，０００字くら

かくしゅ じ てん つか たん ご ちょう つく たん ご
い）。また、各種の辞典を使いながら単語帳を作り、単語

い み ほか つか かた やく かた ちゅう い む
の意味の他に、その使い方・訳し方にも注意を向ける。

じゅぎょう がくせい つく ほんやくぶん ぶんせき おこな よ
授業では学生が作った翻訳文の分析を行い、その良い

てん ま ちが ぜんいん はな あ
点や間違いについて、クラス全員で話し合う。このよう

し どうほうほう げんぶん ちか せいかく ほんやく
な指導方法によって、原文により近く、より正確な翻訳

のうりょく やしな どう じ ご ひょうげんりょく たか
の能力が養われると同時に、ロシア語の表現力をも高め

ている。

ろ わ ほんやく じゅぎょう ねんせい
露和翻訳の授業は、４年生のクラスからスタートし、

ご に ほんじんこう し し どう わ ろ ほんやく たんとう
ロシア語ができる日本人講師が指導し、和露翻訳を担当

じんこう し きょう
するロシア人講師とチームティーチングをしながら、共

つう ろ ぶん おも しんぶん で に
通のテーマの露文（主にロシアの新聞などに出ている日

ほん き じ ろんぶん ないよう ぜんいん
本についての記事・論文など）の内容を、クラス全員が

に ほん ご はな あ やく れんしゅう に ほん ご のうりょく
日本語で話し合ったり訳す練習などをして、日本語能力

ほんやく の
や翻訳スキルを伸ばす。

そつぎょうろんぶん ねんせい げん ご
卒業論文としては、５年生はそれぞれのテーマ（言語

がく ほんやく つうやくろん に ほんけんきゅう けんきゅう
学、翻訳・通訳論、日本研究など）を研究して、そのテー

かん ほんやくぶん じ ぶん つく
マに関する翻訳文（３０～４０ページ）を自分で作り、それ

けんきゅうろんぶん あ ていしゅつ
を研究論文と合わせて提出することになっている。

4 つうやく きょういく
通訳の教育

つうやく じゅぎょう ねんせい おこな ちゅう
通訳の授業は４、５年生のクラスで行われており、仲

かい ちく じ つうやく じゅうてん お どう じ つうやく だいがくきょういく
介・逐次通訳に重点を置いている（同時通訳は大学教育

ふく
のプログラムに含まれていない）。

つうやくしゃ で き ようきゅう ほん
通訳者に出来ること、要求されることは、そもそも翻

ねんせい ろんぶんはっぴょうかい
５年生 論文発表会

4



やく べつ じ かんてき せいやく なか はつげん しゅ
訳とは別のものである。時間的な制約の中で、発言の主

し ば じょうほうてき か ち も すべ
旨や、その場での情報的な価値を持つもの全てを、いか

はや こと げん ご つた つうやく だいいち か だい
に早く異なった言語で伝えるかが通訳の第一の課題と

いちれん こうどう き り かい はんだん
なっている。一連の行動（聞きながら理解・判断すると

とも き おく どう じ おこな
共に、記憶しメモをとる）を、ほぼ同時に行わなければな

こう ど げん ご うんようのうりょく ちゅう い りょく しゅうちゅう
らないため、高度な言語運用能力のほかに注意力・集中

りょく たか き おくりょく はんのうのうりょく つよ もと
力・高い記憶力・反応能力などが、強く求められる。こ

み つ とくべつ くんれん ひつよう
れらを身に付けるのに特別な訓練システムが必要である。

に ほん ご がっ か そうごうてき くんれん め ざ きょう
日本語学科では、このような総合的な訓練を目指す教

じゅほう かいはつ ねん こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい
授法が開発され、１９９４年に国際交流基金日本語国際セン

きょうりょく なか
ターの協力により、フェローシッププログラムの中で

ちゅうきゅう わ ろ ろ わ つうやく きょう か しょ さくせい
「中級における和露・露和通訳」という教科書が作成さ

し はんきょうざい つ い らい ねん
れた（市販教材、カセットテープ付き）。以来、４、５年

せい きょうざい ちゅうしん じゅぎょう しゅう かい かく
生のクラスではこの教材を中心とした授業を週２回、各

じ かんおこな
２時間行っている。

つうやく たいしょう おお かんこう
テーマは、通訳の対象となることの多いガイド・観光・

しょうかい ほうこく かい ぎ ざ だんかい
紹介・報告・会議・スピーチ・座談会・インタビューな

ほんぶん いろいろ つうやく ぎ じゅつれんしゅう
どである。本文のほかに色々な通訳技術練習もある。

かく がくしゅう き れんしゅう はじ ほんぶん で
各テーマの学習は、聞く練習から始まる。本文に出て

おも たん ご ひょうげん こ ゆうめい し すう じ
くる主なキーワード（単語・表現・固有名詞・数字）を

き やく つぎ いち ど お
聞きながらポーズのところで訳し、次にもう一度終わり

ご き こと ば で じゅんじょどお く かえ やく
まで７語ずつ聞いて、言葉の出た順序通りに繰り返し訳

き そ れんしゅう ちゅう い りょく き おくりょく たか
すという、基礎練習である。これは注意力や記憶力が高

どう じ しん ご し ぜん み こう か
まると同時に、新語も自然に身につく効果がある。

つぎ ほんぶん で き ひょうげん い まわ き
次に本文に出てくる決まり表現・言い回しなどを聞い

やく あと ただ ろ やく き
て、ポーズのところで訳した後で、正しい露訳を聞き、

に ほん ご やく くんれん れんしゅうほうほう に
また日本語に訳す訓練をする。このような練習方法は日

ほん ご たいおうりょく はんのうのうりょく とも ご ひょうげんのうりょく
本語への対応力・反応能力と共に、ロシア語表現能力も

の
伸ばす。

さら ほんぶん き ようてん か と じょう
更に、本文を聞きながら要点をノートに書き取り、情

ほうてき か ち も えら れんしゅう あと ほんぶん
報的な価値を持つものを選ぶ練習をする。その後で本文

かくぶん かくせつ やく しゅくだい
の各文・各節をそれぞれのポーズのところで訳す。宿題

ほんぶん き と どう じ く
としては、本文を聞きながらテープを止めず同時に繰り

かえ れんしゅう どう じ つうやく れんしゅう し じ ほうほう
返す練習、同時通訳する練習を指示している。この方法

き はな しゅうちゅうりょく ご
により、「聞きながら話す」スキル、集中力、ロシア語

ひょうげんのうりょく はや はな ちから やしな
表現能力、速いスピードで話す力などが養われる。

つぎ だんかい がくしゅう つか
次の段階では、その学習テーマのジャンルによく使わ

に ほん ご ぶんけい い まわ こうぶん とく ご
れている日本語の文型、言い回し、構文、特にロシア語に

やく つか かた やく かた れんしゅう
訳しにくいパターンの使い方・訳し方の練習をするが、こ

かたち おこな ひと り がくせい れい
れはペアワークの形で行う。１人の学生が例にならって

に ほん ご ぶん つく ご やく あい て がく
日本語の文を作り（またはロシア語から訳し）、相手の学

せい に ほん ご ご やく ぜんいん どう じ
生は、その日本語をロシア語に訳す。クラス全員が同時

れんしゅう で き じゅぎょう
に練習出来るため、授業はインテンシブなものになる。

し ごと こうしき ば おこな おお つうやくしゃ けい
仕事が公式の場で行われることの多い通訳者には、敬

ご ひょうげんのうりょく つよ もと さん
語表現能力が強く求められる。コミュニケーションの参

か しゃ ば じょうきょう けい ご ひょうげん つか わ つか
加者やその場の状況により、敬語表現の使い分け、使い

かた やく かた くんれん め ざ ば めんれんしゅう かく べんきょう
方、訳し方の訓練を目指す場面練習も各テーマの勉強の

じゅうてん とく ちゅうかいつうやく れんしゅう
重点となり、特に仲介通訳を練習するロールプレイに、

がくせい きょう み あつま
学生の興味が集まる。

さい ご やく すべ もと ちく じ つうやくれんしゅう
最後は、訳すスキル全てを求める逐次通訳練習のコン

め ざ やく がくしゅう ひょうげん
トロールを目指す。訳すテキストには、学習した表現の

も こ ないようてき まった あたら
ほとんどが盛り込まれているが、内容的には全く新しい

わ ぶん ろ ぶん がくせい つうやく げん ば ちか
和文・露文となっており、学生には通訳の現場に近いと

じっかん れんしゅう かさ じ しん
いう実感がある。このような練習を重ねながら、自信を

も つうやく と く のうりょく やしな
持って通訳に取り組む能力を養っている。

5 こん ご か だい
今後の課題

げんざい い ぜん けいけん あき もんだいてん けんきゅう
現在は、以前の経験や明らかになった問題点・研究をま

かく か もく きょういく いっそうきょう か
とめて、各科目の教育コーディネーションを一層強化し、

そうごうてき きょうじゅ きょうざい せいさく か だい と く
総合的な教授・教材システムを制作する課題に取り組ん

とく ちゅうきゅうようほんやくきょうざい かいはつ じょうきゅう
でいる。特に中級用翻訳教材を開発し、上級レベルにお

つうよう じつりょく の そうごうてき ほんやく
けるプロとして通用する実力を伸ばす、総合的な翻訳・

つうやくきょうざい さくせい ひつよう てん
通訳教材を作成する必要がある。その点ではカリキュラ

み なお ひつよう きょうざいさくせい じつげん
ムも見直す必要がある。この教材作成のプランが実現す

ほんやく つうやくしゃようせい いっそう きょう か
れば翻訳・通訳者養成の一層の強化になるであろう。

教育実践レポート●１７翻訳・通訳者養成

ねんせい
５年生 ロールプレイ

ねんせい
５年生 ペアワーク
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第１７回�

会話能力の測定�
京都外国語大学教授　鎌田　修�

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。今回のテーマは会話能力の測定です。�

１．日本語が話せるということ

日本語が話せるということはどういうことでしょうか。

日本語の発音ができる、日本語の単語を知っている、日

本語の文法を知っている等々、色々な条件をあげること

ができますが、しかし、それで本当に十分なのでしょう

か。今でも世界中の多くの外国語教育の場で行われてい

るダイアローグの丸暗記などは、はたして、その言語の

会話能力があるということを保証するものなのでしょう

か。ただ話せればいいというのであれば、訓練を積んだ

オウムや九官鳥にもできることになります。

会話は話し手と聞き手相互のインタラクションからな

り、決して一方通行の言語行為ではありません。また、

そのインタラクションは何らかの目的（タスク）を果た

すために実行されるのであり、無目的に行われるのでは

ないということも事実です。つまり、私たちの生活は言

語を媒介とした様々な言語活動（言語生活）から成り立っ

ていて、それを満たすために言葉を発するのだと考えら

れます。したがって、日本語ができるということは日本

語を媒介とした言語活動が遂行できる能力であり、その

口頭面の能力を日本語の会話能力と定義づけることがで

きるでしょう。

コミュニケーション能力（communicative compe-

tence）という用語が使われるようになって３０年近く経

ち、その意味するところもずいぶんはっきりしてきたと

思います。Canale & Swain（１９８０等）のモデルに従う

と、それは�文法能力（grammatical competence）、�
社会言語学的能力（sociolinguistic competence）、�談
話能力（discourse competence）、�方略能力（strategic
competence）からなるということですが、上に述べた

