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コ ミ ュ ニ テ ィ 作 りの 実践 として の 日本語 プ ロ グラ ム ・コ ー デ ィ ネー ト

一大東文化 大学別 科 で の 11 年 間 （1997 − 2007） を振 り返 っ て
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ド】実 践、別科 予備教 育課 程、交流 学生 用 プロ グ ラ ム 、複数の 問題認 識

1 ． は じ め に

今 年 度 （2007 年度 ） を もっ て 、大東 文化 大学 別 科 H 本 語 研 修 課 程 （以 下 、 別 科）

は 、学生 の 募集 を停 止 し、
一一

応 の 区切 り を迎 え る こ と とな っ た．こ こ 数 年続 けて 来 た別

科 の 活 動 報告 も 今年度分 の 報告 が 最後 と なる 。 そ こ で 、 最後の 活 動 報告 を ま とめ る に あ

た り、私が別 科嘱 託講 師 として 別 科 に お い て 1i 年 聞 に わた っ て 行 な っ て 来たプ ロ グラ

ム ・コ ーデ ィ ネー トの 実践 を振 り返 り 、 そ の 実践 の 枠組み の 中で 、 2007 年 度の 活 動

を報 告す る とと もに 、そ の 意味 を 考えた い 、

2 ． 11 年間 の 別科 をめ ぐる状況

今年 度 （平成 19 年 度）で 幕 を 閉 じ る こ と とな っ た 別 科 だ が 、発 足 以 来 こ れ ま で 30

年 余 りの 歴 史が あ り、大 東文 化 大学 に お け る留 学 生 の 日本 語 教 育 を担 っ て き た （大蔵 、

大 河 原 2004＞。 し か し 、平成 9 年 度 に 嘱託 講 師 制度が 採 用 され て か らは 、大学 の 専任 教

員が そ の 教育に 中心 的に 関わ る こ と はな く、教育 Lの 意思決 定 は 事 実 上非 専任 で あ る嘱

託 講 師 （1 年 契約 ）が 担 い 続 け る とい う不 白然 な体 制 が 、そ の 間 11 年 間 も続 い て きた ．）

　こ う した 責任 の 所在が 蔑 ろ に され た 体制 に は 、当然な が ら多 くの 問題 が 内包 され て い

た ． 特に 、 大学 内に お け る別 科 の 位置 づ け で は 、 別 科は 、 各 学部 へ 進 学を 希 望 す る 海外

か らの 留 学生 に 対 し、学部 で の 勉学 に 耐 え得 るだ け の H本 語能 力 を養 成す る こ とが期待

されて い た 。 しか し 、
こ れ は 名 目上 そ うな っ て い る に 過ぎず 、 実際は 、 日本語 能 力 に 問

題 が あ りなが らも学内の 学 部推 薦制度 に よ っ て 進学す る 学生 が ほ とん どで あ っ た。

別 科 に お い て 、嘱 託講 師着任 当初 は 、こ う した 問題 の 解決に 向けて 嘱 託講 師に よ っ て

様 々 な提 案や 改善の た め の 取 り組み （例 えば 、大河 原 2000、 大 河原 2001、資料 3A）が

試 み られ た が 、結 局別 科 単独 で の こ うした取 り組 み が 実質 的 な 成 果 を Eげ る こ とは な

か っ た 。 こ こ に は 、学 内に け る別 科ひ い て は 留 学生 教育そ の も の に対 す る 大 学内全体の

無関 心 が 大 き な壁 とな っ て い た こ とは 否 定 で きない ．

　 こ うし た状 況 の 中、別科 嘱託 講 師 と して 別 科 に お け る 予備 教 育 の 冖 本語 プ ロ グ ラ ム の

他 に 、海 外 の 教 育機 関 との 交換 協定 に よ っ て 短 期 間 （通 常 1 年 聞 ）在 籍 す る短期 交 換 留

学 生 （以 下 、 交流 学生 ）の 目本 語 プ n グ ラ ム の 設 計及 び 運 営 も行 っ て き た 。 後 述す る よ

うに 、こ の 交 流学 生用 の プ ロ グラ ム は 、本 来 学部 生 と し て 在籍 す る こ とに な っ て い る 交

流学生 の うち多 くが 日本語 に問題 があ っ て 学部で の 授 業が受講で きない とい うとこ ろか

ら始 ま っ た た め 、初級 の 学生 を対 象 と し た非正 規 の プ ロ グ ラ ム と して 運 営 され て い た．
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嘱 託講 師 は 事実 上 、別科 の 予備 教 育 プ ロ グ ラム と 、さ らに それ とは 目的 を 異に す る 交

流学生 用 の プ ロ グ ラム の 二 っ を、実質 的な専 任 教員 の 関 与 が 得 られ ない まま、巾心的存

在 とな っ て 計画 し運 営 す る こ と とな っ た 。

3 ， 別科 に お け る 「実践 」

前 項で も述 べ た よ うな状況 の 中 、 別 科で の 実践 は 実 に多 岐に わ た っ て い る 。 しか し 、

そ の 根底 には 、 日本語 教育実践 とい うこ とに 対 す る どの よ うな考え方 が あ っ た の だ ろ う

か
。 換言すれ ば 、

こ の 11 年 間の 別科で の 実践 を通 じ て 、
い っ た い 何を や ろ うと して 来

た の だ ろ うか 。あ るい は 、私 は 何 を 目指 して 日本 語教 育 に 携 わ っ て 来た の か
。
こ こ で は 、

こ れ まで の 別 科で の 予備教育 と交流学生 用 プ ロ グラ ム の そ れ ぞれ の 実践 を振 り返 りなが

ら、 こ の 点 に つ い て 考 えて い きた い 。

3 、1 ． 日本 語教 育にお け る 実 践

こ こ まで で も何 度 か 「実 践 1 とい う言葉 を使 っ て 来 た。具 体 的 な実践 を振 り返 る 前 に 、

「実 践」を どの よ うに 捉 え た らい い の か 、と りあ え ず の 考察 を して お きたい ．
J そ の Lで 、

11 年 間の 実践 の 意味 を考 える こ と とす る rt

私 自身 も 日本 語教育に お け る実 践 の 意味 に つ い て 、 こ れ ま で に も考 察 を深 め て きた

（大 河原 2（X〕2、2（X）3、 2006）。 実 践 とい うの は 、 そ もそ も 実 践 を行 う対 象が あ っ て 成 り立

つ もの で あ る n そ の 対 象を どの よ うに認 識 す る か 。 実践 の 対 象 と して 何 らか の 働 きか け

を施 す 必 要が あ る とい う認 識 、
っ ま り対象 とな る 状況 の 中に 何 らか の 問題状 況 を見 い だ

す 。 そ こ か ら実践 は 始 ま る は ず で あ る。し か し
、 同 じ状 況 に 直面 して も 、 そ の 中か ら何

を問題 と して 見 出すか は 、そ の 実践者 に よ っ て 違い 得 る、そ こ に は 、 そ の 実 践者の 状況

を 捉 え よ うとす る 、日本 語教 育者 と し て の 、さらに は 人 間 と して の 根 源 的 な 考 え方 が 、

問われ な けれ ばな らな く な る （大 河 原 2007）。

3 ．2 ．二 つ の 実践

先の 2 で も述 べ た よ うに 、 別 科嘱 託 講師 と して 、 別 科 に お け る大 学 予備 教 育 と して の

日本語 プ ロ グラ ム の 他 に 、交 流 学生 に対す る 日本語 教育プ ロ グラ ム も同時 に 行 っ て い

た 。 そ こ で 、 前項 まで の 「実践」の 捉 え方 を踏ま えた上 で 、こ の 11 年間 の
、 こ の 二 つ

の 目的 の 異 な る 日本 語 プ ロ グ ラ ム に お い て 、そ れ ぞ れ どの よ うに 閙題 状 況 を把 握 し、そ

れ らの 問題 に 対 し、どの よ うな 具 体 策を と っ て 来 た の だ ろ うか
。 そ れ ぞ れ の プ ロ グ ラ ム

に お け る各 担 当者 との 打 ち 合 わせ の 資料 な どを も とに 、まず そ の 点 を 振 り返 っ て お きた

い ：．

3 ．2 ．1 ，別 科 ： 大 学 予 備 教 育 諜程 と して

　まず 、別 科 で の 実 践 を 振 り返 る に あ た っ て 、私 自身 が 別科 に お い て ど の よ うな 問題 意

識 を持 っ て い た か に つ い て整 理 して お き た い 。 そ の 上 で 、各 資料 の 中に そ の 点 を見 て い

くこ とに する 。
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3 ．2 ．1 ．1 ，別 科 に お け る問 題

別 科 の 予備 教育プ ロ グ ラム を担 当 して 以来 、1999年 （平 成 ll年 ） と2004年 （平成 16

年 ）の 二 度 に わ た っ て 、 別 科 に お け る 問題 点 を概観 して い る （人 河原 1999、2004）n 前

者 で は 、別科 の 運 営 、授 業 の 内容 、 さ らに は 学生 対応 な ど、 当時 別科 に お い て 問題 と

な っ て い た 点 を幅広 く網 羅 的 に 指 摘 し 、別科 の 全 体 像 を示 そ うと し て い る の に 対 し 、後

者は 、 前者 に お い て 指摘 され た 開題 点 に対す る そ の 後 の 取 り組 み の 中間報 告 的な位置 付

けか ら、そ の 時点に お け る 、い くっ か の 重要な 課題 を選 択 的 に 取 り上げ て 指摘 し 、 よ り

詳 細に 説明 して い る 。

　こ の 二つ の 報告 に お い て い くつ か 共 通 して 指摘 され て い る 問題 の うちで 、 別科 の プ ロ

グ ラム 運営 に お い て 重 要 と考 え られ る 次 の 3 点 に つ い て 、こ こ で は 取 り上 げた い
．

　　（1 ） 日本語 プ ロ グ ラ ム と して の 評価及 び 改善の 方策

　 　（2 ）教員 の 質 的 向上

　　（3 ）大 学全 体 に お け る別 科 の 認識 ／理 解

　まず 、 （1 ）の 日本語 プ ロ グ ラ ム と して の 評価の 問題 は 、 プ ロ グラ ム に け る個 々 の 授

業 とい うよ りも教員体制 や プ ロ グ ラム の 仕 組 み と して の 部分 の 改善 の た め に は、調査 な

どに よ っ て プ ロ グ ラ ム の 実態 を 把握 し、そ の 結果 を も と に評 価 を行 い 、さ ら に 改善策を

検討 し実施 に移 す n さ らに 新 た な方 策 の 成果 を実 態 と して 把 握す る 、とい っ た評 価 ・改

善 の サ イ クル を形成 す る必 要 が あ る こ とを指 摘 し て い る ．

　次に （2 ）で は 、 日本語 教育の 成否 の 大 きな部分 を 、 実際に 授業 を担 当す る 個々 の 教

員 に あ る とい う認 識 の も とに 、日常的 な各担 当教員間の 綿ttな連 絡 ・意思 疎通 、 並 び に

各教員の 教育能力 の 向上 を別科 とい う組織 と して 支援で きる仕組み の 必 要性 を主 張 し て

い る n

　最後 の （3 ）に お い て 指摘 して い る の は 、日本語 教育プ ロ グ ラ ム の 大 学内 に お け る認

識や 理 解 を 深 め る こ との 重 要 性 で あ る．別 科の 予 備 教育 に し ろ 、交 流学生 の プ ロ グ ラ ム

に し ろ、日本 語 教育 が 日本 語 教育 と し て 単独 に 存在 す る こ と は 不可 能 で あ る、プ ロ グ ラ

ム が 口本 語教育 と して 有意 味で あ る た め に 、プ ロ グラ ム 外 部 の 学 内の 関係 す る 諸 部署や

各人 との 連 携が必 須で あ る。

3 ．2 ．1 ．2 ． 「講師打ち 合 わせ 」 資料か ら見 る 取 り組 み

次に 、 平成 le年 か ら平成 亘9年 まで の 、各 日本 語授 業 担 当者 との 打 ち合 わせ 資料 の 中

か ら、別科 に お い て ど の よ うな取 り組み を し よ うと して きた の か を 見て い く ． 分析す る

資料 は 毎年度末 に 翌年度の 授 業方 針や 方法 に つ い て 事 前 に 各授 業担 当教員 に説 明す る

「講 師会」に お い て 使 用 され た 資料 、 及 び 実 際 に 授 業 が 始 ま っ て か らそ の 時点で 必 要 に

応 じ て 行 な っ た 担 当ク ラ ス の 「講師 打 ち合 わ せ 」 の 資 料で あ る 。

平 成 10年

平成 IOF 一度は 着 任 2年 目で あ り、主 教材 と し て 選 定 した 既 成の 教科 書 「新 冂本語 の 基

礎」の 各授 業 に お け る扱 い 方 か ら、ク ラ ス 編 制 の や り方、
一

年 間 を通 じた授 業 の 目標 と

その 進 め 方 、 各授 業 問の 関連 の させ 方 、 各 教員 間の 打 ち 合 わせ の 方 法 まで 、
．別 科 の 日本
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語授 業運 営に お い て 必 要 だ と考 え られ る こ とを決 め て 、前年 度末 の 講 師会 に おい て説 明

して い る （資料 IA 、
　 IB 、

　 IC）。 こ こ で は 、 教員体制 を含 め た プ ロ グラ ム に お け る授 業

の 枠組 み を確 立 す る こ とに 主 眼が あ り 、そ の 評価 や 学 内に 対す る理 解の 促進 とい う視点

は 見 られ ない 。

　4E の 授業開始以降は 、 定期 的に各教員 との 打ち合 わせ の ミーテ ィ ン グ を開催 して い

る。 （4 月 は 毎 週 、
5 月 以 降は 原則 と して 毎月 1 回 、

一一
年間を通 じて 合計 12 回開催 し

て い る 、）こ の ミー テ ィ ン グ にお い て も 、 主 な話題 で あ る 、 当初の 計画 に沿 っ て 各授 業

が 進 ん で い る か を 白身 も授 業 を担 当 し 学生 の 状況 を確 認 し な が ら、進 め て い る 。

平成 13年

平成 】0年度 に 実施 し た 授 業 の 枠組 み にお い て 、特 に 大 きな問題や 重 大 な指 摘 は 他 の 教

員 か ら もな く 、 そ の 枠組 み が 別科 に 定着 し始 め て い た 。 そ れ に加 え 、平成 13年度 か ら

は 、そ れ ま で 2 名だ っ た嘱 託講 師 が 3 名 に 増眞 され た．前年 度 ま で は 、2 名 の 嘱託 講 師

が 三っ の ク ラス を共 同で 担 当 して い た が 、嘱託 講 師 が 3 名 に な っ た こ とで 、 各嘱託 講師

が そ れ ぞ れ
一

つ ず つ ク ラ ス の 担任 と して 、 受 け持 つ こ と とな っ た 。 そ の こ とで 、 よ り詳

細な ク ラス 授 業 の 運 営は 各担 当の 嘱託 講師 に任 され る こ と とな っ た 。

特 に 、 前半 の 主教材 「み ん なの 日本語 i 終了 後の 授業 を始め る に 当た っ て 私 が 作成 し

た授 業全体 の 計画を各授業担 当の 先生 方 に 説明す る た め に 作成 した 資料 （資料 ID ）に

は 、 そ れ ぞ れ の 授業の 目標 だ け で は く使 用 教材 、さ らに は そ の 授 業 で の 使 い 方や授 業で

の 手順 を 丁寧 に 書 い て い る。こ れ は 、担 当の 各先生 方 に 対 し て 、 定 め られ た 方法 に そ っ

て 忠実にそれ を授 業 で 再現 して ほ し い とい っ た 自身 の 意 識 の 現れ で あ る とも考 え られ

る 。

　ま た 、 授業 が 行 われ て い る 期 間 に 開催 し た担 当教 員 との 打 ち合わせ （年問で 合計 6 回

の 開催）で は 、 ク ラ ス 全 体 の 進 度や 学習 状況 の 他 に 、個 々 の 学 生 の 授 業 で の 反応 や そ の

解釈 等 か な り詳 し く書い て い る 。こ れ は 、 個 々 の 学生 に よ りきめ 細か く対応 し よ うと し

て い る
一 方で 、 先生 方 に対 して 、単 な る教材 の 使 い 方 や活 動 の 手 順だ けで な く 、 授 業に

お け る学生 の どの よ うな反 応 に 着 目 し 、 そ れ を どの よ うに解釈 し 、 どの よ うに対応 すれ

ば い い の か とい っ た こ と まで を 、示 そ うと して い た と見 る こ とがで き る 、

平成 15年

前年 度末 の 講 師 会で 使用 した 資料 は 、内容 が そ れ まで の もの と ほ とん ど変 わ らず 、授

業 開始後 の 教 員 間打 ち合 わせ も、前期 末の 全 体 の 打 ち合 わ せ 会 の 時 に 行な っ た もの を含

め て も 、 前期に わ ず か 3 回 しか 行 な わ れ て い ない ．こ れ は 、それ まで授 業 の や り方や 学

生 へ の 対応 に し方 を詳 し く解説 し よ う とし て来 た こ とか ら考え る と、大 きな変 化 で あ

る。

打 ち合わ せ の 内容 を 見て み る と、授業 の や り方や 教 材 の 説 明 も あ る が 、 む し ろ原則 と

して の 授 業の 方針 とい っ た抽象的な 内容を何度 も繰 り返 して い る 点が 目立 つ 。

ま た 、 第 2 回 の 打 ち合わ せ （資料 IE）に お い て 、 当初主教材 「み ん なの 1体 語 」 に 入

る 前 に 日本語 の 音声や 文 字に 慣 れ る 準備 期 間 を 十 分に と ろ うと計画 して い た の が 、先 生

一4 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Daito Bunka University

NII-Electronic Library Service

Dalto 　Bunka 　Unlversrty

コ ミ ュ ニ テ ィ 作 りの 実践 と し て の 日本語 プ ロ グ ラ ム ・
コ
ーデ ィ ネ

ート

方か らの 意見で 、 それ を早 め て い る 。 自身 と して は 、 準備 期間 内に して お きた か っ た こ

とを 、
「み ん なの 日本語 」 に入 っ て か らも続 け る よ うに 要請 して い る点か ら考 え る と 、

先生 方の 意 向を受 け入 れ る形 で 不 本意なが ら準備期 間 を終 了 させ て い る と考 え られ る 。

これ は 、そ れ まで 先生方 に さま ざま な説 明 を行 な っ て 来た 私 自身に と っ て は 、
一

つ の 大

きな 方向転換だ っ た こ とが わ か る 。

平成 16年

嘱 託講 師 3名 が そ れ ぞれ に
一

つ ず つ ク ラ ス 担任 と して 、ク ラ ス を担 当 し、各担 当ク ラ

ス の 教材 、授 業 の 進 め方 、担 当教員 との 打 ち合 わせ 等 の コ
ー

ス の ク ラス 授 業 の 運 営 に 関

す る こ とを担 う体制 が 定着 し て 来 た 。しか し、年 度 開始 に 当た っ て の 講 師会 （教員 全 体

の 打 ち合 わせ 会 ） に お い て 、 配布 資料 （資料 lF） に 「別 科 で の 日本 語 教 育に 関す る基

本 的な 方針 」と言 う項 目が 追加 され 、別 科 の 3 ク ラス 共 通 の 方針 と し て 3 つ の 点 を示 し

て い る 、 こ の こ とは 、 各嘱 託講師が 十 分に 意思統
…

で きず に 各 ク ラ ス の 運 営に 当た る現

状 で 、 別科全 体 と して の 日本語 教育に お け る方針 を明確化 す る 必 要 が あ る と感 じて い た

か らで は ない だ う か 。

授 業時 開始 前の 打 ち合わせ （資料 1G ）で は 、 や は り 、 詳細 な教 え方の 指示 とい っ た

よ うな もの は な く、原則 的 な方 針 が 繰 り返 され て い る。ま た 、授 業 の 内容 を説 明 した箇

所 にお い て は 、「作業の 手順 は 特 に決 め ま せ ん の で 、そ の 時 々 の 状 況 や授 業 内容 に よ っ

て 教 えやす い よ う」 にす る よ うに 、具体 的 な進 度 も 「各担 当者 と相 談 し て 」す す め る こ

と を 明 記 し て い る 。 さ らに 、授業開始 後 の 各 先生 方 との 打 ち合わ せ ミーテ ィ ン グ も時間

的な 関係で 個別 に 打 ち合 わせ る こ とにな り、打 ち合 わせ 用 の 資料 も使 用教材が変 わ る後

期 の 2 回だ け とな っ た。

明 らか に 、 着任 当初か ら見 る と 、 各先生方 に 対 す る ア プ ロ
ー チ が 変化 して 来 て い る 。

以前 の よ うに 、詳 し く授 業 の や り方や学 生 との 対応 の し方 に っ い て示 した り指示 した り

しな くな っ て い る 、 それ と平行 して 打 ち合わせ ミ
ー

ヒ ン グ ン 回数 も激減 し 、 先 生 方 に 配

布す る 資料 に も 、 長 々 と文 章で 説 明す る代わ り に 、 各項 目に 簡潔な タイ トル を付 け分 か

りやす くす る 工 夫 も見 られ る 。 こ こ に も教員 に対 す る対応 の 仕 方の 方向転換 を見 る こ と

が で きる 。

平成 17年

前年度末に 行な われ る 講師会 にお い て 、 教員全 体に 向 け て の 資料 には ほ とん ど内容に

変化 は ない 。ただ 、 B身 の 担 当す る ク ラ ス の 各 先 生方 に対 す る 配布 資料 （資 料 IH ）に

は 、冒頭 に 次 の よ うな メ ッ セ ー ジが あ る。

　 　 　 L
亠

膨
の

厶
こ 当

こ っ て

　　　　 今年 もま た 、 新 しい 学生 が 来 ます 。 別 科 と して の 目標 は 変わ らな くて

　　　 も、学 生 の 抱 えて い る 問題 や 状況 は 常に 新 し い もの で す 。 そ の 意 味で 、

　　　 我 々 教師 も 、 自身の それ まで の 経験は 経験 と して 、 常に 新 しい 気持 ちで 学

　　　 生 に 臨み た い もの で す 。

　 　 　 　 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン は 、時々 キ ャ ッ チ ボ ー ル にた と え られ る こ とが あ り
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　　　 ます ．そ こ で 、学生 は 日本 語 とい うボ ー
ル の 投 げ方や 受 け方 を学習す るの

　　　 で す。学生 は 自分が欲 しい と思 っ て い るボー
ル を正 し く返 して も ら うた め

　　　 に 、 どの よ うに投 げた らい い の か 。 そ の 返 っ て 来 た ボー ル と欲 しか っ た

　 　 　 ボ ー
ル の 違 い に よ っ て 学 生は 学 ん で い くもの だ と思い ます 。 我 々 教 師 は 、

　　　 とき に は忠 実な 「壁 」 とな っ て ボー
ル を返 す こ と も必 要だ と思い ま す 。 ま

　　　 た 、 学生 が 自らボー
ル を投 げ よ うとす る仕掛け を用 意す る こ と も我 々 教師

　　　 の 役割か も しれ ませ ん 。 （「第 1 回講師 打 ち合 わせ （皿 クラス ）」 よ り）

こ の メ ッ セ ー ジは 、 前期末の 全 体の 打 ち合わせ 会 の 際の 配布資料 に も再度記 して い る D

また 、 新 し い 試 み とし て
、 教 師 間で 授 業 の 進 度 を連絡 し合 う 「連絡帳」 の 書式 を変更

した 。従 来の 連絡帳で は 、進度 と して ど の 教材 の 何課 の 何頁 ま で 行 な っ た か を記入す る

だ けで あ っ た。新 しい 連 絡帳で は 、従 来 の 情報 に加 えて 、 授 業 を行 っ て の 学 生 の 様子 や

反 応 、それ に対 す る先 生 自身 の 解釈 や 理 由付 け、さ らに は 望 ま し い 対処 策 ま で 、で き る

範 囲で 記入 して も ら うこ と と した 。 こ の 試み の 成果 は あま りは っ き り して い ない が 、少

な く とも 、 私 自身 の 中で 先生方 に 対す る ア プ ロ
ー チ の 変化 を示 す現れ で あ る 。

配布 資料 か ら見 ると、こ の 年 度 で は 、私 自身 の 考 え る基 本方 針 を繰 り返 し、且つ で き

る だ け具 体的に 分か りやす く示 し、先生 方 と対 等 に 向か い 合 うこ と を 目指 して い た 。 そ

れ と同 時 に 、各先生方 に 対 し て も 、
コ

ー
デ ィ ネー タ の 指示や 説 明 を受 け身 的 に 聞い て授

業を行 な うの で は な く 、

一
人

一
人 先生 方 の 授 業 にお け る 自主 性や 積極 性 をで きる だ け引

き出そ うと して い る こ とが わか る 。

　平成 18年

担 当す る授 業 に 関わ る先生 方 に 対す る ア プ ロ
ーチ は 、 平成 17年度の 場合 と基 本的な変

化 は 見 られ ない
。 授 業開始 前の 講師会で の メ ッ セ ー ジ も新 しい 連絡帳の 試み も引 き続 い

て 行 なわれ て い る。

平成 18年 度で の 大 きな 変化 は 、よ り コ
ー ディ ネ

ー
タ とし て の 自身 の 内 的な営み をで き

る 限 り開示 し よ うと して い る点 に見 られ る 。 前期 末の 全体の 打 ち合わせ 会 で の 配布 資料

（資 料 II）で は 、担 当す る ク ラス の 授 業 を行 な う先 生 方だ けで な く 、 他 の ク ラ ス を担当

す る先 生 方 、 さら に は別科 長 （経営学部 教 授 で 日本 語教 育 に対 す る 専 門知 識 が必 ず し も

十分な わ け で は ない ）に 対 して も 、 ク ラ ス コ ー デ ィ ネー トを行 な うに あ た っ て どの よ う

な事 を どの よ うに 考えて 対応 策を講 じて 来 たの か 、 また こ れ ま で の 担 当ク ラ ス の 状 況 を

どの よ うに 分析 し認 識 し て い るか とい っ た 点に つ い て も 、 で き るだ け詳 し く明記 し て い

る 。

　こ れ は 、私 自身 の 意識 が 、これ まで 単 に 担 当の 先生 方 に だ け向 い て い た の が 、そ の 外

側 の よ り広 い 範 囲 に ま で 向 か い 始 め て い るこ との 現れ だ と考 え る こ とが で きる。 コ ー

デ ィ ネ
ー タ と して 日 々 直接 接 す る先 生 方 だ けで な く、そ の 他 の 外部の 関係 者 に も開示 し

理 解 を求 め認 識 を深 め て も らい た い とい う、 意識の 変化 だ と見 え る 。

平成 19 年

平成 19年度 は 、 学生数 の 減少 もあ っ て これ まで の 体制 が 大 き く変化 し た 。 そ の 詳 細は
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後述 す るが 、 体制 の 変化 に よ り嘱託 講 師 3 名 だ けで ほ とん どの 授 業 を行 うこ ととな り、

従来 の よ うに担 当す る非常勤講師の 先生方を対象 に して 何 らかの 働 きか け を行 な うこ と

は な く な っ た 。

そ う した状 況 の 中で 、別 科の 授業 計画 に 当た っ て 、改 め て授 業の 行 ない 方に 注 目す る

よ うに な っ て い る 。
つ ま り、

一
つ の クラス に お い て 、そ こ で の 背景や 日本語 力 が 異な る

各学生 間の ダイ ナ ミズ ム を ど う管理 して 、 ク ラス を運 営 し 、 授 業を行 っ て い っ た らい い

か とい う点で あ る 。 そ こ で 、注 目 して い る の が 学生 間 の 相 互 作用 に よ る学習の 促進 で あ

る 。 こ れ まで は 、 ど うして も教 師 が
一

人
一
人 の 学生 を 教 え る とい う枠組み で 授 業 を捉 え

が ちで あ っ た。しか し 、授 業 に お ける 学生 間の 相互 作用 をで き るだ け促 して 、
一

つ の 活

動 で も学 生 同士 が 協調 的に活 動 を遂行 す る こ とで 、そ れぞれ の レ ベ ル や ニ ー ズ に 合 わせ

た学習をそ れ ぞれ の 学生 自身 の 手 に よ っ て （教師か ら
一

方的に 与 え られ る とい うだ けで

な く）実現 で きる よ うな授 業 内容 が考 え られ て い る （資料 IJ、
　 IK）。

3 ．2 ．1 ．3 ．三 つ の 闘題 点 に つ い て

　こ こ で 先に 挙げた三 つ の 問題 点に つ い て 、こ こ で 見 た別科 の 実 践か ら考 え て み る 。

　まず 、 第
一

の 日本語プ ロ グラム の 評価 と改善 に つ い て は 、こ の 問毎年の よ うに 新た な

試 み に挑戦 して い るが 、それ の 成果を評価する た めの 別科全 体 として の 活動は 見 られ な

い 。 そ の 意味で は 先 に 述 べ た 評価 ・改善の サ イ クル は 全 く行 なわれて い なか っ た と言 わ

ざる を得 な い 。これ は 、
一

年 契約 の 嘱託 講師 と して の 立場 上 の 限界 とい う面 もあ る 示
、

別 科の 他 の 教員 との 十 分 な恊働体 制 が 築 けな か っ た こ とも要 因の
一

っ で あ ろ う。

次は 、 第二 の 教員 の 質的 向上 に っ い て は 、こ の 間 さま ざまな取 り組み を行 な っ て 来 た。

それ と同時 に 、私 自身 の 他 の 教員 に対す る ア プ ロ
ー チ の 変化 も見 られ た。授 業 の や り方

を マ ニ ュ ア ル 的 に 与 えよ うと して い た と こ ろか ら、各教 員 の それ ぞれ の 能力 や 自主性 を

活 か し、自分 自身 もそ うした教 員 と同 じ レ ベ ル に 立 っ て 協力 体制 を築 こ うとす る よ うに

な 6 た 。 こ れ は 、私 自身の プ ロ グラ ム の あ り方 に 対す る考 え方 の 変化 が 背 景 に は あ る と

考え られ る 。
つ ま り 、 大河原 （2006）で も議 論 して い る よ うに 、プ ロ グ ラ ム に お け る 日

本 語 教育に 効 率性 を求 め る が あま り 、 各先生方 に 対 して 、 プ ロ グ ラム 全 体 の 中で コ ー

ディ ネー
タに よ っ て 決め られた役害ilを確実に果 た し て も らい た い と考え て い た の が 、 各

先生方の 能力や 専門知識 、 それぞれ の 経験 を生 かす こ と を優先 に考えて コ ーデ ィ ネ ー ト

を行 な うよ うに な っ た 。
こ の こ とで 、

「教員 の 質」 として 各教員 に求め る もの も変化 し

た 。

第三 の 学内で の 理 解 に つ い て は 、 し ば ら くの 問 あ ま り意識 され ず に来 た が
、 平成18年

度で の 打 ち合 わせ にお い て 、コ
ー

デ ィ ネ
ー

トの 内 的過 程 まで を示 して 、広 く別 科 の 教育

の 実際 に っ い て 理 解 を 求 め よ うと、資料 を 作成 して い る。こ れ は 、別 科 の 教 員 内 の 打 ち

合わせ 会 とい う内部的 な会合 の 場 で あ りな が らも、正 式 な別 科 の 会議 とい うこ とで 、 そ

こ にお い て も学 内に 対す る 説 明 責任 を果た そ うとす る意識 の 堤れ で あ っ た 。

3　2 、2 ．交流学生 の た め の 特別 日本語 プ ロ グ ラ ム

交流学生 の 日本語 プ ロ グラ ム は 、 制度的 に 大学で の 正 規 の 授業 と し て の 位置づけで は

一7 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Daito Bunka University

NII-Electronic Library Service

Dalto 　Bunka 　Unlversrty

『別科 日本語教育』 第 9 号

ない た め 、 そ の 面 に お い て も大 きな 問題 を含ん で い る 。 そ の た め 、 こ の プ ロ グラ ム を

運 営す る に あ た り 、 特に 別 科 の 体制が あ る程度軌道 に乗 っ た と考え られた平成 11年度

か ら平成 15年度の 間は 、 頻 繁 に 、 そ の 担 当部署 で あ る本学国 際 交流 セ ン ター と打 ち合

わ せ を も っ て い る 。 こ れ らの 打 ち合わ せ に お い て 何度か に わ た っ て こ ち らか ら 、 国 際

交流セ ン タ ー に 対 し交流学生 の プ ロ グラ ム に 関す る 問題 点等 を整理 し 、 対処策の 提案

を含 めた資料 を提 出 して い る 。

　こ こ で は 、 そ れ らの 打ち合 わせ に提 出 した 資料か ら 、 主 な 5 点を分析す る こ とで 、 現

状 に対す る問題 を どの よ うに 捉 え て い た の か 、そ し て それ らの 問題 を ど の よ うに対応 し

よ うと して い た の か を 見 て い く こ とに す る 。

3　 2 ．2 ．L 国際交 流 セ ン タ ー と の 打 ち合わせ 資料 か ら見 た 問題 意識

こ こ で 分析 の 対象 とす る 資料 は 巻 末に 付 した資料 2A か ら資料 2E ま で の 5 点 で あ る 。

資料 2A
「短期交換留学生 に 対す る 日本語 教育に っ い て の 問題 点 と今後 の 方 向性 」 （平 成 ll年

型
こ こ で は 、まず根 本 的 な 問題 と して 交 流学生 の 本学 で の 教 育方針 の 欠 如 を指 摘 して い

る 。 しか し 、 既 に授業が 行 わ れ て い る 現実 を 見 て 、 現 実的な 問題 解決 を 目指 して い る よ

うで あ る 。
つ ま り、交流学生 に対 す る 日本 語授業の 現 状 を 3 つ の パ タ

ー
ン に 分 けて 整理

し 、 留学生活 にお ける授業の 大半をこ の 日本語 コ ー ス に費や さざるを得 ない ケー ス が最

も多 こ とを指摘 し て 問題提起 し て い る 。

直接管轄す る部署 が 異な る とい うこ とで 、具体策 の 提案 はで き るだ け避 けて 、問題 提

起 に とどめ て い る と考 え られ る。

資料 2B

「短期 交換留 学生 に対す る 日本語 トレ
ー

ニ ン グ コ
ー

ス に 関する問題点 と今後に つ い て 」

　（平成 ll年 度）

こ こ で は 、 先の 資料 か ら
一

っ 踏み 込ん で 、 それ ま で 教育方 針 の 欠 如 とだ け指摘 し て い

た根 本的問題 を分析 し 、 次 の 2 点の 問題 を指 摘 して い る 。 第
一

は 、 日本語 コ ー ス の 位置

付け、つ ま り学部授業 との 関係 に お い て 、どの よ うな場合に は どち ら （学部授業 か 日本

語授 業 か ）を優先す る か 言 っ た点 で 、目本 語 コ ー ス の 目的 を明確化 し
、 日本語授 業を開

講 して も学部授 業が 常に 優先 され て コ ー ス と して の 存在そ の もの が 問わ れ る事態が ある

こ と 。 第二 は 、 日本 語 コ
ー

ス の 目的は 不 明確 なま ま授 業 が 行 われ て い る 点 をまず指 摘 し

た 上で 、 日本語 プ ロ グ ラ ム の 目的 を 日本語 能力 の 向上 で は な く、目本 で の 異文化 体験 と

す る こ とが 現 実的で あ る こ とを主 張 して い る 。 さ らに 、そ うし た 目的の も とで 授 業 が行

われ る こ とを前提 とし 、
こ うした プ ロ グラ ム が交流学生だ け に 提 供 され る べ き もの で は

な く 、 広 く学内全 体の 留学生 に もそ の 対象 とす る こ とを視 野 に 入 れた プ ロ グ ラム 設 計が

あ っ て もい い の で は な い か とい う点 を指摘 し て い る 。

それ を踏ま えて 3 つ の 提案 を行 っ て い る 。 さらに その 提案 を も とに 具体的 な方策 を交
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コ ミ ュ ニ テ ィ 作 りの 実践 と して の 日本 語 プ ロ グ ラ ム ・コ
ー
デ ィ ネ

