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1． は じめ に

　短期 日本語 コ
ー

ス に は，毎年姉妹校 ・友好校か ら選抜 され た学生 が 日本語 ・日本文化 を学 び

に 三週 間の 日本滞在 を経験す る 。 今回 も昨年に引 き続 き ， 筆者は初級特別 クラ ス （非漢字 圏学

習 者）を担当 した 。

　従来の 外国語教育の 分野で は，様 々 な教授法が 試み られそ の 視点 も教 師側 の 教授の 仕方に あ

っ た 。 しか し，視点は次第に 教師側か ら学習者側 に移 っ て きて お り，学習者 中心の 授業や 学習

者自律 につ い て の論議が盛 ん にな っ て きて い る 。 そ の 論議の 焦点 は，学習者 の 学習 を効果 的に

する には どうした らよ い か ，そ して，教 師 の 果たす べ き役割 は何か にあ る 。 学習 者の 学習 を考

える上 で ，実際に 学習者が その 学習過程 に お い て
，

ど の よ うな問題 をか か えて い る の か と い う

学習者の 声 を反映 し
， そ の 視点 を もと に検討する とい うこ とが 重要で あ ろ うと思わ れ る が

， 現

在 日本語教育分野 で は ，こ う した研究は まだ数少ない 。

　そ こ で ，本稿の Part　lで は， コ ース の 授業終了後，参加学生 ひ と りひ と りに イ ン タ ビ ュ
ー

を

行 な っ た記録 を もと に ，学習過程 に おける 学習者の 視点 を探 る。Part　2で は，こ う した学習者

の 生の 声か ら，短期 日本語 コ
ー

ス にお け る授業の あ り方や教師の 役割 を検討 し，今後の 課題 に

つ い て 考察 を行なう 。 そ して さ い ご に
， 教 師と して 学ん だ こ とに つ い て もふ れた い 。

2．先行研 究

（1＞ 学習 モ デ ル

　効果的な学習 は
， 学習者が 自己 の 学習 の 認知過程 （cognitive 　process） を意識する と い う メ
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タ学習 に 関わ りを持 っ て い る 。 メ タ学習 とは
， 学習者が学習活動 を通 して 自分 自身をモ ニ タ ー