口頭面における「言語生活遂行能力」という会話能力観

はこのモデルを具体化しただけでなく、さらにそれを包

括的に捉えたものです。なぜなら、どのような言語もそ

の言語文化に対するしっかりした認識なしには適切な使

用は難しいからです。

２．会話能力の測定：OPIの場合

私が日本語を教え始めた７０年代中ごろは、会話テスト

として、まだ、ダイアローグの暗誦を課したり学習した

語彙や文型が使えるかどうかを調べるのが一般的でした。

何かの絵（例、部屋の構造）を記述させるタスク形式の

ものもありはしましたが、先に述べたような包括的な会

話能力観に立ったテストはまだ生まれていませんでした。

このような状況は今でも変わらず、日本語能力検定試験

においても会話能力の測定はいまだ開発中の段階で実現

はされていません。

こういう現状の中、ここで、私が紹介をする会話能力

測定は米国外国語教育協会（ACTFL）が開発し、実用

化されているＯＰＩという面接による会話能力テストで

す。ＯはOral（口頭）、ＰはProficiency（外国語熟達度）、

ＩはInterview（面接）、つまり、面接方式による外国語

の熟達度測定です。このテストには前に述べたような包

括的な言語能力観に基づき、また、汎言語的に通用する

とされる外国語能力規定（以下「ガイドライン」）があ

り、それを基に被験者の能力（熟達度）判定を行います。

このガイドラインは初級～超級の４段階の能力尺度か

らなり（上の能力は下の能力を含むという考えから）超

級→初級の順で述べると次のように説明できます。

超級（Superior）：意見の裏付けができ、仮説が立てら

れる。具体的な話題も抽象的な話題も議論できる。言語

的に不慣れな状況にも対応できる。（例；無実の表明、

環境政策批判、幼児の説得、専門的テーマの講義）

上級（Advanced）：主な時制／アスペクトを使って叙

述、描写できる。複雑な状況に対応できる。（例；故郷

紹介、交通事故の報告・処理、病状説明、隣人への苦情、

値切り）

中級（Intermediate）：自分なりに言語が使え、よく知っ

ている話題について簡単な質問や答えができる。単純な

状況や、やりとりに対処できる。（例；買い物、道案内、

ホテルの予約、デートの約束、スケジュールを立てる）

初級（Novice）：決まり文句、暗記した語句、単語の羅

列、簡単な熟語でのみコミュニケーションができる。

（例；挨拶、名前・時間・値段・年齢などを言う）

ここで注意を要するのは、ここでいう「初級～超級」

とは、一般の教育機関、教科書などで使用されているそ

れらの用語とは全く関係がないことです。ここに見る能
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力判定は「Ｘ教科書でＹ時間学習したから○○級だ」と

いうのではなく、どういう言語活動が遂行できるかとい

う、言語の機能面に焦点を当てているのです。もちろん、

語彙、文法などを知らずして言語活動の遂行はできませ

んが、文法能力は外国語能力の一部にすぎないという認

識です。というより、このガイドラインではコミュニケー

ション能力がそうであるように、社会言語学的能力など

の運用能力を文法能力と同等に扱います。つまり、�ど
�

の
�

よ
�

う
�

な
�

言
�

語
�

活
�

動
�

（機能・タスク）を、�ど
�

の
�

よ
�

う
�

な
�

場
�

面
�

（コンテクスト）で、�ど
�

の
�

よ
�

う
�

に
�

（正確さ）、そして、

�ど
�

の
�

よ
�

う
�

な
�

談
�

話
�

の
�

型
�

として遂行できるのかということ

を問題にしています。これをガイドラインの４大構成要

素と言います。それらを簡単に説明すると次のようにな

ります。

�機能・タスク遂行能力：機能とは言語活動そのものの

目的、例えば、要求、感謝、記述、説得等抽象的な概念

で、それを具体化したもの（休暇の請求等）がタスク。

固定化、習慣化したストレートな機能・タスクほど遂行

しやすく、予期できない出来事等、よじれを伴うものほ

ど難しくなる。

�場面・内容処理能力：言語活動の場面と話題そのもの。

話者自身を軸とし、見知らぬ人、目上の人に話すなど、

心理的、社会的距離が広がれば広がるほど処理が難しく

なる。

�正確さ生成能力：文法、語彙、発音、社会言語的能力、

語用論的能力、流暢さの要素からなる。話者自身にしか

通じない正確さから、目標言語を母語とする人に問題な

く通じるレベルまでを想定。

�談話構成能力：単語から複段落にいたるまでの明確な

伝達機能を持った言語の単位。言語活動の表面的な言語

形式。

上に述べたことは、次のように図示することができます。

この図は外国語能力と水泳の能力とを比喩的に示した

ものですが、能力があればあるほど、遠く、広く、また、

深く話せる（泳げる）ということを意味します。

３．会話能力の判定

ＯＰＩは最大３０分という限られた時間内に被験者とで

きるだけ自然な会話を行い、その間に被験者がど
�

の
�

レ
�

ベ
�

ル
�

の
�

言
�

語
�

活
�

動
�

を
�

ど
�

の
�

レ
�

ベ
�

ル
�

の
�

表
�

現
�

で
�

、
�

ど
�

れ
�

ほ
�

ど
�

遂
�

行
�

で
�

き
�

る
�

か
�

を調べます。図１を利用すると、まず、被験者にそ

もそも対話ができるのかどうか（中級レベルに入れるか

どうか）を調べ、その能力があると分かれば、さらにど

の辺りまで行けるかという上限探しを行います。その過

程において無理が生じ、例えば、人物説明などがうまく

できず、言語的挫折を起すと分かれば、もう一度、無理

のないレベル（下限探し）に戻します。このような上限

探しと下限探しをいろいろなタスクに対して繰り返し、

もっとも安定したレベルを探し出します。大抵の場合、

仮測定が終わってその段階でロールプレイを行います。

その目的は、面接の場にできるだけ実際の言語活動場面

を持ち込み、例えば、デパートなどを想定し本当に買い

物ができるのかということを確かめます。そして、締め

くくります。この作業は次のように図示できます。

図２ ＯＰＩの形式：

ウォームアップ → 下限探し ←（繰り返す）→

上限探し → ロールプレイ → ワインドダウン

面接はテープレコーダに録音し、テストの後もう一度

聞き直し、ガイドラインに照らし合わせて能力レベルの

決定を行います。初級、中級レベルの話者には１５分位、

上級、超級話者には２５分から３０分かかるのが普通です。

水泳力を調べる場合も同じで、上級のスイマーに初級レ

ベルの課題を与えても意味がありません。また、本当の

プールで調べるのではなく、畳の上で泳げるかどうか調

べるのも無意味です。ＯＰＩも、被験者の大体の能力レ

ベルをできるだけ早く見つけ出し、それを絞り込んで最

終的な判定を出す必要があります。詳しくは私の行った

インタビュービデオ（『日本語教授法ワークショップビ

デオ』）を見て下さい。ＯＰＩは日本語教育に大いに応

用できる面を持っていますが、それについてここで述べ

ることはできませんので、それも参考文献をご覧になっ

て下さい。

図１ 「言語活動のプールとその構成」

意見の裏付けがで
き、仮説が立てられ
る。具体的な話題も
抽象的な話題も議
論できる。言語的に
も不慣れな状況に
対応できる。
……………

例；無実の表明、環
境政策批判、幼児
の 説 得、専 門 的
テーマの講義

主な時制／アスペク
トを使って叙述、描
写できる。複雑な状
況に対応できる。
……………

例；故郷紹介、交通
事故の報告・処理、
病状説明、隣人へ
の苦情

自分なりに言語が
使え、よく知ってい
る話題について簡
単な質問や答えが
できる。単純な状況
や、やりとりに対処
できる。
……………

例；買い物、道案内、
ホテルの予約、デー
トの約束、スケジュ
ールを立てる

決まり文句、暗記し
た語句、単語の羅
列、簡単な熟語で
のみコミュニケー
ションができる。
……………

例；挨 拶、名 前・時
間・値段・年齢など
を言う

日本語・日本語教育を研究する

鎌田修・川口義一・鈴木睦（２０００）『日本語教授法ワー
クショップ増補版』凡人社（１９９６にビデオあり）
牧野成一、鎌田修他（２００１）『ACTFL－OPI入門』アルク
Canale, M. and Swain, M．（１９８０）”Theoretical
Bases of Communicative Approaches to Sec-
ond Language Teaching and Testing," Applied
Linguistics １：１－４７．
Omaggio－Hadley, A．２００１．Teaching Language in
Context．（３rd ed．） Boston : Heinle & Heinle.
Swender, E. ed．（１９９９）ACTFL Oral Proficiency
Interview Tester Training Manual, Hastings－
on－Hudson, NY : ACTFL.