ー
ト

流活 動 と 日本語 授 業 とに 分 けて 例示 して い る 。

凱

「第 2 回短期 交 換留学生 に 関す る打 ち合 わせ 」 （平成 13年 ）

こ こ で の 打 ち合わ せ で は 、 実際の 日本語授業 の 計画 に っ い て の 打ち合 わせ と同 時 に 、

い くつ か の 授 業 以 外 の 具体的活 動 の 提 案 が な され て い る 。

　
…

つ は 、 日本人 学生 ボ ラン テ ィ ア を募 っ て 、日本語 の 授業 にお い て 活 用 す る こ と 。 ま

た 、 短 期交換留学生 用 の ホ ー ム ペ ー ジ をイ ン ター ネ ッ ト上 に 作成 して 、 大学の 教員やス

タ ッ フ 、日本人 学生 、短 期交換 留学 を終 えて 帰国 し た留学生 、 現在 の 交流 学生
、 さ らに

は 将来本学に短期交換留学を希 望す る留学生な どを結ん だ交流 の 場 と して 活用 する こ と

で ある。最後 に 、交 流学 生 の 帰国時 に行 っ て い る 生活 ア ン ケー トの 活 用や 公 開の 可 能 性

も提 案 して い る。

資料 2D
「短期交 換留学生 の 教育 に つ い て 」 （平成 13年 度）

資料 2A で は 、 日本語 授業 の 役割 と して 日本語授業 と実際 に来 日す る 学生 との マ ッ チ

ン グ の パ タ ー ン を 3 つ に 分 けて 現 状 分析 を行 っ た ． しか し 、
こ こ で は 既存の 日本語 授 業

を前提 とせ ず 、実 際 の 交流 学生 の 日本 語能 力 を 6 つ の レ ベ ル に 分類 し て い る。 そ の 上

で 、 現状 の 日本語 コ ー ス が どの レ ベ ル をカ バ ー して い る か とい う点か ら具体的な運 営 ヒ

の 問題 点 、 そ れ に加 えて 交 流学生 の 側 か らの 問題 点 もあ わせ て指摘 し 、 問題 の 全体像を

描 こ うと試み て い る 。

そ して 、
こ こ で は 根本 閙題 で は な く 「教育方針 に つ い て 」 とい っ た項 を立 て て 、 そ の

必 要性 を強調 して い る。さ らに 、本 来 は 大学 の 大 きな 教育方 針や ビ ジ ョ ン とい っ た もの

の 中か ら出て く る べ き性 質の も の で あ り 、 日本語 コ ー ス 単独で は 決 め られ ない は ずの

コ
“

ス の 目的 を、現 状 に 即 した 形 で 独 自に 探 ろ うと試 み て い る。

そ こ で 、最後 に 「短期 交換留学生 プ ロ グ ラ ム と して （提案）」 と した 、簡 単 なプ ロ グ

ラム 案 （「基 本的な 教育 方針 （目標 と して ）」「基 本的 な構 成要素亅「プ ロ グ ラ ム 運営 の 体

制 と し て 」 とか ら成 る）を示 し て い る。こ の 提案 で は 、交流学 生 の 日本語プ ロ グ ラ ム が

単な る 日本 語能 力養成た めの 授 業 を行 うとい っ た もの で はな く 、 プ ロ グ ラム 運 営の 体制

に ま で 言 及 し 、 全学的 な取 り組 み と して 、 交流学生 に広 く学内外 との 接触 を積極的に促

し、各 自の も っ て い る f日本 」観の 変更 あ るい は 更 新を迫 る 内容 の もの で あ る こ とを示

そ うとして い る 。

資料 2E

「短 期交 換 留学 生 の 教 育 に お け る基 本 的 な方針 と方策 に つ い て 」 （平 成 15年度 ）

　こ の 時点で は 、 私 が 交 流学生の 日本語 プ ロ グラ ム の コ ー デ ィ ネー トを担 当 して 既 に 6

年 が 経 過 して い た。そ の 間 、根 本 的 な問題 は 全 く解 決 されず 、何 の た め に 、何 を 目標 と

して コ
ー デ ィ ネ・一

・ トを行 え ば よい の か の 手が か りは ど こ に も見 出す こ とが で きず に来て

い た 。 そ こ で 、こ こ で は 、それ ま で の よ うに 問題 点 の 指 摘 や 具 体策 を提案 す るの で は な
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く、こ れ ま で の 経験 を踏ま え 、 現 場 で の 立 場 か ら実現可 能性 の あ る 目標 を 、 基本 方針 と

して 設 定 し 、 それ に基 づ い た プ ロ グラ ム の 具体 的方策 を決定す る こ と と した 。

こ こ で は 、 次の 二 つ を交 流学生 に 対す る教育の 目的 と して い る 。

（1 ） 日本語 で 日本人 と コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン で き る よ うに なる ため の 日本語 の 学習 。

　（2 ）日本 の 文化や社会 、 歴 史の 他 に 日本 人の もの の 考 え方や 人 間関係 の あ り方等 、 日

本に っ い て 知 る 。

そ し て 、 こ の 碧的達成の た め に 、授業 にお い て 知識を 教 える だ け で な く、 「実際の 体

験 を 通 じて授業等で 得た知識 を 確認 した り 、 新た に発 見 した りで き る環塊 を準備す る こ

と」を プ U グラ ム の 主要 な内容 と し、こ の 授 業 と体 験 の 循 環 を作 り出す こ とを 目指 して

い る 。さ らに は、こ うした循環 に よ っ て 、交 流 学生 の 日本観 の 形 成や 更新 を も促 そ うと

い う方針 で ある 。

　具体 的 な方策 の 計 画案 に お い て も、学 内の 現 状 を踏 ま えた 現実 可能 性 を考慮 し て 、新

た に 企 画や 活 動 を設 ける こ と はぜ ず 、既存 の 活動や 学 内外の 諸条件 （例 え ば、学長 と

の 面 談や ホ ー ム ス テ イ の 必 須 化 、地 域 との 交流 な ど）、教育ス タ ッ フ 等 の 現 状 を上 の 目

的 に そ っ て 再 編 し 、 授 業だ けで な くそ の 他 の 活動 も統 合 し た全 体 とし て の プ ロ グ ラ ム

を提 案 し て い る 。

3 ．2 ．2 ．2 ．根本間 題 に対 す る
一

貫 した 立場

　こ こ で 、 こ れ まで 見 て 来た 5 つ の 資料 に つ い て ま とめて み る と 、 交流学生 の プ ロ グラ

ム の コ
ー

デ ィネ
ー

トを担 当し た 当初か ら 、 別 科で の 予 備教 育 とい っ た分か りやす い 外

的な 目標 が な い 中で 、交流学生 の 大学 と して の 教育方針 の 欠如が 根本的な問題 と して

繰 り返 し指摘 して 来て い る 。 そ れ と同 時 に 、 さま ざまな具 体的 な方策 も提案 して い る 、

提案 され て い る 具体 策 の 内容 を見て み る と 、そ こ に は
一

貫 し た 立 場 が 見て 取れ る。そ

れ は 、 日本語 学習を授 業の 中だ け に 限 定せ ず 、 授業外 で の 「日本亅 とい う異文 化 との

接 触 を奨励 し 、 そ の た め の 機 会 をプ ロ グ ラ ム と して 組織 的 に準備 す る 必 要が ある とい

うこ とで あ る 。

そ の
一

方で 、

一
向に進 展 の 見 えない 大学側 の 対応 に 対 して 、 そ れ ま で は

一
っ の 例 と し

て 断片 的に 示 して い た具体策の 提案 も 、 資料2D で は 、 そ の 運営 体制に ま で 及 ぶ よ うに

な り、資料 2E で は 、独 自の 方針 を明確 に 打ち出 し 、具体的なプ m グ ラム 内容 の 全体像

ま で 示 して い る 。

3 ．3 ． プ ロ グ ラム ・コ
ーデ ィ ネ ー

タ と して の 実践 の 意 味

　こ こ ま で 、別科及 び 交流 学生 の 日本 語 プ ロ グ ラ ム の コ
ー デ ィ ネー トの 実践 に つ い て 見

て 来 た 。 で は 、こ うした プ ロ グ ラム ・コ ー デ ィ ネー トの 実践 を通 し て 、 私 自身 は い っ た

い 何 を 目指 して 来 た の で あ ろ うか 。 こ れ ま で の 振 り返 りの 中で も明 らか な よ うに 、た だ

単 に 、学 内的状 況 の 中 で 与 え られ た課題 に 対 し て 受 け身 的 に 対応 して 来 た わ け で は な

か っ た 。

　こ こ で 、先 の 3 ，1 で 述べ た 「実践 」に 対す る考 え方 を確 認 して お きたい
。 実践で は 、

まず実 践 と し て 働 きが け る 状況 の 中の どこ に 」塑 な問題 を見 出すか が 重要 で あ っ
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デ ィ ネ
ー

ト

た 。 さ らに 、 そ の 問題 を解決す る た めに 行 な っ た 実践 に は 、 そ の 実践 状況 を ど うい っ た

方 向 に も っ て い きたい か とい う実 践 の 理 念が 、 そ の 基礎 に あ る は ずで あ る 。
こ の 2 点 を

こ こ で は 考 察 して い きたい 。

3 ．3 ．1 ， 問題認識

対応 す る べ き問題 状況 を どこ に 、 どの よ うな問題 として 見 出す か に よ っ て 具体 的 な実

践 の 活 動 内容 は 異 な っ て くる 。 こ こ ま で 見て きた よ うに 、コ ー ディ ネー
タ として 行 う具

体的な
一

っ の 実践で は あ っ て も 、 そ こ に は複数の 問題認 識 が 反 映 され て い る こ とが あ

る 。 そ こ で 、
こ れ ま で振 り返 っ て きた実践 を 、 次の 四 つ の レ ベ ル の 問題 認識 に 整理 して 、

それ に 対 して 実際に とっ た 具体的な活 動 と合わせ て 見 て く こ とと し たい 。

 
一

っ の 授業 に お い て ク ラ ス を運 営す る
一

人 の 教 師 と して 、

 
…

人
一

人 の 学生 に 対す る プ ロ グ ラム ・コ ー デ ィ ネー タ と して
、

  プ ロ グラ ム の 各 日本語授業 を担 当す る教員 に対 す る コ ー デ ィ ネー タ と して 、

  学 内に 対する プ ロ グ ラ ム へ の 理 解 を求 め る立 場 と して 。

3 ．3 ．1 ．1 ．授 業 を運 営す る 教師 と して

こ こ まで 分析 の 対象 と して き た資料 は プ ロ グ ラ ム ・コ ーデ ィ ネ ー タ と して 各 H 本語 授

業担 当の 教員 及 び 学 内の 担 当部署 に対 し て 作成 され た もの で あ っ た。よ っ て 、こ れ らの

資料か らク ラ ス で の 授 業運 営 に対 して 、

一
人 の 教員 と して どの よ うな闇題 意識 を持 っ て

い たか は 、 直接は わか らない が 、各 教員 に どの よ うに ク ラ ス 授 業 の 運 営 に関わ っ て ほ し

い か とい っ た点 か ら 、 私 自身 の
一

教 師 と し て の 問題 意 識 を推 察す る こ とが で き る 。

ま ず 、 日本語教師 と して の 最大 の 関 心 事は 、 ど うした ら担 当す る 学生 が 日本語 の 語彙 ・

文 法を覚 え、そ れ を適切 に 運 用す る こ とが で きる よ うに な る か とい うこ とで あ る。そ の

ため に 日本語 の 運 用 とい うもの に つ い て ど う捉 え 、 そ の 向上 に は どの よ うな活 動が 必 要

か とい っ た点が どの よ うに考 え られて い たの か 。

最初 の 日本語 運 用 に 対 す る考 え方 に つ い て 、別 科 で の 講師打 ち合わせ の 資料で は 、 当

初 か ら
一

貫 して 、い わ ゆ る 1読 む 、書 く、聞 く、話す 」 の 四技 能 で は な く 、
「表 現j の

活 動 と 「理 解」 の 活 動 とに ま とめて 区別 して 扱 っ て い る。また も う
一

点 、毎年 繰 り返 し

述 べ られ て い る の は、よ り大 きな文脈 を意識 して 、で き るだ け全体 と し て の 意 味の 中で

表 現や理 解の 活 動を 行 うとい うこ とで あ る 。 こ の こ とは 、大 河原 （1999）に も指摘 され

て い る よ うに 、授 業 で の 焦 点 が 文法 に あ る と、学 生 もその こ とだ け に 注意 を集 中す る よ

うな り、 本来 の 目的で あ る 日本語 を現 実の 文脈 の 中で 運用す る こ とにな か なか 到達 しな

い と い う問題 が あ る 。

また、二 番 目の 能力 向上 の た め に ど の よ うな活 動 を授 業 で 行 っ た らい い か とい う点 に

関 して 、大 河原 （1999）で指 摘 され て い る の は 、 日本 語 レ ベ ル や 学 習ス タイル な どさま

ざま な点 にお い て 多様な学生 が ク ラス の 中に は 存在す る とい う問題 意識 で あ る 。 そ の た

めの 方 策 として 、特 に 平成 19年 度 で は 、同 じ ク ラス 内の 別 の 学生 の 学習過 程 や ス タイ

ル 、
ス トラ テ ジー な ど に相互 に垣 間見 る こ と に よ っ て 、 ま た 時に は 議論 とい っ た 直接的

な活 動 に よ っ て 、協調 的 な学習 環境 を授 業 の 中で 築い て い くこ と を強 調 して い る （資料
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IK ）。

3 ．3 ．1 ．2 ．学生 に対 して の プ ロ グ ラ ム ・コ
ー

デ ィ ネー タ と して

実 際 の プ ロ グ ラ ム 運営 にお い て 、直接学生 に接 して授 業 を行 うの は
一

人
一

人 の 教員で

あ るが 、その 授 業 の 枠組 み と して の カ リキ ュ ラム を決 め る の は コ
ー デ ィ ネー

タの 責任 で

あ る 。 各先 生 方の 授業 を通 して
一

人
一

人 の 学生 に 対 し どの よ うな メ ッ セ ー ジを 伝 えた

か っ た の か 。

別 科 の カ リキ ュ ラム を見 て み る と、大 き く午前 と午 後 に分 けて 、午 前 は初級 で は 教科

書 に そ っ た文 法や文型 を定着 させ て い くこ と 、 中級 以 降で は特 に読む こ とを中心 と した

総合的な活 動の 時 間 と した 。 そ れ に 対 し午後は 、 午前 にお け る 別 科で の 目標に そ っ た 中

心 的な活動 を補足 し、それ らを単な る知識の レ ベ ル で 終 わ らせ ず に 、 運 用に まで 持 っ て

い け る よ うにす るた めの 時聞 と して 工 夫 して い る 。
こ こ に も 、 対面 式 の 授業で は 、 ど う

し て も教員か ら学生 に知識を与 え 、 学生 は そ れ を覚え身 に っ ける とい う授業の 図式 に な

りや す い
、 とい う問題 意識 が あ る よ うに 見 え る。日本 語 学習が 単に 知識 の 習得 に終 わ る

の で は な く 、 教室 の 外 に 出 て そ れ らを運 用 で き る よ うに な っ て こ そ 、授 業 で の 日本 語 学

習は 意味 を持 っ て くる との 考 え方 が うか が える 。

こ の 点 につ い て 、交 流学生 に 対 し て 交流学生 用 の 日本語プ ロ グラ ム に つ い て の 説 明 の

た め に 作成 した 文 書で も 、 日本で の 圧 倒的 な 日本語 の 環境 に も臆 せ ず 、 そ れ に チ ャ レ ン

ジす る こ との 重 要性 を説 い て い る （資 料 2F）。

3 ，3 ．1 ．3 。教 員 に 対 し て の プ ロ グ ラ ム ・コ
ー デ ィ ネー

タ と して

プ ロ グラ ム ・コ ー
デ ィ ネ

ー
タ として 、多様 な教 員 がい る こ とは 必ず し も 、

コ ー
デ ィ ネ

ー

トが や りやす い 状況 とは 限 らない
。 とい うの は 、

コ ー ス 全体 と して の
一

貫性 の 問題 と相

反す る場 合 が あ る か らで あ る （大河 原 2006）。 こ の 点か ら、別 科 の コ ーディ ネー
トを担

当 した 当初は 、 で きる限 りそ うした 教員の 多様性 を抑 えて 、コ ー ス の
一

貫 したや り方に

合わせ て も らえる よ うに 、 さま ざま な取 り組み を教員 に対 して 行な っ て い る 。 こ の 時期

は 、教員の 質の 向上 とい うこ と に 対 して 、か な り固定 した 考 え方 を して い た よ うに見 え

る 。 しか し、結局 そ れ が 奏効す る こ とは な く、コ ー デ ィ ネー タ と して の 取 り組み の 方向

転換 、 さ らに 教員の 質に対す る 考え方 の 変更 を迫 られ て しま っ て い た 。

そ の 後 の 取 り組 み に は、で き る だ け各 教 員 の 主体性 を 引 き出 し 、それ ぞれ の 授 業 に お

ける 問題意識 や専 門的な能 力 を活 かす よ うな コ ー デ ィ ネ
ー

トを心掛 け る よ うに な っ て い

る 。 そ れ と同時に 、
コ ー デ ィ ネー

タが 上 か ら指示 を して 、 各教員 が それ に従 うと行 っ た

教員体制 の あ り方 で は な く 、 各 教員 に も コ ー デ ィ ネー タ と同様 の 問題 意識 を 共 有 して も

らい
、 互 い に 目本語教員 と して 対等な立場 に 立 っ て 具体的課題 を検討 し合 え る よ うな 、

「教員 コ ミ ュ ニ テ ィ 」の 形成を め ざす よ うにな っ て い る ど見 る こ と が で きる 。 別 科論集

第 5 号以 後 の 改 訂 や 別科 論集 「別 科 日本 語 教育」第 8 号 の 編集 は 、 ま さに そ の よ うな 問

題 意識 か ら出て 来 て い る と考 え る こ とが で き る。

3 ．3 ．1’

．4 ．学 内 に 対 して の プ ロ グ ラ ム ・
コ

L デ ィ
．ネ ー

タ と して
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コ ミ ュ ニ テ ィ 作りの 実践と して の 日本語 プ ロ グ ラ ム ・
コ
・．一’デ ィ ネート

別 科 に して も く交流学生 の プ ロ グラ ム に して も大学 とい う社会的文脈 の 中にお い て 初

めて 存在で き る こ とは 、 それ ぞれ の プ ロ グ ラム の あ り方 に と っ て 大 きな規 定要 因で あ

る 。 したが っ て 、 各プ ロ グラ ム が 大 学に と っ て
一

定 の 価値 を有 して い る こ と を学 内に お

い て 理 解が得 られ ない と、プ ロ グラ ム の 存続 そ の もの に 関わ っ て くる 。そ の 意味で 、プ

ロ グラム ・コ ー デ ィ ネー
タ と し て 、 説明責任 を果 た して い か な けれ ばな らない

、

嘱託 講師 とい う臨時的な 立 場で は 、 なか なか 正 式 な場面で そ れ を行 な うこ とに は 限界

が あ る 。 しか し、こ うした 学 内 へ の 理 解を求め る とい うこ とを念頭 に お い て
、
い くっ か

の 取 り組み も行 な っ て 来 て い る 。 別 科 に お い て は 、 別 科論集 にお い て 前年 度の 別 科の 報

告 を行 うよ うに したの もそ の
一

つ で あ る 。 ま た、別 科会議 に お い て 、 別科 か らの 学部推

薦者の 選 抜 に 関す る提案 （資料 3A ）を行 な っ た り、平成 18年 度 の 前 期末 の 講 師打 ち合

わ せ 会 に お い て も 、 そ うした点 を あ る程 度念頭 に お い て 資料 を 作成 した り し て い る 。

交流 学 生 の プ ロ グ ラ ム で は 、定期 的 に 担 当部 署で あ る 国際交流 セ ン タ ー と打 ち合わ せ

を行 な うだ けで な く 、 担 当す る授 業で は 臼本 人学 生 を活用 した り、学 内の 先 生方 に 協力

を お願 い した り し て来 た 。 ま た 、 交流学生 と
一

般 学生 （日本 人 学生や 留 学生 を含む ）と

の 交流 を 目的 と し た会をプ m グラ ム の
一

貫 として 、3 年 あま り継続 して 行 な っ て き た 。

　 さ らに 、 留学生 教育 とい う点か ら、 大学の 今後の 日本語教 育や 国 際化 の あ り方 に つ い

て 提案 も行な っ て 来 た 。 （大東文化大学留学生 の 日本語教育検討 委員会 2004 、 大河原

2005）

3 ．3 ．2 ． コ ミ ュ ニ テ ィ 作 りと して の 「実践 」

　こ こ まで 見て 来 た よ うに、コ
ー ディ ネー

タ と して 携 わ っ て 来 たそれ ぞれ の 目本 語プ ロ

グラ ム の 姿は 、 多層的 な レ ベ ル で 実践活 動 が 行 わ れ 、そ れ ぞれ に 多様 な 人 々 との 関係 の

中で 各 々 の 実践 が 成立 し て い た。こ の 各 レ ベ ル で 行 われ た 実践 に お い て 、 どの よ うな
…

貫 した 基本的 な理 念が あ っ た の だ ろ うか 。

　こ こで 注 目 したい こ とは 、働 きか け を行 っ た さま ざまな レ ベ ル 、立場の 人 々 との 関係

で あ る 。 日本語 プ ロ グ ラム とい う実 践 が学生 は もち ろん 教員 、 さ らに は 学内 の 関係各部

門の 人 々 との 関係 の 中で 成 り立 っ て い た とい う事実が ある 。 そ して 、 そ の 関係 に それ ぞ

れ の 問題 状況 を踏ま えて 、 積極 的 に働 き か け よ うと して い た 実践の 姿が浮 か び 上が っ て

くる。実践 と して それ ぞ れ の レ ベ ル 、場 にお い て 働 き か けて い た 関係性 に は 、 日本語 教

室 内の 学生同士 の 相互 の 関係 、教育体制 の 中で の 各教員 間の 関係 、さ らに は 、学内の 大

学教 育とい う場 にお い て の 日本語 プ P グ ラ ム と各学部学科な どの 関係部 門 との 関係 、 ま

た そ こ で の 日本人 学生 と留 学生 と の 関係 な どが あ る 。 こ の よ うに 、 それ ぞれ の レ ベ ル に

お い て そ の 関係性 全体 に働 きか け て い た こ とが わ か る 。 こ の 関係性全 体が 、言 わ ば 「コ

ミ ュ ニ テ ィ 」 で あ る。

言 い 換 えれ ば 、これ まで の 11 年 間の 実践 が各 レ ベ ル に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ 作 りを 目

指 して 行 われ て い た と見 る こ とが で きる 。 そ して 、 それ ぞれ の 関係 性 の 中で 日本 語 プ ロ

グラ ム を捉 え よ うとす る 中で 、 日本語 プ ロ グ ラ ム の 担 うべ き役 割 に 対す る 見方 が 、 ひ と

っ ず っ 拡 大 して きた 。 よ り広 い 視野 か らプ n グ ラム の 意味を捉 え、コ ミ ュ ニ テ ィ の 中に

お け る役 割 を問題 に し て きた の で あ る 。
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　プ ロ グラ ム の 役割 とい う観点か ら考え る と 、 プ ロ グラム が、学生 に対 して だ けあ る の

で は なく、教員 に も、学 内に お い て も
一

つ の 教 育機 関 と し て も機 能 し て い る こ とが分 か

る 。 その 意味で 、 プ ロ グラ ム は 、 プ ロ グラム との 何 らか の 関係 を持ち 、 そ こ に何 らか の

役 割 を期待 して い る全て の 人た ちの それ ぞれ に 対 して 、で き る限 り十 分 な機能 を果たせ

る もの で な くて は な らな い の で あ る 。 ま た 、 そ うした プ ロ グ ラ ム で あ るた め に は 、単に

プ n グ ラ ム コ ー デ ィ ネー タだ けで な く 、 そ こ に 関わ る全 て の 人 が そ れ ぞ れ に 責任 を負 っ

て い る の で あ る。その 意 味 で 、プ U グ ラム とい う人為 的な営み を介 し て 、ま さに 、そ こ

に あ る種 の コ ミ ュ ニ テ ィ が成 立 して い る こ とに な る 。

　 日本語 プ ロ グラ ム ・コ ー デ ィ ネー
トとは 、 日本語 プ ロ グ ラ ム とい う実践 を 、 さま ざま

に 関係す る人 々 との 連携 を 生み 出し 、 関係 性 全体 の 中で それ ぞ れ に機能 させ て い くこ と

だ と考 え る こ とが で き る 。 こ の こ とは 、 野 山 （2003）が 指摘す る 、 多文 化 社会 に お け る

コ ーデ ィ ネー タの 存在 の 重要性 と も共 通 する 視 点で あ る。

4 ． 平成 19年 （2007 年）度 に お け る別科

平成 19年度 の 別 科は 、 学生 数の 著 しい 減少 を 背景に 当該年度限 りで 学生 の 募集 を停止

す る とい う大学 の 決 定か ら始 ま っ た、さ らに 、 学生数 も 4 名 とな り、それ まで 3 ク ラ ス

体制を とっ て き た 日本語 授業 も、午前は学生 の 日本語 レ ベ ル に 関係な く
一

ク ラ ス 、午後

も 2 名ず っ の ニ ク ラス とな っ た 。 また 、 週 2 コ マ の 英語授業は 4 人全 が
一

つ の ク ラ ス で

勉 強す る こ と と な っ た
。

4 ．1 ．学 生

全 員 で 4 名 だ っ た 学生 の うち 、1 名 が 著 しい 出席不 良に 陥 っ て しま い 、前期 の 段 階 で

何度 か 保証 人 を通 じて 注意 を促 した が 、 結局 そ の 後改 善 は 見 られ なか っ た 。 こ うした事

情 に よ り、実 質 的に は 3 名 の 学 生 で 日本 語 、お よび 英 語 の 授 業 が 進 め られ た 。

最後 ま で 勉 強を続 けた 3 名の 学生 は 、 それ ぞ れ に 日本語 レ ベ ル が 大 き く異な り 、 ほ と

ん ど初級の 前期 レ ベ ル か ら始 め 、 別科の 1 年の 授 業で 初級終了程度の レ ベ ル に 達 した学

生が 1 名 、 初級 の 総合的復習か ら始 めて 、中級の 前半程度の レ ベ ル まで 能力 を伸ば した

学生 が 1 名 、 さ らに 初級の 復習お よび 中級の 入 門 レ ベ ル か ら始 め て 、 中級の 後半程度の

レ ベ ル に まで 達 した学生 が 1 名で あ っ た 。

4 ．2 ．教 育体制

こ れ ま で 別科 で の 授業全体の 運 営及 び 個々 の 学生 に対す る対応 は嘱託 講師 3 名が そ れ

ぞ れ の ク ラ ス の 担任 と して ク ラ ス 毎 に 行 っ て きた。しか し 、今年 度 は 、そ う した従 来 の

体制 で 生 じて しま う対応 等 の 不均衡 を是 正 す る た め に 、 3 名 の 嘱託 講 師 うちの 1 名 が 責

任 嘱託 講 師 と して 、 授 業全 体 の 方針 の 決定 や 各教材 の 選 定 、 個別 学生 へ の 対 応 な どを
一

元 的 に 担 う体制が と られ た 。

また 、 そ の 他の 別科 の 運 営に 当た っ て も、それ まで 3 名 の 嘱託 講 師が合 議 で 行 っ て き

た もの を 、 専任教員 を含 め た別科会議で 、 別科長 を 中心 と して行 うよ う
・
に変更 され た 。

また 、 責任嘱託 講師は 、 教育現 場 と別科 会議 との 間を 結ぶ役割 も担 うこ と とな っ た 。
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4 ，3 ． 日本語授 業

前述 した よ うに 、それ ぞ れ に H 本 語能 力差 の 大 きい 3 名 の 学生が
一

つ の ク ラ ス で 授 業

を行 うこ とと な っ た た め 、
一斉 に授 業 を行 うこ とは困難 で 、個 々 の 学 生の 能力 に応 じ

た 、個別 指導の よ うな授業 を行わ ざる を得な くな っ た 。 しか し、で き る限 り学生 間 の や

り取 りが授 業 の 中で で も起 き る よ うな 工 夫が な され た。

午 前 の 授 業 で は 、学生個 々 の 教材に 入 る 前 に 学生 が 互 い に他 の 学 生 に話 を した り発表

した りす る機 会を少 しの 時間設 ける よ うに した 。 ま た 午後で は 、 各授業で 各学生 共 通 の

教材 を使 っ て そ れ ぞれ の コ メ ン トを表現 させ た り 、 各学生が 書い て い る文章 な どを ク ラ

ス 全体で 発表 す る機 会 を設 け る とい っ た方法 で 授業 を行 っ た 。

こ うす る こ とで 、
一

人
一

人 の 学生 はそれ ぞれ別 々 の 日本語 学習上 の 目標 が あ っ て も、

他 の 学生 の 学 習プ n セ ス を知 る こ とで 、 ある い は 自身 の 学習に っ い て 発表す る こ とに

よ っ て 、日本語 の レ ベ ル は 異な っ て も、日本語学習 とい う面 に おい て
、 情報 の 交換 を し

た り 、 時に は そ れ ぞれ の 活動 に お い て 助け合 っ た りで きる よ うな 協調 的な 活動 を通 じた

学習 を授 業全 体 の 狙 い と した。

4 ．4 ． プ ロ グ ラム ・コ
ー デ ィ ネ

ー
トと して の 実 践

最 後 に 、 こ れ ま で 見 て きた プ ロ グ ラ ム ・コ
ー

デ ィ ネー トの 点 か ら今年度 （平 成 19年

度）の 別 科 の 実践 を 見て お きた い 。 今年 度は 、来年 度の 授 業 が 行 われ ない こ とが決 定 し

た 中、学生 数 も 4 名 とい うこ とで 教 員 も嘱託 講 師 3 名 が ほ とん どの 授 業を 担当 した 。 そ

の た め 、 学内に対 に理 解 を促す 実 践や非 常勤講師 を始 め とす る教 員をま とめ て い く作業

は 必 要 な くな っ て しま っ た 。

そ こ で 、実践 の 対象 は 、
一

入
一

人 の 学生 が 中心 とな っ た 。 前項 4 ．3 で 述べ た よ うな

「ね らい 」 に 沿 っ て 、 互 い の 日本語 レ ベ ル や 、 弱点や得意な点、また学習ス タイ ル な ど

の 違い を認 め合い
、 そ の 上 で 、 そ れ ぞれ の 場面 で 協力 し合い なが ら、各 自の その 時 々 の

課題 を達成 して い くとい っ た
、 日本語 学習の コ ミ ュ ニ テ ィ が 、

一
つ の ク ラ ス の 中に 成立

して い た の で は ない か と考え る 。

5 ． 最後 に

本稿で は 、 今年度限 りに幕 を 閉 じる こ と とな っ た別科 にお い て 、こ れ まで 嘱 託講 師 と

して 行 っ て きた 実践 を振 り返 り、そ の 意 味 を考 えな が ら 、
こ の 11 年 間の プ ロ グラ ム ・

コ ー デ ィ ネー トの 実践全 体を通 じて 目指 して きた こ とを明 らか に し よ うと し て きた ．さ

らに 、 そ こ で 得 られ た観点 で 、 最後 とな る今年度 （平成 19年度）の 別 科 で の 実践 の 報

告 を行 うこ とを 目的 と して い た。

こ れ ま で の 実践を 通 じて 、 日本語 プ ロ グラ ム を さま ざまな コ ミ ュ ニ テ ィ との 関連で 捉

え、それ ぞ れ の コ ミ ュ ニ テ ィ に お ける プ ロ グ ラ ム の 役割 を積 極的に果 たそ うとす る こ と

で 、
コ ミ ュ ニ テ ィ 作 りに 関わ ろ うとす る 実践 の 姿が 見 えて き た 。

日本 語 の 授 業だ け を 見 て い る と、そ の 実践 の 大 きな意 味 を見 失 っ て 技術 面 に ばか り注

意 が 向か っ て し まい が ちで あ る 。 しか し、日本 語 の 授 業だ けで な く 口本語 プ ロ グラ ム 自

身が 社会的文脈 か ら孤立 して 存在 して い る わ けで は な い こ とを 、今回 の 考察を通 して 、
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あ らた めて 認 識す る こ と とな っ た 。 それ と同時 にプ ロ グ ラ ム 自身が学生や教員 とい っ た