（monitor ） し，自分がそ の 学習 か ら何を欲 した い か を思 考 して い く こ とを 意味す る （Biggs ＆

Telfer，1989）。 そ し て
，

こ の メ タ学習 を行な うこ と は，学習 者が 自己内省 をもとに 自律学習 へ

向か うこ とを導 くもの で あ る。

　Biggs ＆ Telfer （1989）は ，抽象 的で 目に見 えない 「学習」 をモ デ ル 化 し， その プ ロ セ ス を

明示 した 。 こ の 学 習モ デ ル は
， 3P モ デ ル と呼ば れ ，学習 前段 階

一
学 習過 程

一
学習 生 産

（presage −process −product ）の 三段 階 に 分 け られ る （図 1 ）。 こ の 説 に よ れ ば
， 学 習の 質

（quality　of 　learning）は ，常 に こ の 三 つ の 要素が 関連 し合っ て 成 り立 っ て お り， 特に 学習 動機

は 学習過 程 さらに は学習結果 に深 く影響 して い る とする 。

　学習動機 に は
， 資格や単位取得 ， 学業成績な ど学習 目的を外的要 因に置 く外的動機 （extrinsic

motivation ）と学習者の興味 ・関心 な ど内的要因に 基づ く内的動機 （intrinsic　 motivation ）がある こ

とは よ く知 られ て い る 。 Gardner ＆ Lambert （1959）は外国語教育の 学習 動機にお い て ，さ らに外

的な もの と して
， 資格や学業上 の 単位な ど学習者 の 将来に 有益 な こ とを 目的 とする とい う意味の

道具的学習動機 （instrumental　motivation ）と
， 内的 な もの と し て

， 学習者の 興 味や コ ミュ ニ ケ ー

シ ョ ン した い とい う要求な どを持ち合わせ た統合的学習動機 （integrative　motiya 匸ion）を提示 した。

　 3P モ デ ル で は
， 学習動機が 外的な要因か ら成 る場合 ，表面 的で 暗記 中心 の 部分的細切 れ学

習 に終始 し，内的要 因か ら成 る場合，メ タ学習 を含み
， 深 く全 体 を見通 した 質の 高 い 学習 に つ

なが る とし て い る 。

（図）

Presage ProceSS Product

The　person　factors

Personal　　　　　　

Characteristics　　　
of 　Learners 　　　　　

　 　 　 　 　　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

Situational

andInstitutional

Constraints

照 し，
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（2） 学習過程 と自律へ の 意識

　筆 者は ，学習動機が学習過程 の 質を決定する とい うBiggs ＆ Telfer の 理 論に つ い て次の よ う

な疑 問 を抱 い て い る 。

　まず ， 自律学習の実践が 学習動機を強化 し，よ り内的動機 を高め る （Dickinson，
1995） と し

て も， その 逆が果た して 成立す る の か と い うこ と で ある 。 内的学習動機の 強 い 学習 者が 自律学

習者と イ コ
ール で ある と は 限 らな い とい うの が筆者 の 持論で ある 。 た とえ内的動機が 強 くて も，

それ に 自律 に対す る 意識の 強 ざ
， 自律 性の 高 さが 加わ らない 限 り， そ の 学習 者は真に 自律学習

を実行 しえな い と思 わ れ る の で あ る （臼杵，1996
，
b ；Usuki 　 l996）。 も う

一
点 は

， 学習 者は

様 々 な学習動機 を 同時に 持 ち合わせ て お り，単に程度 の 差 で あ っ て ，
一概 に個 々 の 学習者を内

的動機を持つ ，ある い は，外的動機を持つ 学習者 とい う位置づ けが 明確 に はで きな い とい うこ

とで あ る （Brown ，1981；Ellis，1986； 臼杵 ， 1996　a ，　b）。

　以上 の こ とか ら，筆者は
，

む しろ 学習者 自身の 学習経験が 自己の 学習 に対す る 視点や 概念 を

変え て い くの で は な い か と考える
。 学習経験を通 して ，学習者は 学習内容は もち ろ ん ，学習 の

仕方や 学習 ス トラ テ ジー，さ ら に 自己 を どうコ ン トロ ール して い くか を学ぶ 。 こ うした経験 は

学習者 の 学習動機 に 大 き く影響 を与 え，そ の 後 の 学習過程を どうた ど る かに つ なが っ て い くの

で は な い か と考 える。

　上記 の考 えを もと に 本稿 は，学習モ デ ル を念頭 に置 き，、短期 日本語 コ
ー

ス に 参加 した初級 日

本語学習者 （非漢字圏学習者）の 視点 を探 る 。 そ し て
， 日本 滞在期 間中の 学習経験 に よ っ て 彼

らが 自らの 視点 をど う変え，そ の 経験が 学習動機 に どう影響 して い るか を知 る （1’art　l）。 さ ら

に ，学習者 の 過去の 学習経験 を ふ まえ ，新 しい 学習経験 と して の 短期 コ ース 授業 を考え る 上 で

の授業の あ り方や 担当教師の 役割 に つ い て 今後 の 検討課題 （Part　2） を述 べ
， 筆者 の 教 師 と し

て の 学習 に もふ れ る。

Part　1．短 期 日本語 コ
ー

ス 参加学 習者 の視点

3．ケ ース ・ス タデ ィ　 学習過程 にお ける学習経験

　対象 とな っ た の は ，成人学生 5 名で ある 。日本語は選択科 目 と し て 2 〜3 年履修を続 け て い

る が ，日本語は い ずれ も初 級 レベ ル で あ る 。 6月末， コ
ー

ス 終了時，個 々 に英語で の イ ン タ ビ

ュ
ー

を行 っ た 。 その イン タ ビ ュ
ーを録音 し，文字化 した もの をさらに 本稿 の た め に 日本語訳 し

た 。 こ の イ ン タ ビ ュ
ー

で は ，主 に 漢字学習が 中心 の 話題 に な っ た 。

学習 前段階 ：教 育機閧／ 私的問題 （PRESAGE 　 Institutional／Personal　Constraints）

（D　自国にお ける 日本語学習 の 弊害

　自国の 大学で は
， 専 門科 目　（専門 は 日本語で は ない ）の履修が 主 で あ り，語学関係の 科 目 に

はあ ま り重 きが置か れ て い な い
。
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学生 A 　 「
一