基本的な参考文献

談 話 構 成
能 力

正 確さ生 成
能 力

場面・内容処理
能 力

機能・タスク遂行
能 力

超級（Superior）
超むずかしい

上級（Advanced）
むずかしい

中級（Intermediate）
まあまあ

初級（Novice）
へっちゃら

下中上下中上下中上
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ぞく きょう か しょ つく へいせい ねん がつ かんこう
『続 教科書を作ろう』は、平成１１年３月に刊行した

きょう か しょ つく ぞくへん きょう か しょ つく
『教科書を作ろう』の続編です。『教科書を作ろう』

ぞく きょう か しょ つく かいがい ちゅうとうきょういくだんかい
『続 教科書を作ろう』は、海外の中等教育段階での

に ほん ご きょういく し えん もくてき き かく せいさく
日本語教育を支援することを目的として企画・制作さ

に ほん ご きょういく もくてき がくしゅう じ かん がくしゅうかんきょう
れました。日本語教育の目的、学習時間、学習環境な

こと くに ち いき じ じょう あ きょうざい
どが異なる国や地域で、それぞれの事情に合った教材

さくせい さんこう り よう そ ざい
を作成するときに参考にしたり利用したりできる素材

しゅう そ ざいしゅう つか がくしゅうしゃ む り たの
集です。この素材集を使って、学習者が無理なく、楽

に ほん ご まな きょうざい かいはつ き
しく日本語を学べるような教材が開発されることを期

たい
待しています。

ぞく きょう か しょ つく
１．『続 教科書を作ろう』とは

ぞく きょう か しょ つく きょう か しょ つく おな きょうざい つく ひつよう ぶ ぶん と だ つか
『続 教科書を作ろう』は、『教科書を作ろう』と同じように教材を作るとき、必要な部分を取り出して使ったり、こ

れいぶん い か ほんやく じ ゆう つか そ ざいしゅう
とばや例文を入れ替えたり、翻訳したりして、自由に使うことができる素材集です。

がいよう
＜概要＞

ぞく きょう か しょ つく そ ざいしゅう どう じ がく
『続 教科書を作ろう』は、素材集であると同時に学

しゅうしゃ み じか わ だい きょうざいこうせい がくしゅうだんかい
習者の身近な話題にそった教材構成、学習段階のモデ

しめ きょう か しょ つく つづ がくしゅうだん
ルを示しています。『教科書を作ろう』に続く学習段

かい わ
階として８つのブロックに分けられています。

に ほん ご こくさい せいさく じ ぎょう か
日本語国際センター制作事業課

こく さい こう りゅう き きん かい はつ きょう ざい しょう かい
国国際際交交流流基基金金開開発発教教材材紹紹介介

ぞく きょう か しょ つく ちゅう とう きょう いく む しょ きゅう に ほん ご そ ざい しゅう
『続 教科書を作ろう －中等教育向け初級日本語素材集－』

ぞく きょう か しょ つく こうせい わ だい
『続 教科書を作ろう』のブロック構成と話題

たいしょう し ようしゃ
対象とした使用者

かいがい に ほん ご きょうざいさくせいしゃ ちゅうとうきょういくだんかい に ほん ご きょう し
海外の日本語教材作成者、中等教育段階の日本語教師

たいしょう がくしゅうしゃ
対象とした学習者

かいがい ちゅうとうきょういくだんかい がくしゅうしゃ
海外の中等教育段階の学習者

がくしゅうだんかい
学習段階

しょきゅうこうはん に ほん ご のうりょく し けん きゅうそうとう
初級後半（日本語能力試験３級相当）

へん ばん
「せつめい編」A４版１１８ページ

うちわけ
内訳

へん ばん
「れんしゅう編」A４版２６８ページ

おんせい ぷん ぽん
音声テープ８０分１本
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ぞく きょう か しょ つく へん へん へん
『続 教科書を作ろう』は、「せつめい編」と「れんしゅう編」の２編からできています。

へん しょきゅうこうはん に ほん ご のうりょく し けん きゅうそうとう ぶんぽう ぶんけい こうもく こうぞう つか かた せつめいおよ り
「せつめい編」には、初級後半（日本語能力試験３級相当）の文法・文型４８項目の構造と使い方についての説明及び理

かい たす れいぶん の がくしゅうこうもく り かい さいしょうげんひつよう ないよう くわ ないよう だんかい わ
解を助けるための例文を載せました。ある学習項目の理解に最小限必要な内容からより詳しい内容まで３段階に分けて

き じゅつ がくしゅうしゃ おう がくしゅうないよう せんたく さい さんこう はいりょ
記述されていて、学習者に応じて学習内容を選択する際の参考になるように配慮されています。

と あ ぶんけい ぶんぽうこうもく
＜取り上げた文型・文法項目＞

へん ていちゃく し
「れんしゅう編」では、ことばの定着と使

よう れんしゅう しょうかい
用のための６１の練習を紹介しています。いっ

に ほん ご べんきょう がくしゅうしゃどう し に
しょに日本語を勉強している学習者同士が日

ほん ご
本語でもコミュニケーションができるように

もくひょう れんしゅう ぎ のう
なることを目標にしています。練習は４技能

はいりょ
のバランスに配慮されているだけでなく、

さまざま れんしゅう ていきょう
様々な練習のアイディアも提供しています。

かいがい きょうじゅかんきょう とくべつ じゅん び きょう ぐ
また、海外の教授環境で、特別な準備や教具

れんしゅう しょうかい
がなくてもできる練習を紹介しています。

へん
「れんしゅう編」

p．３０－３１

へん
「せつめい編」

p．９８－９９

１３ ホームステイ
がっこうせいかつ

１４ 学校生活
まち

１５ わたしの町
れき し かんこう

１６ 歴史と観光

んです
か のう

V（られ）ます（可能） たら NはNより

Vたほうがいいです Vなければなりません ても
ぎ もん し

かどうか／疑問詞…か

Vてはいけません Vなくてもいいです Aく／ANに／Nにします NというN

Vてみます Vてしまいます Vようにします
ぎ もん し こうてい
疑問詞＋でも…肯定

Vかた A／AN／Vすぎます より…ほう ので

あげます
か のうけい
可能形 NとNとどちら

いんよう
と（引用）

もらいます までに こそあど

しょうらい
１７ わたしの将来

がっこうぎょう じ
１８ 学校行事 １９ コミュニケーション

げんざい み らい
２０ 現在と未来

V（よ）うとおもいます
ようたい

そうです（様態）
うけ み

V（ら）れます（受身） Vようになります

かもしれません Vておきます Vてもらいます みたいです／ようです

めい し か
の（名詞化） Vこと／Nになります Vてくれます Vてきます／Vていきます

ために Vこと／Nにします
でんぶん

そうです（伝聞） Vやすいです

い こうけい
意向形

じょうけん
と（条件）

うけ み けい
受身形 Vにくいです

のに
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こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい せいさく じ ぎょう か
国際交流基金日本語国際センター 制作事業課

さいたまけん し きたうら わ
〒３３６‐０００２ 埼玉県さいたま市北浦和５‐６‐３６

TEL．048‐834‐1183 FAX．048-831‐7846

http : //www.jpf.go.jp/j/urawa/index.html

ぞく きょう か しょ つく り よう
２．『続 教科書を作ろう』の利用

ぞく きょう か しょ つく つぎ きょうざい さんこうしょ つく
『続 教科書を作ろう』からは、次のような教材や参考書を作ることができます。

へん へん がくしゅうしゃよう きょう か しょ に ほん ご きょう し けんしゅうようきょうざい
「せつめい編」＋「れんしゅう編」→学習者用の教科書、日本語教師研修用教材

へん がくしゅうしゃよう かんたん ぶんぽうしょ きょう し よう れいぶんしゅう
「せつめい編」→学習者用の簡単な文法書、教師用の例文集

へん かい わ しゅう ちょうかいきょうざい どっかいきょうざい さくぶんきょうざい きょうしつかつどうしゅう
「れんしゅう編」→会話集、聴解教材、読解教材、作文教材、教室活動集

まいにち じゅぎょうよう きょうざい しゅくだい さくせい り よう
また、毎日の授業用のプリント教材、宿題の作成にも利用できます。

そ ざいしゅう ちょさくけん こくさいこうりゅう き きん り よう きょだく え ひつよう
なお、この素材集の著作権は、国際交流基金にありますが、利用にあたって許諾を得る必要はありません。

にゅうしゅほうほう
３．入手方法

ぞく きょう か しょ つく ひ ばいひん しょてん こうにゅう き ぼう がっこう き かん む りょう はい
『続 教科書を作ろう』は、非売品ですので、書店などで購入することはできません。希望する学校、機関に無料で配

ふ にゅうしゅ き ぼう かた こくさいこうりゅう き きん に ほん ご こくさい ちょくせつもう こ か き
布します。入手を希望する方は、国際交流基金日本語国際センターのホームページで直接申し込みいただくか、下記ま

れんらく
でご連絡ください。

ほんきょうざい げんそく かいがい に ほん ご きょういく し えん もくてき せいさく はっこう ぶ すう じ じょう こくない
ただし、本教材は、原則として海外の日本語教育支援を目的として制作されたものですので、発行部数の事情で国内

き かん き ぼう おう ば あい りょうしょう
の機関からの希望には応じられない場合がございます。ご了承ください。

きょう か しょ つく にゅうしゅ かた じょう き もう こ きょう か しょ つく
『教科書を作ろう』をまだ入手していない方も上記にお申し込みください。なお、ホームページには『教科書を作ろ

ぞく きょう か しょ つく かんぜんけいさい り よう
う』『続 教科書を作ろう』を完全掲載していますので、ダウンロードしてご利用いただくこともできます。

せいさく じ ぎょう か り よう ご い けん ていあん ま らいねん きょう か しょ つく
制作事業課では、ご利用後のご意見、ご提案もお待ちしております。来年には、ホームページの『教科書を作ろう』

ぞく きょう か しょ つく ないよう さら つか かたち ていきょう みな い けんなど か こ けい じ ばん よう い
『続 教科書を作ろう』の内容を更に使いやすい形で提供し、皆さんのご意見等を書き込んでいただける掲示板を用意

よ てい
する予定です。

へん
「れんしゅう編」p．９４－９７
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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

まいにち じゅぎょう なか じゅぎょう かいぜん じ ぶん じゅぎょう かんさつ
毎日の授業の中には、授業の改善につながるヒントがたくさんあります。まず、自分の授業をよく観察

しゅっぱつてん じ ぶん もんだいてん み かいけつさく つぎ かいけつさく じゅぎょう
することを出発点にしてください。自分で問題点を見つけ、その解決策をたて、次にその解決策を授業