内部 の コ ミ ュ ニ テ ィ に よ っ て 成立 して い る こ と も、今
’一

度認識 し直 さなけれ ば な らな

い 。 そ うした コ ミ ュ ニ テ ィ に け るプ ロ グラム の 役 割 を十分 に果 た して い け る よ うな 、 プ

ロ グ ラム の 運 営が 必 要 で あ る 。 そ れ こ そ が プ ロ グラム ・コ ー デ ィ ネー タ に託 され た 仕 事

とい え るの で は ない だ ろ うか 。

日本語 プ m グラ ム は 、 そ れ ぞれ の 関係す る コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成に 積極的 に 関わ る と同

時に 、 そ こ で 果た し うる役割 をプ n グ ラム 自身 に も 、 さらに は それ ぞれ の 関係する コ

ミ ュ ニ テ ィ に も問い 続けて い か な ければ な らな い
。

一 1’6 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Daito Bunka University

NII-Electronic Library Service

Dalto 　Bunka 　Unlversrty

コ ミ ュ ニ テ ィ 作 り の 実践と し て の 日本語 プ ロ グ ラ ム
・

コ
ー一

デ ィ ネ厂 ト

参考文献

野 Ll↓広 （2003 ＞「多文化主義の 時代 に不 可欠 な コ ーデ ィ ネー タ の 存在　一 日本語 支援活

　　　　 動 の 展 開 に焦 点 を当て なが ら」『現代の エ ス プ リ』432
、
80−92。

大 河原 尚 （1999）「別 科 の 現状 と今後 の 展 望 」『別科 論集 』創刊号 、 大 東文化 大 学別 科 日本

　　　語 研修課程 。

大河 原 尚 （2000）「別科 修了 生 の 直 面 して い る 日本語 の 問題 」『別 科論集』2号 、 大東文 化

　　　 大学別 科 日本語研 修課 程 。

大河原 尚 （200D 「別科 修了 生の 学部で の 学習に 対す る評価 と取 り組み 　一修 了 生 五 名 の

　　　 イ ン タ ビ ュ
ー

調査か ら一
」『別 科論集』3号 、大東文 化 大 学別科 日本 語研 修課程 。

大河 原 尚 （2002a）「日本語教師が教 え よ うと して い る 「こ と」 の 再 考の た め に」『別 科論

　　　 集』4 号 、大 東文 化 大学別 科 日本 語研 修 課程 。

大 河原 尚 （2002b ）「口本語教育 日記 の 自己 分析 か ら見 た 「内省」」『世界 の 日本 語 教育』12

　　　 号 、 国際交流 基金 日本語 国際セ ン ター
。

大 河原 尚 （2003）「「実 践報 告」 の 可 能性 　
一

教 師 の 成 長 とい う観 点か らの 考察
一

」『別 科

　　　 日本 語 教育』5号 、 大東 文化 大学別科 日本語 研 修課 程。

大蔵親 志 、 大河原尚 （2004）「別 科の 歴 史」『別 科 日本語 教育 』6 号、 大東 文化大 学別 科 日

　 　 　 本 語研修 課 程 。

大河 原 尚 （2004）「別 科 日本語研 修課程 　 こ の
一
年 を振 り返 っ て 　 一 2003 年度活動 報 告

　　　 お よび今後 の 課題
一 1『別 科 日本 語教育』6 号 、大東 文化大 学別 科 日本 語研 修 課

　　　 程 。

大河 原尚（2005 ＞「大東文 化大学に お け る別 科お よび留学生 受け入 れ に 関す る 問題 と今後

　　　　 一
平成 16 年度 日本 私 立 大学団体連合会 日本 語教育連絡協議会 にお け る報告

　　　 か ら
一

」『別 科 日本 語教育』7 号、大東文 化大 学別 科 日本 語研 修 課程 。

大 河原 尚 （2006）「他者 の 経 験 を知 る こ との 意 味　 一多様 な確 信 （ビ リ
ー

フ ）を持 っ 教 師

　　　 と 日本語 コ ー ス の あ り方 に 関す る考察か ら一
」『別 科論集』6号、大東文 化 大 学別

　　　 科 日本語 研修 課 程 。

大河 原 尚 （2007）「「実践 」 と 「研 究 1 に つ い て ： 細川 （2007）論文 を読ん で 1、電 子掲 示

　　　 板 『実践研 究プ ラ ッ トフ ォ
ー ム 』へ の 投 稿 、 NPO 法 人 言 語文 化 教育研 究所 主催 。

大東 文化大 学　留 学生 の 日本語 教育検討 委 員会 （2004）「「留 学生 の 日本 語 教育」に 関す

　　　 る答 申　
一

国際教育 ・研 究セ ン タ
ー

設 置 に つ い て
一

」。

17 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Daito Bunka University

NII-Electronic Library Service

Dalto 　Bunka 　Unlversrty

『別科 日本語教育 』 第 9 号

＜資料 1A＞

年問授業計 画

1 ．
一

年間 の 授 業予 定

　 全 体を能力 別 に 3 つ の クラス に 分け 、 3 つ の ク ラ ス とも 4A に ゼ ロ か らス タ ー
ト

す る こ と としま し た 。 そ の 上 で 中間の ク ラス （速 くもな く遅 くもない 速 さで 順 調 に 進

む ク ラス ）を想 定 し
、 そ の 進 度 を標準 と して 計画を立 て ま した 。

し た が っ て 、 上の レ

ベ ル の ク ラス は 、標 準の 進 度 よ り早 く、下 の ク ラス は ゆ っ く り進 ん で い くこ とに な り

ます 。

　 以下標 準 の 進 度に つ い て 説 明す る こ とと します 。

　
一

年間 の 授業 を 次の 三 段 階 に分 けて 進 む計 画 で す。

　   初級

　　　　教 科 書 は 「新 日本 語 の 基礎 1 、 H 」 を使 用 し 、
4B か ら 7 月 まで の 前期で 終

　　　了す る 。 そ の 際 「新 日本語 の 基礎 1 、 H 」 の 全 課 をす る の で な く、特 に別科 の

　　　初級 段 階で 触れ る必 要の な い と思 われ る 課 お よび 学 習項 目を省 略 し 、 計 41 課

　　　分を前期 中に終 え る こ と とす る 。

  初級復習

　　 初級 終 了 後 、初 級 で 学習 した 項 目を も う
一

度復習 し、中級 へ の 橋渡 し とす る

　 こ とを 目的 と し、 4 − 5 週 間程度 で 終了 す る 。 （9 月
一 10 月）

  中級

　　 初級 、初 級復 習 を踏 ま え、 11 月 ご ろ か ら中級 へ 進 み たい
、

（以 上詳細 は 、
厂授 業の 進 め 方」 で ）

2 ．初級 の 進 度予 定

　「新 日本語 の 基礎 1 』 」 の 全 50 課 を計 41 課 に短 縮 し 、 目安 とし て 、 1週 間に 2
5 課程度進み 、 前期 中に終 えた い と思 い ます 。なお 、 短 縮 した 全 41 課 の

一
覧 と各

課の 進 度予 定は 添付 した資料 （全 41 課
一
覧 と学習順 序、進 度予 定表）を 参照 して く

だ さい
。

3 ． ク ラス 編成 につ い て

　進 度予 定表 で 示 した通 りに 、 以 下の 二 っ の 理 由か ら年 間 で 合 計 4 回の ク ラス 編成 を

予 定 して い ます。

　　   各ク ラ ス 内の 学生 の レ ベ ル を調整 し、効率 的 な ク ラ ス 授 業お よ び 学 生 の 進 歩

　　　 を促 す 。

　　   ク ラ ス 編成 を複数 回行 うこ と に よ り 、 怠 けて い れ ば下 の ク ラス へ 落ち、頑 張

　　　 れ ば 上 の ク ラ ス へ 上 が る こ とがで き る とい う気 持 ち を持 た せ
、 学生 の や る気
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また 、 ク ラス 編成は 、 各課の 復習テ ス トと各担当の 先生方の 普段 の 授 業で の 評価 を

参考 に行 い たい と思い ま す 。

　 ＊ ク ラス 編 成の 時期 で あ っ て も 、 検討の 結 果特 に そ の 必 要が ない 場合は 、 学生 の 入

れ替 えを行 わな い こ と もあ り得 ま す 。

　 ＊ ク ラス 編 成 に よ っ て 、 学 習項 目が ぬ けて し ま っ た場 合 で も、その 学 生 に あわせ て

授業 （午前）で は補わ ない こ とに し ま す。各 ク ラス の 進度 を優先 させ て くだ さい n
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授業の 進 め 方

1 ．初級 （前期 ）

　 a ． 午前

　　　   「新 日本語 の 基礎」 の
一

課 を 次の 二 つ の パ ー
トに 分 け る。

　　　　　 ・「文型 」 「例 文」 「練 習 A 」 「練 習 B 」 ：（パ ー
ト1）

　　　　　 ・「会話 」 「練 習」 「問題 （聴 解、読解 は除 く）」 ：（パ ー ト2）

　　　   上 の パ ー
ト 1 とパ ー

ト2 は、互 い に進 度 を調 整せ ず単独で 進 ん で い く 。 ま

　　　　　た 、
パ ー ト 1 は 2 限 目 、

パ ー
ト2 は 1 限 目に行 い 、

　　　　 どち らも二 日で
一

課 を終 了 す る程度 の 進 度で 進 む 。

　　　 例 ）

月 火 水 木 …

1
’

．

…『
1
萋

．纂 ． 第 5課 （1）
… i

ミ

…

　　   毎 日の 1
、 2 限 目の 授業で は 、

　　　全 90 分の うち 60 分程度をパ ー
ト 1 とパ ー

ト2 の 作 業 に 当て 、

　 　 　 残 りの 30 分 で 、

　　　　　　 a ．書 き取 り （語 彙や 文〉 とそ の 答 えあわせ 、 又 は

　　　　　　 b，「会話 」 を暗 唱 、発 表 させ 注意 を与 え る

　　　　　　　　　　　　　　　　　 の どち らか を行 う。

b ．午後

　 　 午後 は 、午 前 と異 な り各 コ マ 別 々 に以 下 の 六 つ の 内容 の 授 業 を行 う。

　　   「新 日本語 の 基 礎」 の 復習 　 　 　 　 （日本 語 演習 16）

　　   「新 日本語 の 基 礎」 の 各 課 の 復習テ ス ト 　（日本 語演習 13）

　　   表現 　　　 　　　 　　　 　　　　 　　　 （日本語演習 15）

　　   音声／文 字　　　　　　　　　　　　　 （日本語 演習 12）

　　   理 解　　　　　　　　　　　　　　　　 （日本 語 演習 14）

　　   日本 事情

　 　 （具 体 的 な内容 に っ い て は 別 紙 「初 級 午後 の 授 業 につ い て 」 参照 ）

＊ 午後 の 授 業 は 、停 滞 し た雰 囲気 に な りが ちな の で 、授 業 中の 課題 ・作 業 を どん ど

　ん 与 えて 、 教員が 学生 を リー ドして い く よ うに した い
。

＊ 午後 の ク ラ ス は 、午前の 二 つ の ク ラ ス か らの 学生 で 構成 され る の で 、午前の 進 度
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　と関係す る授業で の 進度 は 、 学生数 の 多い 午前の ク ラ ス の 進度に 、 原則 として

　合せ る こ と とす る 。

＊ 原則 と して 宿題 は 出 さな い
。

2 ． 初級復 習

　 「新 口本 語 の 基 礎 」 の 全 41 課 が 終了 した 後 、す ぐ に 中級 へ は 移 らず、初級 の 復習

の 期 間 を設 け る 。

　 目的 ：

　　　　　 「新 日本 語 の 基 礎」 で 導入 ・練 習 して きた 文型 や語 彙 を も う
一

度総合的に

　　　　復習 し 、 中級 へ の 橋渡 し とす る 。

　 　 　 　 　 「新 日本語 の 基 礎 」 で 扱 い きれ な か っ た り、ぬ けた り、忘れ て し ま っ た り

　　　　 した 学習項 目をカ バ ー し、初 級 学習 項 目の 再確認 を行 うb

　 教材 と内容 ：

　　　　具 体 的 に は 現在 検討 中だが 、以 下 の よ うな方 針 で 進 め て い くこ と とす る 。

　　　　　 ・ 読解形 式 の 教材 を用 い 、 中級 で の 学習形式 に慣れ る n

　　　　　 ・中級 で の 学習の 重 点 を 言語 そ の も の か ら内容 へ と徐 々 に 移行 させ る た め

　　　　　　 に 、そ の 準備 と して 、初級 の 確 認 を し なが ら、内容 に も注意 を 向け さ

　 　 　 　 　 　 せ る 。

　　　　　 ・読解の 他に も 、 ま とま っ た 長 さの 聴解練習 も行 うe

　 期間 ：

　　　　　 4 か ら 5週 間程度 と し、午 前 の 授 業で 行 う。

　　　　　 な お 、そ の 間の 午後 の 授 業 は初 級 の 時か ら の 内容 を継 続 す る。

＊ 「新 日本 語 の 基 礎」 で扱 わな か っ た課 の うちの い くつ か を追 加 分 と して 、三 課 分

　に ま と め て こ の 時期 の 行 う。

　　　　A ： 自動詞 と他動詞 の 整 理

　　　　B ：丁 寧 体、普通 体 、 敬 語

　　　　C ：受 け身 ・ 使役の ま とめ

3 ． 中級 （後 期）

　初 級 、初級 復 習 を経 て 、 中級 に入 る。

　中級 で は 、
一

定の 中級 用 の 教科書 を使用 し、それ ま で 午後で 行 っ て い た 厂表現」

「理 解」 に 重点 を置 い た 授 業 を午前で 行 い 、午後 の 授 業 内容 も初級 時 に 行 っ て い た こ

と を 変更 す る 予 定 ．

　 a ． 午前

　　　　　中級用 教科書 「テ ー マ 別 中級 か ら学ぶ 日本語 」 を用 い
、 初級 午後で 行 っ て

　　　　い た 「表現」 「理 解」 の 授業を踏 ま え 、 よ り発 展的か っ 組織的に 授業を進 め
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b ．

　る 予 定 。 また初級 時 と同 様 に り Y −一式で 行 う。

　　 ＊ 具体的内容 に つ い て は検討 中。

午後

　　初 級 午後 の 授 業 の うち 「音声／ 文 字 」 「日本 事情」 は そ の ま ま継 続 して 行

　う。 残 る三 つ の 授業で は 、そ れ ぞ れ が 別 々 の 内容 の 授業 を行 い
、 各 コ マ が何

　らか の 目標 に に 向か っ て進 む か 、 また は修 了 後 の 大学 生活や 学生 の 将 来 に 具

体的 に役 立 つ こ と を授 業 の 内容 とす る こ と を基本的な方針 と した い 。

　　 ＊ 具体的な 内容 に つ い て は 検討 中 。

＊ 初級 午 後 か ら中級 午 後 へ の 切 り替 えは 、合 同に な っ て い るク ラス の うち の 下 の ク

　 ラ ス の 進 度 に 合せ る こ と を原則 とす る 。
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〈資料 1C＞

初級午後 の 授業 につ い て

1 ． 「新 日本語 の 基 礎 」 の 復 習

　・午前 で 終了 した 課の 練 習プ リン トを させ 、個 々 に指 導を行 うこ とを基本 とす る 。

　 ・ 練習プ リン トは 、 三 種類 （A 、B 、 C）全 て を
一
様 に させ る の で は な く 、 授 業で は

　　　　　A は 必 須 、
B は 準必須 、　　 C 選 択

　　 とし
、 学 生 の 進 歩 に よ っ て 、進 歩 の 速 い 学生 に は B 、さ らに C と進 ませ 、遅い

　　者 に は A だ けで と どめ て お く とい うよ うに す る 。

　 ・練 習プ リン トを させ なが ら、必 要 が あれ ば 随時説 明や練 習を取 り入 れ て い く。

　 ・各学生が 復 習 の 時間 内に で き なか っ た プ リン トに つ い て は、そ の 場 で 学生 に 渡 さ

　　ず 、 後 で ま た使用 す る こ と とす る 。

＊ 学習事 項 の 整 理 の た め 学生 に 渡 す べ き資料 （動詞 の 表 な ど ）は こ の 復習の 時間 で

　渡す 、 練習す る こ と した い
。

2 ． 「新 日本 語の 基礎 」 の 各課 の 復 習テ ス ト

　 ・午前で 終了 し
、 復習 も終了 し た課の 復習テ ス トを実施 し

、 テ ス ト回収後 、 答 え合

　　せ と解説 をす る 。

　 ・進度 は 、 原則 と して
一

時 限 で 2 課分の テ ス トを行 うこ と とす る が 、午前 の 進 度 に

　　 よ っ て 弾力 的 に対応す る 。

　 ・回収 した テ ス トは 嘱 託講 師が 採点 し 、 翌 週 返 却す る 、

3 ．表 現

　 目標 ：

　　　 ・学生 自身 の 身 の 回 りの 事柄 や意見／感想 な どを 日本語 に ま とめ て 表 現す る

　　　　 練習をす る 。 （文章 、 口頭 の 両 面で ）

　　　 ・それ に伴 い 、 使用 で き る語彙 を 増やす 。

　 ア プ ロ
ー チ ：

　　　 ・ま とま っ た 長 さの 文 章や音 声テ
ープ 、

ビ デオ 等 と組 み合 わせ て 、そ こ か ら

　　　　 得た知識や情報 、 意見や感想な どを話 させ た り書か せ た りし て表現 させ る 。

　　　 ・ 表現活動 の 前 提 とな る表 現パ タ
ー

ン や 語彙を紹介 し
、 それ らを使 っ て 学生

　　　　 の 発 想 を刺激 し 自由に 表現 させ る 。

＊ 具体 的な教材 や授 業で の 扱い 方 は 、 担 当者 に
一

任す る こ と と した い が 、
こ の 時間

　の 主 旨や 教材 、ク ラス 作 業 な どに つ い て 不 明 な 点が あれ ば、嘱託 講 師 と相 談 し

　た い 。

＊ また 、初 級 午前の 授 業で 扱わ ない 学習項 目の
一

部 （第 40 課 の 3 、 第 42 、 44 、
45 課 ）
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に つ い て 、こ の 表現の 時間 で 表現パ タ ー
ン の

一
っ と して 扱 い た い 。

4 、音声／文字

　 目標 ：

　　　 ・日本語 の 音声 と文 字 を結び 付 け る 。

　　　 ・ひ らがな 、カ タカナ の 読み 書 きの 定着 を 図 る 。

　　　 ・年 問を通 じて行 い
、 漢字の 読み 書きの 導入 と練習 を行 うn

　 ア プ ロ
・一一

チ ：

　　　 ・ 音声や文 字だ けを 単独 で 取 り上 げる の で は な く 、 文や 音声テ ー プ
、

ビ デ オ

　　　　 等を 用い 、 文脈 を 意識 させ なが ら導入 ・練習 を行 う。

　　　 ・また、音 声や 文 字 を 単独 で 取 り上 げた場合 で も 、 必 ず 文 脈 の 中に戻 して 確

　 　 　 　 認す る 。

＊ 具 体的 な教 材 や授 業 で の 扱い 方 は 、 担 当者 に
一

任す る こ と とした い が 、 こ の 時 問

　の 主 旨や 教材 、 ク ラス 作 業 な どに つ い て 不 明 な点 が あれ ば、嘱託 講師 と相 談 し

　 た い
。

5 ． 理 解

　目標 ：

　　　 ・ 談話全体の 中か ら文 脈 を と らえて 理解す る 練習 を行 う。

　　　 （文章 と音声の 両面 で ）

　　　 っ ま り 、 初級 の 学習で は 言語 そ の もの に学生 の 注意が集ま り、全 て の 語彙や

　　　　 文 法が わ か らな けれ ば 、全 体の 理 解 も進 ま ない とい う傾向 に 陥 りが ちで あ

　　　　 る。 そ こ で 、初級 の 早 い 時期か ら 、 多少不 明な こ とばや 表現が あ っ て も 、

　　　　 全 体 の 大意 を っ か んだ り、不 明な点 を想 像 して 補 っ た り して 理 解す る練習

　　　　 を 行 う。 　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　 　 ，

　ア プ ロ v −一チ ：

　　　 ・予 め 内容 に つ い て 触 れ て お い た上 で 、文 章 や 音声 テ ー プ 、
ビデ オ 等を示 し、

　　　　 そ の 内容の
一

部 あ る い は全 部 を話 させ た り書 か せ た りして 要 約 させ る 。

　　　 ・上 の よ うな場 合 に 、 全体や ま とま っ た
一

部分 を 対象 にす るの で な く 、 予 め

　　　　 示 して お い た キ ー
ワ

ー ドを拾い 出 させ た り 、 また学生が キ
ー

ワ
ー

ドだ と

　　　　 思 っ た こ とば を言わせ た りす る 。

　　　 ・言語材 料 だ け で は な く 、 視覚的な材 料や 生 の 教材 も、教材 と し て 工 夫 で き

　　 　 　 る 。

＊ 具体的 な教材や授 業 で の 扱い 方は 、 担 当者 に
一

任す る こ とと した い が 、
こ の 時 間

　 の 主 旨や教 材 、 クラ ス 作 業な どに つ い て 不 明 な点 が あれ ば 、嘱託 講 師 と相 談 し

　 たい 。

、＊ 新 口本語 の 基礎の 問題 の 中に あ る聴解や読解の 部分 を その 課 が終 了 後 、 ま とめ て
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6 ． 日本 事情

コ ミ ュ ニ テ ィ作りの 実践 として の 日本語プ ロ グ ラム ・コ
ー
デ ィ ネ

ー
ト

・年 間 を通 じて 行 い 、 日常生 活 で 必 要 な表現 や語 彙 か ら、現代 日本 に 関す る知識 ま

で 日本語 通 じて 獲得 す る。

・嘱託 講師が担 当 し 、 午前午後の 進 度の 調整 を 行 う。
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＜資料 1D＞

「み ん なの 日本 語 」終 了 後 の 授業計画 につ い て

目　 標

　　 年 度初 め に年 間を通 し て の 目標 と して
、 次の 2 点 を設定 し ま し た 。

　　   い わ ゆ る 「初級 j で 取 り上 げ られ て い る　 刑 　　法
’
珸 　と　 　 kt 諡 島 を

一

　　　 通 り習得 す る。

　　   そ の 上 で 、それ らを活用 しなが ら、 − 1
財 　 　 の 　 “　

P

　
h

　 　　 能力

　　　 を身 に つ け る 。 （例 えば、単文 に よ る表 現 時の 文 法形 式 の 選 択 、単文 間の 繋が り

　　　 の 理解、文章 で の 段 落 ご との 理解や 表 現 、な ど。）

　「み ん な の 日本語 」で は 、 上 の   に 重点を 置 い て 行な っ て きま した が 、 今後は  を

重息 に 、

△ kt 　 こ
こ 音 せ i が 、 進 め て い きた い と思 い ます 。

　 もちろ ん 、
「み ん な の 日本語 亅 が終了 した とは い え 、 初級 の 学習事項 （文型 と語

彙）が十分に 定着 して い る とは まだ 言えませ ん 、 しか し 、そ の 定着 に ば か り固執

して い て は 、 目標   の 、全 体の 文脈 に 注意 を 向 け る こ とが で きな くな っ て し ま い

ま す ． とい っ て も 、 初級 の 文 型 な どに
一
切 触れ な い の で は な く 、 必 要 なの は 文 脈

の 中で 出て きた 時に 、そ の 事柄 につ て 随時確 認 す る こ とに よ っ て 全体 的 な文 脈の

理 解や表現 に 結び 付 けて 行 くこ とで あ っ て 、 系統だ っ て 扱わ な い とい うこ とで す 。

む しろ そ れ は 、 午後の 時 間に行 な い たい と思 っ て い ます 。

授 業 の 進 め方

　 　 「み ん なの 日本語 」で は 、各課 をパ ー
ト 1 とパ ー

ト2 に分 け、そ れ ぞ れ を 2 時 限 目

　　と 1時限 目に割 りふ っ て 進 め て きま した 。 今後 も 玉時限 目 と 2 時限 目 とで それ ぞれ

　　目標 を定 め 、 そ れに 合わ せ て 教材 を 進 め て い き た い と思 っ て い ます 。

・1 時限 目

　 釶 ： 「み ん なの 日本語」 終 了直後 の レ ベ ル と して は 、 やや難 し 目 （語彙や文型

　　　 な ど）の 文 章を 、 全体的な 意味や テ ー
マ に っ い て 考え なが ら読ん だ り聞い た り

　　　 し て 、理 解す る 。そ うす る こ と で 、全 体 的 な意 味 に 注 意 しな が ら理 解 し よ う と

　　　 し 、 多少 わ か らない こ とが あ っ て も、そ れ に こ だ わ らず何 とか 理解 で き る とい

　　　 う態度 を養 い た い 。 また、それ と並 行 して 、語彙力 向上 の た め の 手 当て も行 な っ

　 　 　 て い き た い
。

教竝 と計画進度 ：教材 は 、「テ
ー

マ 別 中級 か ら学ぶ 日本語 　 ワ
ー クブ ッ ク」の 「速読」

　 の 文章を 読解教材 と して 、「聴解 H ］を聴解教材 と して 使 用 す る
。 具体的 な扱い

　 方 に っ い て は 事 項 で 。

　　 進 度 に つ い て は 、 第 1 課 か ら「速読」「聴解 巫」を そ れ ぞ れ
一

時間 ず っ 、計 2 時
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間 を
一

課分 の
一応の 進度 と して お きたい 。実際的 な進度 は学生の 反応 を見 なが

ら、そ の 都度検討 して い きたい 。

学生 へ の 教材 の 配 布 に つ い て 、
「速読」の 本文 は 予 め何課 分か を ま とめて 渡 して

お き 、 学生 が各 自で 予習で き る よ うに して お き たい 。 しか し 、それ に付 随す る

問題 は授 業 の 際 に配 布 し 、 授 業 を進 め る上 で の 手 掛 か りと した い 。

主 t 蕭

　　
’f．k

： こ こ で は 、必ず して い ただ 　たい
’
　 だ ｝ を示 して お きます の で 、

　 学生 の 反応 、 そ の 他な どを考慮 して 、 それ 以 外に も必 要 だ と思われ る こ とは 随

　 時行な っ て い た だ くよ うお 願 い します 。

「速読」：（1）．まず 、 テ ー
マ 　 穴 　こつ い て の

“

　 の こ　 こ　 ｝IZt　 ン 　 ロ 　 　 シ ョ

之 を行 な う。
こ れ は 、た だ 単 に キ ー ワ

ー
ドに つ い て 話 させ た り して も い い で す

し 、本文 を教 師 が 読 ん で 聞か せ る だ けで もか ま い ませ ん。

　 （2）．次 に、学生 に本文 を読 ませ て 、鬮 題お よ び、そ の 解答の 確認 をす

る 。

　　（3）．最後 に 、 そ の 課 （「速読」と 「聴 解］）に 出て くる語 彙 に つ い て 事前 に 予 習

して お く こ とを 課題 と して 学生 に課 します の で 、 そ の チ ェ ッ ク 。

「聴解 1 」 ：（1）Lまず 、 聴解 の テ ー プ を
一

通 り聞 くこ と 。 学生の 反 応に よ っ て 、 初 め

　 か ら終 わ りま で
一

度に 聞かせ た り、 内容的に 区切 っ て 聞か せ た りす るな ど 、 ど

　 ん な 聞か せ 方 で もか ま い ま せ ん 。

　　　 （2）．次に 、付随 の 問題 の うち、A （選択肢 を選 ん で 答 え る もの ）だ けを し （B

　 は し ない ）、その 解答 の 確認 。

　　　 （3）．最後 に、聴解テ ー プ の ス ク リプ トを見 なが らテ
ー プ を聞い て 、授 業 の 中

　 で 聞 い た 内容 を 目で 見 て （文 章で ）確認 。

　　　 （＊ こ の 時間 で は 、 で き るだ け学 生 が 納得す る ま で テ
ー

プ を聞 か せ た い と

　 思 っ て い ま す 。 ）

・2 時 限 目

　 鐡 ： 「み ん な の 日本語 」 で 学習 した こ と （主 に文 法 や 文型 ）を使 い なが ら、文

　　　章の 全体的 な意味や テ ー マ に 注意 して 、 文章 で表 され て い る 内容 を理 解する 。

　　　 さらに 、 そ こ で 理解 し た こ とを も とに 自らの 考 えや客観的な事実の 表 現 へ と結

　　　 び付 けて い く。 そ うす る こ とで 、 そ の 場で 話題 とな っ て い る事柄 の 全 体的な意

　　　味 を踏ま え な が ら、理 解 した こ とを も とに 、で きる だ け表 現 し たい 内容 を正 確

　　　 に表 現 して い こ うとす る 態度 を養 い たい 。また 、そ れ と並行 して 、 語 彙力 向上

　　　 の た め の 手 当て も行 な っ て い きた い 。

教 図上 計 画進 度 ：教材 は 、
「み ん なの 日本語 1 、H　 初級 で 読 め る トピ ッ ク 25 亅の

　　「本文 」の 文章 を主 教材 と し、「プ ラス ア ル フ ァ 」を余裕 の あ る ときに 補助 教材 と
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して 使用 す る 。 具体的な扱い 方 に つ い て は 次項 で 。

進度 に つ い て は 、

一
時間で

一
課 を進む こ と と し て お きたい （第 21 課 あた り

か ら）。 なお、実際的 な進 度は学生 の 反応 を見 なが ら 、 そ の 都度 検討 して い きた

い 。

学生 へ の 教材の 配布に つ い て 、
f本文 1は予 め何課 分か を ま と め て 渡 して お き、

学生 が各 自で 予 習で き る よ うに して お きたい 。しか し 、 そ れ に付 随す る問題 、 及

び 「プ ラス ア ル フ ァ 」は 授業 の 際 に 配 布 し、授業 を進 め る上 で の 手掛 か り と した

い 。

主蠶 ： こ こ で は 、 必 ず して い こだ 　たい
靄

　 ご｝ を示 して お き ます の で 、

　 学生 の 反応 、 そ の 他 な どを 考慮 して 、 それ 以 外 に も必 要 だ と思わ れ る こ とは 随

　　時行 な っ て い ただ く よ うお 願 い します 。

「本文 」 ；（1）．まず 、 学生 に 本文 を読 ませ て 、 盤 Lお よび 、 そ の 解答の 確認

　 をす る 。
こ の 時、問題 に っ い て い る選 択 肢は 始め か ら学生 に 与 えず に 、文 章を

　 読ん で 自分 で 解答 の 文 を 作 っ て み る 。 む しろ選択肢は 教師側の 授 業の 手 掛か り

　 と した い
。

　　　 （2），次に 、位 随g21111題ユ 。こ の 問題 H は 、様 々 な教 室活 動 へ の き っ か け とな

　 る よ うな指示 が 書い て あ る の で 、 そ れ を使 っ て 様 々 な活 動 に 発展 させ て み て く

　 だ さい
。

　　　 （3）．最後 に 、そ の 課 の 「本文 」に 出て くる語 彙や 表 現 に つ い て の 簡単 な クイ ズ

　 を行 い た い と思 い ます 。 ク イ ズ に つ い て は 、こ ち らで 用意 しま す 。

・午 後 （月 ノ3 、 火 13 、 火 14 、 金 ！2 、 金 14 ）

　 ！±ELN ）t：

　　　   ．「み ん なの 日本語」で学習 した文法 ・文 型 の 復習 。 既習の 知識 を再 度整理 す

　 　 　 　 　る 。

　　　   ． どち らか とい うと 、 理解す る こ とが 中心 に な っ て い る午前 の 授 業に対 し
、

　　　　 作文 に よ る表現 を 目的 とし た授 業行 な う。単文 レ ベ ル か ら徐 々 にま とま っ

　　　　 た 文章 に よ る作 文 表現 へ と進 み こ とに よ っ て 、文法的な正 確 さだ けで な く、

　　　　 文章全 体 の 構成 や わ か りやす さに も注 意を 向けて 表 現 し よ うとす る態 度 を

　　　　 養 う。

　 　 　   い わ ゆる 「速読 1。 長文 を
一

文 ず つ 読 んで い くの で は な く 、 不必要 な もの は

　　　　　捨て 、 必 要 な情報や 全 体の 要 点 を 素早 く得 る とい っ た 読み 方 を 紹 介す る 。 時

　　　　　間的な余裕がな い た め 、そ うした技能 を身に っ け させ る まで 練習す る こ とは

　 　 　 　 　で きな い が 、日本 語 の 文 章 の 読み 方 が
一

っ だ けで は な い こ とを知 らせ 、そ の

　　　　　後 の 練習は各 自の 努力 に任せ た い
。

授叢鑞 ン
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授 業の 内容 、 進 め 方及 び使 用教材 に っ い て は 、 上の ね らい を踏 ま え 、 担 当者 と個