週 間の うち 三 回，
一
時間 の 日本語授業が ある 。

一
日 の ス ケ ジ ュ

ール の 中で 日本語の 勉強 の た

　　 　 め の 時間を見 つ け出す の は 容易で は ない 。僕達 は 本当 に 時間がない 。」

学生 B 　 「自分 の専門科 目が 日本語よ りず っ と大変だ 。 だか ら，日本語の 勉強 に時間を裂 くこ とが あまり

　　　 で きない 。 ふ と気 が つ くと，自分 の 気持ちが 自然 に 日本語以外の 科 目に 向 い て しまっ て い る 。 」

　上記の よ うな大学の コ ース その もの の 問題 と並行 して
， 日本語 を学習す る た め の 環境 に もあ

ま り恵 まれ て い な い こ とが学習 をよ り難 し くし て い る 。 ：　 い つ も日本語 を使 っ て 話 せ る 日本

人 が まわ りに は い な い 上 ， ラジ オ で もテ レ ビで 日本語 を耳に する こ と も滅 多に な い 。 結局 ， 彼

らの 学習 は
，

教 科書の 上 だけ の 練習が 主に な る 。 事実，参加 した 5 人 の うち 3 人 の 心 に あ っ た

の は
， 来年度 は もう日本語 を選択す る の を あきらめ る と い うこ とだ っ た 。

　新 しい 先生 に変わ っ た当時，学生 達は 彼 らの レ ベ ル が実際よ りず っ と高 い こ とを期待 され た 。

A は
， 自分の 努力 に もか か わ らず ， その 努 力が 報 い られず ， 悪 い テ ス トの 結果 とな っ て 繰 り返

し フ ィ
ー

ドバ ッ ク され ， 学習 へ の 意欲 もな くし始め て い た 。

学 生 A 　 「そ の 頃 は
， 自分が 一生 懸命続 け て き た の に

，
ま っ た く何 も そ こ か ら得 る もの が な い よ うな 気が

　　　　した。毎 回 返 さ れ る テ ス トは ひ ど い もの だ っ た 。 あ あ，もうど うで もい い ，すべ て 忘 れ て しま え 。

　　　 ど うせ ，僕の専 門 は 語学で は な い し，自分 が そ う した い と思 えば い つ だ っ て や め て もかまわ ない 。

　　　　しば ら くの 間，日本語 に か か わ る こ と を避 け て ，選択 を打 ち切 る こ と ば か り考え て い た 。」

　学生 B もC も， 同様 に 自分達 の 必修で あ る専門科 目に集中す る ため ， 無理 をして 日本語を選

択す る こ とを断念 し ようと考 え て い た 。

  　漢字学習 の 問題

　非漢字圏学習者が 日本語学習 に お い て興味 を持 つ と同時に ，最大 の 難点の
一

つ と して 漢字学

習 を訴 える こ とが多 い 。 しか し， 実際の 授業で は，新 しい 漢字の 紹介程度 に とど ま り， 学習 の

主 な部分は ， 個 々 の 学習者の 授業外で の 自主学習 に任 され て い る こ とが ほ とん ど の 場合で ある

と思わ れ る 。

　彼 ら の 大学 も同 様で ある 。 漢字学習の た め の テ キ ス トが 教科書 とは別 に あ り， 漢字 だ けを独

立 させ て 学ぶ とい うどち らか と言 うと機械 的な練習 （mechanical 　 exercises ）が 中心で あ っ た

よ うだ 。

学生 C 　 「先生 は，大半 を僕達学 生 の 自主的 な学習 に任 せ た 。 漢字 の 練習 に授業 の 時 間をあま りか け る 暇

　　　 はない 。まだ，僕は 簡単な漢字を見分ける こ とがで きる 程度 だ けれ ど，自分 で 書 い て 練習 して い

　　 　 　くしか ない と思 う。 」

　漢字 学習 は 自分 で や っ て い くしかない とは言 え ， その 問題 は 日本語学習の 継続 を困難 にす る

原因の ひ とつ と もな る 。 学生 A は 各々 の 漢字 の 違 い が 容易に見 えな い
。

356

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokuriku 　University

〔研究 ノ
ート〕短期 日本語 コ

ー
ス 初級 ク ラ ス 参加 （非漢字圏）学生 の 視点 を もと に ；教師と して の 学習　 5

学 生 A 　 「漢字 を学習 し始 め た 当初から現在 まで ，あ まり問題 は変わ っ て い な い
。 僕に は た くさん の 漢字

　　　　の 違 い が あ まりよ くつ か め ない 。み ん な似 て い る よ うに 見え る。今 で も40位 しか 書けな い と思 う

　　　　し，そ の 40の漢字で す ら書 き順 な ん て覚えて い ない よ 。」

学生 D は，漢字 を記憶する こ と に 困難 を示 す 。

学生 D 　 「漢字 は 全部似 て い る よ うに 見 える 。 漢字 をその 通 りの 形 に形作 る の が難 しい
。 覚え るの に た く

　　　　さ ん の 時間 を費や し て も，と に か くた くさん あ りす ぎて しば ら く使 わ な い と忘れ て し ま う 。 本 当

　　　　に 大変 だ 。」

　学生 A や D の指摘す る よ うに
， 初期段 階の 学習者 は

， 漢字 を部分 的に と らえ た り， 個 々 の 漢

字 を見分 けた りす る こ とが容易で は な い と思 われ る 。

　学生 C もA や D と同様 の 問題 を訴 え る 。

学生 C 　 「まだ まだ 知 っ て い る 漢字 の 数が 足 りな い
。 見分 け る こ と も十分 じ ゃ な い

。 だ か ら，漢字 が あ る

　　　　 と読 め な い
。 覚 え て そ れ を 書 くの も 難 しい 。 少 し位 書 き順が 違 っ て も形 が で き て い れ ば い い と思

　　　　う。で もそ の 形 全体 を覚 え られ な い 。」

書 き順は，単に 漢字の 形 を整 え る だけで な く， その 規則性 は漢字 を記憶す る の を容易 に す る

と い うこ と に
， c は まだ気づ い て い な い 。

一
方 ， 学生 B は書 き順が 重 要で ある こ と を彼の 過 去の 経 1験か ら認識 し て い た 。

学生 B 　 「ほ と ん ど の 場合，その 漢字が 何画 で あ る か，どの よ うに 書け ば よ い か を覚え る の が 難 しか っ た。

　　　　そ こ で ，怠惰 な 方 法 （lazineSS） を 思 い つ い た 。漢 字 が そ れ ら し く見 え れ ば い い こ と に し，書 き

　　　 順 に つ い て ，も う気を配 る こ と を や め た 。 そ し て そ れ か ら は ，た だ 漢字 を そ れ ら し く描 く

　　　　（drawing ） こ と を始 め た 。 で も，そ うい うや り方 は，ます ます漢字学習 を難 しくして し ま っ た 。

　　　　なぜな ら， 複雑な 漢字 は ，ただそ れ を見 て覚え る こ とが 不可 能だ っ た か ら 。 結局，漢字学習 を完

　 　　　全 に ス ト ッ プ す る 結果 とな り，ど う して い い か わ か ら な くな っ た 。 書 き順 は 重要 なん だ と い うこ

　 　　　とが そ の 時初 め て わ か っ た 。 」

学習過 程　新 しい 経験 （PROCESS 　New 　Experiences ）

（3） 新 しい 気づ き

　 日本で の 環境の 中で ，彼 らは 自分 の 問題 点 を自覚す る 反 面 ，新 しい 気づ きに も出 会っ て い る 。

A は ，漢字の 問題が漢字の み の 問題で はな く，
ボ キ ャ ブ ラ リーに 関連す る こ とを指摘す る 。

学生 A 　 「困難な の は，漢字 を 知 ら ない と い う こ とだ けで な く，ボ キ ャ ブ ラ リ
ー

を知 らない とい う こ とが

　　　　関連 しあ っ て い る とい う問題 だ
。 漢字 の 読み方を教えて もら っ て もあま り意味が な い

。 なぜ っ て，

　 　　 僕 は そ の 単語 そ の も の が わ か ら な い ん だ か ら 。 あ る 時，マ ン ガ を 手 に と っ て み た。漢字 の 横 に ひ
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ら が な が ふ っ て あっ た 。 だ か ら読 み 進 もうと思 っ た け れ ど，僕 に は ど っ ちみ ち単語 の 意味 が わ か