ため くり かえ おし かた かいぜん
で試してみること、この繰り返しが教え方の改善につながります。

じ こ けんしゅう
◆自己研修のすすめ

きょうあん か
１．教案を書く

きょうあん か がくしゅうこうもく せい り じゅぎょう もくてき
「教案」を書くことは、学習項目を整理し、授業の目的を

めいかく じゅぎょう なが かんが かん
明確にし、授業の流れを考えることにつながります。簡

たん かなら きょうあん か
単なメモでかまいませんから、必ず教案を書きましょう。

がくしゅうしゃ はんのう びんかん
２．学習者の反応に敏感になる

きょうあん けいかく とお じゅ
「教案」で計画したことがその通りできるのがよい授

ぎょう かぎ なま み きょう し きょうしつ い み がく
業とは限りません。生身の教師が教室にいる意味は、学

しゅうしゃ はんのう じゅぎょうけいかく ちょうせい
習者の反応をとらえ、授業計画を調整していくことにあ

がくしゅうしゃ はんのう しつもん
ります。学習者の反応はどうだったか、どんな質問がで

きょうあん か てん り ゆう なに
たか、教案を変えたのはどんな点でその理由は何かにつ

じゅぎょう かんが じ かん
いて、授業のあとで考える時間をとってください。そし

きょうあん なか じ ぶん
て、それを教案にメモしてください。この中から、自分

じゅぎょう かいぜんてん み
の授業の改善点が見つかるはずです。

きょう し り よう
３．教師のネットワークを利用する

にん よ もんじゅ ち え
「３人寄れば文殊の知恵」ということわざがあります

じゅぎょう じゅぎょう み かんてん きょう し
が、よい授業のイメージや授業を見る観点は教師によっ

こと きょう し どう し じゅぎょう きょうあん み あ じゅ
て異なります。教師同士で、授業や教案を見せ合う、授

ぎょう こうかん じゅぎょう かんそう の
業のアイデアを交換する、また、授業のあとで感想を述

あ おも はっけん
べ合うだけでも、思わぬ発見があるはずです。それが、

がっこう ち いき に ほん ご ぎょう し べんきょうかい はってん
学校や地域の日本語教師との勉強会に発展していけばこ

こころづよ
んなに心強いことはありません。

ぜんたい み め やしな
◆コース全体を見る目を養う

こと ば
「コース・デザイン」という言葉があります。これは

がくしゅうしゃ しょじょうけん こうりょ がくしゅうしゃ さいてき
学習者をとりまく諸条件に考慮して学習者にとって最適

がくしゅう か てい けいかく い み つか きょう か しょ
な学習課程を計画するという意味で使われます。教科書

さいしょ じゅんばん
を最初から順番にできるところまですすめるのではコー

お がくしゅうしゃ
ス・デザインにはなりません。コースの終わりに学習者

み に ほん ご とうたつもくひょう
が身につける日本語はどんなものか（到達目標）、その

なに がくしゅう がくしゅうないよう
ために何を学習しなければならないか（学習内容）、そ

れんしゅう がくしゅうほうほう ちょう き
してどんな練習をすればよいか（学習方法）という長期

てき けいかく きょう し ひ び
的な計画を教師はもっていなければなりません。日々の

ひと じゅぎょう ぜんたい ち ず なか かくにん さ
一コマの授業をコース全体の地図の中で確認していく作

ぎょう わす
業を忘れないでください。

おし とくせい し
◆教えているクラスの特性を知る

きょうじゅほう おし かた しょうかい
教授法のクラスで教え方のアイデアを紹介すると、

わたし あ い
「私のクラスには合いません」と言われることがありま

つぎ てん
す。それは、クラスによって次のような点がちがってい

るからのようです。

がくしゅうしゃ がくしゅう この
� 学習者のニーズ、レベル、学習スタイルや好み

きょうざい きょうしつ し せつ じょうけん
� 教材、教室や施設などの条件

もくひょう し けん
� コースの目標、カリキュラムやシラバス、試験など

きょうしつ そと に ほん ご かんきょう
� 教室の外にある日本語の環境

とうぜん きょう し たいせつ
これらのちがいはあって当然で、教師にとって大切な

しょうかい かつどう きょうざい あ
のは、紹介された活動や教材などをクラスに合わせてい

く ふう きょう し じ ぶん とくせい
く工夫です。そのためには、教師が自分のクラスの特性

り かい たいせつ
をよく理解していることが大切です。みなさんのクラス

ば あい つね かんが
の場合はどうか、�～�について常に考えるようにして
ください。

れんしゅう しつ かんが
◆練習の質を考える

じゅぎょう がくしゅうしゃ
授業で学習者にさせたことをメモしてみましょう。

れい きょう か しょ かい わ こえ だ よ おぼ
例：�教科書のモデル会話を声を出して読み覚える。

きょう か しょ かい わ
�教科書の会話テープをきく。

べんきょう ぶんけい つか ぶん つく
�勉強した文型を使って３つ文を作る。

に ほん ご
�日本語をつかったゲームをする

しゅうまつ じ ゆう はな
�グループになって、週末したことを自由に話す

か なか がくしゅうしゃ じ しん じ ぶん
みなさんが書いたメモの中には、学習者自身が自分の

けいけん かんが き も に ほん ご ひょうげん かつどう
経験や考え、気持ちを日本語で表現する活動がありまし

れんしゅう に ほん ご
たか。�～�のような練習だけをいくらしても日本語が

つか なか に ほん ご じ
使えるようにはなりません。クラスの中で「日本語で自

ぶん い ひょうげん ゆうじん はつげん り かい
分の言いたいことを表現し、友人の発言が理解できたと

けいけん ひつよう おし おお じ かん
いう経験」が必要です。「教えることが多すぎて時間が

た こえ じ かん
足らない」という声をよくききますが、時間がないから

れんしゅう しつ かんが たいせつ
こそ練習の質を考えることが大切でしょう。

第１３号の「Q&Aネットワーク」から長く続いた「海外日本語教育Q&A」はこれで最終回となります。次の４２号からは、教授法については

「授業のヒント」、文法については「初中級の文法指導」（新連載）、インターネット関係の情報については「日本語教育ホームページ紹介」

（新連載）でとりあげます。これからも海外でがんばっているみなさんの琴線に触れるような誌面をつくっていきたいと思います。

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）

に ほん ご おし かた けんしゅう う き かい てん ちゅう い
日本語の教え方についての研修を受ける機会がありません。どんな点に注意すれば、

じょう ず おし
上手に教えられるようになるでしょうか。

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。

Q
A
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�
�

しゃ�

に� ほん� じん� せい� かつ�

しん� み�

「ふろ」
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 かん しゃしん あつ
いものを使っています。今回は「ふろ」に関する写真パネルを集めてみました。

http://www.snowbrand.co.jp/kenko/genki/

ねん がつ にちさんしょう
５th/genki.htm ２００１年６月２６日参照

ゆ
湯ぶね

あら ば
洗い場

した しゃしん せんめんじょ
下の写真のようにトイレとふろと洗面所がいっ

しょにコンパクトにまとまっているものもあります。

わか ひと にんずう すく か ぞく
若い人や人数の少ない家族では、シャワーだけあ

ひと おお
びる人も多いです。

あら ば かみ あら ゆ
洗い場で髪やからだを洗います。湯ぶ

からだ あたた
ねでは体を温めます。

なか からだ あら かんが
ふろの中では、体を洗うほかに、考

あし
えごとをしたり、足のマッサージをした

ひと
り、はみがきをする人もいます。

にゅうよく はい じ かん へいきん
入浴（ふろに入る）時間の平均は、

なつ ぷん ふゆ ぷん とうきょう ちょう さ
夏２１分、冬２６分です。（東京ガス調査 http

//www.tokyo-gas.co.jp/Press/20001110-

ねん がつ にちさんしょう
2.html ２００１年６月２６日参照）

いえ
家のふろ
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せん とう
ふろや（銭湯）

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）

へいせい ねん に ほんおんせんきょうかい だい かい たび おんせんてん ちょう さ けっ か
平成１０年 �日本温泉協会による「第４１回 旅と温泉展」アンケート調査結果

ねん がつ にちさんしょう
http : //inpaku.pref.oita.jp/research/culture/graph.html（２００１年６月２６日参照）