別 に 打 ち合 わせ た い
。
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〈資料 1E＞

第 2 回　講師打ち合わせ （1 ク ラ ス ）

1 ． r ん t の 　 　ii 　2 前

《プ リン ト 「第 1 課 に入 る 前に 」》

　 教科書の 第 1課 に 入 る 前 に 、 日本語 の 音声で 行 な われ る授 業に慣れ る た め に とい う

こ とで 、  あい さっ 、自己紹 介、他者紹 介な ど と、  第 1 課 か ら第 6 課 まで の 抜粋 の 2 種

類の 教材 を用意 し ま した 、

　   の あい さっ 、自己紹介 等 の 教材 で は 、学 生が 聴 い て 分 か る こ とは もち ろん 、そ こ に

あ る表現 を使 っ て 、先生 あ るい は 、他の 学生 と 日本語 に よ る 口頭 で の や り と りが 出来 る

よ うに な る こ とを 目指 して い ます 。 で すの で 、文 字 に 頼 らず、耳で 聞い て 、日本語 表現

の 音調や拍感 覚、及び表現 の 意味 を認 識 し、自 ら発 話 して み て 、 相手 との や りと りが行 な

え るよ うに な るま で 練習 す る こ と と した い と思い ま す 。

　 ま た 、 教材  で は 、 3 月 6 日の 講師会で お 話 した よ うに 、 各課 の 学習項 自を 、 普段 の

授 業 で して い る よ うに 、導入 （理解を確か め る た め の 練習も含む ）す る こ とで 、日本語

の 音声に よ る授 業に慣れ させ た い と思い ま す 。 なお 、 各授業で 扱 う導入項 目は 、 第 1

課か ら第 6 課 の 中か らや りやす い もの を任意 に 選 ん で 行 な っ て くだ さい
。

　 た だ、気 を っ けて い た だ きた い こ とは 、第 1 課 か ら第 6 課ま で の 教材 は項 目の 積み 上

げ式 に な っ て い ます の で 、前の 課 まで の 項 目が入 っ て い ない こ とも起 こ り得ますの で 、

ご 注意 くだ さい 。

H ．」U 　　　 L 闘始

《第
一

課 の 開始 に 際 して 》

　 今 回、「み ん な の 日本 語 」の 開始 を、当初 の 計 画 よ りもか な り早 め に （4 月 15 日か

ら）行 な うこ とに し ます 。 その た め 、 音声 に慣 れ る と い う 目的が （全 て の 学生 に つ い

て ）十分 に達 せ られ て い る か 、 実 際の とこ ろ 多少 不 安 の 残 る 面 もあ ります 。 ま た 、 文

字 に 関 して も、
一

文字ず つ な ら音声 との 対応 が で きます が 、語 彙 （音連 続 ）の 場合に は 、

ま だ問題 が ある よ うで す 。

　 そ こ で 、 第 1 課 に入 っ て か らも、音声 （特に 語 彙の 表記 との 対 応 にお い て 〉に 慣れ

る とい うこ とを念頭 に お い て 、授 業 を進 めて い きたい と思 い ます 。例 えば、導入 や 練 習

の 際 に通 常の 授 業 よ り多め に聞 か せ る とか 、リ ピ ー トを 多 め に行 な っ て 口 で 言 わせ る

な ど 。

《授業 の 進 め方》

　 「み ん な の 日本語 1」に 入 っ て か らは 、 各課を以 下 の よ うにパ ー
ト 1 とパ ー

ト2 に

分 け て 、 リ レ ー 式 で 授 業を進 め て 行 き ま す 。 ま た 、 各授 業の 中で 、
一

つ 前の 課 あ るい は 、

一30 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Daito Bunka University

NII-Electronic Library Service

Dalto 　Bunka 　Unlversrty

コ ミ ュ ニ テ ィ 作 りの 実践 と して の 日本語プロ グ ラム ・コ
ーディ ネ

ー
ト

前 回 ご 自分 の 行 な っ た授 業 の 内容 の 復 習を必 ず行 な っ て くだ さい 。（尚、全体 を通 し て

の 復 習及 び文字 に焦 点 を絞 っ た指導は リレ
ー

以外 の 時間で 行 な い ます 。）

パ ー ト  ： （口頭 に よ る 導入 中心で ）

　 （「
一

っ 前 の 課 、あ るい は 前 回 の 授 業 の 復習 」）

　 各課 の 文 型 や文 法項 目の 導入 ：

　　　　教科書を 見せ ず に 、絵教材等を 使用 して 、口頭 で 導入 を 行 な っ て くだ さい u ま

　　　　 た 、 導入 の 際 に使 用す る語彙 は 、 基 本的 に既 に そ れ まで の 課で 学習 した もの

　　　　 に し、学 生 に は文 法 項 目の 意 味 の 理 解 に集 中で き る よ うに して くだ さい 。

　 「練習 A 」 ：

　　　　文型 や 文法 項 目の 導入 の 後 、練 習 A を見 なが ら （読み なが ら）、 直前で 導入 し

　　　　 た項 目の 構造を確認 させ て くだ さい 。こ の 時 の 目的は 文構 造 を知 る こ とで す

　　　　 の で 、 練習 A に 出て くる新 出語彙やカ タカ ナ 表記 はそ の 都度触れ て くだ さい 。

　 各課 の 語彙 の 導入 ：

　　　　語 彙の 導入 とい うよ り も、「練習 B 」 を、教科 書を 見 ない で 、口頭 で （例 えば、

　　　　 教師が解答例や キ ュ ウを読ん で 、 口頭で 学生 に答 え させ た り、文 が 長 い 場 合に

　　　　 は拡 張 練習の よ うに して 練習 した り して ）で き るだ け ク ラ ス 全 員が 出来 る よ

　　　　 うに して くだ さい 。

　　　　 そ の 際 に 、新 出語 彙が あれ ば、（「練習 B 」で の 練習が 中断 され て もか ま い ませ

　　　　 ん の で ）その 文 の 文 脈の 中で 説 明 した り練習 した り して くだ さい
。

パ ー
ト  ： （表記 との 対応 、 お よび 学習項 目の 理 解 の 確認 ）

　 （卜 一
つ 前の 課、あ るい は前回 の 授業の 復習」〉

　 「文型 」 「例文」 「練習 B 」 ：

　　　　教科書 の 「文型 」「例 文」 「練習 B 」を読ませ て （音 で 聞けば 、 意味は理解 で き

　　　　るは ずで す か ら）、音声 で 理解 して い る もの を文 字で 確 認 させ て
、 音声 と表記 の

　　　　対応 を図 る と同時 に 、 再度 （文型 、語彙 の ）意味 を確 認 す る よ うに してみ て く

　　 　 　 だ さい 。

　 「練習 C 」 ：

　　　　 まず 、 テ ー プ を聞か せ て 内容 を理 解 させ て くだ さい
。 そ の 際に は 、口頭 で 、内

　　　　容 に っ い て の 質問 を した り、その 場 で 会話 文を覚 え させ た りす る こ ともで き る

　　　　 と思 い ます。

　　　　 また 、 口頭 で練習 し た ら、（教科書の ）会話文 を見 せ 、読ませ る こ とで 、表記 と

　　 　 　 の 対応 を図 っ て 行 きた い と思 い ます 。

　 「問題 （読解問題 は 除 く）」 ：

　　　　最後 に 、当該課 の ま と め と して 問題 を 行ない ます．聞き取 り問題 は、簡 単な解

　　　　答 で もか ま わ ない の で
、 聞か れ た こ と を的確 に 答 え られ る よ うに して みて く

　　　　 だ さい 。

　 （「プ リン ト」：現 時点で は、リレ
ー

の 中に入 れ ない が 、今後学生 の 様子 を見て 、パ
ー

ト
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2 に組 み 込 む こ とも検討 したい
。 ）

＊ 当面は 、 上記 の 形 で進 め て 行きたい が 、 学生の 上達具合 、 進度や授業の しや さす さ等

　 を考慮 し、随時 各パ ー
トの 内容 や方 法 に っ い て は 柔軟 に対応 した い と思い ます。

＊ バ ン グラデ ィ ッ シ ュ か らの 学生 に っ い て は 、 まだ ひ らが なが他の 中国人学生 とは差が

あ る よ うな の で 、読ま せ た り、書か せ た りす る際 に は ご考慮 くだ さい
。 因み に 、そ の 学生

へ の 文 字 の 練 習は リレ
ー

以外 の 時 間で 行 な う計画 で す。
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〈資料 1F＞

平 成 15年度 　別 科 講師会

平成 16 年 3月 12 日

L 一
年 間 の 授業予 定

・今年度 も 、 昨年度 と同様 に 全 体を能力 別 に 1 、1 、皿 の 3 ク ラス に 分 けて 授 業を行

　い ます 。

・各 ク ラス は 、 担 当の 嘱託 講師 が それ ぞれ 具 体 的な進 度や 授 業 内容 を 決定 して い き

　 ます 。

・ 各 ク ラ ス 毎に 、 担当の 先生方で それ ぞれ 打 ち合 わせ の 機 会 を持 ち たい と思い ます 。

打 ち合わせ で は 、 そ の 都度個々 の 学生 また は ク ラス 全体 の 状 況 を把握 し 、 具 体的

　な授業内容や方法、進度 を検討 し
、 そ の 時の 状況 に合 わせ た柔軟な対応 がで きる

　よ うに して い き たい と思 い ま す 。

2 ． ク ラ ス 編成 に つ い て

　 昨年 度 ま で と同様 に 、 授業 開 始 前 に ク ラス 編成 を行 ない ます が 、 当初、特 に 4 月 か ら

5月 に か け て の ク ラス 編成は 流動 的に な る と考 え て い ます 。

　 そ の 後 も、必 要 が あ る と認 め られ た 場 合に は 、 そ の 都 度柔軟 に 対応 し て い きます 。 そ

うする こ とに よ っ て 、 各 ク ラス 内の 学生の レ ベ ル を調整 し 、効 率的な ク ラ ス 授 業お よび

学生 の 進 歩 を促す こ とを 目的 と して い ます 、

3 、別科 で の 日本語 教 育に 関す る基本的 な方針 に つ い て

　 上 記 の とお り、実 際 の 授 業 で は 、全 体を 3 ク ラ ス に 分け て そ れ ぞ れ の ク ラス の レ ベ

ル や 学生 の 特徴 に 合 わせ て 具 体 的 に進 め て 行 きます が 、別科 全 体 とし て 、
っ ま り 3ク ラ

ス 共 通 の 授 業の 方針 と して 次の 3点 を考 え た い と思い ます 。

1 ，初期の 学生 に 対 して は文法 や文 型 を中心 とした授業 を行 い 、授 業が進 むに っ れて 、

　徐々 に文 法 や 文型 か ら、内容 を重視 し 、 トピ ッ ク を中心 とし た授 業 に移行 して い

　 く。

2 ．別 科の 日本語教育 の 基調 と して 、い か に表現す る か とい うこ と よ りも、「理解」

　 に 重 点 を置 く 。

3 ．学 習 の 焦点が 、細部 か ら全体 へ と広 が る よ うに 授業 を進 め る。
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　 以 上 の 点は 、

一
年間 の 別科 の 日本 語 教育で の 基本的な考 え方 として 、各 ク ラ ス 担当

者 （嘱 託）は 、
こ れ らの 点を考慮 し 、 そ れ に 沿 っ た形 で 、 具体的 計画 （教材や授業方 法な

ど）を決 め て い くこ と と した い と思 い ます。
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＜資料 1G＞

第 1 回　講師打ち合 わせ （皿 ク ラ ス ）

1 ． 且 ク
ー

ス の 想
宀

　　 一

　《想 定 と して 》

　　　　 原則 と して は 、ゼ ロ か らの ス タ
ー

トと して 考えて 、授 業 を進 め て い くこ とと

　 　 　 します。 （但 し、ひ らが な に 関 して は
一

通 りの 知識 が あ る こ とを前提 と します 。

　　　 した が っ て 、そ の た め に授 業 の 時間 を使 うこ とは 考え て い ませ ん 。）

　　　　 しか し 、 実際 は 、 全 くの ゼ ロ とい うこ とで は な く、事 前 に 日本語 の 知識や能力

　　　 を多少持 っ て い る こ とを前提 と して 考え ます が 、それ はゼ ロ か らの 授 業開始 に 当

　　　 た っ て 問題 に な らな い 程度 の もの だ と考 える とい うこ とで す。

　　　　 む しろ 、 大事な の は 、 で き る だ け早 い 時期に 、 日本語 の 音声 を聞い て 分か る よ

　　　 うに し 、 そ の 後 の 授 業 （目本 人 の 教師 に よ る 日本語 で の 授 業）を ス ム ー ズ進 め て

　　　行 ける に よ うにす る こ とで す 。

《
一

年 間 通 して の 目標 》

　　   い わ ゆ る 「初級 」 で 取 り上 げ られ て い る　 刑 　 　法　竡 　と　 　白！l　t 托
彑

を

　 　 　
一

通 り習得す る。

　　   そ の 上で 、 そ れ らを 活 用 し なが ら 、 全一 能

　　　 力 を身 に っ け る。（例 え ば 、 単文 に よ る表 環 時 の 文 法形 式 の 選択 、 単文 間の 繋

　　　 が りの 理解 、文 章で の 段 落 ご と の 理解 、文 章全 体 の 構 成 的な理解 な ど。）

H ．
樹

の
’

め 　 こつ い て

《
一

年 間 を通 し て》

　　　 前半 は 、 原 則 と して 、
ゼ ロ か らの ス タ ー トとい うこ とで 、 基礎的な文法 二事項 と語

　　彙を、
一

回 限 り とい うめ で な く、違 う教師に よ っ て 、異 なる タイ ミン グで 、さま ざ

　　まな 文脈 の 中で 、 それ らの 学習項 目を螺旋状 に扱 っ て い くこ とに よ り、徐 々 にか つ

　　着実 に 習得 を 図 っ て い きたい と思い ます。主 教材 に は 「み ん な の 日本語 1 、 H 」 を

　　使 用 し ます 。

　　　 また 「み ん な の 日本語 ll　］の 途 中あた りか らは 、徐 々 に文 法 中心 か ら内容 中心 の

　　授 業 へ と移 行 し 、「み ん な の 日本語 1 、H 」以 降 は 、で き るだ け多 くの 文 章や 音 声 に

　　触れ させ 、学生 の レベ ル や意欲 を 引 っ 張 りあげて い くよ うに しだい と思 い ま す。

《「み ん なの 日本語 1 、 H 亅》

　　 「み ん なの 日本 語 1 』 」 （第 1 課 〜第 50 課〉で は 、従 来通 り、各課 （付随す る副

　 教材 を含む）を赴 L （2 時限 目（た だ し 、 水は 3 時限 目））とLS＝ −1）un2−（1 時限 目）

　 に 分け 、 リレ ー式 で 進 め て い きます 。

　　 また 、 各 授業 で は 、必 ず 前 日あ る い は 前 回 の 復 習をす る よ うに し て くだ さい 。
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復習 の 方法や 内容 は 特に 定 め ま せ ん が 、学生の 様子 や授業 の 進み具合 を考慮 して

行 っ て くだ さい
。

　 パ ー
ト1 ：前 日 （ま た は前 回） の 復 習 、

　　　　　　 新 出事項 の 導入 、

　　　　　　 そ の 確認 として 「文型 1「例文 ］、

　　　　　　 整 理 と して 「練習 A ！（ある い は 「練 習 B 」）

　 パ ー
ト2 ：前 日 （また は 前回 ）の 復習 、

　　　　　　 新出事項 （パ ー ト 1 で の 導入事項）の 確認 、

　　　　　　 文脈 の 中で の 練習、あ るい は 聞 き取 りの 練習 として 「練習 C 」、

　　　　　　 最終的な整理 と練習を兼ね て 「問題 （読解問題 は 除 く）」

＊　 各パ ー ト1 、2 で の 作業の 順番 は特に決 め ませ ん の で
、 その 時 々 の 状況や教

　授 内容 に よ っ て 教 えやす い よ うな順番 に して くだ さい 。

＊　 パ ー ト 1 、2 それぞ れ を平均 2 コ マ 程度終 え られ る よ うな進度 を今の とこ ろ

　考えて い ます が 、具体的な進度にっ い て は、授 業 を しなが ら各担 当者 と相談 して

　行 きた い と思い ます 。

＊ ま とめ の 復 習、読解 、会話 な ど及 び週 間試験 は 、 リ レ ー 以 外 の 時 間で 行な う予定。

《「み ん なの 日本 語」以 降》

　　　「み ん なの 日本 語 1、llt終 了後 は 、 それ ま で の 復習 を しなが ら、理鯉」蠶

　 解）＿に重 点 を置 い て 授 業を行 い た い と思い ます 、 もち ろん 、 話 させ た り、書 か せ

　 た りしない とい うの で は な く 、 読解や聴解で理 解 した 内容を前提 と した り、あ るい

　 は理解 に結び付 くよ うな活動 と して 行 うこ とも出来 る と思い ます 。 した が っ て 、 表

　 現の こ まかい 方法やまちがい は それが理解す る際の 問題に ならない 限 り、特 に 取 り

　 上 げな い と い うこ と で す。

　　 具体的 な教材や 授 業の 進 め 方な ど は、後 日決 定 し 連絡 しま す。

　　　た だ、「理解 」 と言 っ て も さま ざまな タイ ブ の 理 解 の し方 が ある と思い ま すの

　 で 、次の 3 っ の 、理解 の し方を考慮 して 、具体 的な教材 や 授 業 を決定 して い きた い

　　と思 っ て い ま す 。

　　　  全 部 わか る こ とを 目指 す 。

　　　  わ か らな い 語 彙や 表現 が 多少 あ っ て も 、 文 の 構造 や 知 っ て い る語彙 で そ れ を

　　　　 補い 、全体的な理解 を 目指 す 。

　　　  ほ とん どが わか らない 状況で 、 キ ー
ワ

ー
ドや文 脈 を手 が か りに 、自分 な りの

　　　　 理 解 を 目指す 。
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H ク ラ ス 　 リレ ー
の 連絡順

月　　　　　　火 水 木 金 　　　　　　土

茜 茜 大河原
’
塩 田 井上 　　　　　塩 田

茜 茜 （英 語 1 塩 田 井上 塩 田

（大河 原 ）
耳 、皿 ク ラ ス 含同
　 　 （清水 ｝

松 嶋

ギ
囎 （大河 原 ）

　．肌π｝1．踊一7

H 、田 ク ラ ス 合 同

　 （大 河 原｝
（週 聞試験）

＊ 進度 の 調整 は 、 月 曜 と金 曜 3 時限 目 （大河 原）で 行 な う予 定で す 。

皿 ． H ク
ー

ス 1 　 △ せ

　　 今年度 （平成 16年度）も 、 学生 の 状況 を把握 し 、 具体的な授業内容や方法、また

　 そ の 進 度 に つ い て
、 各担 当の 先生方 と随時検討 し て い く こ と と した い と思い ます 。

《打 ち合 わせ の 日程 と方 法》

　 原 則 と して 毎週
一

回 の 予定 で す 。しか し、各担 当の 先 生方 は集 まれ る N が ない

の で 、各先生 方 と嘱託 講 師 との そ の 都 度の 打 ち合わせ と言 う形 と し たい と思 い ます 。

《打 ち合 わ せ の 基本的な 内容 》

  学生 に つ い て

　 個 々 の 学生 、ク ラ ス 全 体の 進度及 び堂翌 姿勢 （雰囲気 ）な どの 評価 ・感想 （週 間

　　　試験 の 結果 報告 もむ 〉。

  授 業 に つ い て

　　　  で の 学生の 様子 や 状態 を踏ま えて 、当面 の 進度 の 見通 し （い つ ご ろ ま で に ど

　　　の 程度進 め る、あるい は 進 めた い な ど）、及び授業の 進め 方や授業 をす る上 で の

　　　留意点 な どを 。

　  そ の 他の 閙題

　　授業 を して い た り、学生 と接 して い た り して 各先生 方が 気 い た こ と （学生 、授業 、

　　　教材 や週 間試 験 問題 な ど何で も）。

＜＜
一

週 間の 進 度 予 定 と連 絡 に っ い て 》

　　 全 て の 課 に
一

様 の 時間 を割 り当て る の で は な く、時 間をか けたい 課や 簡単 に 済ま

せ た い 課 もあ りま す。ま た 、その 時々 の 学生 の 状況 を見 て 、随時進度 の 調 整 を行 な っ

　て 行 きた い と思い ま す 。 で す の で 、 特 に始 め は 、 そ の 日に先生方 か ら進 度及 び 学習状

況の 報告 を受 けて 、 翌 日の 進度の 確認 を した り 、 計画 を立て た り した い と思い ます 。

　そ の ため 、こ ち らか らも、綿密 な連 絡 を心 掛 けたい と思い ます の で 、御協 力 お願 い し

　ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
’
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＜資料 1H＞

第 1 回 　講師打ち合わせ （皿 ク ラ ス ）

1 ．
当

の
ム

こ 当 こ っ て

　　　　 今年 もまた 、 新 しい 学生 が 来 ます 。 別 科 と して の 目標 は変 わ らな くて も、学

　　　生 の 抱 えて い る 問題や状況 は常 に新 し い もの で す 。 そ の 意味で 、 我々 教師 も 、 自

　　　身 の それ ま で の 経験 は経 験 と して 、 常に新 しい 気 持 ちで 学生 に臨み た い もの で

　 　 　す 。

　　　　 コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン は、時々 キ ャ ッ チ ボー
ル にた とえ られ る ζ とがあ ります 。

　　　そ こ で 、学 生 は 日本 語 とい うボ ー
ル の 投 げ方や 受 け方 を学習す る の で す 。 学生

　　　は 自分 が 欲 しい と思 っ て い るボー
ル を正 し く返 して も ら うた め に 、どの よ うに

　　　投げた らい い の か 。 そ の 返 っ て 来た ボー
ル と欲 しか っ た ボー ル の 違い に よ っ て

　　　学生 は 学ん で い く もの だ と思 い ます 。 我々 教師は 、ときに は 忠実 な 「壁 」 とな っ

　　　 て ボー
ル を返 す こ と も必 要 だ と思 い ます 。ま た、学生 が 自らボー

ル を投 げ よ う

　　　 とす る仕掛 け を用 意す る こ と も我 々 教師 の 役 割か も しれ ま せ ん 。

H ．皿 izza g＄e　 且標

　 《想定 と して 》

　　　　 原 則 と して は 、 い わ ゆ る 「初級 」 で 学習す る 文 法事項 （例 えば、「み ん なの 日

　　　 本語 1
、 2 」 に 出て い る文 法 ・ 文型）に っ い て の 知識 は

一
通 り持 っ て い る こ と を

　　　前提 に 考えたい と思い ます 。 した が っ て 「中級か らの ス ター ト」 とい うこ とに

　　　 した い と思い ます 。

　　　　 しか し 、 実 際は 、 知識が あ っ て も、それ ら を使い こ な して コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ

　　　 ン が で き る とは 限 りませ ん 。 また 、学習者に よ っ て 知識 の 偏 り も考 え られ ます 。

　　　 そ こ で 「初級 」 レ ベ ル の 基 礎 的 な知識 （文 法 、文型 の 知識 ）を確認 す る と こ ろ

　　　 か ら始 め たい と思 い ます 。

　　　　 また 、 学 生 に よ っ て は 、日本 人教師が 日本語 で コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を しなが ら

　　　 進 め る とい っ た形 態の 授業 の 経験 が 少 な い 揚 合 もあ り得 ま す の で 、 特 に授 業 開

　　　 始 時期 に は 、 十 分に 日本語 で 話 して コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン で き る よ うに して い き

　　　 た い と思い ます 。

《
一

年 間通 して の 目標 》

　　   い わゆ る 「初級 」 で 取 り上 げ られ て い る　 刑 　 　
’

と ・t 耋五
且 ’

を

習得 し 、 十分 に 使 い こ なせ る よ うに な る 。

  そ の 上 で 、そ れ らを活用 しな 觝 ち、全一 辷弖

　 能力 ・技 術 を身 に つ け る。（例 えば 、 単文 に よ る表現 時の 文 法形 式 の 選択 、単文

　 間 の 繋 が りの 理解、文章 で の 段 落 ご との 理 解、文 章全体 の 搆成 的 な理解な ど。）

  また 、語 彙や 表 現 文型 、 特 に ア カ デ ミ ッ ク な場面 で よ く使 わ れ る と思わ れ る
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もの を増や し て い く 。

H ．
絎

　 の 准 め 　 こ つ い て

　　　 原則 と して 、中級 か らの ス タ
ー

トとい うこ とで す が 、特 に基 礎的な （初級 と して

　　扱 う）文 法事項や 語 彙は 、違 う教師 に よ っ て
、 異な る タイ ミ ン グで 、 さま ざまな

　　文脈 の 中で 、 何度 も螺旋状 に扱 っ て い くこ とに よ り、徐 々 にか つ 確 実に 習得を結び

　　付 けて い きたい と思 い ます 。

　　　 ま た 、
…

方で （特に 読解、聴解教材 を使 用 し た授 業 で は ）、それ まで の 文 法 ・文型

　　 中心 か ら内容 中心 の 授 業 へ と移行 し、で き るだ け多 くの 文 章や テ ー プ に触れ させ 、

　　学生 の レ ベ ル や 意欲 を引 っ 張 りあ げて い くよ うに して い きた い と思い ま す 。

　　　　尚、授 業は 全 て 基本 的 に、各担 当教 師 が 担 当 し た と こ ろ を翌 日の 同 じパ ー
トの

　　 授 業 を行 な う教師に 連絡 し 、 引き継い で 行 く とい う、リ レ
ー 式で 進 めて い き ます 。

《
一

年間通 して の 計画》

　　 原則 と して
、 午前 の 1 時 限 目を 「パ ー ト2 」、

2 時限 目を 「パ ー ト 1 」 と して 二 っ

　 に分 け、各パ ー トは そ れ ぞれ の 目的の も と、異 な る教 材 で 授 業 を進 めて い くこ と と

　 します。

　　 まず 、最初 の 8 週 間程 度 （5A 末 〜 6 月 初め ）まで は 、 初級 の 復習 と して 「み

　 ん な の 日本語 山 を 1 時 限 目に 、「み ん な の 日本 語 　初級 で 読 め る トピ ッ ク 25 」を

　 2 時 限 目に 教材 として 使 用 したい と思 い ま す 。 こ こ で は 、初級の 文型 ・
文法事項 の

　 知識 を確認 （及 び 導入 ）して 練 習す る こ と と語 彙の 補充 を しなが ら文 章を読む こ と

　 に慣 れ て い くこ と を 目指 しま す 。

　　 その 後 、最 初 の 8 週 程 度 を過 ぎて か らは 、
パ ー ト 2 （1 時 限 目）で は 、中級用読

　 解教材 を使 っ て の 長 文読解 の 練習 に おい て 、特 に 文章 全体 と して の 内容 を把握す る

　 こ と 、 ま た 文章 を構造的に捉 え るこ と に重点 を置 い て 、授 業 を進 めたい と思 い ます 。

　　　また 、
パ ー ト 1 （2 時 限 目）で は 、 中級用聴解教材 を使用 して 、で きるだ け少 な

　 い 試聴で 、 話の 大 きな流れ や大意 を理解で きる よ うに 練習 したい と思 い ます。また 、

　 そ うす るた めに 語彙 を増や し 、 さま ざまな文脈的な要素 に も注 目させ 、ダイ ナ ミッ ク

　 に話 の 内容 を捉 え よ うとす る姿勢 を養 うこ とを 目指 した い と思い ます 。

　　　そ の 他 の 時間で は 、速読や 聴解の 技 術や ス トラ テ ジー
な どに 注意 を促 が し

、 午前

　 の 1 、2 時 限 目の 授 業 で 応 用 で き る よ うに サ ポー トした い と思 い ます。また 、 文 法 ・

　 文型 の 再確認 や 表 現 文型 の 提 示 ・練 習 もこ の 時 間 で 行 な い た い と思 い ます 。尚、こ

　 の 時問は 大河原 が担 当 しま す。

《初級 復習　 （最初の 8 週 間 ぐ らい ま で 〉》

「 ん オ の 　 甎 H 　 1 、　 ． パ ー 2

　 原則 と して 「み ん な の 日本語 H 」 （第 26 課 〜 第 50 課 ）か ら始 め た い と思い ま す

が 、最終 的 に は 学 生 の レ ベ ル な どを見 て 授 業 開始 時 に 決 定 した い と思 い ます 。

　 また 、各授 業 で は 、ま ず最 初 に 必 ず そ の 教 師が 担 当 した前 回 の 授 業 の 内容 に 、
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少 しだ けで もけ っ こ うで す か ら、触 れ る よ うに して くだ さい
。 復習の 方法や 内容

は特 に 定め ませ ん が 、学生の 様子 や授業の 進み 具合を考慮 し て 行 っ て くだ さい
。

と りあ えずの 想定 と して 、

一
課 を 2 コ マ で 確 認 しな が ら進 め て行 ければ と思い ま

す 。授 業で は、

　 《1 コ マ 目＞＞

　 ・「問題」 （落ちて い る 点 を確 認 す るた め に ）　 　 　　 　 　　 　 　　 ・

　 ・そ こ で 学生 の 理 解が 不十 分 だ っ た 、 そ の 課 の 学習項 目 に つ い て 導入 ・練 習

　 （こ の 時、 各課 の 「練習 A 、B 」 「文型 」 「例文」 等 を使 っ て み て くだ さい 。）

　 《2 コ マ 目》

　 ・「練 習 C 」 （文 型や 状 況 の 理 解 を確認 す る 。 必 要 な ら練習 して も〉

　 ・「練習プ リ ン ト」 （そ の 課 の 学習項 目の 理 解を最終的に確 認 す る。）

「 　 t の 　 tEE 　
“

“読 め ス 　ピ ・ ク 25 “2 、 パ ー　　ユ

　 最初は短 くて 読み やすい 課 か ら始めた い と思い ますが
、 開始 す る課 は学生 の 状

況 な ど を見 て 授 業開始 時 まで に 決定 した い と思い ます 。

　 原 則 と して 、 2 コ マ で 1 課 （「プ ラ ス ア ル フ ァ 」 も含 む）の 目安 で 進 め て 行 け

れ ば と思い ま す 、 まず は 、文 章を読む こ とに慣れ る。さらに、文 章を
…

文 ず っ の 内

容 の 理解 を積 み 上 げ るだ けで な く、文 の 構 造 を示 しな が ら理 解 させ る こ とを 考 え

た い と思い ます 。 （別 添 の 『こ とば を覚 え ま し ょ う』参 照）

一
応 、次 の よ うに授 業 内容 を考 え ま した 。

＜＜／ コ マ 目》
・前 日に 学 習 した課 の 「本 文 」 に つ い て 内容 の 確 認

・プ リン ト 『言葉 を 覚え ま し ょ う』 （2 種類）

《2 コ マ 目》
・新 しい 課 の 「本 文 」 （事前に 配布済み ）の 読解
・読 んだ本文に 関す る付随の 「問題 」

　 （特 に 、学生 に意見 や 、事情を話 させ る問題 で は 、 実際に言舌させ て み る。）
・「プ ラ ス アル フ ァ 」 が 付い て い れ ば 、そ れ を使 っ て の 発展 的 な活 動

　 『言 葉を 覚 え ま し ょ う』の プ リン トを 、本文 を読ん だ 同 じ時間 に 行 な うの で な

く、時 間 を置 い て 再 度 「本文 」の 内容 を思 い 出す こ とで 、文法 項 目の 再確 認 や語 彙 ・

表現 の 定着 を 図 りた い と考 え て い ます 。

【配布 プ リン ト】

『言葉 を覚 えま し ょ う』（2 種類）

『本文』 （及 び 『プ ラ ス ア ル フ ァ 』）で の 語彙 の 翻訳

『本文 』に 関す る 問題

『プ ラ ス ア ル フ ァ 』
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＜＜中　級 （8 週 間過 ぎ ぐらい か ら）》

　　　基本的な方針 として は くく
一

年 間通 して の 計 画》で 上述 した よ うに 、 読解 、 聴解

　 教材 を使 っ た授業 を行な う計画 で す 。

　　 原 則 と して 、 先ず優先 させ た い の は 、 　　 　 ・、B 読 　 　 こ　 、を 置い て 授業

　 を行 う とい うこ とて す。もち ろん
、 話 させ た り、 書か せ た りし ない とい うの で は

　 な く 、 読解や聴解で 理 解 した 内容を 前提 と した り、あ るい は理解に結び 付 くよ うな

　 活動 と して 行 うこ とも出来 る と思 い ます 。した が っ て 、
こ の 段 階で は 、 表現の こ ま

　 か い 方法や まちが い は それが 理解す る際 の 問題 に な らな い 限 り、特 に 取 り上 げず 、

　 分 か っ た とい う自信 を つ け る こ と を先ず 考 え た い とい うこ とで す。

　　 具体的 な教材や授 業の 進 め方 な どは 、後 日決定 し連絡 しま す 。

　　 た だ 、「理解」
・と言 っ て も さま ざまな タイ プ の 理 解 の し方 が あ る と思 い ます の

　 で 、次の 3 つ の 、 理 解 の し方 を 考慮 して 、 具 体的 な教材や 授 業 を決 定 して い きたい

　　と思 っ て い ます 。

　　　  全部 わか る こ とを 目指す 。

　　　  わか らない 語彙や表現が 多少あ っ て も、 文の 構造や知 っ て い る語 彙で それ を

　　　　 補い 、全体的な理解を 目指 す。

　　　  ほ とん どが わ か らな い 状況 で 、キー
ワ

ー
ドや 文 脈 を手 が か りに 、 自分 な りの

　　　　 理 解 を 目指す 。

　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 皿 ク ラス 　 リレ ー
の 連 絡順

ペ ー
ト2

バ ー
ト1

月 火 水　　　　　 木 金 ニヒ

｛清 水 ｝ 前 田 小 林 小 田 小林 清水

小 田 前 田 嘆 語 ｝ 小 田 → 小林 松 嶋

小 田 〔大 河 原 ） 小 林 ｛英 譜 ） 〔大 河 原1

（大 河 原 ） 〔週 間 試 験）

＊ 進度 の 調整 は 、 火曜 と金曜 3 時限 目（大河原 ）で 行 な う予 定で す 。

皿 ．IHク ラ ス 1 　 　 の
’
車 、 こつ い て

　　 今年度 （平成 17 年度）も 、 学生 の 状況 を把握 し 、 具体的な授業 内容や方法、ま

　 た その 進 度に っ い て
、 各担 当の 先生方 と随時検討 し

、 全 て の 担 当講師が問題点や状

　 況 をで き る だ け共 有 しなが ら進 め て い く こ と と した い と思い ます 。

《連絡 の 方 法 》

　 原 則 と して 毎 週
一

回 の 予 定で す 。 しか し、各担 当の 先 生 方は 集 ま れ る 日が な い の

で 、 各先生 方 と嘱託 講 師 との その 都 度の 打 ち合 わ せ と言 う形 と した い と思い ます 。

《連絡 の 基本 的 な 内容 》

  学生 に っ い て

　 個 々 の 学生 、
ク ラ ス 全体 の 進度及 び 堂翌姿勢 （雰 囲気 ）な どの 評価 ・感想 （週 間

　　 試 験の 結果報告 もむ ）。
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  授 業 に つ い て