らない ん だ か ら， そ の ふ りがなは 特 別意味 が なか っ た。」

学生 E は 自分 の 学習 ス トラテ ジー
につ い て 語 っ て くれ た

。

学生 E　 「とに か く繰 り返 す こ と。何 度 も何度 も 同 じ漢 字 を書 い て み る こ と 。 僕 は書 い た ほ うが 覚 え や す

　　　　い 。 同時 に 音 を覚え る よ うに す る 。一
つ の 漢字 に つ い て

一
つ の 読 み 方，そ れ が で きた ら次 の 漢字

　　　　とい うよ うに 。 漢字が書け る か ど うか よ りも まず，そ の 漢字 を見 て ，認識 （recognize ）で きる よ

　　　　うに な る か ど うかが先決 だ と思 う。 書 き順 を覚え る の も重要 だ と思 うけれど，それ は 練習して い

　　　　る うち に正 しい パ ターン が わか っ て くる と思 う。 正 しい 書 き順 で 何度 も何度 も練習 して 覚 え る必

　　　　要があ る 。 で も例 えば
，

バ ス の りば で
， そ の 漢字を覚えなければ な らない 時があ っ た ん だけど，

　　　　そ うい う時は 漢字全体の 形 を絵 （picrure） と して覚え た 。 」

　こ の コ ー
ス の 授 業 を通 じて 学生 D は ，漢字 を記憶す る ため に部首や 偏な どの 漢字 の 部分

（radicals ）が ヒ ン トに なる こ とに気づ い た 。

学生 D ： 「部首 や 偏 を示 し て もらうと容易に なる 。 今 よ うや く漢字の部分が 認識で きる よ うに な っ た 。 ま

　　　　ず，部首 や偏を知 ら な け れ ばな らな い と思 う。 」

（4）　フ ラ ス ト レーシ ョ ン

　日本滞在は ，学生 達に 自分達の 本来の 日本語 レ ベ ル を改 め て 自覚 させ
， 彼 ら に と っ て 今 後何

が 必要か を認識 させ る結果 とな っ た 。

　学生 A は，知 っ て い る つ も りだ っ た こ とが ，実際場面で は容易に使えなか っ た こ とに苛 立ち

を感 じた 。

学 生 A 　 「た くさ ん の こ と を知 っ て い る つ も りだ っ た 。もうこ ん な こ と は 習 っ た は ず だ と，そ れ を必 死 に

　　　　思 い お こ そ う と した 。 知 っ て い る べ き は ず の こ と な の に ，出 て こ な い
。 完 全 に 自分 は 失格者 の よ

　　　　うに 感 じ た。自分で 確 か に わ か っ て い る べ きだ と 自覚で きる の に ，咄嗟 に 思 い だ せ な い 。実際 に

　　　　日 本語が必要な時 に こ うい う こ とばか り起 こ っ て し まうん だ。自分 で も信 じ ら れ な い ほ ど　　。

　　　　本当 に 苛 立 っ た 。 」

学生 C は パ ー
テ ィ やセ ミ ナ

ー
で の 状況 を思 い 起 こ す 。

学 生 C 　 「そ の 場 の 話題 が ど の よ うに 流 れ て い る か を 自分 で つ か め た ら な あ と思 っ た 。 誰か が 何 か を言 う

　　　　た び に
， 何 と言 っ た の か 通訳 を求め 続 け な け れ ば な ら な い と い うの は い や だ っ た

。 通 訳 を通 じて

　　　　お お よ そ の 要点 は わ か っ て も
，

そ れ は 自分 が 聞 い て 理 解 で き る の と は 違 う。」

学生 D も A も
， 書 く作業で の フ ラ ス トレーシ ョ ン を表 わす 。
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学生 D ： 「言 い たい こ とが た くさん あ る の に，い ざそれを 日本文 に しよ う とす る と書 き表せ ない
。 」