なか
ふろやの中です。

あら ば ひろ ゆ おお
洗い場も広く、湯ぶねも大きいです。

だつ い じょう ところ
脱衣場（ふくをぬぐ所）でふくをぬい

はい
でから入ります。

い ぜん いま おお
ふろやは以前はたくさんありましたが、今は多

いえ
くの家にふろがあるので、だんだんへってきまし

た。

ち ほう えん
地方によってちがいますが、だいたい２００円か

えん はい
ら４００円ぐらいで入れます。

おん せん
温泉

に ほん か ざん おお ぜんこく おんせん
日本は火山が多いので、全国に温泉が

あります。

そと け しき たの ろ てん ぶ ろ にん き
外で景色を楽しめる露天風呂は人気が

あります。

だ
い

い

か

２０
代
以
下

だ
い

３０
代 だ

い

４０
代 だ

い

５０
代 だ

い

６０
代 だ

い

い
じ
ょ
う

７０
代
以
上

ぜ
ん
た
い

全
体

１００

８０

６０

４０

２０

０

いちねんかん おんせん い ひと わりあい
この一年間に温泉に行った人の割合

（％）

へいせい ねん
（平成１０年）

17



かい わ おし
会話のストラテジーを教えよう

ぜんごう たい わ けいしき こと ば ひと かい
前号では、対話形式で言葉のやりとりをして、一つの会

わ すす ちから の し どうほうほう しょうかい
話を進めていく力を伸ばすための指導方法を紹介しまし

こんかい かい わ つか かい
たが、今回は、会話のストラテジーを使いながらさらに会

わ じょうたつ し どうほうほう と あ
話が上達するための指導方法を取り上げることにします。

かい わ かんが
◆会話のストラテジーを考える

かい わ じょう ず に ほん ご つか
会話が上手になるためには、日本語を使ってうまくコ

おこな ちから たか か
ミュニケーションを行う力を高めることが欠かせないで

おこな ちから あい て
しょう。うまくコミュニケーションを行う力とは、相手

い かくにん かい わ
の言ったことがわからなくても、確認したりして会話を

つづ ちから
続けていくことができる力のことです。

した かい わ ぶん み
まず、下の会話文を見てください。

かい わ れい
〈会話例１〉

Ａ：はじめまして。わたしはマリオです。どうぞよ

ろしく。

たかはし
Ｂ：わたしは高橋です。こちらこそよろしく。

しょたいめん たが じ こ しょうかい ば めん
AとBは初対面で、お互いに自己紹介をしている場面

かい わ じ ぶん い
での会話です。ここでは、AもBもともに自分の言いた

しょたいめん あいさつ な まえ つた あ
いこと－初対面の挨拶、名前－を伝え合っていて、Aも

ただ う と
Bもそれを正しく受け取っているようです。

じっさい に ほん ご がくしゅうしゃ かい わ に ほん
しかし、実際の日本語学習者の会話では、たとえ日本

ご おんせい ぶんぽう ご い ひょうげん じゅうぶん べんきょう
語の音声、文法、語彙、表現を十分に勉強していても、

はじ あ ひと な まえ き り かい けっ
初めて会った人の名前を聞いてすぐ理解することは決し

てやさしいことではないはずです。

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 な まえ き
〈会話例２〉 パーティーで／名前を聞く

マリオ：こんにちは。はじめまして。

たか はし
高 橋：あ、こんにちは。

マリオ：わたしはマリオです。どうぞよろしく。

たか はし
高 橋：は？

マリオ：マ・リ・オです。

たか はし
高 橋：マリオさん。

な まえ
マリオ：そうです。あのう、お名前は？

たか はし たかはし
高 橋：わたしは高橋です。

マリオ：た・か？

たか はし
高 橋：た・か・は・し。

めい し わた
〔名刺を渡しながら〕どうぞ。

たかはし
マリオ：どうも。高橋さんですね。

たか はし
高 橋：ええ、よろしく

に ほん ご にゅうもん
『日本語入門 はじめのいっぽ』（p．３２）

うえ かい わ たかはし な まえ き と
上の会話では、高橋さんは名前が聞き取れずに「は？」

き かえ いっぽう な まえ き と
と聞き返しています。一方のマリオさんは名前が聞き取

ぶ ぶん く かえ
れた部分だけ「た・か？」と繰り返しています。

たかはし いち ど な まえ き
また、高橋さんもマリオさんも、もう一度名前を聞いた

あと たかはし い
後で、それぞれ「マリオさん」「高橋さんですね」と言って、

じ ぶん う と かた ただ かくにん
自分の受け取り方が正しかったかどうか確認しています。

けっ か たかはし あい て な まえ
その結果、高橋さんもマリオさんもうまく相手の名前

し
を知ることができました。

わたし ぼ ご かい わ
私たちが母語で会話をするときには、なんとかコミュ

な た じ ぶん い
ニケーションが成り立つようにやりとりし、自分の言い

つた あい て い
たいことが伝わっているかどうか、また、相手が言いた

ただ う と たし かい
いことを正しく受け取っているかどうか確かめながら会

わ すす い
話を進めて行きます。

あい て い き かえ かくにん
このように、相手の言ったことを聞き返したり、確認

かい わ はこ たす しゅだん
したりするなど、会話がうまく運ぶように助ける手段の

かい わ よ
ことを“会話のストラテジー”と呼びます。

かい わ き のう めん おお つぎ
会話のストラテジーは、機能の面から大きく次の２つ

わ
に分けることができます。

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

じゅ ぎょう

授業のヒント

かい わ
会話のストラテジー

ぜんかい ひ つづ かい わ じゅぎょう おし かた と
前回に引き続き会話の授業の教え方を取り

あ こんかい とく かい わ
上げます。今回は特に会話のストラテジーを

おし かんが
どう教えるか考えてみましょう。

もくてき おし
目的・教えること

かい わ つか かい わ りょく たか
・会話のストラテジーを使って会話力を高める

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

じょう しょうがい お さ
コミュニケーション上の障害が起こるのを避ける

れい たん ご ぶんぽう つか
例）わからない単語や文法を使わない

とくてい わ だい ひょうげん さ はな
特定の話題や表現を避けて話す

き なが
わからなくても聞き流す

じょう しょうがい の こ
コミュニケーション上の障害を乗り越える

れい し お か
例）知っていることばに置き換える

き なが
聞き流す

き と ぶ ぶん く かえ
聞き取れた部分だけを繰り返す

いち ど い たの
もう一度／もっとゆっくり言うように頼む

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

テーマ
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に ほん ご ご い ぶんぽう ち しき じゅうぶん がくしゅうしゃ
日本語の語彙や文法の知識が十分でない学習者は、こ

かい わ つか
のような会話のストラテジーを使ってコミュニケーショ

もんだい しょう さ の こ ひつようせい
ンに問題が生じるのを避けたり乗り越えたりする必要性

たか い
が高いと言えるでしょう。

じゅぎょう なか ぐ たいてき おし かんが
では、授業の中で具体的にどう教えたらいいか考える

ことにしましょう。

じゅぎょう おう よう
◆授業での応用

さいきん けんきゅう がくしゅうしゃ つか
最近の研究では、よくできる学習者が使っているスト

ほか ひと まな かんが
ラテジーは、他の人でも学ぶことができると考えられて

じゅぎょう おうよう ほうほう
います。ここでは、授業に応用できる、いくつかの方法

しょうかい
を紹介しましょう。

がくしゅうしゃどう し はな あ
� 学習者同士で話し合う

わたし ぼ ご おこな む
私たちが母語でコミュニケーションを行うときには無

い しき つか かい わ
意識に使っている会話のストラテジーがいくつもあるは

なか に ほん ご かい わ やく
ずです。それらの中には日本語で会話をするときにも役

だ
立つものがあるでしょう。

かい わ と ちゅう い み
たとえば、会話の途中で意味がわからないことばが

はな あ
あったときにはどうしたらいいかなどについて話し合う

がくしゅうしゃ かい わ い しき か
と、学習者に会話のストラテジーを意識化させることが

できるでしょう。

しょきゅう がくしゅうしゃ ぼ ご はな あ
初級レベルのクラスでは、学習者の母語で話し合って

もかまいません。

り よう
� ビデオやテープを利用する

かい わ れい かい わ と い
〈会話例２〉のように会話のストラテジーを取り入れ

きょう か しょ きょうざい し はん きょうざい かい わ
ている教科書のテープ教材や市販のビデオ教材の会話を

つか ば あい し ちょう まえ がくしゅうしゃ つぎ
使う場合、視聴する前に、たとえば学習者に次のような

しつもん あた
質問を与えるとよいでしょう。

あい て な まえ き あと たかはし
・相手の名前を聞いた後、高橋さんとマリオさん

なん い
は何と言ったか

はじ ぶ ぶん き
・始めの部分しか聞こえなかったときどうしたか

じ ぶん り かい ただ あい て
・自分の理解したことが正しいかどうか相手に

たし
どうやって確かめたか

つか がくしゅうしゃ ちゅう い かい わ
ビデオやテープを使いながら、学習者の注意を会話の

む こう か てき
ストラテジーに向けさせるようにすると効果的でしょう。

つく
� インフォメーションギャップを作る

たが い じょうきょう はじ
お互いの言いたいことがわからない状況があって初め

かい わ つか ひつぜんせい う
て、会話のストラテジーを使う必然性が生まれます。ペ

れんしゅう ば あい たが
アで、あるいはグループで練習する場合にも、お互いの

も じょうほう おな じょうたい
持っている情報がまったく同じではない状態、つまりイ

じょうきょう つく れんしゅう
ンフォメーションギャップがある状況を作って練習させ

なければなりません。

すこ ないよう ちが ち ず み
たとえばペアで、それぞれ少し内容の違う地図を見な

ぶんけい つか みち き
がら「 は にあります」の文型を使って、道を聞

れんしゅう ば あい つぎ れい どう じ かい わ
く練習をする場合、次の例のように、同時に会話のスト

れんしゅう
ラテジーの練習ができるでしょう。

かい わ れい
〈会話例３〉

ゆうびんきょく
Ａ：あのう、すみません。郵便局はどこですか。

ゆうびんきょく ゆうびんきょく きたうら わ
Ｂ：郵便局…ええと、郵便局は、ブックス北浦和の

となりにありますよ。

Ａ：ブック…

きたうら わ
Ｂ：ブックス北浦和。

ほん や
本屋ですよ。

きた
Ａ：ああ、ブックス北

うら わ
浦和のとなりです

ね。わかりました。

どうも。

Ｂ：いいえ、どういたしまして。

� ロールプレイをする

つぎ かい わ せっきょくてき つか
次のような、会話のストラテジーを積極的に使うよう

しゅるい
な種類のロールプレイをしてみるといいでしょう。

れい
〈ロールカード例１〉

しんかんせん なか に もつ おお とも
A．あなたは新幹線の中にいます。荷物が多いので、友

でん わ むか き ほ たの
だちのBさんに電話をして、迎えに来て欲しいと頼

ま あ ひつよう はな
みます。待ち合わせに必要なことを話してください。

でん わ う
B．あなたはAさんから電話を受けましたが、いつ、

ま あ い き と
どこで待ち合わせると言ったのか、よく聞き取れま

せんでした。どうしますか。

つよ に ほん ご かい わ
『コミュニケーションに強くなる日本語会話』（p．７４）

れんしゅう ご はっぴょう とく かい わ し
練習後の発表で、特にうまく会話のストラテジーを使

よう ぜんたい い
用していたペアをほめるようにすると、クラス全体の意

よく いっそうたか
欲もより一層高まることでしょう。

かい わ と ちゅう
これで、会話の途中でつまずいたり、わからないこと

お かいけつ じゅん び ととの
が起きたりしても、なんとか解決する準備は整いました。

ま ちが おそ きょうしつ ないがい ひと
あとは、間違いを恐れずに、教室の内外でさまざまな人

に ほん ご かい わ き かい つく
と日本語で会話をする機会を作ってみてください。

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

とりがなき きにはながさき ときははる

よがあけて にっこううけて きんのそら

たよ ほか みな せいこうれい
お便りありがとうございました。他の皆さんからのアイデア、成功例、

しっぱいだん ま
失敗談などもお待ちしています。

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
＊このコーナーの担当者：有馬淳一、古川嘉子（日本語国際センター専任講師）

１．Ellis, R.（１９８６）Understanding Second Language Acquisi-
tion. Oxford University Press.

め ぐろ ま み かつ ま ゆ み こ はまかわ ゆ き よ くりはらつよし
２．目黒真実、勝間祐美子、濱川祐紀代、栗原毅（２００１）『コミュ

つよ に ほん ご かい わ
ニケーションに強くなる日本語会話』アルク

がいこく ご こう か てき
３．ルービン、J. & トンプソン、I（１９９８）『外国語の効果的な

まな かた にしじまひさ お やく たいしゅうかんしょてん
学び方』（西嶋久雄訳）大修館書店

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

に ほん ごにゅうもん
（１９９５）『日本語入門はじめのいっぽ』スリーエーネットワーク

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

さん こう ぶん けん
■参考文献■

せんじつ かず こ て がみ はい く つく だい ごう さんこう じゅぎょう がくせい
先日、インド・カルカッタのニガム和子さんからお手紙をいただきました。「俳句を作りましょう」（第３９号）を参考に授業をしたとのこと。学生の

さくひん しょうかい
作品を２つ紹介しましょう。
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なに
▽ACTFL OPI＊とは何か