　　  で の 学生 の 様 子や 状 態 を踏 ま えて 、当面 の 進 度の 見 通 し（い つ ご ろま で に ど

　　の 程 度進 め る、あ るい は進 めた い な ど）、 及 び 授業の 進 め方や授業をす る上 で の

　　留意点 な どを 。

  そ の 他 の 問題

授 業 を して い た り、学 生 と接 し て い た りして 各先 生方 が 気 い た こ と （学生 、授 業 、

　　教材や週 間試験問題 な ど何 で も）。

《一週 間の 進度予 定 と連絡 に つ い て ＞＞

　　 授業の 準備の 都合上 、
一

応
一

週間の 進 度予定表 は 作成 します、学生 の 状況 が わ か

　りませ んの で 、 特 に開 始 時 は 、 必 ず し も予定通 りに進 む とは 限 りませ ん 。で す の で 、

前 日に 翌 日の 進 度を ご連絡す る よ うに した い と思い ま すの で 、よ ろ し くお 願 い しま

　す 。

《『授 業 日誌』 （連絡帳）の 記入 に つ い て 》

　 また 、 嘱託 講師 と各先生方 だ けで な く、そ れ ぞれ の 先生方 同 士 で も 、
こ れ ま で 主 に

「連 絡帳 」を通 じて 行 な っ て い た進 度 だ けの 連絡 に加 え、授 業 で の 具体 的 な内容 や 学

生 の 状 況 に つ い て も連絡出来 る よ うに 、こ れ ま で の 「連絡帳」に代 えて 新 し く 「授 業

日誌」 に よる先 生 方 間の 連 絡 を試み に 行 な い た い と思 い ます 。

　 記入 事 項 は 、 これ まで の 「連絡 帳 」 で 行 な っ て い た進 度 に加 え 、

　 その 日の 授 業 （2 コ マ 分） を振 り返 り 、 特に 学生 に 関 して 、

　   授 業に お い て パ フ ォ
ー

マ ン ス よ く好印象を得た 学生 、

　   ま た、逆に気 に な っ た 学生 、

　 一 壬 と　の 　 　
’
よ び 　え 　 　 　 盖 　i どを 、 基 本的に

一
日 2 コ

マ 分 の 授 業に つ い て をま と め て
、 お帰 りに な る前に再度思 い 返 して み て

、 自分以外 の

担当教員 に 知 らせ る とい うこ とで 、記 入 して み て くだ さい 。
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〈資料 11＞

第 2 回 　講師打 ち合 わ せ （1 ク ラ ス ）

　 これ ま で の 前期 の 授 業 を行 う中で 、今年 度 の 1 ク ラ ス 担 当の 嘱 託講 師 と して 各担 当の

先生 方に さま ざま なお 願 い を して き ま した 。 そ こ で 、 前期の 授 業を終 える に 当た っ て 、

1 ク ラス コ ー デ ィネ ー タ ー と して 、
こ れ まで に どの よ うな点 に注 意 を払い

、 そ の 対応 の

た め に どの よ うこ とを考 えて 1 ク ラ ス の 授業運 営に携 わ っ て きたの か を ご理 解 して い た

だ きた い と考 えて い ます 。 ま た 、 そ れ を踏ま え今後 （後期）の 授業 の 見 通 し に っ い て も述

べ た い と思い ます 。

1 ． 3 月 の 講師会 で の 確認 事 項

1 ． は じめ に

　 まず 、今 年 3 月 の 別 科 講 師会 の 1 ク ラス 担 当教員 打 ち合 わせ に お い て 配布 した資 料

の 冒頭 に書い た 次の 文 章か らは じめ た い と思い ま す 。

今年 もまた 、新 しい 学生 が 来 ます 。 別 科 と し て の 目標 は変 わ らな くて も 、 学 生

の 抱 えて い る 問題 や状 況 は 常に 新 しい もの で す 。 そ の 意味で 、我 々 教師 も、自身

の それ まで の 経験 は経験 と して 、 常に 新 しい 気 持 ちで 学生 に 臨み た い もの で す 。

　コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン は、時 々 キ ャ ッ チ ボー ル にた と えられ る こ とが あ ります 。

そ こ で 、 学生 は 日本語 とい うボ ール の 投げ方や 受 け方 を学習す る の で す 。 学生 は

自分が欲 しい と思 っ て い るボール を正 し く返 して も ら うた めに 、 どの よ うに 投げ

た らい い の か 。 そ の 返 っ て 来た ボー ル と欲 しか っ た ボール の 違い に よ っ て 学生 は

学ん で い くもの だ と思 い ます 。 我 々 教師 は 、ときに は 忠実 な 「壁 」 とな っ て ボー

ル を返す こ とも必 要だ と思 い ます。また、学 生 が 自 らボー
ル を投 げ よ うとす る仕

掛 け を用意す る こ と も我 々 教師の 役 割か も しれ ま せ ん 。

こ れ は 、
コ ー デ ィネー ター として の 私 自身 の 日本語 教 育及び 日本 語 を教 え る教 師 と し

て の あ り方 に対 す る考え方 を表 明 した い と考 えて 載せ た もの で す ． こ れ ま で の 経験や

繰 り返 しに慣 れ て しま っ て 、
一

人
一

人 の 学生 の 可 能性 と向 き 合 うこ とを疎か に し ない

よ うに とい う私 自身 に対 す る戒 め とした い と考 え て い ます 。

2 ．別科全 体 と して の 方針

　次 に 、別 科全体 にお ける 日本 語教育の 基 本 的な方針 と して 次 の 3 点が 確認 して お きた

い と思 い ます。 こ れ らは、 3E の 講 師会 にお い て も確 認 され た もの で す 。

　   「初期 の 学生 に対 して は 文 法や 文 型 を 中心 とした 授 業 を行 い 、授 業 が進 む に っ れ

　 　 　 て 、徐 々 に 文 法 や 文 型 か ら、内容 を重視 し、 トピ ッ ク を 中心 と した授 業 に 移 行

　 　 　 して い く 。 」

　 こ れ は 、比較 的 学習 経験 の 浅 い 学習者 を多 く受 け入 れ る本 学別 科 に お い て 、 初 め の 段
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階か ら、 文 章 や 談話 を通 して 表 現 され て い る 内容 に ア プ ロ ーチ す る とい う方 法 で は な

く 、 ま ずは
一

般 に 日本語 教育で 言 われ る 「初級 」に お い て 必 要 と され る文 法項 目 と文型

を 、 い わ ば基礎知識 とし て 学習 した 上 で 、 そ の 次の 段 階 と して 、 そ の 基礎知識 を さま ざ

ま な文章を通 して 運用す る練習を繰 り返す こ とで 口本語 能力 を高めて い くとい う方法論

的前提 を示 した もの で す 。

　   「別 科 の 日本語 教育 の 基 調 と して 、い か に表 現す る か とい うこ と よ りも 、
「理 解」

　　　 に 重点 を置 く．」

　 こ れ は 、 1 年 間 と言 う限 られ た時 間 内 に お い て 、別科 に 求 め られ て い る （で あ ろ う）

目標 （つ ま り、学部 にお け る授 業 に っ い て い く）に少 しで も近づ け る よ うに、現 実の 諸

条件 を踏ま え て 、別 科 で の 日本語 教育の 戦略 的方針 を示 した もの で す 。

　 つ ま り 、 日本語能 力 の 限 られ た 学生 が別 科修 了 後 学部 入 学 時 に直 面す る で あ ろ う、日

本 語 の 問題 を考慮に 入れ 、日本語 能 力全般 にバ ラ ン ス よ く教育 を行 うの で は な く、む し

ろ教育の 重 点を 「理解す るj こ とに 大 き くシ フ トす る こ と に した と い うこ とで す 。

　　  「学習 の 焦点が 、 細部 か ら全 体 へ と広 が る よ うに授 業を 進 め る 、 」

　 こ れ は 、授 業の 学習活 動 にお い て 、学生の 日本語運 用 に 、 細分化 され た
一

っ
一

っ の 言

語 的要素ばか りを強調するの で は な く （もち ろん 基礎知識 と して は 重要で ある が）、 常に

一
つ 上 位の レ ベ ル にお ける 文脈 の 中で 意味 を捉 え 、 よ り「全体 ］的な 内容 と して 考 える こ

とを 目指す とい う、さま ざま な 学習活 動 を授 業 に お い て 組織 して い く上 で の 基 準 とな り

うる方 針 を示 す こ とを意図 した もの で す。

3 ． 目標 と方法

　上 の 別 科全体 の 方針 を踏 ま えた 上 で 、今年度 の 1 ク ラ ス の 目標 とそ の 授業の 進 め 方

を、
一

年 間 の 授 業 開始 に 当た っ て 、 3 月 の 講 師会 に おい て 各 担 当教 員 と確認 しま した。

　 まず
一

年 間 を通 して の 1 ク ラ ス にお け る 目標 と して は次 の 2 点 を設 定 しま し た、

　   知 識 と して は 、 い わ ゆ る 「初級 」 で 取 り上 げ られ て い る文型⊥齟 と基

　　　 Z1｝19S21｛iEEI を身 に つ け る 。

　   　技 能 と して は 、 そ の 時点で 学生 が 持 っ て い る言 語 的な 知識 （文 法 ・ 文型 や語 彙）

　　　 を活 用 しなが ら 、 全 准 オ 　 の
一で 　 し よ

’
と 　 渡 を身 に っ け る 。

　 さらに 、こ れ らの 目標 を 達成す る た め の 授業 の 進 め 方の 、大 きな方針 とし て 、 次の 2

点 を確認 しま した 。
．

　　  　原則 と して 、教科 書で 扱 う内容 の 中で も、特 に 基礎 的 な文 法 事 項 や語 彙は 、 違

　　　 う教 師 に よ っ て 、異 な る タイ ミン グで 、さま ざま な文 脈 の 中で 、 何度 も繰 り返

　　　 して 螺旋状 に扱 っ て い くこ と に よ り、徐 々 に か つ 確 実に 習得 に結 び付 けて い く。

　　  　さま ざま な教材 ・素材 を通 じて 、ま た そ れ らを扱 う授 業の 中で 、意味 を伝 え る コ

　　　 ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン を 実践 し 、 そ こ で の 「意味が わ か っ た 」とい う経験 を積 み 重ね

　 　　 て い く。

H ．前
’

っ て

1 ．授業 開 始 当初 の 課 題

一44 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Daito Bunka University

NII-Electronic Library Service

Dalto 　Bunka 　Unlversrty

コ ミ ュ ニ テ ィ 作りの実践 と して の 日本語プ ロ グ ラム ・コ
ー
デ ィ ネ

ー
ト

　 （1 ） 日本語音声 の 認 識

　例年 1 クラス は 、本別 科 にお い て 最 も下 の ク ラス と して 、 これ まで の 日本語 学習経

験 、 或い は 日本語 と の 接触そ の もの が全 くな い 学生 が 在籍す る こ とを前 提 と して 、授 業

がス ター トします 。

　本 年 度 も 2 名 の 未 学習者 （トン ガ 人）が在籍 し 、 加 え て 日本 語 との 接触 が 限 られ る海

外 か ら来 日 した ばか りの 学生 に と っ て 、 日本語 の 音声 に よ る コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン は極 め

て 困難 なこ とで す 。
こ の こ とは、特に来 日当初 の 不 安定な時期 に おい て 、 心 理 的な面 に

も影響す る こ とが 考え られ るため 、 目本語 の 音声 、 特 に 毎 日接す る担 当教員の 発す る 日

本語音声に十分 に慣れ る こ とは 、 授業を進 め て い く上 で の 緊急の 課題 と言 え ます 。

　 そ うした 事情 を踏ま えて 、 授 業開始 直後 の
一

週 間程度 の 期間を 、 そ の 後 の 教科 書 へ の

導入 を念頭 に 、音声 だ け に よ る 単純 な 自己紹 介 を 中心 とす る 内容 の 授業で 、 教員 の 日本

語 音声 に なれ る と 同時 に 、 教 員 との 関係構 築の 第
一

歩 の 期間 と して設 定 しま した。

　 （2 ）文 字の 定着

　 1 ク ラ ス に は 、 授業開始 時 4 名中 3 人 の 非漢字 圏 の 学生 が在籍 して い ま した。そ の た

め 、 授 業開始 当初 の 1 ク ラ ス 全 体 とし て の 優 先 的 な課 題 の も う
一

っ は 、学生 全 員 （漢 字

圏の 学生 も含 め て ）が 、 文字 、
つ ま り 「ひ らが な」 を覚 えて 、 文 字に よ る理 解 、 表現 を

で きる だ け 早 く可 能 に す る こ とで した。こ れ は 、 そ の 後の ク ラ ス 授 業に お い て 、 文字 に

よ る学習 内容の 提 示 や練習を可 能にするた め の もの で す 。

　 文字の 定着 に は 、 日本語 の 発話 の 連続 した音声 を
一

っ
一

っ の 「か な」に 相当す る音 と

して 聞き分 け る こ とが必 要 とな ります 。 さらに 、

一
っ

一
つ に 区切 られ た音色の 範囲を 、

特定の 形 の 文字 （字形 的イ メ
ー ジ）と

一
対

一
に対応 付 け なけれ ばな りませ ん 。 それ と同

時 に 、 そ の 文字 と して の 図 形 イ メ
ー ジ をそ の 他 の 別 の 文字 と区 別 で き る よ うに 、そ の 形

を覚 えて い く必 要 が あ ります 。言 わ ば、こ こ で は 、こ の 二 重 の 過 程 が 同時 に 進行 して い

る こ とに な ります b こ うした プ ロ セ ス を 、ひ らが な五 十音全 て に 行 っ て 、ひ らが な が 、

と りあ えず 「読 め る 」 よ うに な るの で す 。

　 こ うし た 、文 字 定着 の 過 程 を取 り出 して 、それ だ け に専念 す る時 間的余 裕 は ない の

で 、当初 は、教科 書 「み ん なの 日本語 1」 の 進 度 を 調整 し なが ら、教科書を扱わ ない 授

業 （リ レ ー
以 外 の 授業）にお い て集 中的 に 文字 の 導入 、 練習 を行 い ま した 。 し か し 、 文

字 が使 用 で きな い とい うこ とは 、それ だ けで 教 科 書 を進 む リレ
ー

の 授 業 に お い て も、そ

の 方法 に制約を受 け る こ と に な ります 。 ま た 、 で きる だ け早 く文字を定着 させ る に は 、

週 2〜 3 コ マ の 授業だ けで は 限界 が あ ります 。 そ の た め
、 毎 日行 われ る教科書の 授業 に

お い て も、 10 程 度の 時間 を文 字の 定着 に費や す こ と と し ま し た 。

　 そ の 結果 、 授業 開始か ら
一

か 月半程度 で 文 字 に集 中的 に 特化 した授業 は と りあ えず 終

了 させ る こ とが で きま した 。

2 ． ク ラ ス 全 体 の 進 め 方

（1 ） リ レ ー−St業 に け るパ ー
ト 1 とパ ー

トH の 考 え方 と実 際

　教科 書の 内容 に 沿 っ て 進 ん で い く 、
い わ ゆ る リ レ ー一一　ikの 授 業で は 、 教科書 の

一
課分
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を 、 そ の 課 の 学習事項 の 導入 とそ の 練習の 2 つ の 部分 に分 け 、 そ れぞ れを
一

コ マ で 行 う

こ と と し、導入 部分 をパ ヤ ト 1 、練習部分 をパ ー トllと しま した 。

　  m ar　 　 　 　 　 　 　 ：

　パ ー
ト 1で は 、

「新規 」学習項 目の 導入 と言 うこ とで 、先ず文 字 に 頼 らず 口頭 に よ る

日本 語 で の や り と りを通 して 、学習事項 （文法 、文型 、語 彙）を学生 に提示 し 、 そ の 意

味・用法 な どを理解 させ ます 。 原則 として 翻訳 語 とし て の 媒介語 は 用 い ませ ん 。
こ れ は 、

特に 語学学習 の 初期 （基 礎習得期）に お い て 、 日本語の 言語形式 と被表現事象 とを 、 母

語 を介さず直接結び 付 けて 理解する よ うに な る こ とを 、
こ こ で の 日本語 教育の 目的の

一

つ と して い るか らで す 。

　 ま た 、進 度で は 、学習項 目の
一

課 分 の 分量 が 教科書の 各課 に 必 ず し も均等に 割 り振 っ

て ある わ け で はない が 、進 度の 見 通 し を得 る た め 、
一

課 の 導入 （パ
ー

ト 1 ）を
一

日に 1

コ マ ず つ の 2 コ マ （二 日）で 行 な うこ と と しま した b

　   「パ ー H 、羽
，

　 パ ー トllは練習の 時間 として あ るが 、 クラス 内 に お け る活動 の 種 類 と して は パ ー ト 1

の 導入 の 時 と基本的に 同 じで す 。 た だ 、 扱 う学習項 目の 理 解度や 運用 能力 が パ ー ト 1 よ

りも進 ん で い る はず なの で 、 結果 として 学生 の 授 業に お け る活 動の こ な し方 も向 上 して

い る は ずで す。文 法 とし て 抽象的に 理 解し て い た り、限 られ た 文例 の み に よっ て 理解 し

て い た りした の で は 、 よ り身に つ い た理 解に は進 み ませ ん 。 それ は 「導入」の 段 階で す 。

そ こ か らも う
一

歩進 めて 、 よ り多様な コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン 状況 に お い て それ らを運用 し

て み る経験 を積 む こ とで 、それ らを 応用 で き る状況 の 可能性 を増加 させ て い くこ とが重

要で す 。 こ れ が 「練習」 の 目的 です 。 尚 、
パ ー ト且 にお け る進 度 も 、

パ ー ト 1 同様
一

日

1 コ マ の 2 コ マ で
一

課分を行 な うこ と と しま した 。

　   1 レ ー一一igl
の パ ー 19 こ jl

宀

、の
d ’

　 実際の 授 業で は 、パ ー ト 1で は 、 各担 当の 先生方 の そ れ ぞ れの 方法 で 、 教科書や文 字

に 頼 らず 口頭 で 導 入 の ク ラス 活 動 を行 な っ て い ただ きま した。

　 一方、パ
ー

トH で は、教科書の 各 課 を構成 して い る
一

部 の セ ク シ ョ ン の 内容 を使 い な

が ら授 業 を進 め る こ ととし ま した 。 具 体的 に は 、
パ ー トllの 1 コ マ 目で は 、

「練習B 」セ

ク シ ョ ン の 挿絵 を使 っ て 口 頭 に よ る 練 習を 中心 に行 な うこ と としま した 。 こ れ は 、各先

生方 の 授業方法を 活 か す と同 時に 、 共 通 の 教材 て教科 書）を使 うこ とで 、 学生 に も教師

に も
一

つ の 流 れ の 中で 授 業が進 ん で い る こ とを示 すた め で あ り ます 。 また 、 文 字の 練習

も兼ね て 、
「文型 」 「例文」を読む こ と も途 中か ら取 り入れ ま した 。

パ ー
トH の 2 コ マ 目

で は 、
「問題 」 セ ク シ ョ ン の 音声 テ ー プ に よ る問題 の 部 分 と 「練習 C 」セ ク シ ョ ン の ダ

イ ア ロ
ー一一グを用 い た練習を 行 い ま した 。

　 した が っ て 、残 りの 「練 習 A 」 「練 習 B 」 「問題 」の
一

部 は こ の リ レ
ー

形 式 の 授 業で は

扱 わず 、教 科書 で 用意 され て い る セ ク シ ョ ン を こ なす こ と よ りも 、 で きる だ け進 度 を進

め る こ と を優先 しま した 。 　 　　 　 　
一

（2 ） リ レ ー
以外の 授業

　上記 の リ レ ー形式 以外の 授 業を週 に 7 コ マ 設 けて
、 復習や 進 度の 調整 な どに 当て て き
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ま した 。

　  　 　　 1　 　 ’　
”

P．3 羽 獻 の 　
’
認 と 堂 の 記 こ ’ ． ．

　文字 を介 して の 活 動 （読み 書き）に制限 が あ る た め
、 リレ ー形 式 の 授 業で は 、 教科書

に ある 「問題 」セ クシ ョ ン は音声 テ
ー プ を使 用す る部 分 の み を行 な っ て い るが 、文字 の

導入が 徐 々 に 進 む に つ れ て 、それ 以 外の 箇所 （書か れ た 文 に よ る練習 問題 形式 の 部分 ）

を行 な っ て い ます 。

　 こ れ は 、少 し ず っ 導入 され る文 字 とそ の 表記 に な れ る こ と、それ まで 口 頭 を中心 に行

なわ れ て き た 文 法 文 型項 目の 学習 の 復習を行 ない 、 学習 した 知識 の 再確認 を 目的 と し

て い ま す 。

　 特 に 、 A 曜 日 1 時限 目 には 、「問題 」 セ ク シ ョ ン の 中に 付 随 し て い る 短 い 文 章 の 簡 単

な読解 問題 に も触 れ なが ら 、文字 と文 法 、 文型 項 目の 復 習を行 な っ て い ます 。

　   ’ 4 　
’
周 講 の

j ”

　 次項 詳述 。

　  
’ −

2 　 1、lr　 1 　
− 一’；”j ・d ’

　：

　 そ の 時 々 の 学生 の 学習状況 を確認す る と同時に 、随時必 要 と思 われ る課題 に 対す る 内

容 の 授業を行い 、リレ ー
形式の 授業等 が ス ム ー ズ に 進め る こ とが で き る よ うに 、そ の 他

の 授業に 対 する支援的授業 を行 っ て い ます 。

　 例 えば 、 前述 した よ うに 授業開始 当初 の 優先課題が 日本語音声 の 認 識 と文字定着 に

あ っ た 時期 は 、集中的に そ の 2 点に 特化 した 授 業を行 い ま した 。 そ して 、各学生 の 学習

状 況 を確認 して 、 こ の 授 業に お い て 必 ず し も十 分 な成 果 に 至 らな くて も 、 そ の 他の 授 業

にお い て 補い うる程度に進 歩 して い る と判断で き る場合 は 、新 た な課題 に対 す る 内容 に

授 業 の 方 向転換 を行 っ て い ます。ま た、リ レ ー 形式の 授業 に お い て 諸 々 の 理 由 （例 え ば

学 生 の 欠席 な ど）に よ り 「導入 」や 「練習 」が 十 分 に で きなか っ た場 合 な どは そ の 授 業

の 内容 を補 う授 業 を行 う場合 もあ りま し た 。

　   4 、v 　 3 凋 。 謙 の
“

フ ー “
バ ・ク

　 次項詳述 。

（3 ＞週 間試験の 位 置付 け

　週 間試験 の 本来 の 目的 は 、 学生 の 学習 を学期 の 途 中 にお い て定期 的 に試験 を行 うこ と

で 、学習の 最終 的 な成果だ け で な く、学習過 程 に お け る そ の 都 度の 達成 もあ る程 度、成

績 の 評価 の 対象 に加 える と同 時 に 、 そ の フ ィ
ー

ドバ ッ ク に よ っ て 、学習意欲 の 向上 お よ

び 持 続 を 目的 と し て い ます 、

　 しか し、今学期 の 1 ク ラ ス にお い て は、以 下の 2 つ の 理 由に よ り、後 者の 目的に大 き

く重 点 を 置 き、い わ ゆ る成 績評価 を前提 とし た 試 験 とは し ませ ん で し た。

　  　 っ ま り 、 試 験を行 うに は 、 学生 の 回 答 を引 き 出 し 、そ れ を採 点可 能 な 形式 にす る

た め に 、ど うし て も表 記 を通 じて 行 わな けれ ば な りま せ ん 。 そ れ に 、 文 字 の 定着 が 不 十

分な状態 で は 、 文 字表記 を通 じて 行 う内容 に は 限界 が あ ります 。

　  また 、 通 常 の 授 業 にお い て は 、音声 に よ る コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン を通 じて 授業 が 行

われて い る た め 、 文 字表記に よ っ て 学習 した知 識 を再確認 す る作業 が で きな い ま まで 進
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ん で い ま す 。

　その た め、週 間試 験 と して 、試 験 は 実施 す る もの の 、そ の た めの 準備 や 練習 、 さ らに

試験実施後 の フ ィ
ー ドバ ッ ク の 3 っ の ス テ ッ プ を

一
っ の 週 間試験 の 過程 と考 えて 実施 し

ま した 。 そ うす る こ とで 、 評価 の た め の 試 験 とい うよ り も 、
「試 験 」 とい う動機 付 けの

下 で の 既習知識 の 再確認 お よび 練習の
一

環 として 位 置づ けま した 。

（4 ） 「五 っ の 波」

　学習項 目を
一
度 しか 授 業で 扱わな い とい うの で は な く 、 既習 の 知識 で も何度 も記 憶を

喚起 させ て 定着を よ り確 実な もの にす る こ とで 、 それ らの 使用 へ と結び付 けて い く必 要

が あ ります 。 そ の た め に 、 教科書に あ る 学習項 目か ら以 下 の 五 つ の セ ク シ ョ ン を 拾い 出

し
、 時間差 を っ けて 暫時 的 に 授 業で 扱 うこ とで 、

…
っ の 学習項 目を何度 も違 っ た形式や

文脈 の 中で 学習で き る よ うに 工 夫 し ま した 。
つ ま り、

一
度学習 した事柄 を 、 ち ょ うど五

っ の 「波」が 次 々 にや っ て 来 て くる よ うに 、 学生が 何度 も学習 し 、 そ の 度に記 憶が 強化

され て い くよ うに した の で す 。

　そ の 五 つ と は次の 通 りで す 。

　第
一

波 ： パ ー ト 1 （導入 ） と して 行 わ れ る授 業 （教科書 に は 特 に触れ ない ）

　第 二 波 ；パ ー
ト2 （練 習）とし て行 われ る 口 頭 に よ る 練 習 、「練 習 C 」、「問題 」 の テ

ー

　　　　　プ 問題

　第三 波 ： リ レ ー 外 の 授業 で 行 われ る 「問題」 の テ ー プ問題以 外 の 問題

　第四波 ： リレ ー外 の 授業 で 行われ る 「問題 」 の 読解問題

　 第五 波 ： 週 間試験 （そ の 準備 とフ ィ
ー ドバ ッ ク を含む ）

3 ．学生 の 学習状 況 に つ い て

（1 ） 当初 の 想 定

授 業開始前、例 年の 経験 よ り 1 ク ラ ス の 学生 を次 の よ うに想 定 し て い ま し た 。

　まず 、原則 と して 全 員 が ゼ n ス タ
ー

トの 学生 で 、 日本語 学習経験は極 め て 少 な

く 、 未知の 日本語 の 言語 環 境 （授 業 も含 め て ）に どの よ うに対 処 して い っ た らい

い か とい うこ とが 最初の 彼 らの 課 題 とな る 。 そ の た め に も、少 しず つ で も 日本語

の コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン の 経験 を積 み 重 ね て い く必要 が ある。

（2 ）学習状況 の 個人差 （トン ガ学生 とそ の 他 の 学生）

　前期授 業 を通 して の 各 学生 の 授 業 で の 学習は そ れ ぞれ に 異な っ た過程 を示 して い ま

す 。特 に 、トン ガ か らの 2 名 と他 の 3 名 との 問 で は 大 き な違い が 出て い る よ うに 見 られ

ま す 。

　つ ま り、授 業 に お い て 日本語 を通 じて 行 わ れ る種 々 の 学習 の 活動 は 、活 動 時に 提 示 さ

れ る話題 的内容 とい うよ りも 、 そ こ で 用 い られ る 日本 語 の 文 法 ・文型 な り語 彙な りの 使

用 とい っ た メ タ認 知的な学習項 目の 提 示 を 目的 と して い る こ とが 多い もの で す 。 しか
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し、トン ガ の 2 名 の 学生 に は 、活 動の 内容的 な 部分 に ばか り注意が い き、活動で の 設 定

され た 目標 が達成 され る こ と に は 熱心 に な る もの の 、現 在の とこ ろ 、日本語運 用 の た め

の 基 礎知識 と して の 文法 ・文型 の 知識が 蓄積 され獲得 され に くい 傾 向があ る よ うに 見受

け られ ます 。

　こ うし た違い は 、各学 生 の 個 別 の （特 に 授 業外 で の ）学習 ・生 活環 境 な ども影 響 して

い る こ とが 考 え られ ま す が 、学生 本 人 に 由来す る要 因 と して 、少 な く とも次 の 三 つ を 考

える こ とがで きる の で は な い か と思 い ます 。

　  漢字 圏 か 非漢 字 圏 か

　  別科入 学前の 日本語 学習経験 の 種類 ・
程度

　  　 日本語 母 語 話者の 教師に よ る H 本語 で の 日本語授 業に 対す る対処 の 仕方 ・方略ス

　　　 タイ ル の 違い

4 ．現在の 課 題

（1 ）学生 へ の 対応 上 の 課題

　前項 で の 学生 の 学習状況 を踏 ま えて 、授 業 に お け る学生 へ の 対応 に お い て 、 トン ガの

2 名 と他 の 3 名 21を分 けて 考 え る必 要 が あ るだ ろ うと考 えて い ます 。

　つ ま り、 トン ガ の 学生 に は、 当面は授 業 に お ける 学 習活 動 で の 課題 達成 に 集 中 させ

て 、 日本 語 運 用 の た め の 基 礎知識 の 整理 は 、 と りあえず後 回 しに して も止 む を 得 な い の

で は な い か と考 え ます 。た だ、今 後 こ うした 状 況 が 続 くか ど うか もわ か りませ ん か ら、

彼 らの 変化に 注意 しなが ら、他の 学生 も含 め た ク ラス 全体 と して 対 応で き るか ど うか 随

時 検討 して い か な けれ ば な らない とも考えて い ま す 、 そ し て 、 後回 しに した 場 合で も、

それ まで の 活 動 の 経験が 学習 し た基礎知識 の 整理 に 活用 で き る段 階に な っ て か ら徐 々 に

基礎的 な も の か ら提 示 して い く こ と もで き る と思 っ て い ま す 。

　
一 方、他 の 3 名 の 学生 に は 、常 に 当該活 動 で 目的 と され て い る学 習事項 を意識 させ な

が ら、 活 動に参加 させ る こ とで 、 よ り効率的な 学習 へ と導い て い けれ ば と思 い ます ．

（2 ）ク ラ ス 全体 の 学習 内容 に 関す る 課題

　こ れ まで は 音声の 認識 と文字 の 定着が優先課 題 で あ っ た が 、現在 は それ らが
一

応 あ る

程度 の 段 階 に 達 した と考 えて い ます 。そ れ を踏 ま え 、 現段 階に お い て の 学習内容 に 関す

る課 題 とし て は 、次 の 2 点 を考 え て い ます 。

　  語彙力の 補充 ：

　こ れ まで は 、リ レ ー授 業 の 中心 を教科 書 の 進 度 を進 め る こ とに お い て き ま した 。 学習

した 内容 が 次 第 に積 み 重 な っ て い く中で 、進 度 をあ る
一

定 の ス ピー
ドで 進 めて い くこ と

は 、 そ の 分 学生 へ の 負 担 も大 き く な る と考 え られ ま す 。 そ の た め 、 前期 の リ レ ー
授 業 で

は十分な語 彙の 補い よ り も文 法や文型 を導入 す る こ とを優先 させ て き ま した 。

　 もちろん
、 リレー 授業 に お け る進 度 の 優 先は 後期 に な っ て も現 在 の 教科書 「み ん な の

日本 語」が 終了す る ま で は 変更 は あ りま せ ん が 、 同教科書終了 以前 で も リ レ ー
以外 の 授

業 に お い て 、学生 の 負 担 の 度 合 い を見な が ら、少 し進 度 を遡 っ て 基 本 的 な語 彙 の 練 習お

よび 補い を徐 々 に 進 め て い く必 要 が あ る と考 えて い ます 。
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語 彙は 、 文 法や 文型 と違 い 、表 現 され る分野 の 内容 に大 き く依存 して い るもの で す。

そ の ため 、 生活 レ ベ ル で 使用 され る基礎的な もの を除 けば 、 語 彙その もの だ けに よ っ

て 、そ の 学 習順 序 を予 め設 定す る の は 難 しい 面 が あ ります 。 その 反 面 、語 彙は 学 生 の 日

本語 表 現や 、 特 に理解 の 幅 を広 げる役 割 を持 っ て い ま す 。 理解 が 深 ま る こ と は 、 特 に 初

級者 に と っ て は 、
コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン に お け る心 理 的な安心 感 も もた らすた め 、 そ の 点