学生 A ： 「自分 の 頭 に浮か ん で くる英語 の文章は，単に 言葉が持つ 意味だ け で は な くそ れ 以上 の もの を含

　　　　む 美 しい 文章 だ 。 そ して
，

さ て 考えが ま と ま っ た
，

さ あ ，
日 本語 で 書 い て み よ う とす る 。

い ざ文

　　　　章 に す る と，そ れ は 二 流 タ イ プ の も の に しか な らな い 。」

　
一

方 ， 学生 E は
， 読 む こ との 問題 を挙げる ．

学 生 A ： 「漢字 が 出 て くる と，読 み 進 め る こ と が で きな くな っ て しま う。 漢字 は ボ キ ャ ブ ラ リーと 関連 し

　　　　て お り，まず ボ キ ャ ブ ラ リーをた くさ ん 知 る必要があ る と思 う。こ れか らは
， 日 本語 の 新 しい 単

　　　　語 を学 ぶ と きに は 漢字 で ど う書 くか も
一

緒 に知 りた い
。 そ うす れ ば同時 に新し い 単語 と漢字 が 学

　　　　べ る
。」

　学生B とA は 日本語 自体の 持 つ 難 しさを指摘す る 。

学生 B ： 「漢字 が 一番難 しい
。 英語 だ っ た ら，ア ル フ ァ ベ ッ ト26文字 の み を 使 っ て ，そ れ を並 べ 替え て単

　　　　語が で きる の だ か ら。 漢字 は一
つ の 文字が本当 に 複雑 で ，それを

一
つ
一つ 記憶 しなけれ ば な らな

　　　　い
。」

学生 A ： 「漢字 は一
つ
一

つ ，あ る
一

定 の 形 を
一

定の 方法で 形作 る 。 ア ル フ ァ ベ ッ ト26文字 に は そ ん な 問題

　　　　は な い 。」

学習生産 ：視点変化 （PRODUCT ：Perspective 　Changes ）

（5） 学習 に対す る視点変化

　 コ ース の 終わ りに
，

こ の 5 人の 学生達 は 日本語学習に 対する 新 た な意欲 を表わ した 。

学生 A ： 「漢字 を学 ぼ うとす る気持ち が よ り強 くな っ た 。 日本に い て ，自分 の 知 っ て い る こ とが ，い か に

　　　　少な い か知 ら され た。少なく と も街 で 見 か け る サイ ン ぐらい は 読 め る よ うに な りた い
。」

学生 D ： 「ま だ ま だ，こ れ か ら学 ば な け れ ば な ら な い こ とが 多い こ と を 自覚 した 。 も っ と も っ とた くさ ん

　　　　の 漢字 が 必要だ。日 本語学習を終え る こ と を考 える に は 程遠 い と思 っ た 。 」

学生 E ： 「日本 人の 学生 か ら漢字の 本 をもら っ た。こ の 本 に は 約 1000字 の 漢字が 載 っ て い る。こ れ は
， 日

　　　　本 の 小 学校 で 六 年生 ま で に 知 るべ き数 だ と思 う。だ か ら，僕 は 自 国 に 戻 っ て こ の 本 を勉 強 す る つ

　　　　 もりだ。」

学生 C ： 「こ れか ら本気 で 日本語を勉強 し よ うと自分 で 決意が で きた。日 本 に来 る 前 は ，単 に 日本語 の 授

　　　　業 を取 っ て い た に す ぎな か っ た の だ とい うこ と を 自覚 した 。 も っ と も っ と学 び た い と思 う。 勉強
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を続けて ，今 の 自分 の レ ベ ル よ り上達 し よ うと決め た。」

　日本 滞在は ，学習意欲 を強 くしただけで な く，

つ ける きっ か けに な っ た ようだ 。

日本語 を どう学ぶ か と い う学習 の ヒ ン トも見

学 生 A 　 「フ ラ ッ シ ュ カ
ー

ドを使 っ て 漢字 を練習す る 方法 が 過去 の や り方 よ り効果的 だ と気づ い た 。」

学生 E　 「新 しい 単語 を学 ぶ 時，日本人学生 に 漢字を書 い て もら っ て ，ど うや っ て 書 くかを よ く見 て い て ，

　　　　そ れ か ら 自分 で 練習す る と覚 え や す い
。」

学生 B 　 「最近，日本に 来て か ら大 きな漢字 の 辞書 を 買 っ た 。 そ の 本は ，漢字の 源 や 規則 に つ い て 教えて

　　　　くれ る 。 漢字学習 に 対 して 新 しい 視点 を 見 つ けた 。 書 き順 に 注意 を 向け，違 う漢字 で も同 じ音 を

　　　　持 つ もの な ど，心 に イ メージ して み る。音 が 同 じで ，違 う漢字 を使 う単 語 な どが は っ きり言 え る

　　　　よ うに ，漢字に 関する 理 論 も勉強 して み た い
。 ま た，こ の 本に は，すべ て の 部首や偏 の リス トが

　　　　載 っ て い る。今，漢字 を左右 二 つ の 部分 に 分けて 学 ん で い る。同じ部分が違 う漢字 に よ く使 わ れ

　　　　て い る こ とに気づ い た 。 そ して，そ の部分 に注目す る と，覚え やすい こ ともわか っ た 。 初め の こ

　　　　ろ は，こ うした 部分 が 見えなか っ た 。 た だ，線 の 集 ま りに しか 見 えな か っ た 。 そ れ ぞ れ の 漢字 に

　　　　共通 した部分があ るこ とを知 らなか っ た 。 まだまだ難 しい けれ ど．今 は 前 よ りず っ と効果的 に学

　　　　習 で きる よ うに な っ た し，は や く覚 え られ る ように な っ た と思 う。 」

　こ れら の 学習者 は もともと強 い 学習動機 を持 っ て い た 。 しか し，日本滞在 か ら得 た様 々 な学

習 体験 は，真の 意味で彼らに 自律学習 を意識づ け，よ り
一

層内的学習動機 を強め た と言える 。

4 ．教 師 に 求め るこ と

日本語学習 に お い て
，

教 師は学習者に 何が で きる の か を聞い て み た 。

学生 A 　 「特 に，ス ペ イ ン 語，フ ラ ン ス 語，英語などを母国語 とす る 者 に とっ て ，日本語 は 難 しい 。先生

　　　　は 日本語 と僕達 の 母国語 と の 文法的 な違い を説明するべ きだ と思 う。 僕達 は ，まず，日本語を ひ

　　　　らがなや 力 タ カ ナ を使 わ ず，ロ
ー

マ 字 を使 っ て 習 っ た 。 で も，その た め に 読 み 書 きの 日本語 に 触

　　　　れ る の が お くれ て，か えっ て 問 題 を大 きく した よ うに 思 う。初 め か ら ひ らが な や カ タ カ ナ を使 っ

　　　　て 読む ・書 く ・話す ・聴 く， すべ て を同時 に ス タ
ー

トさせ た 方 が い い と思 う。 」

学 生 E 　 「た くさん の 例 を 使 っ て
， 単語 や 文章が い ろ い ろ 違 っ た 場合 に ど の よ うに 使 わ れ て い る の か を見

