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はしがき 

 

本年３月２日から７日の６日間、２０２０年度日本語教育シンポジウムが開催されま

した。このシンポジウムは１９９０年より３０年に渡り行われているものです。第１回か

ら助成をいただいている独立行政法人国際交流基金メキシコ日本文化センターに深く感謝

申し上げます。 

私たちメキシコ日本語教師会第９代理事は一昨年３月に発足し、このシンポジウムを

最後に２年間の活動を終えました。 

発足時には、日本語学習を深め、教師としても経験を積んだ日本語教師が企業の通訳

に転職してしまうという問題などに伴い、本教師会の会員数も伸び悩んでいる実情があり

ました。これには、教師と通訳の給料差という社会問題が大きく影響していることはもち

ろんですが、日本語教師の社会における役割を意識せずに日々の授業を行っている教師が

多いのも原因のひとつであると私たちは考えました。そこで「つながる教師、つなげる教

師～「あげる」は「もらう」よりずっといい」というスローガンを掲げ、メキシコだけで

なく、中米カリブ地域やスペイン・南米などのスペイン語圏の日本語教師がつながり、悩

みなどを相談し合いながら共に研鑽することを目標に、様々な活動を行ってきました。 

COVID19 の影響で自宅待機が始まった昨年度は、多くの教師がオンライン授業への移

行に苦慮していたにもかかわらず、積極的に協力し合い、互いを高め合う教師研修はもと

より、様々な学習者をつなぐ新しい活動を始め、その輪はメキシコからスペイン語圏の日

本語学習者にも広がっていきました。 

本シンポジウムは、このような第９代理事会の活動の総決算として「未来を創ること

ばの教育を目指して」と題し、学習者の自己実現の中に外国語学習を組み込み、これまで

作り上げてきた「自分」が外国語を使って何がしたいのか、密接にかかわるコミュニティ

にどんな貢献ができるのかを問いながら活動するプロジェクトを実践されてきたプリンス

トン大学の佐藤慎司先生をお招きし、昨年一年で大きく変化した世界において、ことばの

教育には何ができるのか参加者全員が共に考える機会としました。 

このシンポジウムを通じて、学習者に日本語学習の目的を考えさせ、学習意欲の向上

を促すような社会とつながる活動についての知識を得るのはもちろん、私たち日本語教師

が社会から求められている役割を知り、その役割を果たしていくことによって、今後みな

さんに自分自身の職業に対する誇りを持っていただけたら大変光栄に思います。 

COVID19 の影響でオンライン開催となった本年度のシンポジウムには、昨年の参加者

数を超える１０５名にご参加いただき、日本の５倍の国土を有するメキシコにおけるオン

ライン研修の持つ可能性が感じることができました。しかしながら、従来のシンポジウム

では自然に行われていた参加者間の交流、講師・発表者との対話を、どのようにオンライ

ンで行うかが大きな課題となり、実行委員間で様々なアイディアやツールを出し合いまし

た。また、昨年度に引き続き、本年度も参加者の半数近くがノンネイティブ教師となり、
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スペイン語での資料配布や日本語がうまく話せなくても気後れせずに参加できるような配

慮も行いました。 

第１日目の開会式には在メキシコ大使館、メキシコ日本商工会議所、国際交流基金メ

キシコ日本文化センターから来賓のみなさまにご臨席いただき、貴重なお言葉を賜りまし

た。また、来賓のみなさまに開会式に続く一般発表もご覧いただくことができ、大変光栄

に存じます。一般発表では、メキシコ各地で行われている実践活動が発表され、また参加

者のみなさまから多くの意見や質問が寄せられ、発表者も参加者も自身の授業や活動を見

直す良い機会になったと思われます。 

佐藤先生のメイン講義は、社会・コミュニティ参加、批判的思考、評価・アセスメン

トを三本の軸とし、佐藤先生が実際に行ったプロジェクトの例についてお話を伺いなが

ら、参加者がグループに分かれ意見を交換するだけでなく、協力して活動案の作成・発

表・評価を行いました。 

３日間に渡って行われたアンケートでは参加者のみなさまの経験に基づく様々な意見

や質問が寄せられ、講義後すぐに佐藤先生がすべてのアンケートに目を通し、翌日の講義

で取り上げてくださったことから、例年以上に講師との距離が近いシンポジウムになった

と思われます。 

最終日にはメキシコ日本語教師会総会が行われ、２０２０年度の活動報告と２０２１

年度の活動予定を話し合ったほか、オンライン総会の実施に関する決議も行われました。

また、この会員総会では第１０代理事会が発足しました。今まで同様、みなさまからご支

援、ご協力いただけるようお願いいたします。 

本シンポジウムは２０１７年度より、実行委員会制で行われています。末筆ではござ

いますが、実行委員会の諸先生方の惜しみないご協力に感謝いたします。 

 

２０２１年５月末日 

 

社団法人 メキシコ日本語教師会 

第９第理事一同 
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PREFACIO 

 

Este año se realizó del 2 al 7 de marzo (6 días) el Simposio del Idioma Japonés del año fiscal 
2020. Este Simposio inició en 1990, hace 30 años. Queremos expresar un profundo agradecimiento a 
la Fundación Japón en México por su apoyo para la realización de este evento desde su primera 
edición. Nosotros, el Noveno Comité Directivo de la Asociación Mexicana del Idioma Japonés 
terminamos en marzo del año pasado, con este Simposio, nuestro período de labores de dos años. 

Al inicio, además de la labor de profundizar en el estudio del japonés, tuvimos que enfrentar 
una situación muy complicada debido a la acelerada disminución de miembros por el cambio de 
profesión de muchos profesores de japonés hacia la interpretación-traducción en las empresas 
japonesas. Nosotros pensamos que esta migración está influenciada en gran parte por la problemática 
social que ocasiona la gran diferencia de salarios que existe entre las profesiones de profesor e 
intérprete-traductor, pero también porque muchos profesores dan clases cotidianamente, sin 
percatarse de la importancia del papel que juegan dentro de la sociedad. Por esta razón, bajo el lema: 
“Profesores que unen y se unen entre sí: DAR siempre es mejor que RECIBIR”, nos abocamos a 
realizar diversas actividades con el objetivo de estudiar en conjunto, enlazar y escuchar las 
problemáticas de los profesores de japonés. No sólo de los profesores mexicanos, sino también de los 
profesores de todo el mundo hispano, España, Centro y Sudamérica.  