か らも重 要 だ と考えて い ます 。

　  漢字 の 学習 ：

　非漢字圏の 学生 が 半数 以上 （5 名 中 3 名 ）を 占め る今年度 の 1 ク ラス に お い て は 、 ク

ラス 全 体 と し て の 漢字の 手当て に っ い て も考えて お か な けれ ばな りませ ん
。
こ れ まで の

非 漢字圏 の 別 科 修了生 か らも 、 学部 に 進 学 して か らの 漢字 （の 理 解）の 重 要栓 は強調 さ

れ て い ます 。 そ の 意味か らも 、 何 らか の
一

定 の 学習が必 要で あ る と考 えて い ます 。

　 し か し
、 漢字 は語 彙 と して の 側 面 と文 字 と し て の 側 面 の 両 面 を持 っ て い ます 。ま た、

文字 の 形 そ の もの が ひ らが な等 に比 べ 複 雑 な上 に数が 多 く、さ らに
一

つ の 漢字に 対す る

読み 方 も複数存在 します 。 こ うした 漢字 の 性質 と学生の 基礎 的 な 日本語 能力の 伸び を考

え て 、授 業に お ける漢 字 学習の 目標 を どの よ うに 設 定 し、どの タイ ミン グで 開始 し、ど

うい っ た授 業方 法お よび 教材 を用い て 進 め て い っ た らい い か を、考え て お か な けれ ばな

りませ ん 。 そ の 点 に っ い て は 、現在検討 中で す 。

5 ．連 絡帳 （授業 日誌 ）の 記入 に つ い て

　各担当の 先生方に は 、 授業後 に行 っ た 授 業に つ い て 連 絡帳に 記入 をお 願い して い ま

す 。 こ れ ま で は 、 単 に 、進 度 （授業 で扱 っ た 課 お よびセ ク シ ョ ン 、問題 番 号 な ど）を記

入 して い た だい て い ま した が 、今年度 （実際 に は 昨年度の 3 ク ラス （大河原担当））か

ら 「連 絡帳 」 で は な く 「授 業 日誌」 とし て記 入 して い た だい て い ます 。

　 こ の 目的 の
一

っ は 、1 ク ラ ス 担 当教員 間 の 連絡 を教科書 の 進 度 だ けで な く、授 業で 行

な っ た こ との 内容 、 さらに そ の 授 業で の 各学生 の 学 習状況 （授 業パ フ ォ
ー

マ ン ス や態 度

な ど）も他 の 先 生方 に お伝 えす る こ とで 、各 先生 方 の 各学生 に対す る認 識 や評価 を よ り

複 眼的な もの と して い た だ くた め の
一

っ の 材料 と して い た だ くこ とです 。

　 も う
一

っ の 目的 は 、 そ れ を書か か れ る先生 ご 自身 が 、 自分 の 授 業 を振 り返 り 、 学生 の

反 応 と同時 に ご 自身 の 授 業 の や り方 や学 生 へ の 対応 の 仕方 を反省 して い ただ くための 機

会 に して い ただ きた い と考え て い ます 。

　 具体 的 な記入 事項 お よび方法 は 、こ れ まで の 「連 絡帳 」で 行 な っ て い た進度 や授 業 内

容 に加 えて 、 そ の 目の 授業 （2 コ マ あ る い は 1 コ マ 分）を振 り返 り 、 特 に学生 に 関 して 、

授 業に お い て パ フ ォ
ー

マ ン ス よ く好印 象 を得た 学生 、ま た
、 逆 に気 に な っ た 学生 の 、そ

れ ぞ れ の 様 子 とそ の 理 由お よ び考 え られ る改善 策 な どを、基 本 的 に
一

日 2 コ マ （ある い

は 1 コ マ ）分 の 授 業 に つ い て ま とめ て 、お 帰 りに な る前 に 再 度思 い 返 して み て 、自分以

外 の 担 当教 員 に知 らせ る とい うこ とで 、記入 して い た だ きたい と思 っ て い ます。

　 こ うした 試 み の 実際 の 効果 ・成果 あ る い は 欠 点な どは 、 ま だ は っ き りわ か っ て い ませ

ん が、特 に 不都合 が ない 限 りが 、今後 ともっ っ けて い きた い と考 えて い ます 。 ぜひ ご協

力 お 願 い します 。
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　後期終了 まで の 目標 は 、現在の とこ ろ 明確 に 設 定 し に くい の が 現状 で す 。 とい うも

の
、 今後 （特 に夏休み 明 け以 降） の 学生 の 変化 の 予想 が例年 っ か ず 、 安易な想定 を許

さない 状況に あ る か らで す 。 そ れ で も 、 現在 の 段階で 考 え られ る こ とだ けを述 べ て お き

ます 。

1 ． 「み ん なの 日本 語」 終 了 まで の 方 針

　現段 階 で 考 えて い る こ とは 、先ず で き るだ け早 く初 級教 科 書 「み ん なの 日本 語」の 学

習 を終え る こ とで す 。

　基 本 的な進 め 方 は 、前期 と同 様 で す。

　また 、教科 書 「み ん な の 日本 語 」の 終 了 とい っ て も、先 に 述 べ た よ うに 教科 書の 内容

をい くつ か に分 けて 時間差 を つ け て 授業で 扱 っ て い ま す 。 そ の た め 、 最後 の 「波」が 最

終課 に到 達す る に は 、 後期末 ま で か か っ て し ま うだ ろ うと考 えて い ま す 。

2 ．そ れ以 降の 授業 の 方針

　「み ん なの 日本 語 」 の 終了 後 は 、教 科 書で 学習 し た 「は ず 」 の 文 法 ・文 型 の 基 礎知 識

を徐 々 に 、長 くま とま っ た 内容 の あ る文 章や 談 話 に お い て 活 用 し、理解 ・表 現 で き る よ

うに結 び 付 けて い くこ とが重 要 だ と考 えて い ます 。特 に初 め に述 べ ま し た よ うに 、理 解

に重 点を 置 い た 授 業 を 考 えて い ま す 。

　また 、 学生 の 構成 が、非漢字圏 が多い こ と 、 これ まで 音声 に よ る 授業が 中心 で あ っ た

こ とを考 えて 、 書か れ た文 章 か ら理 解 を得 る こ とを 中心 に お い て後 期 の 授 業 を考 えて行

きた い と思 っ て い ま す n
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平成 19 年度　別 科 目本 語授業 に つ い て

1 ． 午前 の 授業 に つ い て

　 【全体で
一

っ の ク ラス と し て 】

　 午前の 授 業で は 、 学生 は 三 ク ラ ス に 分 けて も 、 各 ク ラス に 　
一

ス 旦
W

の 目 託
1

師は

　 詈 か
’

三 っ の ク
ー

ス 「tl こ △
　

’一
っ の ク

ー
ス と して 捉 え、責任嘱託 講 師が 中心

　 に な っ て 嘱託 講師 がす べ て の ク ラ ス の 進度や教材な どの 授業 内容及 び ク ラス 編成に

　 っ い て 決 定 し授 業運 営に 当た る。

　 こ れ は 、 授業内容や授 業で の 学生対応 に おい て 、ク ラ ス に よ る差 を極力減 らし
、 全

　 ク ラ ス 共通の 内容 で 授 業を進 めて い くこ と とす る 。

【ク ラス 問の 学生移動 】

授 業 内容 を共 通化 す る こ とで 、
一
年 を通 して の ク ラ ス 間 の 学生移動 は 、 当該学生に

と っ て 必 要 と判断 され た 揚合 は 、
い っ で も行 うこ とが で き る よ うにす る。こ の こ と

で 、 各学生 の 学習状況 に 対 して 、
一

定程度 柔 軟 に 対応 可 能 に な る と同時に 、学生 の

学 習意欲 の 向上 も期 待 で き る 。

【授 業内容 】

　 授 業 内容 は 、 従来 通 り 「み ん な の 日本語 」 を 主 教材 と し 、 各課 をパ ー
トユ （導

　　　入 ）とパ ー ト2 （練習）の 二 つ に分 け て 、
1 時 限 目 に 前 日の 導入 を受 けて パ ー

　　　 ト2 （練習）、2 時限 目に 新 しい 学習項 目の 導入 と して パ ー ト1 を行 う。 原則

　　　と して 、
1 時限 目に パ ー

ト 2 、 2 時限 目に パ ー
ト 1 とい っ た授業形 式は変更

　　　しな い こ ととす る 。 ただ し
、 進行 状況 等に よ っ て 、調 整が 必 要 な場合は 嘱託

　　　講 師が 判 断 し適切 な措置 を 講 ず る こ と とす る 。

【基礎 的知識 と して の 「み ん な の 日本 語 」】

「み ん なの 日本語 」で扱 う学習項 目は 、 今後学生 の 日本 語 運 用 に 当た っ て の 基礎 的な

知識 と して 捉 え、同 じ項 目で あ っ て も、繰 り返 し授 業 に お い て 学 習 で き る よ うに授

業を 組織 して い く 。

　　また、基礎的な知識 の 習得 を 目指す意 味で 、 授 業で は辞 書は使用 させ ず 、 日本

　　　人 の 教師の 日本語 に よ る授 業に お い て 、
ス ム ー ス な 日本語使 用 が で きる よ う

　　 　 に して い く。

【「み ん な の 日本語 」 以後 】

　　「み ん な の 目本 語 」終 了 後 は 、語彙 力 の 増 強及 び そ れ に伴 う読解 力の 向上 を 目標

　　　の 中心 に お い て 、 で き るだ け 多 くの 文 章 に触れ る よ うに して い く。 しか し 、

　　　具体 的 な教材や 授 業 内容 及 び 方 法 は 、 後 日学 生 の 学 習状 況 等 を見 て決定 する
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こ ととす る 。

U ．午後 の 授業に つ い て

　 【各学生 に 自分 の 目標 を持 たせ る 】

　 午後 の 授業 で は 、学生各 自が 自分 の 目標 や 目的意識 を持 っ て 授 業 に参加 す る よ うに

　 す る 。 した が っ て 、 ク ラス と して 授 業は して い て も、そ こ で の 目標 は学生ひ と りひ

　 と りが 自分 の 目標 を持 っ て い る よ うにす る 。
し か し

、 実 際の 授業に お い て は 、

一
斉

　 に 同
一

の 教材 を読ん だ り聞 い た りす る こ と もあ り得 る だ ろ うし
、 各 自が 目標 を持 っ

　 て い る とい うこ とが個別 の 材料 を提供す る こ とに は 必 ず し もな らな い だ ろ う。

　 こ こ で は 、 各 自は 自分の 目標に 向か っ て 主体 的 に 学習を進 め て い く た め に 、 午前 の

　 授 業 に お い て は使 用 しなか っ た辞 書の 活 用 も促 したい 。

【前 期の 二 っ の 目標 】

学 生
一

人
一

人が 自分 の 目標 を設 定す るた めに 、 授 業 と して 次の 二 つ の 課題 を前期の

総ま とめ と して 設 定 す る こ とに す る 。

（1 ）前期 終才時 に 別 科長 に よ る進 路 に 関す る面 接 （15 分 〜 30 分程度）を行 う。

そ こ で は 、こ れ ま で 及 び 現 在に い た る 自分 自身に っ い て 話す と同 時に 、 今後の 自分

の 希 望や 目標 な どに つ い て も 日本語 で 説 明す る こ と とす る 。

（2 ）前 期 終了 時 の 第 2 回進 路 希 望調 査提 出の 際 に 、 日本語 に よる希 望理 由書 （400

〜 800字程度）を 付け て 提 出す る こ と とす る 。 そ の 際 に も、（1 ）で 話 した よ うな 現

在 まで の 自分 を振 り返 っ て 、そ の 希 望 に い た っ た理 由を 、 希望す る 内容 と あわ せ て

説 明す る こ と とす る。

【ク ラ ス 分 けに つ い て 】

ク ラス 分 け に っ い て は 、学生 の 日本語 能 力 （午 前 の 進 度や 漢 字 ・非漢字 圏 の 別 な ど）

に加 えて 、ク ラス で の 活動 に対す る積極性 や課 題 に対す る取 り組 み の 慎 重 さ とい っ

た学習に お け る 各学 生 の ス タイ ル 、さ らに は ク ラ ス 全体 の 活 動 に お け る進 めや す さ

や ク ラ ス の ダイナ ミズ ム な ども考慮 し て 、適 切 な学 生配 置 に す る 。

【各授 業 にお け る授 業計 画 作成】

各授業の 担 当教員は 、 半期分 の 授 業計画 （授業全体の 目標 、授 業 内容 、授 業活動 、

教材 な ど）を責任嘱託 講師か ら提示 され た 目標を もと に作成 し 、 来年度開始前 （3

月末）まで に提 出す るこ と とす る 。

提 出 され た 計画 は 、責任嘱 託 講 師が そ の 内容 を確認 した 上 で 、決 定 され る 。

また 、計 画作 成及 び そ の 実施 に 当た っ て は 、同
一

科 目を担当す る教 員 が 互 い に 協力

し意見 交換 を し なが ら行 うこ とが 望 まれ る 。

《各科 目の 授 業 目標 及 び 形 態に つ い て》

〈日本語 演習 13 （．月曜 日 3 時限 目）〉
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先 の 目標 （1 ）を授業で の 前期 の 目標 と して 、 自分 自身 に つ い て 口頭で 表現で きる

よ うにす る 。

授業で は 、 自己 紹介に お い て 取 り上 げ られ る よ うなテ ー
マ （例 えば 、 国で の 生活 、

故郷 に つ い て 、 家族 、 子 供 時代 、日本 で 気 づ い た こ と 、 趣 味や特技 、 将来 の 夢な ど）

を設 定 して それ らに っ い て 口頭 で 発表 す る とい っ た よ うな活動 を行 う。

さ らに 、こ こ で 発表 した 内容 を ま とめ た 形 で 面接 で の 発表 に っ なが るよ うに 指 導 し

たい 。

特 に重 要 な こ とは 、 各 自が 目標 を持 っ て い る とい っ て も 、 他 の 学生 の 発 表 を聞 くこ

とで 、 自分 の 発 表 を振 り返 る こ とが で きる よ うな機 会 を授業 の 中に 設 け る こ とで あ

る 。

〈日本 語 演習 14 （火曜 日 3 時限 目）、 日本 事情 （木曜 日 4 時限 目）〉

先の 目標 （2 ）を授業で の 前期 の 目標 と して 、 自分 自身に っ い て 日本語 で 書い て 表

現で きる よ うにす る 。

授業で は 、学生 自身の こ れ ま で を 振 り返 り今後 の 目標 を 明確 に し、そ れ を 自分 な り

の 表現で 表す こ とが で きる よ うに 、 各学生 の 日本語知識 の 向上 に 合わせ て 、 テ ー
マ

を設 定 し、それ に つ い て 、文章完 成 の 過 程 に お け る さま ざまなス テ ッ プ を踏み なが

ら最後 に 短い 文 章を完成 させ る こ と。

さ らに 、こ こ で 完 成 させ た文 章の 全て あ るい は い くっ か の 全部 ある い は
一

部 を組み

立 て 、再 度構 成 して 、最終 的に理 由書作成 に つ なが る よ うに 指 導す る。そ の こ とで 、

ま とま りの あ る長 め の 文 章 を 書 く際の ア プ ロ
ー

チ の 方法 を経験 させ る。

〈H 本 語 演習 15 （水曜 日 3 、 4 時限 目）〉

コ ン ピ ュ
ー タ教 室 を 使用 し 、

コ ン ピ ュ
ー タの 使用 、 特 に 日本語 入 力 の 作 業を行 うこ

とをあ る程度前提 に した活 動 を行 うこ とで 、
コ ン ピ ュ

ー タの 操作 に慣れ る と同 時に 、

日本語 の 図 書な どの 膨大 な量 の 日本語 に 対す る ア プ ロ
ー

チ の 方法や 心理 的態度を身

に 付け る こ とがで きる よ うに す る 。

授業で は 、 日本語 入 力 の 基 本的な練習に加 えて 、 各 学生 が 関心 の あ る分野 の 文 章 を

自ら選 び 、そ れ をそ の ま ま 入力 した り、要 点だ けをま と め て 入力 した りす る とい っ

た活 動 も考 え られ る 。 日本語 入 力 で は 、
ロ

ー
マ 字だ け で は な く漠字 の 読みの 練習 に

も な る他 、 語 彙や 文法な どの 確 認 し ど うも行 うこ とが で き る だ ろ う。

〈日本 語 演 習 16 （金 曜 日 3 時限 目）〉

午前の 授業で の 復 習及 び進 度調整の 時間 と して 、
「み ん なの 日本 語 」で 扱 う文 法や文

型 の 整理 や 語 彙の 確認 を行 う。

ま た 、 週 間試 験の フ ォ ロ
ー ア ッ プ も こ こ で 行 う。

〈ホ ー ム ・ル ー ム （火 曜 日 4 時 限 目）〉

ホ ー ム ・ル
ー

ム の 時 間 は 、事 務的な 連絡 事項 等 に 当 て られ る 。
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特に 事務的 な連絡事項 等が ない ほ とん どの 時間 は 、 週 間試験 を行 うこ と とす る 。 週

間試験は 、 午前の 授業の 進 度に よ っ て 各学生 が異 なる 問題 を行 うこ と となる 。 また、
一

定の 点数 に 達 しなか っ た場合 は 、 再度同 じ試験を行 うこ と とす る 。

具体的な試 験 問題 の 作成 ・決 定及 び採 点は 責任嘱託講師を 中心 と して 嘱 託講 師 で 行

うこ ととす る 。

ま た 、ホ ー ム ・ル ー ム で 行 われ る 内容 は 、 そ の 計画 を 事前に 別科会議に 示 し、承認

させ る こ と。

《授 業 開始 時の 措置》

前期授業 開始 時 に は 、 ま ず文 字 の 確認 を行 い
、 あ る程度文 字 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン が で き る よ うに し て お く必 要 が あ る 。
つ ま り、形 を音 と結 び つ けて認 識 で き

る こ と と音 か ら形 が 再 生 で き る よ うにす る 。

文 字 の 確認 が 必 要だ と判断 され た場合は 、 午前及び 午後の 授業 にお い て 、 部分 的に

文字確 認 の 作 業 を行 う。 授 業 にお け る具 体的な方法 に つ い て は 、 ク ラ ス 分 けテ ス ト

時の 学生 の 状況 を判断 して か ら決定 した い
。

《学習 成果 の 管理 保 管》

　 別 科の 授 業体制等の 評価の
一
環 と して 、 各学生 の フ ァ イ ル を設 け 、 各学生 の 日

　　　本 語学習 に 関す る資料 や 提 出物 な ど保 管管理す る。
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＜資料 IK＞

平成 19 年度後期　 別 科 日本語授業 に つ い て

1 ． W W と上 工

【学生 個々 の 能力 を伸ばす】

　今 年 度は 学 生 が 4 名 とい うこ ともあ り、午 前 ・午 後 を通 した授 業 に お い て も、ク ラス

　　 と して 授 業 は して い て も、基 本 的に学生
一

人
一

人の 能力 をそれ ぞれ に伸ば して い

　　 くこ とを基本 的な方針 と した い 。

ll．　 前 の 醍 　こつ い て

【学生 個々 の 進 度 に合わ せ た ク ラ ス とす る 】

午前は
一

っ の ク ラス とな っ て い る た め 、レ ベ ル 差の あ る学生が 同時に授 業を受 ける こ

と に な る 。 そ こ で 、午前の 授 業に お い て は 個々 の 学生の 目標 、
レ ベ ル 、学習の ペ ー ス に

あ わせ た活動 を 中心 と した授 業 と し たい
。 （前期は 、 午後 の ク ラス で こ うし た方式 の 授

業を行 っ て い た が 、当初 の 計画 で は 、午前が 3 ク ラス 体制 だ っ た た め に、よ り細か な レ

ベ ル 差に対応 し に くい 午後 の 2 ク ラ ス 体制に お い て 行 うこ とが 、 そ の 主 旨で あ っ た 。 ）

　 尚 、 学生 が個々 に行 う活 動 が 中心 とな る た め 教員の 対応 も個 別 に な っ て しま うが 、 そ

　　 の
一

方で 、ク ラス と して の 授 業 で もあ る の で 、他 の 学生 が どん な 目標 で ど ん な 活

　　 動 を して い る の か を互 い に知 る こ とがで き る 工 夫 も した い
。

【後期 の 目標 とし て 】

後期は 、 前 期の よ うに学 期 の 最後 に
一

つ 具体 的 な 目標を設定す る こ とが 難 しい
。 そ の

た め、別 科 で の
一

年 間 の 勉 強 の 成果 と して 、次 の 二 つ の 目標 を 目指す こ とと した 。

　（1 ）よ り正 確 な 日本 語表現 が で きる よ うにな る 。

　（2 ）よ り幅広 い 分野 の 日本語 が理 解で きる よ うに な る 。

　 こ れ らの 目標 は 、 後期の 午前の 授業を通 じて 設定 され る い くつ か の 中聞 的な課題 や 、

　　 12 月 予 定 され て い る発表会 、 別 科作文集 、 さ らに は 学期末の 試験に よ っ て 、 具

　　 体的 な形 と して 現れ る よ うに した い 。

【授 業 内容 】

上記 の 二 つ の 目標 を も とに し て 、 1 時 限 目の 授業で は 上 記 の （1 ）を 中心 的な 目的 に

し た活 動 、 2 時 限 目は反 対 に （2 ＞を 中心的 な 目的 と した活 動 を行 う。 原則 と して 、 1

時限 目 と 2 時限 目の 授 業に お け る 内容 的な つ な が りは 必 ず し も前提 と しない 。

　また 、 1 、2 時限 目 と もひ とつ の シ リー ズ 化 され た教材 （教科書 の よ うな もの ）を中

心 に授 業 を進 め る こ とと し、そ の こ とで 、 担 当教員間の 連絡 を行 い やす くする と同時に

学生 に と っ て も 自分の 勉強 の 進 度 を 自分 で 確認 しや すい よ うにす る 。

　さ らに 、定期 的 にそ れぞ れ 中間的 な 目標 とな る よ うな課 題 を設定 し 、 そ れ に 向 け て 授

業 を行 うこ と と した い
。
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【初級 文 法 の 復習か ら正 確 な表 現へ 】（1 時限 目〉

後期が始 ま っ て す ぐの 時期は 、夏休 み 明 け とい うこ ともあ る の で 、 前期 に学習 した初

級 文 法の ま とめ と復習か ら始 めた い 。

そ の 後 は 、初 級 か ら中級 レ ベ ル の 教 材 を用 い 、文 章 の 読解 を通 して 、そ こ で 使 われて

い る 文法や表現 の 意味や用 法使 を学び 、そ れ らを 、最初 に読 ん だ文 章 の トピ ッ ク な どの

内容 に沿 っ た短 い 文 章 を作文 す る。

基本 的 に わか らない 語 彙で 読解の 文 章 が 読め ない とい うこ との ない レ ベ ル の 文 章 、 あ

る い は予 め語 彙の 手 当て を して か ら読解 に入 る よ うに した い 。

【語 彙力 の 伸 長か ら幅 広 い 理解 力 へ 】（2 時 限 目）

読解用 の 教材 を使 用 し 、 4 回程 度 に 1 回 、 教材 にバ リエ ー
シ ョ ン を持たせ る と同時に 、

応用力 を養 うこ とを ね らっ て 、 使用 して い る読解教材 とは全 く別 の 読解 あ る い は語彙 の

練習問題 を行 う。

　また 、 使用 して い る読解教材 に お い て わか らない 言葉や初 め て 知 っ た語彙や表現な ど

は 、
一

っ の 読解練 習が終 わ っ た後 、 手 書き の 語 彙 リス トとして ま とめて 提出 させ る 。 そ

の 際 に 、学生 に よ っ て は 、新 出の 漢字 もそ の 語彙 リス トに 含め る こ と とし た い 。

　さ らに 、 と き どき各 自が 読み 終 わ っ た 読解の 文 章の 内容に つ い て ク ラ ス の 中で 発 表 さ

せ る こ とで 、他 の 学 生 の 読ん で い る文 章 ある い は 自分 が 一
人で 読 ん だ 文章 に っ い て 少 し

話 し合い を持 つ こ とが で き、ク ラ ス 活動 に もバ リエ
ー

シ ョ ン が 生 まれ る、

皿 ．　
x

の
d ’

　 こ つ い て

【総合的運 用 能力 と他者か ら学ぶ 】

午前の 授 業で は 、 学生各 自がそ れ ぞれ の ペ ー ス に合 わせ て 個別 に 学習す る こ とが 中心

で あ っ たが 、午後 の 授 業 で は、ク ラ ス と して の 活動 を中心 と して 、他 の 学生 と協力 して

課 題 を遂行 した り、理解 を深 め た りす る活動 を考 えた い
。

　日本語能力 の 面で い え ぱ 、 午前 の 授 業に お い て は 、 個々 の 学生 が 自分な りの 語彙や表

現 ・文 法 とい っ た 日本語 運 用 の 資源 を蓄積 し、それ らを 午後 の 授業で は他 者 との 関わ り

の 中で 理 解 と表現 の バ ラ ン ス を 考慮 し 、 総合的 に 活 用 す る機会 と した い 。

【学生 の ク ラ ス 分 けに つ い て 】

前期の 各学生 の 学習状況 を踏 ま えて 、ク ラ ス 分け に 際 して は レ ベ ル 別 で は な く 、 学習

ス タイ ル を 中心 に学 生 の 組 み 合わせ を、下 の よ うに決 定 した。こ れ は 、 互 い に学 習ス タ

イ ル の 近 い 同士 で ク ラ ス 分 け す る こ とで 、 授 業 にお い て 、よ り活 発 且 っ よ り有効 な 学習

が起 き る こ とを意 図 し た 。

　　　正ク ラ ス ：全 益 豎 、 于 子 良

　　　H ク ラス ：許 丹楓 、何 偉宙

【午後 の 授 業体制 に っ い て 】
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前期の 学習状況 及 び 後期 の 目標 を踏 ま えて 、午後の 授業体制 を以 下 の よ うに した い D

　 （◎は 各科 目の リー ダー
。 ）

月 曜 日 3 時限 目

火曜 日 3 時限 目

水曜 日 4 時限 目

木曜 日 4 時限 目

金 曜 日 3 時限 目

合 同 ク ラス 「日本 語 演習 13 」 ：

1 ク ラス 　 「日本 事情」　　　 ：

皿 ク ラ ス 　 「日本語 演習 14 」 ：

1 ク ラス 　 「日本語演習 15 」 ：

H ク ラス 　 「目本語 演習 15 」：

1 ク ラス 　 「日本語演習 14 」 ：

H ク ラス 　「日本事 情」　　　 ：

1ク ラス 　 「日本 語 演習 16 」l

H ク ラ ス 　 「日本語 演習 16 」 ：

◎ 大河原

◎ 前田

◎松嶋

　 松嶋

◎清水

　 大河原

　 増 山

◎清 水

　 松 嶋

【各科 目にお け る授 業計 画作 成1
　前期 同様 、各科 目に お ける リー ダー

は も う
一

人 の 授業担当教員 と協議 の 上、半 期分 の

授 業 計画 （授 業全 体 の 目標 、授 業 内容 、授 業 活動 、 教 材 な ど）を責任嘱託 講師 か ら提 示

され た 目標 を も とに作 成 し 、 前期 開始 前 （9 月 20 日）ま で に提 出す る こ と とす る 。

提 出 され た 計画 は 、 責任嘱 託講師が そ の 内容 を確認 した 上 で 、 決定 され る 。

　ま た、計画実施 に 当た っ て は 、作成 時 と同 様 に 、 同
一

科 目 を担 当す る 教員が互 い に協

力 し意見交換を しなが ら行 うこ とが 望ま れ る 。

《各科 目の 授業 目標及 び 形態につ い て 》

〈日本語演習 13 （月 曜 日 3 時限 目）〉

　まず 前 半 と後 半 に 分 け、前 半 は 毎 回、図書館 や イ ン タ
ー

ネ ッ トを使 用 して 情報 を 集 め

る 、 簡単な課題 を設 定 し提 出 させ る 。

　後半は 、 別科 作文集 の 編集 （レ ポー ト 、 先生 方 へ の イ ン タ ビ ュ
ー な ど 、 学内施設 （図

書館 な ど）案 内な ど、各 学科 の 課 題 、別科 生 か ら見 た 日本 人学生 ）を
一

つ の 授 業で の 目

標 と して 、 最終的に 自分た ちの 作文集 を作成す る 。

〈日本 語 演 習 14 （火 曜 日 3 時限 目、木 曜 日 4 時 限 目＞＞

　ビ デ オ を材料 と して 、 それ を視聴す る こ とか らは じ め 、ビデ オ 内容 の 理 解1さ らに そ

こ か ら 自分 の 問題 意識 や視 点 をひ ろ げ て 、 ク ラ ス で の 話 し合 い 、最後 に そ れ らの 結果 を

ま とめ る とい っ た 、 総合的な活動 をめ ざした い
。

そ の 過 程 で 、内容確認 な どの た め に何 度 も ビデ オ を視 聴 す る こ とで
、 語彙や文法な ど

の 復 習に もっ な げた い
。

＊ 〈目本 語 演習 15 （水 曜 日 3 時 限 目）、 日本語 演習 ユ 6 （金 曜 日 3 時限 目）〉

　コ ン ピ ュ
ー タ教室 を使用 し 、

コ ン ピ ュ
ー タの 使 用 、 特 に 日本 語入力 の 作 業 を行 うこ と

を あ る程度前提 に した活 動 を行 うこ とで 、
コ ン ビ ＝L ・

・一タ の 操作に 慣れ る と同時に 、 日本

語 の 図書 な どの 膨 大 な量の 日本語 に対する ア プ ロ ・一一チ の 方法や心 理 的態度 を身に付 ける
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こ とがで きる よ うにす る 。

授業で は 、日本語 入力 の 基 本的な練習に加 えて 、各学生が 関 心の ある分 野 の 文 章 を 自

ら選 び 、そ れ をそ の まま入 力 した り 、 要点だ け を ま と め て 入 力 した りす る とい っ た 活 動

も考 え られ る 。日本 語入 力 で は 、ロ
ー

マ 字 だ けで は な く漢字 の 読 み の 練 習 に もな る他 、

語彙や文 法な どの 確認 し ど うも行 うこ とが で き るだ ろ う。

＊ 〈日本事情 （火 曜 日 3 時限 目、木 曜 日 4 時 限 目）〉

午前の 授業で の 復習及 び進 度調整 の 時間 と して 、
「み ん な の 日本 語 」で 扱 う文 法 や文

型 の 整 理 や 語彙 の 確認 を行 うb

　また、週 間試験 の フ ォ n −一
ア ッ プ もこ こ で行 う。

〈ホ
ー

ム ・ル
ー

ム ／週 間試 験 （火 曜 日 4 時限 目）〉

　ホ ー ム ・ル
ーム の 時間 は 、事務的な連絡 事項 等 に 当 て られ る 。

特 に事務的な連 絡事 項 等が な い ほ とん どの 時間 は 、週 間試験 を行 うこ と とす る 。 週 間

試験 は、午 前 の 授 業の 学習 を反映 した 内容 と し 、 各 自の 進 度に よ っ て 各学生が 異な る 問

題 を行 うこ と とす る 。 （した が っ て 、午後 の 授 業 に 関 し て は 、それ ぞれ の 授業 に お い て

評価 を行 うこ とに な る 。 ）具体的 な試験 問題 の 作成 ・決定及 び 採点は 責任 嘱 託講 師 を中

心 と して 嘱託講 師 で 行 うこ と とす る。

　 ま た 、 ホー ム ・ル ー ム で 行われ る 内容は 、 そ の 計画 を事前 に別科 会議 に示 し、承認 さ

　　 せ る こ と。

rv．そ の 他

【電子 辞書 の 使 用 に 関 して 】

　前期授業に お い て授 業 中の 電子 辞書の 使 用 が 目立 っ た 。

　電子 辞 書 の 使用 そ の もの は 日本語 学 習にお い て も有 益 な もの で ある が 、 あま りに もそ

の 便利 さに 依 存 して し ま うと、電子辞 書 が ない と日本 語が 正 確 に使 えな か っ た り、文脈

に そ ぐわ ない語 彙等 の 使 用 をそ の ま ま覚えて しま っ た りす る な ど、マ イ ナ ス 面 も考え ら

れ る 。

　 そ の た め、電子辞 書の 授 業 で の 使 用 を何 らか の 形 で 制 限す る 時 間が あ っ て もい い と考

　　 え て い る 。

　そ こ で 、学生 の 授 業 で の 実 際 の 様子 な どを見 て 、 後 期 以 降、必 要性 が 出て くれ ば別 科

全 体 として 何 らか の 方針を考 え たい 。

　【学習成 果 の 管理 保 管】

前期 同様 、 別 科の 授 業 体制 等 の 評価 の
一

環 と して 、各学 生 の フ ァ イ ル を設 け 、 各学生

の 日本 語 学習 に 関す る資料や 提 出物な ど保 管管理す る 。
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〈資料 2A＞

短期交換留学生 に 対す る 日本語 教育 につ い て の 問題 点 と今後 の 方 向性

　 本 学 で は 毎年 、海外 の 協定 校 よ り十数 名 の 短 期交換留学生 似 下 、 留学生）を受け

入れ て い る 。 これ らの 留学生 は本 学の 各 学部及 び 大学 院 にお い て 勉 強す る こ とを前提 と

して 来 校 し て い た。と こ ろ が 、 こ こ 2 、 3 年 、 大学の 授 業を受 講 す るの に 十 分 な 日本 語

能力 を伴わ ない 者 が 目立 っ て 多 くな っ て 来 て い る 。 そ の た め 、 現在 の とこ ろ応急処置 的

に 日本 語 トレ ー
ニ ン グ コ

ー
ス 似 下 、日本語 コ

ー
ス ）を設 けて 対応 して い る が 、 そ れ も 、

大き な問題 点 を含 ん で い る 。 以 下 、そ の 留学生 に 対 す る 日本 語 教 育 に つ い て の 現 状 と主

要な 問題 点 、さらに そ れ らの 対策 の 可 能性 に つ い て 報告 す る 。

L 留学生 の 多様性 とそ の 受 け入れ

　 こ こ数年 の 留学生 の 事 例を 見 て み る と 、 留学の 目的 とい う点か ら 2 種類 の 留学 生 が

来校 して い る 。

一
つ は 、 日本語 の 学習を主 目的 と して い る者 （日本語 が専門の 者も含め

て ）。 も う
一

つ は 、 日本語学習 もさる こ となが ら 、 日本語以外 の 自分 の 専 門の 勉強 を主

目的 と し て い る者 で あ る。後者 の 場 合、本 人 の 日本語 能 力の 如何に か か わ らず 、 当然 日

本語 学習 に 制約 を 受け る こ とに な る 。 そ れ に加 えて
、
H 本語能力 の 点か ら見て も 、

上の

2 タイ プ の 学生 それ ぞれ に能 力 の 差 、さ らに 、

一
留 学生 の 中で も技能 に よ る能 力の 差が

見 られ る 。 そ こ で 、先に 述 べ た とお り、留学生 は学部及 び 大学 院で の 勉 強 を前提 と して

い る とこ ろか ら 、 その 能力 に 満た ない 者 を対 象 に 日本語 コ
ー

ス を設 けて い る。

　 留学 生 の 「交換 留学 生」 とい う性 格 上 、 学部 、 大 学院 、 日本語 コ ース で の 勉強 の 他

に 、 彼 らの 受 け入 れ に つ い て 、 国際交流 とい う観点か ら 、 何 らか の 対応 が 必 要 な の で は

ない だ ろ うか。た とえば、 日本 の 文化的 、 社会 的活 動 へ の 参加 、 見学や 日本 人 （学 生）

との 接触の 機会 を積極的に設 け るな どが考え られ る 。 もし 、 そ うした 活動が 行わ れ る よ

うに なれば 、 日本語教育 とい う点か らも 、 それ らを大 い に 利用 し 、
バ ラエ テ ィ

ー に 富ん

だ教育 内容 を提 供 す る契機 とす る こ と もで きる 。

2 日本 語 コ ー
ス の 位置 付 け

　 先ほ ど述 べ た通 り、日本語 コ
ー

ス の 目的は 学 部で の 授 業に 参加 で き ない 留学生 に 日

本 語 の 授 業 を提 供す る こ とで ある 。 した が っ て 、 本 コ
ー ス の レ ベ ル も初級 に 限定 され

る 。 とこ ろ が問題 は 、学部授業 との 関係 で あ る。仮 に 本 コ ー ス の 日本 語授 業が 、 学部で

の 授 業 と同等 な もの で あれ ば 、 本来 学部生 を対 象 とす る講 義の 内容 は 各 学部 の カ リキ ＝・．

ラ ム に則 っ て 決ま る の に 対 し 、 本 コ ー
ス で も留 学生 を対象 と した 授 業内容 の 基 とな る何

らか の 方針な り規準な りが 必 要 で あ る 。 も しそ うで な け れ ば 、 どの よ うに して 、 授 業内

容 を特 定 し 、コ
ー

ス の 目標 を立 て て い けば よい の か。また事務 的 な問 題 も生 じて 来 る 。

学部で の 授 業の 揚 合は 、事前に 履修登 録 を行 わな けれ ばな らず 、 そ の 登録 内容 に従 い 評

価 、単位 の 認 定 が 行 われ て い る 。 授 業 へ の 出席が 悪 い 場合 は 、 それ が評価 に も反 映 され

る た め 、 授 業 へ の 出席 とい う点か らもあ る程 度 の 拘 束 力 が あ る。 そ うした 拘 束力 は本
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コ
ー ス の 場合 に は どの よ うな形で 存在す る の か 、ま たは ない の か 。