　　　　せ て 欲 しい 。と に か く，よ り多くの 例 が 与 え ら れ る と い うの は，僕 に とっ て 役 に 立つ とい うこ と

　　　　が わ か っ た 。 そ れ か ら，意味 が 背後 に 込 め ら れ て い る よ うな 説明 。 例 え ば，漢字 が どの よ うに 形

　　　　作ら れ た の か を知 る と，覚えや す い し，理解 しや す い と思 っ た。繰 り返 し も必要 だ と思 う。た だ

　　　　情報を与え られ る だ けで は な くて 。

　　　　僕達 は セ ミナ ー
の た め に作文 を書 か な け れ ば な ら な か っ た け れ ど，こ うい っ た こ と，つ まり，自
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分 の レベ ル よ りもやや上 の こ と に 取 り組 む こ と は とて もよ か っ た と思 う。 わ か ら な い 単語を調べ

た り，間違 っ て い る こ とを正 した り一 。 自分 の 間違い か ら多 くを学 ぶ こ と が で きた 。 間違 うこ

と は い い 。 上達 させ る た め に 試行錯誤 を続 け な けれ ば ならない と思 うか ら。」

学生 B ； 「僕が 思 うに は，漢字学習に は学生 が ，そ れ ぞ れ 自分 の ペ ース で 学ん で い く状況 が与えられ なけ

　　 　 れ ば な らな い
。 そ の こ と を先 生 に わ か っ て も らい た い

。 」

学生 C 　 「漢字 は 基本的 に は，自分 で 学習 しなけ れ ば な らな い 。で も先 生 が 学習 の コ ツ の よ うなもの を教

　　　 えて くれ た ら助け に な る と思 う。 そ れ か ら，意味 の ある 学習 （meaningful 　 learning ）。 文脈

　　 　 （context ）の 中で 漢字 が ど う使 わ れて い る か と い うよ うな学 び 方が必要 だ 。 」

　日本の 生活 に 浸 る こ とは
， 学生の 日本語学習 に対 する意欲や 姿勢 ， そ して 彼 ら の 視点を確か

に 変えた 。 日本滞在中，彼 ら は 日本語を使 うこ とへ の フ ラ ス トレ ーシ ョ ン と楽 し さの 両方を体

験 した 。 そ して ，こ の プ ラ ス ・マ イ ナ ス の 経験 を通 して
， 日本語学習者と し て の 自己 を自覚 し，

また
，

どう学習す べ きか とい う学習 の 仕方 へ の ア イデ ィ ァ も得 た 。

学生 B 　 「学習者に と っ て 最 も重 要 な こ と は ，日本その もの に浸 る こ と （exposure ）。 こ こで の 三 週間 は，

　 　　 正直言 っ て ，僕 に と っ て 自国 で の
一

年間 よ りもず っ と収穫があ っ た 。 日 本人の 学生達 とで きる だ

　　　 け積極的 に話 を し た。日 本の テ レ ビ番組 も見た 。 もちろ ん，全部 は 理 解で きなか っ た け れ ど，ほ

　　　 ん の 少 しで も単語 を理 解す る こ とが で きた 。 」

　 こ う した学習環境 を与える こ とが短期 コ ー
ス の 果たす大 きな役割 で ある こ とは学生B の 言葉

か ら も言 うまで もな い
。 しか し，で は ，授 業 を担 当する教師 は，そ の 短 い 期間の 授業に当 た っ

て 何 を なすべ きな の か 。 そ こ で ，Part　2で 授業 ， そ し て
， それ を担当する教 師の 果 たすべ き役

割に つ い て 再考 を行 い た い
。

Part・2．短 期 日本語 コ
ース の授業の あ り方 ：教師 と して学ん だ こ と と これ か らの課題

5．授業の あり方 に関する考察 と課題

　数 ヵ 月後 ， 別の 非漢字 圏か らの 学生 に も同様 の コ
ース を行な っ た 。 しか し，こ の 学生は 前記

の 学生 とはか な り異 な っ た反応 を示 した 。 参加者 は 4 名で
， 前記の 学生 同様 ，

日本語 は専 門で

は な く選択科 目と し て 受講 して い る 。 前記 の 学生 に比べ
， 自国で の 弊害 を強 く訴える 学生は い

なか っ た 。 経験豊 富 な 日本人 の 先生 方に 恵 まれ
，

し っ か りと した コ
ー

ス が組 まれ て い る こ と，

また
， 近 くに 滞在 し て い る 日本 人 の 友達 もい る と い うこ とで あ っ た 。 学習 環境の 問題 よ りもむ

しろ ，彼 らの 母 国語 と日本語自体の 持 つ 違 い そ の もの に 困難 を感 じて い る よ うで あ っ た 。

　こ こ で は，まず，Part　1で扱 っ た学生 （以 下 ，「Part　1の 学生 」 とする ）の 視点を もとに授業

へ の ヒ ン トと して の ポ イン トを挙 げ，次 に ，こ の 学生 4 名 （以下 ，「Part　2 の 学生」 とす る ）
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を対象と した授業の 反 省点 を踏まえなが ら
， 短期日本語 コ