El año pasado en el que inició el encierro en los hogares por el COVID19, a pesar de que hubo 
muchos profesores que tuvieron dificultades para migrar a las clases en línea, se colaboró activamente 
para llevar a cabo las capacitaciones necesarias para elevar la calidad mutua y se iniciaron nuevas 
actividades que enlazaron a diversos estudiantes. Este círculo se extendió a los estudiantes de japonés 
de habla hispana desde México hasta llegar a España.  

Este Simposio representa la culminación de las actividades del Noveno Comité Directivo y se 
titula: ”Enseñanza del Lenguaje para Construir una Nueva Sociedad”. En esta ocasión, invitamos al 
Dr. Shinji Sato de la Universidad de Princeton, quien ha estado realizando un proyecto en el que 
incorpora el aprendizaje de una lengua extranjera dentro de la autorrealización del estudiante, 
haciéndole reflexionar acerca de lo que “la persona” que ha estado construyendo a lo largo de su vida 
quiere hacer utilizando una lengua extranjera y en segundo lugar en lo que puede aportar a la 
comunidad con la que ha estado en estrecho contacto. Este evento se convirtió en una oportunidad 
para que todos los asistentes reflexionaran sobre lo que se puede hacer a través de la enseñanza de 
lenguas, sobre todo, después del gran cambio que tuvimos el año pasado en todo el mundo.   

A través de este Simposio, no sólo adquirimos el conocimiento sobre actividades que nos 
conectan con la sociedad para poder incentivar a los alumnos a pensar en el propósito de aprender 
japonés y mejorar su motivación para el aprendizaje, sino que también, nos permite conocer el rol 
que nos requiere la sociedad como profesores de japonés. Estaría muy honrada si ustedes tomaran 
conciencia de este papel y pudieran enorgullecerse de su propia profesión en el futuro.  

Debido al COVID19, el Simposio tuvo que llevarse a cabo en línea. Tuvimos una asistencia de 
105 personas, superando el número de participantes del año pasado. Esto nos permitió darnos cuenta 
de la gran oportunidad que representa el poder realizar un evento en línea en México, el cual tiene 5 
veces más territorio que Japón. Sin embargo, lograr el intercambio entre los participantes y el diálogo 
con el conferencista y ponentes que se daba naturalmente durante los pasados simposios se convirtió 
en un gran reto para los miembros del Comité Organizador. Nos vimos en la necesidad de proponer 
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diversas ideas y herramientas. Aunado a esto, al igual que el año pasado, este año también, casi la 
mitad de los profesores eran no nativos. Esto nos obligó a preparar material en español para evitar 
que los profesores que aún no dominan el japonés se vieran agobiados durante las conferencias.  

En la inauguración del primer día, tuvimos el honor de escuchar las palabras de varios invitados 
especiales como el Excelentísimo Embajador de Japón en México y los representantes de la Cámara 
Japonesa de Comercio e Industria de México, A.C y la Fundación Japón en México.  Además, nos 
sentimos muy honrados por contar con la presencia de los invitados durante las ponencias. En las 
ponencias, se trataron temas sobre las actividades que se practican en las diferentes regiones de 
México. Los participantes realizaron muchas preguntas y dieron diversos comentarios que 
constituyeron una buena oportunidad para que los exponentes y participantes reflexionaran sobre sus 
prácticas y actividades docentes.  

El Dr. Shinji Sato, quien fue el plenarista principal, basó su conferencia en tres ejes: 
participación en la sociedad y la comunidad, pensamiento crítico y evaluación. A la par que daba a 
conocer diferentes casos reales de su proyecto, los participantes se dividieron en grupos y realizaron 
intercambio de opiniones y colaboraron en la elaboración, presentación y evaluación de nuevos 
proyectos de actividades.    

A través de las encuestas diarias, logramos reunir las preguntas y comentarios de los 
participantes basados en sus experiencias durante los 3 días del Simposio. Sobre lo cual, el Dr. Sato 
trabajó diligentemente revisando y respondiendo cada día a las encuestas. Pensamos que todo esto 
ocasionó un acercamiento entre el conferencista y los participantes que no se había dado 
anteriormente en ningún otro simposio.  

Como acto final, se llevó a cabo la Asamblea General de la Asociación Mexicana del Idioma 
Japonés en la cual se presentó el Informe de Actividades del año 2020 y los futuros proyectos para el 
año 2021. Además, se tomó una resolución con respecto a la realización de las asambleas en la 
virtualidad. En esta asamblea se presentó al Décimo Comité Directivo, espero que sigamos contando 
con su colaboración y el apoyo que siempre hemos tenido de ustedes. Este Simposio es realizado 
desde el año 2017 por un Comité Organizador. Finalmente, quisiera agradecer de antemano, su 
generoso apoyo a los profesores que formarán parte del Comité Organizador del próximo Simposio.  

 

 

Finales de Mayo del 2021  

Asociación Mexicana del Idioma Japonés, A.C.  

Novena Mesa Directiva 
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プログラム 
 

１日目    2021 年 3 月 2 日（火） 

19:30～ 受付 

20:00～ 開会式 

20:30～21:30 一般発表 

２日目    2021 年 3 月 3 日（水） 

19:30～ 受付 

20:00～21:30 一般発表 

３日目    2021 年 3 月 4 日（木） 

9:30～ 受付 

10:00～14:00 
講義① 未来を創ることばの教育をめざして 

社会・コミュニティ参加とことばの教育 

４日目    2021 年 3 月 5 日（金） 

9:30～ 受付 

10:00～14:00 
講義② 未来を創ることばの教育をめざして 

批判的思考とことばの教育 

５日目    2020 年 3 月 6 日（土） 

9:30～ 受付 

10:00～14:00 
講義③ 未来を創ることばの教育をめざして 

評価・アセスメント 

６日目   2020 年 3 月 7 日（日） 

9:00～ 受付 

10:00～ メキシコ日本語教師会総会 

17:00～19:00 閉会式・懇親会 
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Programa 

 

Primer día (martes 2 de marzo de 2021） 

19:30～ Recepción 

20:00～ Ceremonia de apertura 

20:30～21:30 Ponencia 

Segundo día (miércoles 3 de marzo de 2021） 

19:30～ Recepción 

20:00～21:30 Ponencia 

Tercer día (jueves 4 de marzo de 2021） 

9:30～ Recepción 

10:00～14:00 
Cátedra① Enseñanza de lenguas y su involucración en la sociedad y la 
cultura  

Cuarto día (viernes 5 de marzo de 2021) 

9:30～ Recepción 

10:00～14:00 Cátedra② Enseñanza de lenguas y pensamiento crítico. 