つく
ACTFL OPIとは、アメリカで作られ

かい わ のうりょく はか
た会話能力を測るインタビューテストで

なん じ かんべんきょう かんけい
す。どこで何時間勉強したかに関係なく、

に ほん ご なに てん
日本語で何ができるかという点からレベ

はんてい たと さいきん よ もの
ルを判定します。例えば、最近読んだ物

がたり はな しゃかいもんだい
語のストーリーを話せるか、社会問題に

い けん い
ついて意見を言えるかなどをテストされ

ます。

ず ちょうきゅう じょうきゅう ちゅうきゅう
レベル（図１）は、超級／上級／中級／

しょきゅう おお わ ちょうきゅう い がい
初級の４つに大きく分かれ、超級以外は

きゅう なか じょう ちゅう げ
さらにそれぞれの級の中で上／中／下に

わ ひょう か き のう
分かれます。評価のポイントは
機能・

ちゅうしん ば めん わ だい せいかく
タスクを中心に、�場面／話題、�正確

かた
さ、テキストの型、の４つです。

ほんしょ しょう り ろんへん り ろん
本書は、１章【理論編】OPIの理論と

に ほん ご きょういく しょう き そ へん じつれい
日本語教育、２章【基礎編】OPIの実例

こうとうのうりょく はんてい しょう かつようへん
と口頭能力のレベル判定、３章【活用編】

じゅぎょう い ふ ろく
OPIを授業に生かす、【付録】インタビ

しゅうろく およ
ューを収録したCDとそのスクリプト及

き じゅん
びACTFL Guideline（基準）からなっ

き そ へん じっさい
ています。【基礎編】では、実際のイン

も じ か し りょう ず つか
タビューの文字化資料（図２）を使って、

かく ぐ たいてき せつめい
各レベルを具体的に説明しています。

かいがい り ようほう
▽海外での利用法

し かく
ACTFL OPIテストをするには資格が

ひつよう し かく
必要です。しかし、資格をとらなくても、

かい わ さくせい とうたつもくひょう
会話テストの作成、シラバス／到達目標

せってい まいにち じゅぎょう かんが かた り よう
の設定、毎日の授業などに考え方を利用

れい あ
することはできます。それぞれ例を挙げ

ず じ ぶん がっこうよう さくせい
ましょう。図３は自分の学校用に作成し

かい わ しつもん し
た会話テストの質問紙です。みなさんも

さんこう じ ぶん かい わ つく
これを参考に自分で会話テストを作って

とうたつもくひょうせっ
みることもできるでしょう。到達目標設

てい れい べいこく だいがく れい
定の例としては、米国のある大学の例が

ほんしょ だいがく
本書４６ページにあります。この大学では、

とうたつもくひょう ねんせい じ かん しょきゅう じょう
到達目標を１年生（１２０時間）初級の上、

ねん せい じ かん ちゅう きゅう げ ねん せい
２年生（１２０時間）中級の下、３年生

じ かん ちゅうきゅう ちゅう ねんせい じ かん
（１２０時間）中級の中、４年生（９６時間）

ちゅうきゅう じょう せってい さい ご まいにち
中級の上と設定しています。最後は毎日

じゅぎょう なか かつよう れい ほんしょ
の授業の中で活用する例です。本書には

かん
すべてのレベルに関して、レベルアップ

たと しょきゅう じょう ちゅうきゅう げ
（例えば初級の上から中級の下へ）する

し どうれい か がくしゅうしゃ
ための指導例が書かれています。学習者

たい かい わ のうりょく
に対して「あなたたちの会話能力は○○

うえ
レベルですから、上のレベルになるため

じゅぎょう い
にこういう授業をします」と言うことが

がくしゅうしゃ き で
できれば、学習者もやる気が出るでしょ

う。

べいこくがいこく ご きょういくきょうかい
＊ACTFL（米国外国語教育協会）、

OPI（Oral Proficiency Interview）

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

がく しゅう しゃ かい わ のう りょく きゃっ かん てき はか
学習者の会話能力を客観的に測る

にゅう もん
『ACTFL OPI入門』

まき の せいいち かま だ おさむ やまうちひろゆき さい
�牧野成一、鎌田修、山内博之、齋

とう ま り こ おぎわら ち か こ い とう み
藤眞理子、荻原稚佳子、伊藤とく美、

いけざき み よ こ なかじまかず こ はっこう
池�美代子、中島和子�発行：アル

とうきょう と すぎなみ く えいふく
ク（〒１６８‐８６１１東京都杉並区永福２‐

５４‐１２／TEL．０３‐３３２３‐００６２ FAX．０３

ねん がつ にち
‐３３２３‐２０２１）�２００１年２月２６日�４‐

ばん
７５７４‐０２７４‐０�A５判２３２ページ CD

つき えん
付�２，９４０円

ず
レベル 図１ P．１６

●データ●

ず
図２ P．９４～９５

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

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。

ず
図３ P．１０３



いま に ほん し
▽“今”の日本を知る

ちゅうきゅうしゅうりょう ご じょうきゅう すす
これは中級終了後、上級へ進もうとし

がくしゅうしゃ たいしょう きょう か しょ
ている学習者を対象とした教科書です。

おお へん か げんだい に ほんしゃかい
大きな変化をみせている現代日本社会の

じゅうよう もんだい
重要な問題をテーマにとりあげながら、

げん ご かつどう つう がくしゅうしゃ
さまざまな言語活動を通じて、学習者が

じょうきゅう がくしゅう はい
上級の学習にスムーズに入っていくため

はしわた め ざ
の橋渡しを目指したものです。

きょうざい い か ほんさつ
この教材は『テキスト』（以下「本冊」）

よ しゅう ご い ぶんけい い か
『予習シート・語彙・文型』（以下「ワー

さつ ほん まい
クブック」）の２冊の本と、３枚のCDか

ほんさつ げんだい に ほん かか
らなっています。本冊は、現代日本が抱

しゃかいもんだい えら
える社会問題から６つのテーマを選んで

じょせい い かた か きょういく わか
います（女性の生き方／変わる教育／若

もの かんせい し ごと い しき に ほん がいこくじん
者の感性／仕事への意識／日本の外国人

ゆたか い み ほんさつない
／豊さの意味）。ワークブックは本冊内

よう り かい ざいりょう よ しゅう
容の理解のための材料（〈予習シート〉

ご い ぶんけい
〈語彙〉〈文型〉）です。また、このワー

ぜんぱん えい ご
クブックには、全般にわたって英語によ

せつめい
る説明があります。CDはテキストにあ

どっかいぶん ろくおん
る読解文を録音したものです。

つか かた
▽ワークブックの使い方が

ポイント

ほんさつ かく し
本冊の各テーマは
知っていることを

はな かんが はな
話そう、�ここから考えよう、�話そう・

か みっ ぶ ぶん わ
書こう、の三つの部分に分かれています。

よう い

はQ&Aです。用意されたキーワー

じょう ず つか
ドを上手に使ったりして、テーマについ

し こうとう ひょうげん
て知っていることを口頭で表現します。

じょうほう あたら
�ではテーマについての情報や新しい

し てん え た よう けいしき し りょう
視点を得るために、多様な形式の資料

え ぶん よ
（絵、文、グラフなど）を読みます。この

し りょう
資料は、ふりがななしのものと、ふりが

しゅるい よう い
なつきのものの２種類が用意されている

がくしゅうしゃ あ
ので学習者のレベルやニーズに合わせた

つか わ さ ぎょう
使い分けができます。この�の作業をす

つか
るときに使うのがワークブックです。

よ しゅう し りょう よ まえ
〈予習シート〉は、資料を読む前のタスク

じっさい み よ
と、実際に見たり読んだりしながらする

し りょう
タスクからなっていて、これにより資料

ないよう ご い
のだいたいの内容をつかみます。〈語彙〉

ほんさつ し りょう ご い
は、本冊資料の語彙リストで、いわゆる

し よう ご い り かい ご い
「使用語彙」と「理解語彙」

く べつ め み わ
の区別が目で見て分かる

ようにしてあります。

さ ぎょう
�では
と�の作業か

え
ら得たものをまとめたり

せい り じ
整理したりしたあと、自

ぶん い けん に ほん ご ひょうげん
分の意見を日本語で表現

れんしゅう
する練習をします。�の

さ ぎょう かくにん てい
作業がいわば確認と定

ちゃく さ ぎょう
着の作業であるとすれば、

さ ぎょう はっしん
この�の作業は発信のた

さ ぎょう
めの作業です。さらに、

ぶんけい
ワークブックの〈文型〉

し りょう なか ちゅう じょう
では、資料の中の中・上

きゅうぶんけい
級文型のうちのいくつか

い み
をとりあげ、その意味・

ようほう れんしゅう
用法をふまえた練習がで

ほんさつ かん
きます。また、本冊の巻

まつ ご い ぶんけい さくいん
末には語彙と文型の索引

があります。

き かん あ
▽機関に合わせた

つか かた
使い方ができる

ほん だいがく たん き
この本は、大学の短期

りゅうがく げつ
留学コース（１０か月）にお

に ほん ご きょういく ないよう
いて、日本語教育の内容

ご せんもんきょういく
をその後の専門教育にい

むす
かに結びつけるか、とい

い と さくせい もと
う意図のもとに作成されたものを元にし

ほんさつ
ています。本冊にある６つのテーマはこ

し てん えら
の視点から選ばれています。したがって

きょう か しょ げんだい に ほん じ じょう
この教科書は、現代日本事情についてで

あたら じょうほう み
きるだけ新しい情報を身につけたいとい

がくしゅうしゃ き かん つか
う学習者のニーズがある機関で使われる

のがふさわしいでしょう。

ほん つか ば あい じゅぎょうないよう ちゅうしん
この本を使う場合、授業内容の中心と

ほんさつ つか
なるのは、本冊とワークブックを使って

おこな しゅじゅ
行う種々のタスクということになります

ぶ ぶん ちぢ
が、この部分をふくらませたり縮めたり

てい ど ないよう じ かん ちょう
することで、ある程度は内容と時間の調

せつ
節をすることができるでしょう。そうす

き かん あ つか かた
ることで機関に合わせた使い方ができる

ほん おお とくちょう
のもこの本の大きな特徴です。

ち てき こう き しん み じょうきゅう じ がた
知的好奇心を満たしながら上級への地固めをするために

ちゅう じょう きゅう に ほん ご きょう か しょ に ほん しょう たい
『中・上級日本語教科書 日本への招待』

とうきょうだいがく に ほん ご
�東京大学AIKOM日本語プログラム、

こんどう あ つ こ まるやま ち か へん とうきょうだいがく
近藤安月子、丸山千歌編�東京大学

しゅっぱんかい とうきょう と ぶんきょう く ほん
出版会（〒１１３‐８６５４東京都文京区本

ごう とうきょうだいがくこうない
郷７‐３‐１東京大学構内／TEL．０３‐

３８１１‐８８１４ FAX．０３‐３８１２‐６９５８）�

ねん がつ にち
２００１年１月３１日�４‐１３‐０８２１１３‐X�

ばん よ しゅう
テキストB５判・２０８ページ、予習シート・

ご い ぶんけい まいぐみ ごうけい
語彙・文型・１９２ページ、CD３枚組（合計

ぷん えん こうにゅう
１８０分）。�９，９７５円 CDのみの購入は

ふ か よ しゅう ご い ぶんけい
不可。テキスト、予習シート・語彙・文型

こ べつ こうにゅう か えん
は個別に購入可。テキスト２，５２０円

よ しゅう ご い ぶんけい えん
予習シート・語彙・文型２，７３０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.２０～２３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。