ー
ス の 授業に対す る課題 に つ い て 考

察 を行 な う。

（1） 授業 内外 の 関連性 を持 っ

　言語学 習の 焦点を 正確 さ （accuracy ） に 置 くか
， 流 暢 さ （fluency）に 置 くか は現在の 言語教

育分 野 で 盛 ん に議論が展開され て い る ポ イ ン トの
一

つ で あ る （Ellis， 1994）。 しか し，筆者は，

文 型 （form）理解 と運用 （function）能力養成 の 連結が不可 欠で あ り，
どち らか

一
方 に極端 に

片寄る の は危険で あ る と考える 。 特 に ，短期 コ
ー

ス で は ，授業外で 得た もの をあ らため て正確

に 知識 と して 確認する と い う機会の 提供が必要で ある 。 また そ の 逆 に ， 授業で 得た こ とを実際

に外 で 使 っ て み る とい う学習者側 の 自律的な練習 を励 ます こ とが重 要 で ある と思 わ れ る
。

ポ イ ン ト ：

・実際 の 生 活場面 に す ぐ応用 で きる よ うに考慮 し，文脈 （context ） を伴 っ た 文型 を紹介 し練

　習す る 。 （input）

・学習者が実際の 生 活で 出会 っ た単語 や表現 を ク ラ ス に 持 ち込 ませ
，

ど こ で
， また どの よ うな

場面 で 目や 耳に し た か 確認する 。 さ ら に
， 様 々 な使い 方の 例 や文型 的な理論付 な ども合 わ せ

て 練習 す る。（form＋ function）

・機械的 なテ キ ス ト上 の 作業や 練習 （mechanical 　exercises ）に と どまらず ， 意味 の ある 学習

（meaningful 　learning）を方向づ け ，授業内容 を充実させ る 。 特 に ，自国で は で きな い が ，

日本 の 環境 を利用 して で きる活動 に 焦点 を当て る 。 （output ）

課　　題 ：

・授業 で は
， 文法を中心 とした知識 の 取 り入 れ や確認 （input ＞に 焦点を置 くべ きか

，
トピ ッ

　ク を 中心 と した言語運用能力向上 の た め の 体験的学習活動 （output ） に 焦点 を 当て る べ き

　 か 。

　Part　1 の 学生の 場合は
， 授業内外 における コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン活動に 積極的で

， そ うした体

験学習 に対する チ ャ レ ン ジ精神が 旺 盛で あ っ た
。

だが ，1’art 　2 の 学生 の 場合，授業内で は ，文

法 的知識 を得 る こ とを求 め
， 実 際に 行 なわ れた コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン活動 に は

，
む し ろ 否定的で

さえあ っ た 。前者は，授業外 に も母 国語で ある 英語 を避け，思 うよ うに 行か ない 日本語 をあえ

て使 うこ とに よる伝達 を試み て い た 。

一
方 ， 後者 は，授業内外の 区別を保 ち，授業外で の 伝達

には ，直接理 解 しやす い 英語の 使用 を求めた 。

　教室外 で は，目にす る もの ，耳 に する もの す べ て 日本語 に 取 り囲 まれ て い る こ とか ら言 えば，

授業は，滞在中に教室外 で得 たもの と自国で 得て きた知識 として の 日本語 とを結 びつ ける役 目

を果た すべ きで あ る の か もしれ な い 。 更 に は
，

コ ース を行な うに あた っ て
， 学生達 が 自国で 学

習 して きた 内容や 方法な ど，彼 らの 学習経験を，受け入 れ る側の 授業担当者が十分 把握 して い

る こ とが重要で あ る こ とを実感 して い る 。 なぜ ならば
， それ まで の 学習経験 が ， 学習者の 学習
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ス タ イル や ビ リ
ー