Quinto día (sábado 6 de marzo de 2021) 

9:30～ Recepción 

10:00～14:00 Cátedra③ Evaluación y Assessment 

Sexto día (domingo 7 de marzo de 2021) 

9:00～ Recepción 

10:00～13:30 Asamblea General de la Asociación Mexicana del Idioma Japonés, A.C. 

17:00～19:00 Clausura y Convivio 
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未来を創ることばの教育をめざして
Enseñanza del Lenguaje para Construir una Nueva Sociedad

メキシコ日本語教育シンポジウム
2021年 3月 4-6日

佐藤慎司（プリンストン大学）
ssato@princeton.edu

Acerca de mí

Mi nombre es Shinji Sato. Soy 
director del programa de japonés
en la Universidad de Princeton, en
New Jersey. Me especialicé en
antropología de la educación en la 
Universidad de Columbia, en New 
York. 
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わたし（佐藤慎司）

1. 大学時代 Días universitarios
• ゼミの留学生

2. サラリーマン時代 Días como trabajador de oficina
• ボランティアセンターで日本語を「教える」

わたし（佐藤慎司）

1. 大学時代
• ゼミの留学生

2. サラリーマン時代
• ボランティアセンターで日本語を「教える」

3. 1996年アメリカに
• 修士号取得（アジア研究専攻）

• Obtención de maestría（Estudios especializados en Asia）
• 博士号取得（教育人類学）

• Obtención de doctorado（Antropología educativa）
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博士論文 Tesis doctoral
保育園でフィールドワーク Trabajo de campo en guardería
常に自分を意識せざるをえない
• Tengo que estar consciente de mí mismo todo el tiempo

• 大きすぎる
• 男である
• アメリカの大学の先生である

→透明人間にはなれない No librarse del hombre invisible
• いつもこっそり見られていた
• 私のためになされた特別「授業」

*Es importante cómo, con quién, en dónde y quién usa las palabras.

ディスカッション１
なぜ日本語を教えているのか（２０分）
¿Por qué estás enseñando japonés?

• 自己紹介
1. 日本語を教えることになったきっかけは何ですか？

• 教え始めてからみなさんは変わりましたか、なぜ？
2. どうして・何のために日本語を教えていますか？

• 学習者にどんなことを学んでほしいと思っていますか

• この質問はpadletにもあります（スペイン語も！）
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（外国語コースの）目的・目標の設定
Establecer las metas y los objetivos

プログラム

教師

学校
社会
国

学習者

1. 国や地方自治体、学校などの
要請Requerimientos del gobierno nacional, local, 
escuelas, etc.

2. 学習者のニーズの把握Comprender
las necesidades de los alumnos.

3. プログラム・教師自身が何を
学習・教育の目的にしたいの
かPrograma/qué es lo que el profesor quiere
enseñar

を考慮する必要がある。

みなさんと考えたいこと
Lo que quiero pensar con ustedes

1. この時代に、何のために日本語を教えているのか
• ¿Para qué enseñas japonés en esta época?
• コロナウィルスの影響で対面から遠隔に授業がシフトしている

が、環境が変わると目的も変わるのだろうか

2. 教員・学習者・研究者の行なっている実践（言動、行動、
行為、活動）は社会にどんな影響を与えているのか
¿Qué tipo de impacto tiene la práctica (palabras y actos, comportamiento, 
conductas, actividades ) de profesores, alumnos e investigadores en la 
sociedad?
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世界の日本語学習者数の割合
国際交流基金(2018)

北中米と日本語教育
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アメリカの大学の外国語学習状況(2016年)
(Modern Language Association Report)

アメリカの日本研究と日本語教育の歴史
Estudio de Japón en los EE.UU. y la historia de la enseñanza del 
Idioma Japonés(Steinhoff 2013)

1. 1990-： カルチャラル・スタディーズ Estudios Culturales
• ポップカルチャー

2. 1970-80: 経済競争 Competencia económica
• 日本経済全盛

3. 1950-60：地域研究 Estudios de área
• U.S. Military Intelligence Services アメリカ陸軍情報部
Founding Language School 言語学校設立
• Servicios de Inteligencia Militar de los EE. UU. Fundación de escuela de 

idiomas
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北米・中米の日本語学習者
国際交流基金(2018)

メキシコにおける日本語学習の動機の推移
Motivación para aprender japonés en México(国際交流基金 2018)

1. 1990-： ポップカルチャー Cultura pop
2. 1970-80: 経済競争 Competencia económica

• 日本経済全盛
3. 1960-70：メキシコオリンピック？¿Juegos Olímpicos en México?

• 1964年 エル・コレヒオ・デ・メヒコにアジア・アフリカ研究
センター設立

• Se establece el Centro de Estudios de Asia-África en El Colegio de 
México.

• 1967年 メキシコ国立自治大学文学部東洋研究所が日本語学科
を設置

• El Centro de Estudios Orientales de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Autónoma de México establece el departamento
de lengua japonesa.
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プリンストン大学
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プリンストン大学(1746-)

大学の使命
• The University’s defining characteristics and aspirations include: … a focus on 

undergraduate education that is unique for a major research university, with a 
program of liberal arts that simultaneously prepares students for meaningful 
lives and careers, broadens their outlooks, and helps form their characters and 
values.
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プリンストン大学
• 学生数 Número de estudiantes：

• 学部生： 5,400人

• 大学院生： 2,950人

• 教授・講師数Profesores y catedráticos：

1,300人

• 学費 Colegiatura 53,890ドル／年(= 1,080,000ペソ）

（寮費込み 75,210ドル）(= 1,50,000ペソ）
• 日本語学習者 Estudiantes de japonés

約100人

コース 到達目標
(ACTFL) S=Speaking 
etc.