3 ． 日本 語 ：　v 一
ス の 役 割

　 現在行 われ て い る 日本 語 コ ー
ス に おい て は 、結 果 と し て 、次 の 三 つ の 役 割 を担 っ て

い る 。

　　まず第
一

は 、 大学院や 学部 で の 勉強 を しなが ら部分的 又 は全 般的 な 日本語 能力の 向

上 が 必 要 な留 学生 に対 し 、 日本語 教育上 の サ ポ ー
トをす る こ とで ある 。 彼 らの 留学の 主

目的は 、 大 学院や学部で の 専 門の 勉強で あるた め 、 日本語 学習は 二 次的なもの とな り、

か な り個別 な対応 が必 要 な場 合や 、 本人 の 希望 に もか か わ らず十分 に 口本語学習の 機会

が 得 られ な い 場合 も出て く る n

　 第二 は 、ある程度 の 日本 語 力 を有 して 来 日 して も 、 本来 の 学部 で の 勉強の た め に は

H 本語 能 力 が 足 りない 留学 生 に対 し 、留 学 の 前 半 で 日本語 能 力 を伸 ば し 、 後半 に は 学部

で の 学習 （
一
般 留学生科 目も含む ）を あ る程 度可能 にす る こ とで あ る。こ の よ うな場合 、

本 コ ー ス の 位 置付 け とも関連 す るが 、前半の 日本語 の 勉強を 正 式 な単位 又 は学習 の 評価

と し て 扱 うか ど うか が 問題 とな る 。

　　第三 は 、 日本語能 力が 低い た め に 留学生 活 の ほ とん ど を こ の 日本 語 コ ー
ス だ けで 終

え る 留学生 に 対す る 日本語 教育で あ る ． こ の 場 合 、 学習 の 評価の 問題 は更 に大 き くな

る 、 それ ばか りで は な く、日本語 コ
ー

ス の 教 育内容 も
一

年 間 の 留学 の 成果 とな り得 る も

の に しなければ な らな い
。 で は 、 何を具体的に 教 え るの か 。 それ は

一
年 間 の 留学生活 で

留学生 た ちに どん な教育効 果 を期待す るか とい っ た受入大学側の 基本方針 に か か わ る問

題 で あ る 。 実際 に は 、 こ の 第三 の 場 合 に 含まれ る留 学生 が 大 半 を 占め て い る の が 現状で

あ る 。

4 ． 日本 語 コ
ー

ス の 問題 点

　 以 上 の こ とを踏 まえ る と、大 き く二 つ の 点 を根 本的 問題 と して整 理 す る こ とが で き

る。
一

つ は 、日本 語 コ
ー

ス にお い て 留学 生 に対 し具体 的 に 何 を教 育す べ きか 、 とい うこ

とで あ る 。 こ れ は 、 留学生 を 受 け入 れ た 本 学が 、彼 らの 実際の 姿を踏ま え、どの よ うな

教育を行お うと して い る か とい う問題 に か か わ る こ とで あ る 。 も う
一

つ は 、学部 で の 授

業 との 関係 で 、本 コ ー
ス を事 務 的、組織 的 に ど う位 置付 け る か とい う問題 で ある 。 特 に

単位 の 問題 、 出席の 問題 は 緊 急な 解決 を要す る 問題 で あ る 。

　　さ らに 、も う
一

つ 具体的 な運 営上 の 問題 と して 触れ て お か な けれ ばな らない の は 、

一
年間 とい う限 られ た留学期間 を有効 に 活 用す る た め に 、夏季 及び 春季 の 長期休 暇 を い

か に 利用す る か 、 また は し ない か とい う問題で あ る 、 仮 に こ うした 休暇 の 時期 を利 用 で

き る とすれ ば、さま ざま な 可能性 が 考 え られ る。た と えば 、日本語 の 補習 コ
ー

ス を開設

す れ ば、普 段専 門 の 勉強 に 忙 しい 留 学生 は、日本語 学 習だ け に集 中で き る し 、 ま た そ の

他 の 留学生 に と っ て も よい 復 習 の 機 会 に な るで あ ろ う。 ま た 、来 日 した ば か りの 学 生 の

た め に 日本 で の 生活 の た め の オ リエ ン テ
ー

シ ョ ン を 目的 と した何 らか の 1
、 2 週 間程度

の 特別 な 日本 語 コ ー ス が あっ て もよ い 。 そ うすれ ば 、 本来 の 日本 語 コ ー
ス の カ リキ ュ ラ

ム や 時間割作 りの 準備 として 利 用 す る こ ともで き る n
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5 ．今後の 日本語 コ
ー

ス の 可能性

　　こ うした 留学生 の 現状 と 目本語 コ ー
ス に お け る 問題 点を踏ま え る と、今後活発 化 が

予想 され る 短期 交換留学生 の 受 け入 れ に っ い て 、 本学 として 、 何 らか の 基本方針 とそ の

体制作 りが急がれ な けれ ばな らない こ とは 明 らか で あ る 。 そ うした体制 の 中の
一

つ とし

て 、こ の 日本語 コ
ー

ス を位 置付 け 、特 に学 部 で の 勉 強 に は 参加 で きず 、日本 語 コ
ー

ス だ

け で留学生 活 を終 えて しま うよ うな留学生 に 対す る教育を どの よ うに して い くか を 明確

に して お く必 要が あ る で あ ろ う。
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〈資料 2B＞

短期交換留学生 に 対す る 日本語 トレ
ー

ニ ン グ コ
ー

ス に 関す る

　　　　　　　　　 問題 点 と今後 につ い て

1 コ ー ス の 現状 とこ れ ま で の 経過

  設 置時の 目的

　 ・ 大学の 学部で の 講義受講を前提 と し て い た短期交換留 学生の 中に 、そ れ に 足 る 日

　　 本語 能力 の ない 学生 が来 た め に 、 そ うい っ た 日本語 力 の 低い 学生 を対象 とす る

　 　 コ
ー

ス と して 始 ま っ た。

  そ の 後の 対応

　 ・コ
ー

ス 開始 の 二
、

三 年 後 、別 科嘱託 講師 が コ ー ス の コ ーデ ィ ネー トを担 当 して か

　　 らは、主 に対 象学 生 の コ
ー

ス に対 す る 希 望 ・要 望 と各先生 方 との 調 整 を行 い 模 索

　　 を続 けて きた。

  現状 （三 つ の 機能 と時 聞 的制約 ）

　 ・こ れ まで の 経験 か ら結果 的 に次 の 三 つ の 機 能 を果 た して きた 。

　　　　a ．大 学院や学部 で の 勉強の
一

方で 、 部分 的ま た は 全 般 的な 日本 語力 の 向 上 を

　　　　　求め て い る 学生 に 対 し、日本語 教 育 上 の サ ポー トをす る 。

　　　 b ．留学期 間中 （特 に 後半〉学部授業 へ の 参加 を 目標 に 日本語力の 向 上を図 る 。

　　　　c ．留学生活 （1 年 間）の ほ とん どを コ ー ス で 送 る学生 に 対す る 日本語教育 。

　　・半期毎 1年 間 とい う時間 で は 、上 の b に含ま れ る学生 は 限 られ て くる 。 また c の

　　 学生 も 、 は っ き り と した 目標の 下 に 教育が 行わ れ な けれ ば、1年間 と言 う時間 も

　 　 中途 半端 に 終 わ っ て し ま う可 能性 が あ る。

H コ
ー

ス 運 営上 の 実際的 な 問題 点

  　 コ
ー

ス の 目標 の 明 確化 （授 業 方針 の 不 徹底 ）

　 ・コ ー ス の 授業 及 び 教育活動 を 通 し て を学習 ・到 達 す る 目標 が 設 定 され て い ない 。

　　 そ の た め 個々 の 授 業間の 連 携 も効率的 に行 われ ない
。 ま た 、 評価 に っ い て も 、 各

　　 授 業 で の 評価 は で きて も、 コ ー
ス 全 体 にお け る評価 は で きない

。

  コ ー
ス の 開始 ・終 了時及 び 休講 に 関す る取 り決 め

　 ・各学期 にお い て 、
コ ー ス 授 業の 開始 日が

一
定 して い ない し 、 そ れ に 関す る規 定 も

　　 ない
。 これ まで は、授業 内容 の 決定や 学生の 事情を考慮 し、その 都度決 定 して き

　 　 た 。

　　・学部 の 授 業 と平行 して コ
ー

ス を受講す る学 生 の 場 合 は 、 本 コ
ー

ス が学生 の 要望等

　　 に合 わせ て い る に もか か わ らず 、学部授 業 が優 先 され る た め 、 学部で の 履修 登 録

　　 が終 了 しな い と、コ
ー ス の 内容 ス ケ ジ ュ

ー
ル を最終 的に 決定す るこ とが で き ない 。

　　 学生 の 学部及 び コ ー ス の 受 講 に 際 して 、何 らか の 制 限 が 必 要 で は な い か 。

　　・コ ー
ス の 終 了 も、学部 に合わせ た り、別 科 に合 わせ た りし て

一 定 して い ない 。 ま

　　 た、早 く帰国す る学生や 帰 国前 に旅 行 した い と言 う学生 な どは、早 め に 終了 す る
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　 　こ とも認 めて い る 。

　 ・ 先 生 方 の 都 合 で 休 講 した場 合 は 、 そ の 分 の 補講 は
一

切 して い ない 、

  出欠席 に 関す る 規定 （欠 席 の 際の 教員 へ の 報酬 の 問題 ）

　 ・各授 業で の 学生の 出欠席 は 記録 し て い るが 、予 め学生の ほ うか ら欠 席を 申 し出て

　　来た 場合は、
一

応 理 由は 聞 くもの の
、 それ を認 め て い る 。 また 、それ に よ っ て 、

　　クラ ス の 全 学生 が欠席 とな っ て し ま う揚合で も、 教師 へ の 報酬 は支払 われ る 。

　 ・た だ 、 欠席 の 申 し出が あ る程 度前 もっ て （例 え ば 1週 間前に ）な され た 結果、ク

　　ラ ス 全 員 が 欠 席 とな っ て しま っ た 場合 、 先 生方 に休講に して い た だ く よ うに お 願

　　い して い る 。 とこ ろ が 、
い つ ま で に 申 し出が あれば そ うす るか と菖っ た規準 は 全

　　くない
。

  他科 目 （学部 ） との 競合

　 ・本 コ ー ス は 、 日本語 能 力 の 低い 学生 に 対す る 特別 措置 として 行 っ て い る の で 、原

　 　則 と して 学部授 業 へ の 参加 を優 先 させ て い る。そ の た め本 コ ー
ス と学 部授 業 を平

　 　行 して 取 る こ とは あ り得 な い の だ が 、 例 え ば 日本語 を必 要 と しない 語 学 の 授 業 と

　　は 競合す る こ とが 出て きて しま う。 そ うす る と、学部 授 業 が優 先 され て しま うた

　　め に コ ー ス 全体 として の 教育 に も不都合が 出て きて しま う。

  　総授 業数 の 設定

　 ・本 コ ー ス の 総授 業数 は 、 予 め決 め られて い る の で は な く 、 担 当 をお願 い し て い る

　　教員 の 都合の っ く とき に授 業 を設 定 して い る 。 まず先 生方 の 都合が あ っ て 、 そ れ

　 　 を基 に授 業 内容 を割 り振 っ て い く こ とに な る。そ の た め 複数 の ク ラス を編 成す る

　　 と、十分 な 時 間数 が確 保 で きな か っ た り、授 業 が特 定の 曜 日に 偏 っ て しま っ た り

　　す る こ と も起 こ り得 る 。 した が っ て 、授 業 内容 で は な く、先 生 方の 都合 に よ っ て

　 　決 め られ た総 時 間数 が優先 し て しま う。

皿 根本 的な 問題 点 の 所 在

  コ
ー

ス の 位 置付 け ・優先順位 （交 流学生教育 にお け る〉の 明確化

　　・ 上 で 述 べ た よ うな 問題 は 、 本 コ ー
ス そ の もの の 短期 交 留学生 に 対す る対応 の 中に

　　 お け る位置付 け が曖昧 な た め で あ る 。 日本語 能 力 の 低い 学生 に対す る コ ー ス とい

　　 うこ とだが 、そ の 日本語能力の 低 い 学生に 対 し一 を身 に つ け

　　 させ る の か が 全 く明確 に な っ て い ない 。
コ ー ス を担 当す る者 が 、状 況 的な制約 か

　　 ら判 断せ ざる を得 な い 。 本 学 と し て は 交換 留 学生 に ど ん な学習成果 を期 待 して い

　　 る の か 。交換 留 学生 とし て 、外 国人 学 生 が本 学 に来 る こ との 意味 を ど う考 えて い

　 　 る の か 、ま た は そ れ ほ ど必 要性 の ない もの なの か 。

  短 期交 留学生 は どの よ うに 「特 別 」 か

　　・ 一旧 本語 コ ー ス に お い て どん な ，目標 を設 定 した ら・よ い か を考 え る時 、 考え るの は 、

　　 た とえ 日本語 能力 が 低 くて も 日本 とい う異 文化 の 中で 体 験 を通 して 、実 りあ る留

　　 学生活 を送 っ て もらい た い とい うこ とだ 。 そ こ で 、 日本 語 が上 手 で は な くて も、

　　 そ の 人 な りに 日本や 本 学で 学生 生 活 を体験する こ とは で き る 。 そ うした体験や経

　　 験 か ち学 ん だ り考 え た りす る こ とに 重点 を置い た コ 憎 ス 目標 を申心 に 据え る とが
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で き るの で は ない か 。

・とこ ろが 、こ うし た 目標 設 定は、何 も短期交 換留 学生の 日本語能 力 の 低い 学生 だ

け に 必 要 だ とい うこ とで は な い
。 日本語 力 が 高 けれ ば 高い な りに 異文 化 か ら学ぶ

こ とは あ る は ずで あ る。そ うす る と、日本語 能 力 が低 い 学生 だ け に コ
ー

ス を限 定

す る 理 由は な くな っ て しま う。最 も、能力 差 を無 視 して
一

つ の ク ラス で 十 分 と言

　うの で は な い 。 む し ろ能力差 に つ い て は 十分 に 考慮 した 対応が 求 め られ る べ き だ

　と考 える 。

・さ らに言 えば、こ の こ とは 、留学 生全 体 に と っ て も言 え る こ とで は ない か 。 交換

留学生 も交換協定に よ っ て 授 業料 が 免 除 され て い る 点を 除け ば 、 本 学の 学生 とい

　う点で は 、

一
般留学生 と変わ らな い は ずで あ る 。 確か に 、

一
般留学生 に は 四年 間

　とい う時 間が あ る。 しか し 、だか らとい っ て 、交 換留 学生 だ けが 「特別 」 とい う

　こ とに なる の だろ うか 。 い ずれ に し ろ 、 そ うした点 も明確 に して お く必要 が ある

　の で はない か 。

IV今後 の 方 向性 に 関す る 提案 とそ の 可能性

  コ
ー

ス と して の 自立性 （基本方針 ）

　　・コ
ー

ス が 学 部授 業の 補足 的 な もの 、あ る い は 学 部授 業 に 出 られ ない 学 生 の 授 業 と

　　 言 っ た 消 極的な コ ー ス で は な く、独 自の 目標 に 向か っ て 教育活動 を 行 え る よ うに

　 　 な る こ とが 望 ま しい 。

　　・そ の 上 で 、 こ の コ ー ス で の 授 業 が 学部授 業 と 同様 に 、 交換留学生の 選択 肢 の
一

っ

　　 に な る こ とが で きな い だ ろ うか 。
っ ま り 、 目本語 能力が 高い 交 換留 学生 も排 除 し

　　 ない よ うな コ ー ス の あ り方 。

  交流活動の 促進

　　・日本語能力 を高 め る と言 ケよ り 、 日本人 学生 や 日本人 社会 に触れ 、 そ の 活動に 参

　　 加 す る な どの 交 流的な 内容 を中心 に 据 え
、 それ を補 うとい うよ りは 、

よ り交 流 を

　　 深 め られ る た め の 方 法 と して 日本語 の 教育を 考 え る 。

　　・具体 的 な方策 の
一

例 と して は 、「具体 的方 策 に つ い て の 提 案 」。

  コ
ー

ス の 可能 性 （対象 の 拡 大）

　　・上 の   で 述 べ た よ うに 、教育 目標 の 中心 を 日本語 そ の もの か ら 日本 社会 との 交 流

　　 へ と移行 させ れ ば 、 日本 語 能 力 の 低 い 者 に 限 定す る の 必 然性 は な くな る 。 もち ろ

　　 ん 低 い 者 を十分 に考慮 した内容 や 方法は 必 要 だ が、興 咲ある者 に 対 して は 原則 と

　　 して オ ー プ ン に す る こ と もで き る 。

　　 ・さ らに 言 えば 、

一
般 留学生や 日本 人学 生 の 参加 も可能 な コ ー一ス の 内容 を考 えて も

　　 い い の で は ない か ．
コ ー ス の

一
部 分 と して 、 対象 を 限定 して 交 換留 学生 だ け とす

　　 る こ と も必 要 な揚合が 出て くる 可能性 もある が 、 コ ー ス 全体 と して 見た 時に は 、

　　 基 本的に い ろ い ろ な 人 と共 に 学ん だ り 、 考え方 や もの の 見 方 を交換 した りで き る

　　 機 会 を設け る こ とが
、

コ
ー

ス と して 重 要 な こ とで は な い か 。

こ こ で は 、
』一

切触れ なか っ た が 、上 の 方 向性 を 具体的 に進 め 、 機能 させ て い くた め に
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は、中心 とな っ て 主 体的に
一

っ
一

っ の 作業 を行 っ て い くス タ ッ フ が 必要で あ る こ とも付

け加 えて お きたい
。

最後 に 、
IVで 述 べ た こ とは 、 問題解決 に 当た っ て の

一
つ の 方 向性 の 提案で あ っ て 、 可

能性で あ る 。 した が っ て 、今す ぐそ うしなけれ ばな らな い と うこ とで は な い し
、 もち ろ

ん 、そ もそ もそ うした方向へ 進 ま な けれ ばな らな い とい うこ とで もな い 。

　こ こ で 、 重 要な こ とは 現在 生 じて き て い る問題 の 把握 とそ の 解決 で あ る 。 そ の 問題 解

決 に 当た っ て は 、十 分 に議 論 、検討 を重 ね る必 要が あ る こ とは 言 うまで もな い が
、

これ

まで の 経緯及び 経験の 中で 得て きた もの を生 か して 安易な解決 に 流れ る こ との ない よ う

に 希望す る 。

「具体的方策 に っ い て の 提案」

1。交 流 活動 に つ い て

  留 学生会館の 活 用 。

　　 例 えば 、 日本 人 学生や
一

般留 学生 に も
一

部 開放 して 、 さま ざま な タ イ プ の 学生 が

　 行 動 して 生 活 で き る空 間 とす る 。 ま た、
一

階の 談 話室 を利用 して 学内外 の 団体 との

　 交流を図 る （交 換学生が お 世話 に な っ た 団体 を逆 に 招待す る な ど）。

  短期ホ ー ム ス テ イ 。

　　 夏休 みや 、 春休 み な どの 長期休 暇を利用 し て 行 え る 大東独 自の ホ
ー

ム ス テ イ 交流

　 ネ ッ トワ
ー ク を形成 して お く。 父 兄会ま た は 同 窓会 な ど の 協力 を得て

、
で き る だ け

　 地 方 で の 滞在が で き る よ うに 、 受け入 れ希望者 を 募 っ て お く 。

　　 ホ
ー

ム ス テ イ の 受 け入れ の 際に は 、 受け入 れ 家庭の 経 済的 な負担 に な らぬ よ うに 、

　 今 ホ ー ム ス テ イ の 趣 旨を説 明 して お く 。 で きれ ば、受 け入 れ 家庭 お よ び 交換留 学 生

　 の 両方 か ら報告 な り 、
コ メ ン トな りが 大学の ほ うに届 くよ うにすれ ば、今後 の 改 善

　 に 役 立 つ 。

  大 学行 事や 地域 の 行 事 へ の 参加 。

　　 フ レ ッ シ ュ マ ン ス ポー ツ デー やラ グ ビ ー応援 な どの 大学行事や地城の 行事の うち

　 い くっ か に 絞 っ て 、で き る だ け交換学生全員で 参加 す る よ うに する 。

  日本文化 に 触れ る 。

　　 日本語学科の 「日本語文化総合演習」参加 で きる よ うにす る 。 また 、 書道研究所

　　の 協力 が 得 られ れ ば 、 外 国人 向 けの 書道の 授 業 （日本 人 学生 の 協力 が あ っ て もい い 〉

　 　も可能 で は ない だ ろ うか 。

　　 そ の 他 、 日本の 伝 統 文化 （お 茶 、お 花、邦楽 な ど）に 親 しむ 機 会 を設 け る こ と も

　 　考 え られ る。

ll． 日本 語 授 業 に っ い て

  　留学成果の 発 表会 。

　　 交 流学生 に っ い て 、 留 学終 了 時 に
一

年 間の 留学の 成果を発表す る場 を設 け る 。 そ

　 こ で の 発表 は 口 頭で 行 うこ と とし 、 原則 と して 日本語 で 行い
、 観客 に は 日本人 学生
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をは じめ 所属学部の 留 学生 担 当者 も招待す る 。

　　こ の 発表 に 合わせ て 、 日本 語 の 授 業 で は 、 普段 の 留学生 活や 、 日本社会で の 生活

で 気づ い た こ と な どを トピ ッ ク と し 、 それ を文 章や 口 頭 で 表現す る こ とを通 し て 日

本語の 勉強 を進 めて い く。

　 発表 は 、 日本語 の 能力 に 合 わせ て 、 さま ざまな工 夫が 考え られ る 。 例え ば 、 OHP
や ビ デオな どを使 っ た 発 表 、自分 の 専門分野 に っ い て や 専門分 野 か らの 視 点で と ら

　えた 日本人 や 日本 の 社会 な ど。

  　合 宿授 業。

　　大 学施設 を利 用 して 、日本 人学 生 （日本語 教 育や 留学 な どに 興 味が あ る者 ）とと

　もに集 中的に 、こ れ まで 習 っ た 日本語 を使 うこ と に 重点を 置い た授業 を行 う。 日本

　人学 生 の 協力 が得 られ れ ば、授 業 の 計画や 準 備 の 段 階か ら 日本 人学 生 に も参 加 し て

　も らえ る と 、 普段 の 大 学で の 授 業 とは 違 っ た 効果 が 得 られ る の で は な い か 。

  実際の 使用 を 目指 した授 業 。

　　普段 の 日本語 の 授業 に お い て も、た とえ初級 で あ っ て も 、 文 法 や 日本語 そ の もの

　に注意 を向け させ る だ けで は な く 、 む しろ 何か を表 現 した り 、 理 解 した りす る こ と

　を通 して 行 う実際の 行 動 まで を意識 した授 業をめ ざしたい
。 授 業 で 扱 う トピ ッ ク と

　 して 、 うえ の 交 流活 動 を利用 す る こ と もで き る。
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第 2 回　短期交流学生 に 関す る打ち合わせ

・ 平成 13 年度後 期 の 特別 日本 語 ク ラス の 授 業

艷

　　　　 基 本 的に 前期 と同 じ 。 （但 し、前期に 嘱託講師が 担 当 した 時 間は 未定 。 ま た 、

　　　　 金 曜 日の 杉 山 先 生 の 授 業 は 非 開講 。 ）【具 体的 な時 間 に っ い て は別 紙 参照 】

w w
　　　　　日本 語 ク ラス 外で の 様 々 なタイプ の コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン の 助 け となる よ うな

　　　　　知識 を、 ク ラ ス 活 動 を通 して 示 す 。

翻

　　 「会話」 ： 日本人 学生 との 会話セ ッ シ ョ ン 。 教室 を出て キ ャ ン パ ス 内に い る 日本人

　　　　　　 か ら何 らか の 情報を 得 る 。

　　 「漢字 1 ； 日常生活 で 見 か け る漢字 を 中心 に 始め て 。

　　 「口 頭発表」 ：報告会 （実施予 定 に 合わ せ て ）に 向けて の 準備 と して 。

　　 「基 礎 日本 語 」 ： 二 っ ぐ らい の レ ベ ル に 分 け、そ の レ ベ ル （の 学 生 ）に 合 わせ て 読

　　　　　　 解 、 聴解教材で 日本語 の 練習 。 文 法 の 再 確認 。

　 　 　　 　 　 ＊ （今 後 の コ
ー

ス 内容 の 整備 に 向 けて 、例 えば 、 「新 聞 ・雑誌 を読む 」

　　　　　　　 「ニ ュ
ー ス を 聞 く」 「手紙 を書 く」「日本人 の 会話 を聞 く1 「旅 行の 計画

　　　　　　　 を立 て る」 「訪問者 と話す ・霾話 で話す亅 「文 法 クイ ズ 」 な ど とい っ た

　　　　　　　 科 目名 は ど うか 。）

　　 「個人指導」 ：基 本的 に希 望者 の み と し、内容 も学生 の 要 望 を 聞 い て 決め る 。 あ く

　　　　　　 まで も学 生 が主 導 で 行 なわ れ る。 日本語能 力 試験 の た め の 練 習 も こ こ

　 　 　 　 　 　 で 。

　　 学部で の 授業 「日本文化 総合演習」（関 口 先生）他

・前期 （教 師 、 学生 ） ア ン ケー ト結果

　 【別 紙参照 】

・学期 初 め の オ リエ ン テ
ー

シ ョ ン

　 全
｝

へ の
萋

日

　　 コ ー ス の 説 明 （内容 、出席 、評 価）、 学部授 業 と コ ー ス との 関係 、 時 閤割作成の 期

　 　 限

　 　 畳 生 へ の 　 ン 　 ビ ュ
ー とプ レ 　 ス 　 ン ・ 試 1。

学生 の レ ベ ル （文 法 的知識 、 語彙 、 口頭 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 能力 、 読むカ）、

日本語 学習 に つ い て の 目標 ・希望 、こ れ まで の 日本語 の 勉強 に つ い て 、

日本 留 学で 期 待 す る こ と、
コ ー ス 説 明 の 確認
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・交流 学生以外 の 参加者

　　　　　 前期 の 徐 さん の よ うな学 生 に 対す る対応 と して 、他 の 交流学生 が 全員 休ん

　　　　 で しま っ た 揚合の 授業に つ い て 。

・日本 人 学生 ボ ラ ン テ ィ ア の 募集

　　　　　 「会話 」授業 で の 交流 学生 と 日本語 で 話 して も らえる 日本人学生 の 確保

　　　　　 （募集 の 情宣 と時澗 の 調 整）

・交 換留 学 生用 ホ
ー ム ペ ー ジ の 内容 にっ い て

（大東の ス タ ッ フ
、 学生 と過 去 、 現在 、 未来の 交換留学生 との 間 の 情報交 流 の 場 と して ）

　 　 時 間割 ：

　　　　 教授要 項 、特別 コ ー
ス の 概 要

　　 授　業 ：

　　　　 特別 ク ラ ス の 授 業 、各 学部 で の 授 業

　　　　 （プ ロ ジ ェ ク トの 成果、授業風景、 内癖、授業例 な ど）

　　 学生生 活 ：

　　　　 交 流学 生用 の 行 事 （パ
ー

テ ィ
ー

、報告 会 な ど、そ の 他 の 大学 行 事な ど）

　　　　　留学生会館 とそ の 周辺

　 　　 　 　現 在 の 交 流学 生 か ら （長期 休 暇 （ホ
ー

ム ス テ イ や 旅 行 な ど）、サ
ー

クル 活 動

　　　　　な どの 日本人 学 生 との 交 流 にっ い て 、日本 語学 習 （特別 ク ラス 、教室 外 、学

　　　　　部で の 講 義な ど）な ど）

　 　 大東 で の 留 学生 活 を終 えて ：

　　　　　大東 の 先 生 、 友達、ス タ ッ フ な ど へ の
一

言

　　　　　新 しい 交流学生 へ の ア ドバ イ ス
。

　　 メ ール 交換相手 の 紹介 ：

　　　リン ク集 ：

　　　　　日本 で の 生 活 に 関す る情報 として （交通機 関 、 電気 ・ガ ス 、ゴ ミの 分別 な ど）

　　　　 地域生活 の 情報 （東松 山市 、板橋 区、東上 線 沿線、そ の 他近 隣市町 村）

・生活 ア ン ケ ー トの 集計 、 分析 と結果の 今後 の 扱 い 方 に つ い て

将 来 的に は 、結 果 の 公 開 も視 野 に入 れた 見 直 し も。
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短期交換留学生 の 教育 につ い て

1 ． 特別 ク ラ ス の 現状

　 こ れまで の 交換留学生 を見 て い る と 、 彼 らの 日本語 （運用 ）能力 は次の 6 つ の レベ ル

に 大 別 で き る 。

  日常で の 日本語 に よ る生活 は もちろん 、大学院な どで の 勉 強に も、日本 語 で十 分対

　 応 で きる 。

  日常生活 に おい て は 日本語 で 困 る こ とは ほ とん どな い が
、 学部や大 学院で の 日本

　 語 に よ る授業に は 多少 問題 が 残 る 。

  日常生活 で の コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン に は 問題 ない が 、 学部で の 日本語 に よ る授 業 に

　 はか な り難 しい 。た だ 、
一

般 留 学生 用 の 科 目な ら十分 つ い て い け る。

  目常生活 で は 、何 とか コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン は 取れ 、 そ の 点で は 問題 な い ．しか し、

　 学部 で の
一

般 留学 生用 の 授 業 に っ い て い くに は多 少力不 足 。 ただ 、チ ャ レ ン ジ とし

　 て 授業に 参加 す る こ と もで き る．

  日常の コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン にお い て あ る程度は こ なせ る もの の 、十分な能力は ま

　 だ ない 。文 法的 語彙的知識 も限 られ て い る 。

  日常の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に お い て 問題 が あ り 「日本 語で 話 せ る 」とい う レ ベ ル

　 の 能 力 は ない 。

こ うした幅の あ る 学生 に対 し、特別 ク ラス は学部で の 授業 （
一

般留学生用授業 も含む）

が 受け られ な い 学生 （基 本的に 初級 （  〜   ））を対象 とす る こ とが 前提 とな っ て い る。

問題 点 と して

　 【受 け入 れ 側 の 問題 として 】

　 限 られ た授業数 （と教員数 ）で 上 の 全 て の レ ベ ル に 対 して は もち ろん 、対象 とな る学

生 （  〜  ）に も十 分な 日本 語 の プ ロ グ ラ ム を組 む こ とが で き な い 。

＊ こ うした制約 に 対 し、発想 を転換 し 、 限 られ た 時 間 内で 効 果 が あげ られ る よ うに 、

特別 ク ラ ス で の 日本語授業は学生 の 留学生活 にお ける に 日本語 学習の
一

部 と し、授業

外で の 日本語 に よ る コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 活動 を援助す る もの として 位置付 け よ うと

し て い る が、十 分 に 対応 で きて い な い 。

【学 生 の 側 の 問題 として 】

学蝋 今回 の 留牲 活 を通 ・て 、・の ・ うな勧 や熾 （蜘 ま、蛛 織 灘 、
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日本社会 に関す る知識な ど）を伸ば したい の か 、 また、それ ぞれ に お い て どの 程度の レ