しばはらとも よ ないとうみつる ふじなが おう や すすむ いそむらかずひろ しま だ のり こ しっぴつじゅん
柴原智代、内藤満、藤長かおる、雄谷進、磯村一弘、島田徳子（執筆順）

●データ●

P．９２－９３ テキスト

よ しゅう ご い ぶんけい
P．６４－６５ 予習シート・語彙・文型
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しんぶん よ
新聞を読んでみたいというのは、ある

てい ど に ほん ご がくしゅうしゃ
程度日本語ができるようになった学習者

いち ど かんが
なら、一度は考えることではないでしょ

かいがい しんぶん
うか。とはいっても、海外にいると新聞

て はい ご い
が手に入りにくかったり、また、語彙や

ひょうげん り かい
表現がむずかしく、なかなか理解できな

かったりします。

ほん ちゅうきゅう がくしゅう じ かん じ
この本は、中級レベル（学習時間４００時

かん かん じ じ じ ご い
間、漢字５００字～８００字、語彙１，５００～３，０００

ご がくしゅうしゃ たいしょう か こ ねん
語）の学習者を対象に、過去２、３年の

しんぶん き じ きょうざい か
新聞記事を教材化したものです。

ぜんたい ぶ わ
全体は３部に分かれています。「�．

ぶん や べつ に ほん じ じょう しんぶん よ ひつ
分野別日本事情」は、新聞を読むのに必

よう はいけい ち しき ご い りょく み
要な背景知識と語彙力を身につけるため

れんしゅう せい じ こくさい けいざい さんぎょう
の練習です。「政治・国際」「経済・産業」

かんきょう か がく ぎ じゅつ しゃかい ぶん か
「環境・科学・技術」「社会」「文化」の

ぶん や べつ ぎょうてい
分野別に、８４のトピックについて１０行程

ど ぶんしょう ご い
度の文章があり、トピックごとに語彙

えいやく つ い まわ かくにん
（英訳付き）と言い回しが確認できます。

つぎ み だ
次の「�．見出しとリードでつかむニュー

そくめん しんぶん み だ ぶん
スの側面」は、新聞の見出しとリード文

み だ ないよう ようやく
（見出しのあとにくる内容の要約）から

ないよう れんしゅう ねん
内容をつかむ練習です。１９９８年から２０００

ねん しゅよう み だ
年の主要なできごとの７９の見出しとリー

ぶん かく ぎょう あつ
ド文（各４～５行）が集められていて、

み ちから ため
�で身につけた力を試すことができます。

さい ご しんぶんかく し じょうほう よ り
最後の「�．新聞各紙の情報を読む／理

かいかくにんれんしゅう き じ ぜんたい よ れんしゅう
解確認練習」は、記事全体を読む練習で

ねん ねん しんぶん き じ
す。１９９９年と２０００年の３７の新聞記事と、

もんだい じっせんりょく
それについての問題があり、実践力をつ

けることができます。

だんかい
このように�、�、�は段階をおってい

きょう み えら
ますが、興味のあるところだけを選んで

かんまつ ねん
もよいです。また、巻末には、１９４５年から

ねん せん ご おも で き ごと に ほん
２０００年までの「戦後の主な出来事―日本

ちゅうしん ねんぴょう に ほん じ じょう
を中心として」の年表があり、日本事情を

り かい たす じ ぶん がくしゅうよう
理解する助けになります。自分の学習用

じゅぎょう きょうざいよう つか さつ
にも、授業の教材用にも使える１冊です。

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

しょきゅう おし きょう し なか にち
初級を教えている教師の中には“１日

か じゅぎょう すす
１課で授業を進められ、そのパターンが

き おし おも
決まっていれば、教えやすいのに”と思っ

ひと おお おも
ている人が多いと思います。

こんかいしょうかい にち
今回紹介する『にほんご９０日』はこの

きょういくげん ば つか いっ
ようなニーズのある教育現場で使える一

ぱんせいじん む しょきゅうきょう か しょ しゅう
般成人向けの初級教科書です。週１コマ

じ かん じゅぎょう おし ひと まな ひと
２－３時間の授業で教える人、学ぶ人に

べん り かん
便利なものでしょう。３巻のテキストの

きょう し よう かん じ
ほか、教師用Navi、漢字ノートもつい

ています。

かく か こうせい ぶん かたち かたち
各課の構成は「ことば」「文の形」「形

れんしゅう ぶん れんしゅう かい わ ぶ
の練習」「文の練習」「会話」の５部から

おお あたら
なっています。「ことば」では多くの新

こと ば え しめ どうにゅう
しい言葉を絵で示してあり、導入がやり

ぶん かたち どうにゅう
やすくなっています。「文の形」も導入

ぶんぽうこうもく め み わ
する文法項目については目で見て分かる

ず しき ようれい
ようにチャート（図式）です。また用例

つか しめ わ
もよく使うものを示してあり、分かりや

つぎ かたち れんしゅう ぶん
すいでしょう。次に「形の練習」「文の

れんしゅう たと え
練習」です。例えばテキストにある絵を

おお はな き
大きくすることで、話すこと、聞くこと

しゅうちゅう おも さい ご かい わ
に集中できると思います。最後に「会話」

かい わ ぶん え おお ほんぶん たす
では会話文の絵を大きくし、本文の助け

きょう し よう あたら がく
にできます。「教師用Navi」は新しい学

しゅうこうもく どうにゅう
習項目をどのように導入するか、さらに

がくしゅうしゃ ぎ もん かいせつ
は学習者の疑問などについても解説が

きょう し やく た おも
あって教師の役に立つと思います。

新刊教材・図書紹介

だん かい しん ぶん よ
段階をおって新聞が読めるようになる

がい こく じん しん ぶん み かた よ かた
『外国人のための新聞の見方・読み方２００１』

こう の き み こ へん へんしゅうはっこう きょう
�河野喜美子編�編集発行：KIT教

ざいかいはつ はつばい ぼんじんしゃ
材開発グループ 発売 凡人社（〒１０２

とうきょう と ち よ だ く ひらかわちょう
‐００９３東京都千代田区平河町１‐３‐１３

りょうしんひらかわちょう かい
菱進平河町ビル１階／TEL．０３‐３２６３

‐３９５９ FAX．０３‐３４７０‐２１２９）�２００１

ねん がつ か かいていだい はん
年１月６日（改訂第４版）�４‐９０６３３６

ばん えん
‐０４‐３�B５判・２００ページ�２，６２５円

にち か つか わ しょ きゅうきょう ざい
１日１課で使いやすく、分かりやすい初級教材

にち
『にほんご９０日』

きょうざいかいはつしつ
�ヒューマン・アカデミー教材開発室

ほし の けい こ つじかず こ むらさわよしあき
／星野恵子、辻和子、村澤慶昭�ユニ

とうきょう と め ぐろ く しも め
コム（〒１５３‐００６４東京都目黒区下目

ぐ ろ
黒１‐２‐２２‐１００４／TEL．０３‐５４９６‐７６５０

FAX．０３‐５４９６‐９６８０）www.unicom‐

い か だい かん
lra.co.jp��４‐８９６８９‐以下第１巻

だい かん だい かん
３４２‐５、第２巻３５９‐X 第３巻３６３‐

かん じ きょう し よう
８漢字ノート３７８‐６教師用Navi ３９９

ばん きょう し よう
‐９�B５判・２０６～２７２ページ 教師用

い がいべっさつかいとうつき かく えん
Navi以外別冊解答付�各２，６２５円

かん じ えん
漢字ノートのみ２，９４０円

●データ●

●データ●

P．１２０ 第�部より

P．７８ 第�部より

P．１６２～１６３

きょう し よう
「教師用Navi」 P．３４

P．１６６
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に ほん ご
日本語には「もったいない」「なつか