週の時間数
担当講師数

教材 プロジェクト

JPN
101/102

S&L: Novice High
W: Intermediate Low
R: Intermediate Mid

50分x5
３−４人

なかま ビデオ
（Facebook）

JPN
105/107

S&L: Intermediate Low
W: Intermediate Mid
R: Intermediate High

50分x5
２人

なかま(105)
上級へのとびら(107)

ビデオ

JPN
301/302

S: Intermediate Mid
L&W: Intermediate High
R: Advanced Low

80分x3
２人

上級へのとびら(301)
千と千尋の神隠し(302)
日本語生中継
ジャンル別日本語

後輩の役に立つも
の作成

JPN
305/306

S: Intermediate High
L&W: Advanced Low
R: Advanced Mid

80分x2
１人

生教材 コミュニティ参加
プロジェクト

JPN401/
402
JPN407/
408

S: Advanced Low-Mid
L&W: Advanced Mid
R: Advanced High
JPN407/408: Superior

80分x2
170分x1
１-2人

生教材 個別指導

A2(B1)

(A2)B1

B1

B2

B2-C1
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社会参加をめざすことばの教育
(佐藤＆熊谷 2011)
ことばの教育の目標は
• 標準語や文化的知識を教えることだけでなく、
• 社会・コミュニティ参加をめざすことである。

• 「クリティカルな」言語使用者になることをめざす

学習者のバックグラウンド
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学習者のバックグラウンド

学習者のバックグラウンド
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学習者のバックグラウンド

プリンストン・イン・石川

26
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プリンストンイン石川

学生 約５０人
教員 Miembros de la facultad

約１０人（PII側５人，石川県側５人）
期間 Duración ８週間
コース 日本語２年生と３年生
＊プリンストンのカリキュラムに準ずる

大学・教育機関の使命と外国語教育の目的
La misión de las universidades e instituciones educativas y el propósito de 
la enseñanza de lenguas extranjeras

• When you become proficient in a foreign language, you acquire more 
than a communication skill; you become literate in another culture and 
gain another perspective on the world. (プリンストン大学)

外国語を学ぶことによって、Al aprender un idioma extranjero
• その言語を使えるようになるだけでなく
• No solo podrás usar el idioma, sino que

1. コミュニケーションスキルを獲得できる
• Adquirirás habilidades comunicativas

2. 他のものの見方を習える
• Aprender una forma nueva de ver las cosas

3. ？
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ことばの教育と３つのきょうせい
Enseñanza de idiomas y los tres ‘kyousei’

1. 共生 Coexistencia
• 多文化共生

2. 矯正 Corrección
• 発音矯正

3. 強制 Obligación
• 強制収容

ことばとは？
¿Qué son las palabras?（あべ 2015, 安田 2009）
ことばはいつもすばらしいもの？
¿Las palabras siempre son algo maravilloso? 
• 特定の集団のなかで人をつなげ、集団としてのアイデンティティの中核を形

成する世界観の基盤
• 情報伝達、コミュニケーションの手段
• 愛着をもち、自己同一化する対象
• 文化、記憶、生活、教育、インフラを支えるもの
• 人間を集団にまとめるもの

• 人間を分裂させるもの
• 言語弱者を排除するもの
• 主流言語の話者の利益を促進させるもの
• 憎悪表現・差別表現の問題

• Dividen a las personas
• Excluyen a las personas 

vulnerables al lenguaje
• Promueven los intereses de 

los hablantes de idiomas
convencionales

• Problemas de odio y 
discriminación
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３日間のセミナー
Seminario de 3 días
未来を創ることばの教育をめざしてEnseñanza
del Lenguaje para Construir una Nueva Sociedad

1. 社会・コミュニティ参加 Participación social / 
comunitaria

2. 批判的思考 Pensamiento crítico

3. 評価・アセスメント Evaluación / valoración

社会・コミュニティ参加と
ことばの教育
Participación social- comunitaria y la enseñanza de idioma
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コミュニティ（共同体？）
Comunidad（sistema cooperativo？）

• 教室コミュニティ
• 地域コミュニティ

• コミュニティカレッジ
• コミュニティセンター

• 運命共同体？

• Comunidad en el aula
• Comunidad regional

• Colegio comunitario
• Centro comunitario

• Destino en común？

ディスカッション２（２０分）
コミュニティとは？¿Qué es comunidad？

1. 遠隔授業で教室コミュニティを作るにあたって（学生
同士が親しくなれるよう）
• 何か工夫したことは？
• 自分が学生だったら、どんなことをしてもらったら嬉しい？

2. 日本語教育でのコミュニティ参加
• どんなことができる？
• どんなことをしている？

3. コミュニティとは？
• 定義は？どんな役割がある？いいことだけ？
• コミュニティの中でのことばの役割は？

25



コミュニティとは？社会とは？
¿Qué es comunidad? ¿Qué es sociedad?
（佐藤・熊谷(2011)）

人の集まり Reunión de personas
境界線の明確なものだけでなく、境界線のはっきりしな
いもの、流動的なものなどすべてを含む
No solo aquellas con fronteras clara, fronteras difusas, incluye todo
lo que se mueve

• 国際社会 Sociedad internacional
• 地域社会、小さなグループ、仲間 Sociedad regional, Grupos

pequeños゚, Compañeros
• オンラインでのコミュニティなど Comunidad en línea, entre 

otros

社会・コミュニティ参加とことばの教育
Participación social- comunitaria y la enseñanza de 
idioma
1. 実際の言語使用を観察できる

Puede observar el uso real del idioma
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コマーシャルの分析 Análisis
• 何のコマーシャル？どうして英語？¿Qué comercial? ¿Por qué

inglés?