ベ ル に ある の か を事前 に十分 に （授業の 準備が で きる程度 に）知 る こ とが で き ない
。

　 ま た 、 当の 学生 自身 もは っ き りとした 要望や 自身 の レ ベ ル の 認 識 を持 っ て い る わけで

は ない 。

＊ したが っ て 、学生 の レ ベ ル や 要求 を探 る の に
一

学期か か っ て し ま い
、 実質半分の 期

間 で しか それ ら に応 え られ て い な い ．

また 、仮に そ れ が わか っ た と して も、教材 を用 意 し授業の 準備 をす る の た め の 時 間的

　余裕 が ない 。

2 、教育方針 に つ い て

　 【基本方針の 必 要性】

　 上 で 指摘 した 問題 で は 、学生 に 合 わせ て
、 毎回特別 ク ラス の 内容 を変 えなけれ ばなら

ない t、学生 に 合わせ る こ とを 考 えて 行 く と、プ ロ グ ラ ム に 準備 と して も膨大な 作業が発

生 して し ま う。 ま た 、 そ う した多大 な努力に もか か わ らず 、そ れ が い っ も うま く行 く と

は 限 らな い 。

　 した が っ て 、 交換留学生 を積極的な姿勢で 受 け入 れ て い くには 、 受け入 れ側 の 彼 ら

に対 す る基 本 的 な教 育方針 （方 向性 ）が必 要 。

【こ れ ま で の 特別 ク ラ ス で の 基本的な 方針 】

  特別 ク ラス 以 外 で の 目本 語使 用 の 機 会 を 臼本語 学習 の 中心 と考 え 、そ こ で の 日本

　 語 学習 を で き る だ け サ ポー トで き る よ うな知識 を中心 に 教 える。

  また
一

方で 、 学生 の 興味や関心 な どを踏ま え、で き るだ け様 々 な揚 面 で い ろい ろ

　 な タイ プ の 日本語 を使 う機会 に触 れ られ る よ うにす る。

　 【今後に つ い て 】

　 こ うした 中途 半 端 な方 針 で 今 後進 め て い くに は 、 現状で は教員側 へ の 負担が 大 きく

な り、十分 な授 業体制が取 れ ない と こ ろ ま で 来 て い る 、 その 結果 、 学生 の 十分な満足 も得

られ に くい 状 況 に 陥 る 可能性 が ある。

3 ．短 期 交 換 留学 生 プ ロ グ ラ ム と して （提 案 ）

　 交換留学生 に対 す る教育を学部で の 授業や 日本語 教 育 も含 めた 全体的 なプ ロ グ ラム

と して 考 えて い くこ とが 、 交換留学生 に と っ て だ けで なく大学全体 として も発 展 的 な方

向で は な い か
。

　 そ こ で 、プ ロ グ ラム の 具体 的 な形 を以 下 の よ うに 簡単 に 考え て み た 。
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　 【基 本的 な教 育方針 （目標 として ）】

　 日本 とい う異な る文 化 の 中で の 留学生 活 に おい て 、単に 日本語 の 上 達や専門の 勉強 だ

けで な く 、 日本 で の 実 際の 生活や 経験を通 して 日本 、 日本人 （学生）、 ある い は 日本文化 や

社会に 対 す る そ の 学生 な りの 捉 え方や 見 方 がで き る よ うに な る。また は 、そ の 手 が か り

や き っ か け を得 る 。

　 【基本 的な構 成要 素】

 
一

年間の 計画 を 立 て る

  各学部で の 授 業に 積極的 に参 加す る （た とえ、日本語の 問題 が あ っ て も）

  日本語 教育を行 う （必 要で あれ ば 、上 級者 に も提 供 す る）

  学内外 の 各行事 に参加 し、他 の 参加者 との 交流 を深 め る

 
一

年間の 留学生 活 を振 り返 り、そ の 報告 を行 な う。報告 は 、 記録 と して 残 し
一

部また

は 全 て を公 開 とす る。

　 【プ ロ グ ラ ム 運 営の 体制 と して 】

　 上 の よ うな プ U グ ラム を運 営す る場 合 は、（各 学 部 で それ ぞれ に行 な うの で は な く、）

基本的 な方 針 を踏 ま えて 全体的 な調 整 （コ ーデ ィ ネー ト）を 行 な う立場 の 専属 の 教員 が

必 要 とな る e

　 そ の コ
ー

デ ィ ネー トの 下で 連絡 を取 り合い なが ら、上の 各パ ー
トと関係す る部署が そ

れ ぞれ の パ ー
トを委嘱 され担 当す る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　

ζ

　 例 えば、

　   、  は 専 属の 教 師 が行 ない 、

　   は 各 学部 の 先 生 方 に授 業 へ の 受 け入 れ をお願 い す る。

　   は 日本語学科、あ る い は別 科が 担当 し、

　   で は 国際交流セ ン ター が主 催 した り 、 ま た そ の 他 の 主催者 との 連絡に 当た る。

　 その 他 、 専属 の 教員 は、各パ ー
トの 調整 に 当た る

一
方で 、セ ン タ

ー
と協力 して 学生 の 学

習上 ・生活 上 の 相談に 応 じ る 。
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〈資料 2E＞

短 期交換 留 学生 の 教育にお け る基 本 的 な 方針 と方策に つ い て

1 ． 日本 語 特別 ク ラス の 現状 と問 題 点 ： 基 本方 針 の 必 要性

　　 交流 協定 に よ る交換 留 学生 は 、本 来各 学部 が 受 け入 れ を行 な い 、学 部 で の 日本 語

　 に よ る授業を 受 け る こ とに な っ て い る．しか し 、 交換留学生 と して 来校す る 留学生 の

　 多 くは 、 口本語 で 行 なわれ る 学部で の 授 業に つ い て 行 くだ けの 日本語 能力 が ない の

　 が 現状 。 そ うした 日本語 能力 の 低 い 学生 に対応 す るた めに 「目本 語特別 ク ラ ス 」（以 下 、

　特 別 ク ラス ）を 国際交 流セ ン ター
で 開設 す る こ とに な っ た。

　　 こ こ で 、問題 とな る の は 、こ の 特別 ク ラ ス で どの よ うな こ とを 目標 に 日本語 教育

　 を行 っ て い けば よい か とい っ た基本 的な方向が 不在 とい うこ とで あ る。例 えば、学部

　 の H本語 に よ る授業が分か る よ うになるた めに は、別科の よ うに徹底 したカ リキ ュ ラ

　 ム が 必 要で あ る 。 しか し 、 そ れは 、 開講で きる コ マ 数や
一

年間 と い う滞在期間等 を

　考慮す る と、現 実的で は ない 。 で は 、そ の 他 に ど ん な 目標 設定が あ り うる だ ろ うか
。

　　 少 な く と転 ある
一

定 の 方 向性の 下 に 特別 ク ラ ス の 授業が行 なわれ なけれ ば、特別

　 ク ラス として 期 待 され る成 果や そ の 存在 の 意 味 さえ失われ て し ま う。

ll・．短期 交 換留 学 生 の 教育に関す る方 針 と 目標

　　 こ れ まで の 交換留学 生 へ の 対 応 の 経験 を踏ま え る と、交換留 学生 、特に特 別 ク ラ ス

　 を受講す る学生 の 日本 留 学の 共通 した 目的 は、次の 二 っ に集約 で き る。

　　   日本語 の 勉 強 e （日本語 で 日本人 と コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン が で き る よ うに な るこ

　　　 と 。 ）

　　   日本に つ い て 知 る 。 （日本の 文 化や社会、歴史の 他 に 日本人の もの の 考 え方や 人 間

　　　　　　　　　　　　 関係 の あ り方 な ど。 ）

　 しか し、こ れ ら二 つ の ニ
ー ズ に 特別 ク ラ ス の 授 業だ けで応 えい て い こ うとす る こ と

　 は 、 現状 の 開講可能 コ マ 数お よび教員ス タ ッ フ の 面 で 現 実的で はない
。 た とえ 、 形

　 だけ授 業名をそ ろえた と して も 、 それ で 充分 な成果 をあげ る に は 、 周到な準備 が必 要

　 とな り、充分 に そ の 準備 を行 な うこ とが 現状 で は難 しい 。

　 そ こ で 、特別 ク ラス だ けで 、交換留 学生の 教育 を担 うの で は な く、そ れ 以外 の 諸活動

も視野 に 入 れ て 、交換学生 の 教育の 全体 を考 え る必 要が あ る。諸活 動 とい うの は 、学 内

外 で行 なわれ る様 々 な交流 活動 で あ る。つ ま り、授 業 、 特に 特別 ク ラ ス の 授 業 とそ う

し た交 流活 動 とを連 携 させ 、そ れ らの 全 体 を交換 留 学生 の 教 育 プ ロ グ ラ ム と して 、組

織 し直す の で あ る 、 そ の こ とに よ っ て 特別 ク ラス で の 授業 もプ ロ グラ ム 全 体の 中に位

置付け、そ の 役割 を明確化 で きる e

　 そ の プ ロ グラ ム で は 、  特別 ク ラ ス な どの 授 業に よ っ て 知識 を 与 え る こ と と、  交

流活動 を企 画 し 、実際 の 体験 を通 じて 授 業等 で 得 た 知識 を確 認 し た り、新た に 発 見
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した りで き る環境 を準備す る こ との 二 つ を大きな柱 と考え るこ とが で きる 。
上 の 学生

の ニ ー ズ に 即 して 言 うと、授 業な どで 得た 日本語 や 日本に 関する知識 を持 っ て
、 日本

人 社会 と接す る、よ り深 い 交 流 を持 つ た めに は 、よ り踏み 込 んだ コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン

が 必 要 に な り、そ の た め に は 、さ らに 高い 日本語能 力 や詳 しい 背 景知識 が必要 となる。

そ して 、 そ の よ うな深 い 交流が 行 なわ れ る こ とに よ っ て 、日本や 日本 人 につ い て こ れ

まで 知 らなか っ た こ とや知識 として しか 分か らなか っ た こ とが 理 解で き る よ うに な

る 。 そ して 、 その こ とが 、 また 授 業 へ の 積 極的な参加 を促 がす D こ うした循 環 を作 る

こ とが で きる の で は ない か 。

　 また 、
こ う した プ ロ グラ ム の 目標 と して は 、 あ る

一
定 レ ベ ル の 日本語能 力 に達す る

こ とや、ただ 単に 楽 し か っ た とい っ た こ とだ けで は な く 、 交換留 学生 が 留学萠に も っ

て い た 日本や 日本人 、 日本語 な どに対す る見方や知識 な どが 、日本に お け る学生それ

ぞ れの 学習 と経験 を通 して 、 修正 された り 、 また は よ り確 固た る もの にな っ た りして 、

そ の 学生 自身 な りの 見方や 捉 え方 に到達 で き る 。
こ うし た こ とを 目標 として 考 える

こ とが で き るの で は ない か 。

皿 ，プ ロ グ ラ ム の 具体的方 策 と して

1 ．参加 行事

　 交換学生 の 交流活 動に は様 々 あ り、学生 が 自主 的にそ うした 活動 を探 し て参加 す る

場合 もあ る 。 そ うした学生 の 主体性 を奨励す る
一

方で 、プ ロ グラ ム と して あ る程度

の 強制 力 を持 つ 行 事 を用意す る。っ ま り 、 学 生 の 自主的 な活動 を 阻害 しない 程度 に 、

必 須 の 行 事を設 定す る こ とに よ っ て 、活動の 偏 りを少 しで もな くす と同 時に 、 逆 に様々

な理 由で 積極的 に なれ ない 学生 に っ い て も最低 の 交流活 動 を保障す る意味にお い て

も、以 下の 四 つ の 行事 を設 け る 。 これ らの 行事 は 原則 として 課題 を設 けそ こ で の 交流

（コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン ）を促が す よ うに す る。

  ．学長 との 会見

　 本学留学 中に 2 回 （来 日直後 と帰国直前〉の 学長 との 会見 の 機会 を持 つ
． 課題

として 、特 に帰 国直前 の 会見で は 、
一

人
一

つ 何か 学長に対 し質問し、学長か らの 回答

を得 る とい っ た こ と も考 え られ る。

  ．ホ
ー

ム ス テ イ

　 留学 中に 必 ず
一

回は ホ ー ム ス テ イ を経験す る。課題 として は 、ホ
ー

ム ス テ イ 後

に 、そ の ホ ス トフ ァ ミ リー に お 礼状 を 書 く 。 ま た 、 で きれ ば 、 その ホ ス トフ ァ ミ リ
ー

か らも、 お 礼状の 返 事をい ただ け る よ うに お願 い す る こ ともで き る 。

  ．地域 との 交流

　 地域 との 交 流 は 現在 で も様 々 な形 態が 考えれ れ る 。 現 状 で は、地域 の 小 中学校

へ 行 っ て 、自国に つ い て 紹 介す る とい う活動 が 中心的 な もの に な っ て い る 。 こ れ ら

は 、相 手 の 交 流活動 に 協力す る とい う形 で 行 な っ て い る。
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  t 短期交換留学生に よ る留学報告会

　 平成 13 年度 よ り開催 して い る もの で 、

一
年 間の 留学で 学生 自身が考えた こ と

を 日本 語で 発表す る。こ れ は、学生 に
一

年 問 の 留 学生活 を振 り返 る機 会 を与 え る と

同時 に 、大勢の 聴 衆の 前で 日本語 で 発表 を 行 な うこ とで 、
一

年 間の 留学の ま とめ と

考 え る こ と もで き る。

　 それ と同時 に 、こ れ は学 内に お け る留学生及 び留学に 対す る 関心 を高 め る機 会

の
一

つ と して も位置付 け るこ と もで き る．

2 ． 日本語 特別 ク ラ ス

　 基 本的に 日本語 能力 が 低 い と認 め られ る学 生 に対 し、開講 され て い る e また 、先 に

述 べ た よ うに 、 こ の 特別 ク ラ ス だ け で 成果を 出そ うとす る の で な く、上 の 四 っ の 行事

な ど とも連携 しな が ら、 授 業以外 で の 学生 の コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン に役立 つ よ うな授業

内容 を 目指す。

  ．位置付 け と 目標

　 学生 は 「日本 」とい う環塊 の 中で 日 々 接 す る様 々 な もの の 中か ら、自分 な りの

方 法 で 、 自分が 関心 を も っ て い る もの を 吸収 して い る 。 特別 ク ラ ス も 、 そ の 学習

環 境の 中の
一

つ と して 、学生 が 学習 で き る機 会 を提 供す る。先 に 述 べ た よ うに、

特別 ク ラ ス は 学生の 学習に お い て 、 そ の 全 て を担お うとす る もの で な く、
一

っ の

学習 の 機会 に すぎな い
。 そ の 意味 で 、 学生 の 授業以 外 で の 日本語 に よ る コ ミ ュ ニ

ケ
ー

シ ョ ン 及び それ に伴 う日本語 学習 を側面 か ら支援 で き る よ うに授 業 を行 な う。

　 特別 ク ラ ス で は 、 学生 の 「日本語 亅 に 関す る知 識 （文 法 ・
文 型 及 び 語 彙）を積み

重 ね 学 習 して い く こ とを 中心に 構 成 す る。しか し 、
これ は 「聞 く」f話す 」「読 む 」「書

く」とい っ た各技 能 そ の もの の 養成 を 目指 す と言 うよ りも、授 業 で の 諸活 動 （聞い

た り 、 話 した り 、 読ん だ り 、 書い た りす る こ とな ど）を通 して 、 文 法 の 知識 を確認

し た り、理解 で きる語 彙の 範 囲を広 げた りす る こ とに よ り、学 生 が授 業 以外 で の

日本人や 日本社会 との 接触 にお い て 、
コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン を行 な う際の 助け とな

る知識 を身 に っ ける こ とに 重点 を置 く。

  ．カ リキ ュ ラ ム

　 特別 ク ラ ス の 置か れ て い る 現状 を踏 ま えて 、次の 授 業科 目 を開講 す る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ホ

　 「基礎 日本 語 」 「漢字」 「会話 」 「日本文 化 」

こ れ らの 科 目は 、そ の 時の 学生 の レ ベ ル に 合 わせ て 複数 に レ ベ ル 分 け した り、あ る

い は 開講 しなか っ た りす る こ ともあ るが 、基本 的 に 条件 が 許 せ ば開講 す る こ と と し

た い
。

　 「基 礎 日本 語」：特別 クラ ス の 中で 中心 的な授 業 で 、日本語 の 、特 に初級の 文 法 と

そ の 使い 方 を学習す る 。 そ れ と同 時 に 、 日常生活 に関連 し た り 、 学生 が 関心 を持 っ

トピ ッ ク に 関係 す る 語 彙 を紹介す る 。
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　 「漢字 」 ：特に 非漢字 圏 の 学生 に 対 し 、 基 本的 な漢字 を
一

通 り紹介す る。

　 「会 話」 ： 目本 語 に よる 会 話 に お い て 、 必要 とな る知識 を学 習す る 。

　 「日本 文化 」：日本 の 伝統 的な 文 化や 現 代 日本 の 生 活 に っ い て 紹介 す る。現在 、

日本語 学科 の 「日本文 化 総合演習」を特別 ク ラ ス の
一

コ マ と して 時問割 に組 み込

ませ て い た だ い て い る。

3 ．学部授業 へ の 参加

　 特別 ク ラ ス で は 、 で き るだ け低 い レ ベ ル の 学生 を 対 象 と し 、 学生 の 能 力 に 合 わせ

て 授業を行 な っ て い る が 、少 しで も能力の あ る学生 は 、自身 の 日本 語 力を伸 ばす ため

の 挑戦 とい う意味に お い て も、で き る だけ学部授業 （留学生用 の 日本 語 の 授業 を含め

て） に 参加す る よ うに勧 めて い る 。
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〈資料 2F＞

韮
の

齢 羽
と 、 1ク

ー
ス に つ い て

1 ．　 　 壼E ’St！’4 　 こ つ い て

・ 聞 い て わか る

　　 先ず最初は 、 話 され て い る 日本語 を聞い て わか る こ とが 大切で す 。

　　 日本 で 生 活 す る た め に は 、先ず 自分 の お か れ て い る状 況 が 理解で き る こ とが 第
…

　 で す 。
い ま何 が話題 や問題 に な っ て い るの か 、どん な こ とが 自分に 要 求 され て い る

　 の か 、 そ の 要求 に応 え る とど うな る の か 。 そ うした 状況 は ほ とん どが 日本語 で 示 さ

　 れ ま す 。 そ こ で 使 われ る 日本語 は話 す 言葉 だ けで は な く、書い た 言葉 も あ ります 。書

　 い た言 葉は ゆ っ く り読む こ ともで き る し 、 そ の 場で 辞書を 引 くこ と もで きま す 。 し

　 か し、話 す 言葉 は そ うす る こ とがで きませ ん b で す か ら、先ず 聞い て わ か る こ とが

　 大 切 で す 。

　　 反 対に 、 日．本 で の 生活 は 全 て の 場面 が 日本語 の 勉強 の チ ャ ン ス で す 、 で すか ら 、

　 で き る だけい つ も 日本語 に 注 意 し て 、そ の チ ャ ン ス を十分 に利 用 して くだ さい n

・チ ャ レ ン ジす る

　　 日本語 の 上達の た め に は 、 知 っ て い る 日本語 をい ろい ろ な場面 で 何度 も使 っ て 練

　 習す る こ とが 重要 で す 。

一
度覚 えた こ と を 忘れ た り、少 し ぐらい わ か らな い 言葉 が

　 あ っ た りし て も、で きる だ けい ろい ろ な場 面 で 日本語 を使 っ て み て くだ さい
。 失敗

　 して も、 次 の チ ャ ン ス は た く さん あ りま す か ら、で き る だ け多 くの 日本 語 を使 う

　 チ ャ ン ス で チ ャ レ ン ジ して くだ さい 。

・チ ャ、レ ン ジす るた め の 知識

　　 チ ャ レ ン ジす るに は勇気 と知識 が 必 要 で す 。

　　 日本語 や 日本人 との コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン に つ い て 知識 を持 っ て い る と 、 チ ャ レ ン

　 ジす る勇気 も湧い て きます し 、 も っ と大 きい チ ャ レ ン ジ に挑戦す る こ ともで きます 。

　　 日本語 で コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン す るた め に 必 要 な 知 識 は 、

　   日本語 に っ い て の 知 識 ：

　　 日本語 の 文法 、語 彙や 文 型 の 意味や 使い 方、発 音の し方な どの 知 識 で す 。

　   日本 人や 日本 の 文化 、 社会 に っ い て 知識 ：

　　 日本人 との コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の し方 、 例 えば 、 何 か を頼ん だ り 、 友達を誘 っ た

　 りす る時 ど うし た らい い か
、 相手 に 丁 寧 に 話 した い 時 ど う言 っ た らい い か 等で す 。

　　 ま た 、 例 え ば 、 今 の 日本 の 若者や 大学生 の 間で は どん な こ とが 話題 や問題 に な っ

　 て い る か等 で す。

・使 い な が ら覚 える

　　 知識 を増やす に は 、 日本 語 を使 い な が ら知識 を覚 え る こ とが 重 要で す 、

　　 チ ャ レ ン ジす る前 に 十分な知識 を覚え て お くこ とは 不 可 能 で す 。 何 を どれ だ け覚

　 えた ら十 分 か を決 め る こ とが で き ない か らで す 。 で す か ら、 少 しの 知識で も、失敗

　 し て もい い で す か ら、 あ なた の 知 っ て い る知識 を使 っ て 日本 語 で コ ミ ュ ニ ケー シ ョ
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ン して み て くだ さい 。 日本 語 を使 っ て コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン して い る と 、 知 っ て い た

知識 が もっ と よ くわ か る よ うに な る で し ょ う。 ま た 、
コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン の 中で 新

し い 知識 を発 見 す るか も しれ ませ ん 。 そ うした ら、その 新 しい 知識 をまた使 っ て み

て くだ さい 。

ll， コ
ー

ス の 　 　 　
一 一vaM4 　iE

　 日本語特別 ク ラ ス は 、あな た の 日本で の 日本語学習 を助 け るた め の もの で す 。

　 で す か ら、 あ なた が 自分で 目本 語 を勉 強 し よ うとい う気 持 ち を持 っ て くだ さい
。 あ

なた が あなた の 日本 語 の 勉 強 に つ い て 、目標 を決 めて 、その た めの 計画 を 立 て て 、実行

して くだ さい 。 日本語 の 授 業 は 、 そ の た め の ア ドバ イ ス や お 手伝 い をす る だ けで す 。

　 日本語 特別 ク ラス の 日本 語 の 授 業 で は 、あ なたが い ろい ろな場 面 で 日本 語 を使 っ て

チ ャ レ ン ジす るの に 必 要 な知識 の
一

部を教 え ま す 。 授 業で は 、 い ろい ろな 方法や い ろい

ろ な教材 を使 っ て 教 えます が 、 そ れ を練習 し て 覚 える の は あな た で す 。 そ して 、 そ れ を

使 っ て 日本語 で コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン す る の もあなた で す 。

日本 語 の 授 業の 中で 、 あな たが で き る こ とは 3 つ あ る と思 い ます。

  日本語 で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン す る 時に 必 要 な知 識 を勉強す る ．

  あなた の 日本語 の 能 力 を 自分 で チ ェ ッ クす る 。

  先 生や 学生 と 日本語 で の コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に チ ャ レ ン ジす る 。

　 ． コ
ー

ス の 　ffと　
殊

　 日本語 特別 ク ラ ス の 目的は 、あ なた の 日本 語 で の コ ミュ ニ ケ ー
シ ョ ン を助 け るた め

に 、そ れ に必 要 とな る 知識 を教 え る こ とで す 。 そ れ と同 時に 、日本語 の 授業 もあ なた が

日本 語 で コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に チ ャ レ ン ジす る場 面 の
一

つ で もあ ります。

　 E 本語 の 授 業は 、 原 則 と し て 全て 日本語 で行 な い ます 。 最初は 難 しい か も しれ ませ

ん が 、 先生方 もあなた を助 け る こ とが で き ます し 、 日本語 で の コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン をた

くさん 経験すれば 、 授業で も、授業以外 で も、日本語 で コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン す る こ とに

自信が つ い て くる と思い ます 。 チ ャ レ ン ジ して くだ さい
。

今学期 の 日本語 特別 ク ラ ス の 中心 的 な 内容 は 次 の 四 っ で す。

  日本語 を聞い て わ か る こ と 。

  発 音や 文 字 （ひ らが な、か たか な 、 漢 字 な ど）に っ い て の 知識 を勉強 す る こ と。

  基礎的な文 法や文 型 の 提 示 とそ の 整理 。

  語彙や表現の 意味や使い 方に つ い て の 知識 を知 る こ と 。

一78 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Daito Bunka University

NII-Electronic Library Service

Dalto 　Bunka 　Unlversrty

コ ミ ュ ニ テ ィ 作 りの 実践 と して の 日本語プ ロ グラム ・コ ーディ ネ
ー

ト

＜資料 3A＞

学部推薦者の 選抜 に 関 して （案）

1 ．　 堂 こ
へ の 刄 ｝

’
に A 　 せ て

1
卩 か

  これ まで 通 り 、 各学部 学科か ら提 示 され た 人 数に 合わ せ て 、 調整 す る 。

・学部で は 無条件 に 受 け入れ ざるを得 な い ．

・
人数調 整 が 難 しい （特に 、 同 じ よ うな条件の 者 が 多い 場合）。

・別 科 と して は 確 実 に学生 の 進 路を 決 定 で き る 。 しか し、こ れ が 学生 に 過信 を生 む

　 可能 性 が あ る。

  別科で の 人 数調 整 は 、
一

定 の 「要 件」 を 満た して い るか ど うか だ け を 見 る 。

・学部 の 方 で 最 終 的 な選抜 に つ い て の イ ニ シ ア テ ィ ブ を持 つ が で き る 。

・別 科 で の 調 整 で 最 終決 定を し な くて もい い 。

・ 推薦 に 漏れ る 学生 が 出て くる可 能性 も あ る n そ うした 学生 の 、次 の 進 路 の 準備 は

　 聞 に合 うか 。

・ 調 整の ため の 、「要件 Gの 内審 を ど う考 える か 。

　　 A ．推 薦 の 条件 （出席率 と成績）で 機械的に 決 め る 。

　　 B ．推 薦の 条件に 加 え
、 そ の 他の 要素 も考慮 に入 れ る 。

　　　　
・考慮 す る そ の 他 の 要 素 と して 、搬 欲、 旦杢證 血、墾 、熨 1、 等

fl． 1 ’で の 撰 　時 の
”

来　 U ：　 して ナ　　　 ￥ ：

  本人 の 希望

・年 2 〜 3 回の 進 路 希望 調査 か ら

  成績 （前期 ） と出席 率

  統
一

試験結果
・結果 の 信頼性 を増すた めに 複数 回実施 す る 。

・ そ の 際は 同
一

の 問題 で 行な うか 、 同等 レ ベ ル の 問題 、 あるい は レ ベ ル 差 を っ けた

　 問題 に す る か等の
、 試験問題 を ど うす る か 。

・複数回 実施 す る際 、 各結果 を同等の 重 さで 評価 す るか
、
2 度 目の 結果 を重視す る

　 か 、ま た 最 も高得 点 の もの を採 用す るか 等 の 、結果 の 扱 い 方 を ど うす る か 。

  日 々 の 学習 （努力 、 態 度 ）

・定期 的 に 実施す る週 間試 験 の 結果 か ら、普毀 の 努 力 の 見 る。

・各授業担 当の 先生 方か ら、担 当す る学生 の 学習態度や意欲な どを、 例え ばア ン

　 ケ ー ト形 式 で 評価 して も ら う．

  イ 備面接
・例 えば 、希 望者 の i多い 学科 の 希望者 を対 象 に、事前 に 別 科 （別 科 長 同席 〉で 面接

　 を して 、 日本語 力や 意欲 を確認 す る 。

＊ こ うし た 推薦者選抜 （調整 ）の 基 準等 を各学 科 に 事 前 に連 絡 して
、 理解 を得
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て お く必 要は あ る の で は 、

皿 ． 二 　　　
’
巽　　 エ

　　　これ まで は 、学科 に よ っ て 10月 に 面接 を行 ない 推薦学生 の 受け入 れ を確認 して い

　 たが 、今後、実質的に 最終的な選抜 を各学科に 委ね る とした場合、1e月 （授 業開始

　 約 5 カ 月 後）の 段 階で 、 最終的な選抜 を終了 させ るの で なく、そ の 後 再度最終 的な選

　 抜 を行 な う二 毀 階選 抜方 式 が 考 え られ る 。

　　 例 え ば 、時期 に つ い て は 流動 的だ が 、

一
次選 抜 （面 接） （10 月 の 初 め〜 半ば）
・
選抜 （面接）の 結果 、仮許 可 あ るい は 、今後 の 日本 語能 力 の 伸び に応 じて 、受 け

　 入 れ （合格〉の 可 能 性 を 、 例 えば 5段階で 表す 。

・で きれ ば、選 抜の 結 果 と共 に 、 コ メ ン トも。

・学生 は、そ の 結果 を見て 希 望学科 の 変 更や推 薦入 学 以外 の 進 路の 検討 もで きる 。

二 次選抜 （面接） （11A 末 ま た は 、 12 月〜 1月 頃）
・一次選 抜の 評 価 が低 か っ た場 合 は 、推薦以外 の 進 路 も同 時 に模索す る必 要 が ある 。

・ ま た 、 当該学科 の 提 示 した 受 け入 れ 可能 人数 に達 した 場合 は 、二 次 選抜 が受 験 で

　 き る の は 、

一
次選抜を 受験 した 学生 の み と した 方 が よい の で は 。

＊ 事務的な問題 、
つ ま り二 次選 抜の 時期 に よ っ て は

一
般留学生入 試 と、入 学 手続 き

　 等 の た め の 時期 的 なズ レ が 生 じる 。

＊ 現行 の 制度にお い て も、国 際関係 学部 と 日本語 学科で は 、 形 式的で は ある が実 質

　 的 に 二 度選 抜を行 な っ て い る 。 （事 前面 接 と
一一

般留学生 試験 の 際に小 論文 を書か

　せ て い る （国際）。 事 前 面接 び 一
般 留 学生試験 の 際の 面接 （日本 語 ）。 ）

IV． 嵐 ・’
　 の た　 の

主

こ つ い

  各学科 の パ ン フ レ ッ ト等 か らの 情報

・前年度 の もの を別 科事務室 に 揃 えて お い て 、 例 え ば 4月 や 5月 の ガ イ ダ ン ス の 際

　 に 学生 に 見 せ る こ とで き る の で は 。

・また 、こ れ ま で に入 手 で きた もの は 、日本人 学生 向 けの もの で 、 全 て 日本語 で 書

　 か れ て い る の で 、 特 に 日本語 が 不 自由な学生 が どれ だ け必 要 な情報 を得る こ とが

　 で き るか 。

  別科修 了 生等 の 先輩 か らの 経験 談 を聞 く機 会
・
既 に 、年 に 二 回 （5月 と 12月 ）別 科修了生 と接 す る機 会 を設 けて い るが 、毎回 修

　 了生 の 出席 が 少 ない 。

・そ の 他 に も 、 別 科修 了 生や 学部留学生 と接 触 で き る機 会 を作 るある い は 参加 を促

　 が す こ と もで き るの で は 。

  各学科か らの 説明会

  学部授 業の 聴講 　　　　　　　 ．　　　　 、
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コ ミ ュ ニ テ ィ 作りの 実践と して の 日本語プ ロ グラ ム
・

コ
ーディ ネ

ート

・時期や 回数 な どと も関係す るが 、単に 希 望学科の 決定の た めだ け とい うの で は な

　 く、む しろ、学部で の 実際の 授業 を体験す る こ とに よ り進路決定後 の 学習 へ の 動機

　 付 け と して も有効 で は な い か 。

・また 、学 部 学科 の 、 別 科 あ るい は 別 科 生 へ の 理解 の
一

助 と もな る の で は 。

  オ ー プ ン キ ヤ ン パ ス

・本来 は 日本人 学生 向けだ が 、 時期 的理 由か ら希望学科 決 定 の た め とい うよ り 、 学部

　 入 学後の 、学生生 活 の た め の 情報 と して 、 利用 で き るの で は 。

＊ 有効 な措置 を検討す る上 で 、 学生 が どの よ うな情報 を元 に して 希望 学科 を決 めて

　い るの か 、調 べ て み る必 要 が あ るか も しれ ない 。

V ．　 　 f こ

　 yth の
’

　　 別 科 で の 人数 調 整が 、必 ず しも各学科 の 受 け入れ 人数 と
一

致 しな い 場 合は、推薦 さ

　 れ て も入 学で きな い とい う場合が 起 こ り得 る 。 そ の 際の 、 推薦漏れ の 学生 の 進 路を

　 ど うす るか 。

  推 薦 に漏 れ た 学生 に対 し 、 ど こ ま で 援 助す るか 、 で き る か 。

・こ うし た学 生 に対 し て も、別 科 と して （責 任 を持 っ て ？ ）積 極 的 に 援 助 し て い く

　 べ きか 。

・一般 留 学生 試験 受 験 の 揚合、他 大 学や 専門学校受 験 な どの 場 合 、 何 が どこ まで で

　 きるの か 。

1
（例 えば 、 情報収集 、 受験対策 な ど）

・あ る い は 、 本人 に任せ て 、 特に タ ッ チ し ない か 。

  推薦漏 れ が決 定す る 時期 が 、遅 くな り過 ぎな い よ うに 。

・推 薦以 外 の 進 路を検討 しな けれ ば な らな い 可 能性 が あ る 場合 、 次の 進 路準備の た

　 め に 、推薦 漏 れ の 決 定 が遅 くな りす ぎ ない よ うな ス ケ ジ ュ
ー

ル が必 要 とな る。

＊ い ずれ に し ろ 、 推薦 され て も入 学で きな い こ とが あ る場合に は 、

そ の こ とと、そ うな っ た 場合 に別 科 と して は どこ まで で き る の か を、事 前 に本 人

及び 保証 人 に周 知徹底 して お く必 要が あ る ．

VL 　
AIIi

　 pm 　
A

志 の い

　　 現 状で は 、 別科は 本来 、 学部進学希望者 を対象 と して い るた め 、 大学院進学希望

　 者 に っ い て は 、 そ の た めの 特別 な支援体制 が ない
。 そ の た め

、
こ ち らか ら積極 的 に 、

　 学生 に 大学院志 望 か ど うか を 聞 くこ と も して い ない し、申 し出 が あ っ て も 、 必 ず し

　 も十分 な支援 が で きる と い うわ けで は な い 、

  今後 こ う した 学生 に 対 して も何 らか の 援助 を して い く必 要 が あ るか 。

・必 要が あ る とすれ ば 、 どん な こ とが で き るか 。 （例え ば 、 受験 シ ス テ ム
、 情報収

　 集 、 指導 教 員紹 介）
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・事前 に 、入試要項 や ガ イ ダン ス な どで 、 学生 に大学院 （研 究生）の 進路 もあ り得

　 る こ と を知 らせ て お く必 要 が あ る か 。 あ る とすれば 、 どん な 形で 、 どの 程度する

　 か 。

・学部推薦 と同様 に 、 制度 と して 今後 整備 して い くか 。

  有資格 者 に は 、 別 科 と して 積極 的 に大 学院 志望 を薦め る か 。

・本来 の 別 科の あ り方が変 わ っ て きて しま うた め、入 学者 の 選 抜 や カ リキ ュ ラム 、

　 授業 内容 に も見 直 しが必 要 に な っ て くる 。
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