い み せつ
しい」「めんどくさい」など、意味を説

めい がいこく ご やく
明したり、外国語に訳したりすることが

むずか き も あらわ
なかなか難しい「気持ちを表すことば」

おも ほん
がたくさんあると思います。この本は、

こと ば つか
そうした言葉がどんなときに使われるか

ば めん しめ
という「場面」をたくさん示すことによっ

こと ば い み り かい やく だ
て、その言葉の意味を理解するのに役立

てようとするものです。

たと こと ば
例えば「もったいない」という言葉な

ちゅうもん た
ら、「レストランで。注文しすぎて食べ

りょう り のこ
きれない。たくさん料理が残ってしまっ

さいのう わか せんしゅ つぎ
た」「才能ある若いスポーツ選手。次の

き たい
オリンピックにもと期待されていたのに、

がくぎょう し ごと り ゆう いんたい
学業や仕事などを理由にあっさり引退し

りゅうがくせい ご がくけんしゅう き
てしまう」「留学生。語学研修で来たの

じ こく ひと はな りゅうがくさき ひと
に自国の人ばかりと話して、留学先の人

こうりゅう おも
と交流しようとしない」など、思わず

い
「もったいない」と言いたくなるような

しゅるい ば めん かずおお あ
いろいろな種類の場面が数多く挙げられ

に ほん ご
ています。これによって、日本語の「もっ

い み かんが り かい
たいない」の意味を考え、理解すること

ができます。

こと ば しめ
いくつかの言葉にはイラストも示され

り かい たす
ていて、理解を助けます。また「ホント

こう こと ば
のはなし」という項では、その言葉がぴっ

あ ほんとう
たり当てはまるような本当のエピソード

しょうかい こと ば いんしょう
が紹介されていて、その言葉をより印象

ぶか まな
深く学ぶことができます。

ほん ほんらい に ほん ご おし
また、この本は本来は日本語を教える

きょう し か
教師のために書かれたものなので、これ

こと ば おし ちゅう い てん じゅぎょう
らの言葉を教えるときの注意点や、授業

ていねい か
のアイディアなどもいろいろと丁寧に書

がいこくじん に ほん ご きょう
かれています。つまり、外国人日本語教

し じ ぶん こと ば い み り かい
師にとっては、自分で言葉の意味を理解

こと ば がくせい おし
するのにも、その言葉を学生に教えるの

やく た ほん い
にも、役に立つ本だと言えるでしょう。

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

ほん に ほん ご ぼ ご ひと
この本は、日本語を母語としない人た

に ほん ご しゅうとく
ちが日本語をどのように習得していくの

もんだい ぶんぽう
かという問題について、「文法」にテー

か ほん
マをしぼって書かれた本です。つまり、

だい に げん ご に ほん ご しゅうとくけんきゅう
「第二言語としての日本語の習得研究」

さんこうしょ
についての参考書です。

ほん がくしゅうしゃ たん じゅどうてき
この本では、学習者は単なる受動的な

そんざい おし みみ
存在ではなく、「教えられたことや耳で

き がくしゅうしゃどく じ ぶんぽう き
聞いたことばから、学習者独自の文法規

そく つく だ ぶんぽう したが に ほん ご
則を作り出し、その文法に従って日本語

はな か のうどうてき しゅたい
を話したり書いたりする能動的な主体

かんが
だ」と考えられています。

しょう こうせい せんもん こと めい
１２章から構成され、専門の異なる４名

しっぴつしゃ しょう ぶんたん か
の執筆者が３章ずつ分担して書いていま

しょう よ はじ
す。１２章のどこからでも読み始められる

ようになっています。

ないよう だい しょう だい しょう
内容としては、第１章から第５章は、

ほう ふ がくしゅうしゃどく
豊富なデータにもとづいて、「学習者独

じ ぶんぽう じったい さまざま かんてん かいめい
自の文法」の実態を様々な観点から解明

だい しょう だい しょう しゅう
しています。第６章から第９章では、習

とくけんきゅう せい か じっさい
得研究の成果をふまえ、実際の

きょういくげん ば たい ぐ たいてき てい
教育現場に対しての具体的な提

あん ぶ ぶん
案をしています。この部分は、

げん ば に ほん ご きょう し ふ だんきょうしつ
現場の日本語教師が、普段教室

おし がくしゅうこうもく がくしゅうしゃ
で教えている学習項目を学習者

たち ば た いち ど み なお
の立場に立ってもう一度見直し、

みずか じゅぎょう ふ かえ とき
自らの授業を振り返る時に、と

さんこう だい しょう
ても参考になります。第１０章で

きょうしつ しゅうとく し ぜん しゅうとく
は教室での習得と自然な習得の

ちが だい しょう ぼ ご しゅうとく がいこく ご
違い、第１１章では母語の習得と外国語の

しゅうとく ちが の
習得の違いについて述べられています。

さいしゅうしょう しょう しゅうとくけんきゅう か こ み らい
最終章の１２章では習得研究の過去と未来

かんけつ しゅうとくけんきゅう
について簡潔にまとめられ、習得研究の

にゅうもんしゃ ゆうよう ぶ ぶん
入門者にとっても、有用な部分です。ま

しょう こうはん しゅうとくけんきゅう きょういく
た、この章の後半は、「習得研究は教育

げん ば やく だ かんてん か
現場に役立つのか」という観点から書か

げん ば に ほん ご きょう し
れていて、現場の日本語教師にとって、

げん ご しゅうとくけんきゅう み じか
言語習得研究がより身近なものとなるで

しょう。

こと ば い み ば めん り かい
言葉の意味を「場面」で理解する

い み おし きょう し しゅう き も あらわ へん
『ことばの意味を教える 教師のためのヒント集 気持ちを表すことば編』

ある が ち か こ おおぶちゆう こ さくら ぎ かず こ
�有賀千佳子、大渕裕子、桜木和子、

さくら ぎ のり こ たま き あ い こ む さし の しょいん
桜木紀子、玉置亜衣子�武蔵野書院

とうきょう と ち よ だ く かん だ にしき
（〒１０１‐００５４東京都千代田区神田錦

ちょう
町３‐１１／TEL．０３‐３２９１‐４８５９ FAX．

ねん がつ にち
０３‐３２９１‐４８３９）�２００１年１月３１日�

ばん
４‐８３８６‐０３９７‐５�A５判・２１６ページ

えん
�２，６２５円

がくしゅうしゃ どく じ に ほん ご ぶん ぽう かい めい
「学習者独自の日本語文法」の解明をめざした

に ほん ご がく しゅう しゃ ぶん ぽう しゅう とく
『日本語学習者の文法習得』

の だ ひさ し さこ だ く み こ しぶ や かつ み
�野田尚史、迫田久美子、渋谷勝己、

こ ばやしのり こ たいしゅうかんしょてん
小林典子�大修館書店（〒１０１‐８４６６

とう きょう と ち よ だ く かん だ にしき ちょう
東京都千代田区神田錦町３‐２４／

TEL．０３‐３２９５‐６２３１ FAX．０３‐３２９５‐

ねん がつついたち
４１０８）�２００１年４月１日�４‐４６９‐

ばん
２２１５４‐６� A５判・２４４ページ�

えん
２，３１０円

●データ●

●データ●

わ てい せい
お 詫 び と 訂 正

P．１０８～１０９

P．１０１ P．１２１

ほん し だい ごう ほん しょうかい きょうざい ちょしゃめい あやま
本誌第４０号の「本ばこ」で紹介したマルチメディア教材“StarFestival”の著者名に誤りがありました。

ただ ちょしゃ せいさくしゃ みやがわしげる し わ ていせい
正しい著者・製作者は宮川繁氏です。お詫びして訂正いたします。
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ニュース
日本語教育指導者養成プログラム

（修士コース）開講

本年１０月より新規プログラムとして、
日本語教育の修士コースが始まります。
このプログラムは、ODA対象国の日
本語教育機関等の現職日本語教師もしく
は日本語教授経験者を対象として、１年
間で日本語教育の修士コースを修了する
ものであり、各国における日本語教育指
導者の養成を目的にしています。
実施にあたっては、外国人日本語教師
に対する日本語教育の実績を有する「国
際交流基金日本語国際センター」、言語
学・国語学等の学問的研究機能を有する
「国立国語研究所」、政策研究において
の文化に関する教育研究機能を有する
「政策研究大学院大学」の３機関が連携
し、３機関の指導講師による、高度で実
践的な学位プログラムになります。
本年度は９名（インドネシア、タイ、
フィリピン、インド、メキシコ、ブラジ
ルより各１名、マレーシア３名）の合格
者が決定しており、平成１４年度（２００２年
１０月開始）については、１５名程度の入学
者を予定しております。
１．コース期間：１年（４学期制）
２．取得学位：修士（日本語教育）
学位の認定は、上記の３機関で構成さ
れる委員会が行い、政策研究大学院大
学より学位が授与されます。

３．カリキュラム概要：�コミュニケー

ション能力�日本語の構造と言語研究
�言語教育�社会・文化・地域
※修了要件単位数＝３６単位以上

４．申請手続：最寄の当基金事務所また
は在外日本公館より申請書を入手し、
所定の申請書および必要書類を２００１年
１２月３日までに当該機関に提出して下
さい。個人での申請になりますが、所
属機関長の推薦状が必要です。

５．選考試験・結果発表：書類審査の後、
２００２年２月に第二次審査（筆記試験・口
述試験）を実施する予定です。合格判定
は上記３機関で構成される委員会が行
い、２００２年４月に合格者を発表します。
申請要領は、最寄の当基金事務所もし
くは在外日本公館にお問い合わせ下さい。

日本語教育論集「世界の日本語教育」
第１１号発刊

日本語国際セン
ターが編集・発行
している日本語教
育論集「世界の日
本語教育」の第１１
号が発刊されまし
た。この論集は、世
界各国で行われて
いる日本語教育や
日本語研究分野の
研究成果を紹介するために毎年発行して
いるものです。第１１号には世界１６カ国・
地域から５８編の投稿があり、その中から
選ばれた１５編の論文が掲載されています。
本論集は国内外の主要な日本語教育機
関に寄贈されるほか、市販もされており
ますのでどうぞ御利用ください。（定価
２，２００円）
■市販についてのお問い合わせ先：
�凡人社
〒１０２‐００９３ 東京都千代田区平河町

１‐３‐１３菱進平河町ビル８階

Tel：＋８１‐３‐３２６３‐３９５９
Fax：＋８１‐３‐３２６３‐３１１６

国際交流基金主催
日本語教師会・学会国際シンポジウム

当センターは今年１０月２７日に、日本語
教師会・学会国際シンポジウム「国境を
越える日本語教育－地球規模でのネット
ワーク作りを目指して－」を開催します。
現在、海外には１２０以上もの日本語教
師会や学会がありますが、これらのネッ
トワークは、これからの日本語教育の活
性化になくてはならないものです。シン
ポジウムでは、海外の１１の日本語教師会・
学会の代表者が一堂に会して情報交換し、
今後の教師会の役割について議論します。
また、国内の日本語教育支援団体との連
携や国を越えたネットワークの可能性に
ついても討議します。海外の日本語教師
会・学会が横断的に集まり討議を行う初
の試みです。詳細はホームページで。
〈http://www.jpf.go.jp/j/urawa〉
シンポジウムの様子は次号で報告します。

日本語学習者及び教師向けの日本語・
ハンガリー語バイリンガル専門情報誌誕生

ハンガリーでも日本語学習者数が年々
増えてきていますが、ブダペスト以外の
地域では、日本語や日本に関する情報を
入手しにくいのが現状です。
そこで有志の日本人及びハンガリー人
日本語教師が手を組んで、特に地方の学
習者・教師向けに日本語・ハンガリー語
バイリンガル専門情報誌「かりん」を発
行することにしました。主な内容は「日
本の時事問題」「文法説明や練習」「教え
方のヒント」などですが、更なる充実を
目指していきたいと考えております。
（かりん編集局 住所：
Bocskai u.5, Solymar,２０８３Hungary）
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� 編編 集集 部部 かか らら �

今回の特集では「続 教科書を作ろう」
を紹介しました。当センターが１９９８年に
実施した海外日本語教育機関調査による
と、海外の中等教育段階で日本語教育を
実施している国は５８カ国にのぼり、学習
者は約１１０万人になります。また、日本
語教育を実施する上で、教材不足が問題
だと考えている機関が一番多くなってい
ました。これだけ多くの国で日本語教育
が実施されていると、学習環境や目的は
多岐にわたっており、たくさんの教材が
市販されているとはいえ、それぞれの事
情にあったものを探すのは難しいと思わ
れます。「教科書を作ろう」は、よい教

材を求めている先生方が自由に使える素
材集として制作されました。どうぞご利
用ください。
次号から新しい連載企画が始まります。
「日本語教育ホームページ紹介」（仮称）
では、インターネット上で利用できる日
本語、日本事情のリソース、日本語学習
ツール等から、海外の日本語教師に役に
立ちそうなホームページを紹介します。
内容と共に、利用法についても提案して
いく予定です。「初中級の文法指導」（仮
称）では、初級後半から中級の文法指導
上の疑問や問題点をとりあげます。どう
ぞお楽しみに。 （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。
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『日本語教育通信』 第４１号
２００１年９月発行

発行・編集 国際交流基金

日本語国際センター 情報交流課

〒３３６‐０００２埼玉県さいたま市北浦和５‐６‐３６

The Japan Foundation
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