ひらがな・カタカナ・漢字

どうしてカタカナ？
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社会・コミュニティ参加とことばの教育
Participación social- comunitaria y la enseñanza de 
idioma
1. 実際の言語使用を観察できる
2. 言語を（練習ではなく）実際に使う場を提供できる

Puede proporcionar un espacio real para usar el idioma (no como repaso)

掲示板やホームページを効果的に使う
Uso efectivo del tablón de anuncios y página web
見せるために Para mostrar
• ここからコミュニケーションが生まれる（話のネタにも）A 

partir de aquí nacerá la comunicación (tema de conversación)
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日本語テーブル
• 地域の方に参加していただく

• 継承語話者のお子さんのモ
チベーション

• プリンストン大学について
知りたい

• 外国生活でお世話になった、
その恩返しをしたい

• Haga que los locales participen
• Motivación de los hijos de 

hablantes de lenguas heredadas
• Quiero saber sobre la Universidad 

de Princeton
• Quiere retribuir a quienes lo 

ayudaron en su vida en el 
extranjero

プロジェクトで作ったビデオを活かす
Uso del video creado en el proyecto
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かプテレプロジェクト(2018 & 2019)
https://kaputere2018.wordpress.com/

共同でビデオを作成 Cooperación para elaborar un video 
• 初級日本語学習者（プリンストン大学） Estudiantes de japonés

principiantes
• 日本語教育演習の学部生（関西大学） Licenciatura en Enseñanza

del idioma japonés

1. プリンストン大学に来る日本語話者に向けて
Dirigido a hablantes de japonés que vengan a la Universidad de Princeton

2. 日本の大学生向けて Para estudiantes japoneses
3. 日本語クラスの将来の後輩に向けて Para futuros jóvenes en la clase

de japonés
4. 子どもに向けて Para niños

ビデオ紙芝居
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プリンストンのお土産

社会・コミュニティ参加とことばの教育

1. 実際の言語使用を観察できる
2. 言語を実際に使う場を提供する
3. 学習者とコミュニティのお互いのメリットを考える

Pensar en los méritos para la comunidad y el estudiante

31



奉仕活動学習（サービスラーニング）の問題点
Problemas del Aprendizaje de actividades voluntarias
(Service Learning)(Leeman 2014, Bruzo 2017)

従来の奉仕活動学習 (Instrumental Service Learning)
• 恵まれている人が恵まれていない人に何かをしてあげるとい

う上から目線
• Vista desde arriba, personas con habilidad ponen actividades a las 

otras personas.
• コミュニティは（言語を）習う場（下から目線？）

• La comunidad es (del idioma) lugar de aprendizaje (¿Visto desde
abajo?)

批判的奉仕活動学習 (Critical Service Learning)
1. 学生とコミュニティの双方に利益があるように

• Para beneficio mutuo entre estudiantes y comunidad
2. ？

コミュニティ参加プロジェクト
Proyecto de participación comunitaria

目的 Objetivo
1. 日本語と自分の将来の見直し Revisión sobre el japonés y tu futuro
• 自分がなぜ日本語を勉強しているのか、日本語で何がしたいのか、何

ができるようになりたいのか、将来何がしたいか（仕事、趣味など）
2. 参加してくれる人・グループ・コミュニティー Personas 

participantes・Grupo・Comunidad
• このプロジェクトに参加してくれる人々に何か利益があるか、どう

やってその人たちの役に立つかを考える
3. 自分の日本語 Mi japonés
• 自分の日本語を振り返って、今の自分には何が足りないのか、これか

ら自分の日本語をどう伸ばしていきたいか考える
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コミュニティ参加プロジェクト
Proyecto de participación comunitaria
1. 以下の３つの目標を設定する。（can-do statement)

1. 自分の将来（趣味も含む） Mi futuro (incluye pasatiempos)
2. 所属している（したい）コミュニティへの貢献 Contribución a 

la Comunidad, (querer) pertenecer
3. 日本語能力 Habilidad en el idioma

2.自分の持っているものを最大限に活用できるようなコミュニ
ティを探し、関わり、何か少しでも貢献できるように活動を行
う。 Buscar una comunidad donde pueda aprovechar lo que tiene, intervenir, 
actividades donde se pueda ayudar aunque sea un poco.

3.クラスメートや講師と定期的に会い、プロジェクトの現状、問
題点などを相談する。 Reunirse regularmente con tus compañero y el 
profesor, estado del proyecto, discutan sobre los problemas que surjan.

コミュニティ参加プロジェクト（プリンストンで）
Proyecto de participación comunitaria (en Princeton)
実際に上級学習者選んだ活動（2014-）
• ランゲージパートナー Compañero de Lenguaje
• コミュニティ参加 Participación comunitaria

• 絵本作成と読み聞かせ（地域の高校、地域の日本語のお話会） Creación y 
lectura de cuentos ilustrados (preparatoria local, cuentos locales en japonés) 

• コミュニティの日本語学校でのTA TA en escuelas de japonés de la 
comunidad

• 初級レベルの学生のための勉強会開催、個人指導 Realizar reunión de 
estudio para principiantes, Tutoría

• アニメクラブ（ディスカッションを日本語と英語で） Club de anime 
(discución en japonés e inglés)

• 絵本の翻訳 Traducción de cuentos
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初級レベルの学生に、補習校の子どもたちに
Para estudiantes de nivel básico
Para niños de escuelas completensarias

• 個人指導 Tutoría individual
→これまで習ったことの復習になる Revisión de lo que han
aprendido hasta ese momento
→教え方を習える Aprender a enseñar
→教員との密なやりとり Intercambio cercano con los profesores

• 勉強会の開催 Realizar reuniones de estudio
• 留学説明会の開催 Reuniones informativas para estudiar en el 

extranjero
*初級の学生や子どもたちのロールモデルに

Modelo para estudiantes de nivel básico y niños
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53

絵本作成と読み聞かせ
Creación y lectura de cuentos ilustrados
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コミュニティからのコメント
Comentarios de la comunidad

お話会への影響 Impacto de la charla
• メンバーの意識が内側から外側に向ける事が容易になりました。

チューさんの活動のお陰で、○○高校の学生さんも巻き込ん
で！の○○のコミュニティーに根付いた活動をより積極的に考
えられる様になりました。○○図書館からも、多くの外国語お
はなし会の中でも日本語が重要な位置づけとして認めて頂き、
具体的には図書館の日本語本を充実するため、金銭的援助も優
先的にして頂ける様になりました。