フ を形成 してお り，それ によ っ て 授業に対す る 期待 に もか な り影響 して い る

と思 われる か らで ある 。

  　学習 の 仕方の ヒ ン トを与 える

　収集 した 情報 を い か に し て 短期記 憶 （short −term 　memory ）か ら長 期記憶 （long −term

memory ）へ 蓄積す る か ，教師 はそ の ヒ ン トを提供する と と もに ，学習者 自 ら試行錯誤 に よ っ

て 効果的な学習方法 を導 くよ う方向づ けが な され る べ き で あ る 。

ポ イン ト：

・自分の 用 い て い る学習ス トラテ ジーを自覚させ ，また ， 様々 な学習 ス トラテ ジー
に も目を向

　けさせ る 。

・学習の 仕方 （learning　how 　to　learn）へ の ア イ デ ィ ア が 得 られ る よ うな方向づ け をす る 。

課　　題 ：

・ス トラ テ ジ ー ・トレ ーニ ン グ的要素 を授 業に盛 り込 む べ きか 。

　Part　l，Part　2両 学生 に共通 して い る 問題 は，母 国語 との 文法的 ・構造 的違 い や 単語 ・漢字

の 記憶 の 困難 さで ある 。

　Ellis＆ Sinclair（1989）は
， 短期集 中 コ ース に トレ ーニ ン グ の 要素 を盛 り込 む こ とは長期 コ

ー
ス よ りも効果的で ある とい う調査結果を示 し て い る 。 しか し，時 間的制約 か ら考える と，こ

れ は授業内 よ りもむ しろ授業外の 時間を使用 し，教師は学生 との 対話 を試み る 中で ，自分 の 使

用 して い る ス トラ テ ジーを自覚 させ ，よ り効果的 なス トラテ ジーに 目を向け させ る必要があ る

と思われ る 。 ］’art　2 の 学生達 に対 して ， 教 師側か らの こ うした学生 との 対話の 試み が 不足 で あ

っ たた め， コ
ー

ス 終了 まで ，学生 側 と教師側 の 意図する と こ ろ に ず れが 生 じて い た こ と に 気づ

か なか っ た 。

（3） 自律学習 を促す

　短期 コ ース 中だ けで は な く，コ ース 終了後 も，学習者が真の 意味で 自分 の 学習 に責 任 を持 ち ，

積極的 に取 り組ん で い くよう自律へ の 意識化 を促す必 要があ る 。

ポ イン ト ：

・学習者の レ ベ ル よ り少 し上 の 教材内容 に 焦点 を置 く。

・自分の ペ
ー

ス で 取 り組む こ との で きる よ うな機会を提供す る 。

・間違 い か ら学ぶ意欲 を もつ こ とが で きる よう，また，フ ラ ス トレ
ー

シ ョ ン や 問題 をプ ラ ス 志

向に持 っ て い くこ とが で きる よ う勇気づ ける 。
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・達成感 を味 わ うこ とがで きる よ うな学習活動を盛 り込む 。

課 　　題 ：

・学習者 トレーニ ン グ の 要素を授 業に 盛 り込 むべ きか 。

　前に も述 べ た よ うに
，

Part　1 の 学生 と Part　2 の 学生 の 大 きな違 い は
，

コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に

対 する意識の 違 い で あっ たよ うに 思われ る 。 前者は コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 意欲が 旺盛で 意志の 疎

通 を日本語で 行なお うとする こ とに積極的で あ っ た の に対 し， 後者 は
， 文法的正確 さに 対する

意識が 強 く，
“
Affective　filter（情緒的 フ ィ ル タ

ー
）
”

（Krashen ，
1986）も高 い よ うに思 わ れ た

。

こ れ は
，

Part　2 の 学生 の
一

人が
， 「日本滞在 に よ っ て よ り

一
層母国語 と日本語の 文法 的構造の

違 い を認 識 した 」 とい う自己 の 視点 を表現 した こ と に も表 わ され て い る 。 こ の よ う に
，

Affective　filterの 高 い 場合 ， 無理に 日本語 を使 っ て会話 をす る ように 求め る こ とは逆効果 で あ

る こ と も授業 にお ける 日本人 と の 会話練習や ，実際場面 へ の 応用的学習活動 に否定 的で あ っ た

こ とか ら も伺 える 。 こ うした学習者の 意識 に対す る教 師側の 十分 な理 解が必要で あ っ た 。 しか

し反面 ， 学習 者自身が コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン能力向上 の 妨げ に もな りえ る壁 を 自ら作 っ て い る こ

と に も自覚を促す必要が あ っ た
。
つ ま り教 師が 学習者の 持つ 内的学習動機 を十分理解 し た上 で

，

さ ら に
， 自律性を高め る方向へ の 意識づ けが必 要 で は なか っ たか と思われ る の で あ る。

　 自律 ・自立 学習の ため の self −access （自主 学習 に役立 つ 教材 ・資料 を学生 自身が収集 し活用

す る こ と） として ，Part　1 ・Part　2 の 学生は ともに
， 日本で 様 々 な教材 を目に し， 自国へ 帰 っ

てか ら の 自主的学習 に 意欲 を示 して い た 。
こ うした self−access に対す る ア ドバ イ ス は 教 師側か

らも積極的 に 行な わ れ るべ きで
， 学生 に と っ て は来 日の 大 きな収穫の

一
つ となる で あろ う。

6． お わ りに 　教師 として学ん だ こ と

　こ れ まで 述べ て きた ように
， 学習者が どの ような学習経験 を持 つ か は，学習 に対 する姿勢や

ビ リ
ー

フ 形成 に もつ なが り，学習 過程 に大 きな影響 を及 ぼ す 。 そ して 教師 もまた
， 学習者 と同

様 に 学習者の 学習過程 に 目を向け ，
そ こ か ら学ぶ 姿勢が 必要で あ る 。

　短期 日本語 コ ース の 授 業 を担 当 し， 筆 者 は
， 日本 に お け る 日本語 教育 （Japanese　as 　a

Second 　Language ）と外国 におけ る 日本語教育 Oapanese　as　a　Foreign 　Language ）の あ り方に

は違 い があ る こ と に 改め て 気づ い た 。 さ ら に
，

コ ース の 目的や対象者に応 じた対応の 大切 さ を

強 く感 じた 。 短期 日本語 コ ース 授業 は
， 筆者 に と っ て 自己の 授業に お ける ビ リー

フ を見直す教

師 と し て の 学習経験 の 機会 ともな っ た 。

　こ の よ うな視点か ら考える と
， 教師 は学習者 に と っ て 支援者で ある だけで はな く， 学習 の 参

加者 で あ り，教 師 と して学習す る 学習 者で あ るべ きで あ る と言え るの で はな い か （臼杵 b，

1996；usuki，1996）。 筆者は ，自らの 教 師経験 を振 り返 り，常 に その 見直 しを図 っ て い く必要

があ る こ と を実感 して い る 。 今後更に様々 な学習者を対象と した種 々 の コ ース を経験 し，教師

としての 自己向上 に努めた い 。

（注）本稿は，筆者の 教師実践記録的要素を含 ん だ研究ノ
ー

トと して 提示す る もの で あ る 。
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