• Puedo pensar positivamente en las actividades arraigadas de la 
comunidad ○○. … para mejorar el contenido en japonés de la 
biblioteca, ahora se da prioridad a la asistencia financiera.
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多読の本作成
Creación de librosde Tadoku

• アグアスカリエンテス大
学（メキシコ）

• スミス大学、ノートルダ
ム大学、カリフォルニア
大学ロサンゼルス校（ア
メリカ）など

こちらのリンクから
https://tadoku.org/blog/blog
/2020/03/04/9418?fbclid=I
wAR2TB-8nxZex6-_-
8wHcKw1XRH5HzeBnjypiko
BCMcher6RYtwN1ziNWwxQ

コミュニティ参加プロジェクト
Proyecto de participación comunitaria
評価（例） Evaluación（Ejemplo）
1. Can Do Statement（自己目標と評価） (Auto evaluación y objetivos)

2. 講師との個人面談 Entrevista personal con el profesor

3. 期末＆中間レポート・発表 Informe provisional y final・Presentación

• 何をしたか
• 何を学んだか（言語，文化，内容）
• どんな貢献をしたか
• これからどうしたらよいか＋クラスメートのアドバイス→生涯学習の

視点
4. スピーチ（学んだことなどを伝える） Discurso (transmitir lo que aprendiste)
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どんな「（日本語）話者」になりたい？
¿Qué tipo de「hablante (de japonés)」quiero ser?
1. 日本人のように日本語が使えるようになりたい

Quiero usar el idioma como los japoneses
• どんな日本人？ ¿Qué tipo de japonés?

2. 日本人と対等に扱われたい
Quiero ser tratado igual que un japonés
• 日本語・日本文化を十分に知らないから？ ¿no saber suficiente

de la lengua・cultura japonesa?
• コミュニケーション・ストラテジーは？ ¿Cuál es la estrategia

de comunicación?
3. 「日本人」以上になることができる！

¡Puedes ser más que「japonés」!
• 日本語・日本文化だけでなく、ほかの言語や文化を知ってい

る強みがある！ ¡No solo la lengua y cultura japonesa, hay ventajas en
conocer otros idiomas y culturas!

振り返り（２０分）
Recapitulación

1. 昨日のセミナーで印象に残ったことは何ですか。
• ¿Qué te impresionó más del seminario de ayer?

2. よくわからなかったこと、確認したいことは？
• ¿Hay algo que quieras confirmar, algo que no entendiste bien?
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社会・コミュニティ参加の課題
Tarea de la participación social- comunitaria

• ただ外に出て、日本語でつながればいいのか
¿Es solo salir, y conectarse en japonés?

→そもそも何が目的だったのか ¿En principio, cuál era el objetivo?
1. 学習者：自分の興味に合わせて自分で選ぶ

Estudiante: elige de acuerdo a sus intereses
2. 教員：なぜ日本語を教えているのか

Profesor: ¿por qué enseña japonés?
3. コース、学校、社会の要請は？¿Cuáles son los requisitos de 

curso, escuela, sociedad?
• コミュニケーションスキル La habilidad comunicativa
• 他のものの見方を習う Aprender a observar, comprender la 

diversidad

プログ
ラム

教師 学校
社会
国

学習者

現在のコミュニティ参加活動と
奉仕活動、テレコラボレーション
Actividades de participación comunitaria y voluntariado actuales, 
Telecolaboración

1. 奉仕活動学習（Service Learning）
2. テレコラボレーション(Tellecollaboration)(O’Dowd 2016)

• 外国語学習者をコンピューターを媒介にしてつなげる教育実践
Practica educativa que conecte estudiantes de idiomas a través de la 
computadora

（現在の課題）（Desafíos actuales）
→言語コミュニケーション教育のそもそもの目的であった物事を
批判的に分析し、未来を創っていく(transformative)という視点は
どこに？¿Dónde quedó la perspectiva de crear el futuro a partir del análisis
crítico (transformador) que fue el propósito original de la educación de 
comunicación lingüística?
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ディスカッション１（２０分）
批判的思考とは？¿ Qué es el pensamiento crítico?

1. みなさんにとって批判的思考とは？
• 定義は？
• 生きる上で批判的思考は必要?なぜ？
• 学校教育では？

2. 日本語教育（外国語教育）で批判的思考を取り
上げることは可能？必要？

• どんな活動を行っていますか。
• どう授業やレッスンに取り込めるか？
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未来を創ることばの教育をめざして（２）
Hacia una educación del lenguaje con miras hacia el futuro（２）

批判的思考とことばの教育
La educación por medio del lenguaje y el pensamiento crítico

メキシコ日本語教育シンポジウム
2021年 3月 5日

佐藤慎司（プリンストン大学）
ssato@princeton.edu

現在のコミュニティ参加活動と
奉仕活動、テレコラボレーション
Actividades de participación comunitaria y voluntariado actuales, 
Telecolaboración

1. 奉仕活動学習（Service Learning）
2. テレコラボレーション(Tellecollaboration)(O’Dowd 2016)

• 外国語学習者をコンピューターを媒介にしてつなげる教育実践
Practica educativa que conecte estudiantes de idiomas a través de la 
computadora

（現在の課題）（Desafíos actuales）
→言語コミュニケーション教育のそもそもの目的であった物事を
批判的に分析し、未来を創っていく(transformative)という視点は
どこに？¿Dónde quedó la perspectiva de crear el futuro a partir del análisis
crítico (transformador) que fue el propósito original de la educación de 
comunicación lingüística?

41



ディスカッション１（２０分）
批判的思考とは？¿ Qué es el pensamiento crítico?

1. みなさんにとって批判的思考とは？
• 定義は？
• 生きる上で批判的思考は必要?なぜ？
• 学校教育では？

2. 日本語教育（外国語教育）で批判的思考を取り
上げることは可能？必要？

• どんな活動を行っていますか。
• どう授業やレッスンに取り込めるか？

「クリティカルシンキング・批判的思考」とは？
¿Qué es el pensamiento crítico?
物事や情報を無批判に受け入れるのではなく、多様な角
度から検討し、論理的・客観的に理解すること。

• En lugar de aceptar sin ningún cuestionamiento la información y 
situaciones, el pensamiento crítico es la comprensión lógica y objetiva
desde diferentes ángulos.

＋当たり前のこと、既存の枠組みを見直す
＋Reconsiderar el marco de la realidad, aquello que es obvio

42



当たり前を考える①
言葉の「正しさ」について
考える
Pensar sobre la “exactitud” de las 
palabras

正しい例文の判定の審査
Un ejemplo correcto acerca de la revisión de 
decisiones
Japan Bowl
高校生の日本語・日本
文化に関するクイズ大
会
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エピソード Anécdota
博士課程進学について父に電話で相談（渡米４年後）
Consulta telefónica a papá acerca del ingreso a un doctorado (4 
años después de ir a E.U.A.)
• 私：アメリカの大学院にアプライしようと思ってるんだ

けど、どの大学のデパートメントに出したらいいかまだ
考えてる途中。マスターのクレジットがどのくらいドク
ターのプログラムにトランスファーできるかわからない
からそれにもよるかな。

• 父：おまえが何言ってるのかわからないけど、デパート
に就職するのか？ドクターって医者か？アプライってた
しか辞書では応用するっていう意味だったと思うけど…

だれが適切だと言えるのか？ ¿Quién se considera
que dijo lo adecuado?
間違いとは？¿Cuáles fueron los errores?
ある人が使っている言葉を「間違っている、変だ、訛っている、時代
遅れだ」と言える人はだれか？
De las palabras que emplean ciertas personas, ¿de quiénes pueden venir
comentarios como: “estás equivocado, eso suena raro, está mal 
pronunciado, es anticuado”?

• 親＞子ども？ ¿Padres a hijos?
• 先生＞学生？ ¿Profesores a estudiantes?
• ネイティブ＞継承語話者＞ノンネイティブ？ ¿Nativos a hablantes de 

lenguas heredadas y a su vez, a hablantes no nativos?
• 都市出身＞地方出身？ ¿Citadinos a provincianos?

→「弱者」の使っていることばは間違っている（変，時代遅れ）？
→ 彼らの言語権は？ ¿Qué hay de sus derechos lingüísticos?
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当たり前を考える②
あるべき外国語の学び方につ
いて考える

Facebookを使って
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Facebookを使っての小グループ活動
• 2017-19年秋学期 (semestre de otoño)
• 4-5名のグループ

• アメリカ：日本語初級学習者（約40-50名） E.U.A.: Estudiantes
de idioma japonés nivel básico

• 日本：日本語教育演習履修者（学生は外国語専攻（英語、中
国語）（約30名） Japón: Practicantes de enseñanza de idioma japonés: 
estudiantes con especialidad en lenguas extranjeras (inglés y chino)

目的：ビデオ作成プロジェクトの前にまずはお互いを知る
Objetivo: Antes de comenzar el proyecto de creación de video, 
primeramente, se conocieron.

1. Facebookグループでのやりとり
2. ビデオチャット

外国語学習・外国語使用についてのビリーフ
Creencias sobre el estudio y uso de lenguas
extranjeras
• 外国語の授業ではできるだけ学習言語を使用すべきだ。言語を混

ぜるべきではない。
• 外国語の授業では翻訳機を使うべきではない

• 教員のビリーフは？一般の人は？ ¿Qué creencias tienen los 
profesores? ¿La gente común?

• それでいいのか？現実は？ Así como tal, ¿está bien? ¿la realidad, 
cómo es?

→未来は？ロールモデルは？ ¿Y para el futuro? ¿Cuáles son los 
modelos a seguir?

多文化共生 vs. 多言語共生
（尾辻2019)

• De ser posible, en clases de lengua extranjera se debe de 
utilizar el lenguaje que se estudia y no se deben mezclar
idiomas

• Además, no se deben de emplear herramientas de traducción
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国際化、グローバル化と大学の使命
外国語教育の目的 El propósito de la enseñanza de 
lenguas extranjeras
• 外国語を学ぶことによって、 Con respecto al estudio de 

lenguas extranjeras
• その言語を使えるようになるだけでなくNo sólamente se 

logra el uso de una lengua, sino tambien...
1. コミュニケーションスキルを獲得できるEs posible adquirir

habilidades de comunicación
2. 他のものの見方を習える Es posible conocer otras

perspectivas
→習うだけでいい？

コミュニケーションについて考え
る
Pensar acerca de la comunicación
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ディスカッション２（２０分）
コミュニケーションについて
Acerca de la comunicación

1. 授業やレッスンでコミュニケーションやコミュ
ニケーションストラテジーについて話していま
すか

2. コミュニケーションのストラテジーにはどんな
ものがあると思いますか

3. どうやってコミュニケーションストラテジーを
教えていますか

コミュニケーションストラテジー
Estrategias de comunicación

• 言い換え（パラフレーズ） Cambiar las palabras (paráfrasis)

• 身振り（ジェスチャー） Movimientos corporales(gestos)

• 回避 Evasión
• 難しくてわからない時にやさしい言葉に変えたり、途中でやめた

りする
• 話題転換 Cambio de tema

• 話がわからない時に話題を変える
• 言語交換（借用） Intercambio de palabras (préstamo lingüístico)

• 学習言語でわからないときに、ほかのわかる外国語の言葉を使う
など
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タスク① Ejercicio①
お互いをよく知るConozcámonos mutuamente
1. Facebookに自己紹介を書くEscribir en Facebook una autopresentación
2. FBグループ内で共通点（専攻、学年、趣味など）を見つける

Descubrir dentro del grupo de Facebook, los puntos en común (profesión,
escolaridad, pasatiempos)

振り返り（授業時間を使って、FB上で） Reflexión
• 相手のことを何と呼んでいいのかわからない No sé cómo puedo

llamar a mis compañeros
• 漢字がわからないNo sélos kanjis con que escribieron
• 他のグループは Otros grupos...

• 言語を効果的に混ぜたり、使い分けたりしている
• 写真やビデオをうまく使っている

→お互いを知るとは、どの程度でお互いを知ったと言えるのか？
¿Hasta qué grado se puede decir que se conocieron mutuamente?

タスク② Ejercicio②
ビデオ電話
1. 日時を設定し、録画し提出 Acordar fecha/hora, enviar la grabación.
2. 自己紹介（お互いの共通点も見つける）グループリーダーを決

める、背景写真を選ぶ Presentación (buscar los puntos mutuos en
común), designar al líder del grupo y elegir la foto de fondo para el grupo

振り返り（授業時間を使って、FB上で） Reflexión
• もっと日本語で話したかったのに… “Quería hablar más en japonés, 

pero…”
• 翻訳機（Google Translateなど）を使っても漢字の読み方がわから

ず困った。 “Aunque usé apps de traducción（por ej. Google Translate), no 
pude leer la lectura de los kanji y se me complicó.”
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社会・コミュニティ参加
今後の教育実践・研究の可能性
Posibilidad de hacer investigación y prácticas educativas en el 
futuro

なぜそれ以上コミュニケーションしなかったのか？ ¿Por qué
no hubo una mayor comunicación?

• 教室で与えられた課題 Por las tareas asignadas en clase
• プロジェクトが終わったらこの関係はなくなるAl terminarse el proyecto, 

termina la relación
• 自分の問題、関心じゃない Problemas personales, falta de interés

→学習者自身が関心のあることを！ ¡Dar a los estudiantes cosas
que les interesen!

1. 自分の興味・関心のあること Sus pasatiempos, cosas que les interesen.
2. 論争上にある問題（多くの人の関心があること） Situaciones de 

controversia（cosas que les interesan a muchas personas）
3. 自分が「当事者」である問題 Situaciones en las que el estudiante mismo

es el interesado/ afectado

Facebookを使っての小グループ活動
Actividad de grupos pequeños usando Facebook

• 2019-20年春学期 Semestre de primavera
• プリンストン大学（アメリカ）：日本語初級学習者
• 淡工大学（台湾）：日本語中級学習者
• サンパウロ大学（ブラジル）：日本語中級学習者

• Universidad de Princeton (EE.UU.: estudiantes de idioma japonés nivel
básico

• Universidad de Tamkang (Taiwán): estudiantes de idioma japonés nivel
intermedio

• Universidad de São Paulo (Brasil): estudiantes de idioma japonés nivel
intermedio
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Facebookを使っての小グループ活動
Actividad de grupos pequeños usando Facebook

目的 Objetivo
1. （ブラジルと台湾の人たちとの交流を通して）現代社会

で日本語（外国語）を学ぶ意義を考える
2. 自分に興味があることに興味のない人に、面白さを（どう

して相手も興味を持たなければいけないのかも）伝える
Transmitir lo atractivo de aquello que nos apasiona a quienes no 
tienen interés (por qué para nuestros pares debería ser interesante) 

3. 自分の発言（言わないことも含めて）の与える影響、ま
た、自分の発言に責任をもつ

4. ブラジルと台湾にどうして日本語話者や日本語学習者が
多いのかを考える

タスク Ejercicio
• 他の人があまり好きじゃないけど、あなたの大好きなもの（趣

味など）について書いてください。どうしてそれが好きかにつ
いても書いてください。そして、（それがあまり好きじゃな
い）グループの人がそれを好きになるように、エントリーを書
いてください。絵や写真やビデオやサイトのリンクなども使っ
てください。

• Escribe sobre lo que ta ti te gusta (pasatiempos, etc.) pero a los 
demás no. También escribe por qué te agrada
eso. Además,escribe un comentario que haga que el grupo al que 
no le gusta, se convenza y le agrade lo que nos gusta. También
puedes usar links de fotos, ilustraciones, videos, sitios web, etc.
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投稿の分析 Analizando una publicación

自分があまり興味がないトピックについて
1. ６つ読んで、どれが一番説得力がある投稿か、それはなぜ

か分析してください（英語で）
2. 投稿を３つ読んでコメントを書いてください

Acerca de los temas en los que casi no tenemos interés
1. Lee 6 publicaciones, decide cuál es la más persuasiva y analiza por 

qué razón (en español/japonés)
2. Leeremos 3 pubicaciones y escribe tus comentarios.

どんなエントリーがよかったか
1. 詳しい情報があるLa que 

posee información detallada
• ビデオや写真がある
• 統計がある

2. 自分の個人的なエピソード、
感情・気持ちを表現してい
るLa que expresa anécdotas
o sentimientos personales

• →次のコミュニケーションの
際（FBエントリー、スピーチ
など）に活かす！¡Puedo
aprovechar esta clase de 
publicaciones (publicacion en
FB, discursos)en mi próxima
oportunidad de comunicación! 
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何年続いたら伝統と言えるのか？
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que algo se 
considere una tradición?

日本の伝統？
¿Tradiciones japonesas？

•初詣 Primera visita al templo de Año Nuevo
•演歌 Música japonesa Enka
•よいマナー Buenos modales

• ゴミが少ない、整列乗車
• Poca basura, Hacer filas para subir al tren

•専業主婦 Amas de casa de tiempo completo
•夫婦別姓 Esposos con diferente apellido
•同姓パートナー Pareja con el mismo apellido
など
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文脈としての文化・伝統
Tradición y cultura en contexto
文脈にある文化、あるいは、伝統はただある日突然生まれた
わけではない。一人一人がそれを信じることによって成立し
ている。
La cultura y tradición dentro de un contexto no surgieron
repentinamente de un momento a otro. Se establecieron en la medida en
que las personas fue creyendo en ellas.
→よくないこともそのままにしておいていいのか
¿Será adecuado mantener también las cosas que no son adecuadas?
→「日本の文化・伝統」は「日本人」にしか変えられな
いのか
¿Sólo los japoneses tienen la capacidad de cambiar la “cultura y 
tradición japonesa”

社会・コミュニティ参加とことばの教育
a enseñanza de la lengua ｙParticipación en la sociedad y 
la comunidad
1. 実際の言語使用を観察できる
2. 言語を実際に使う場を提供する
3. 学習者とコミュニティのお互いのメリットを考える
4. 批判的思考とコミュニティ参加
→未来を創る教育をめざして

• コミュニティのために何ができるのか？
1. Se puede observar el uso real del idioma
2. Se proporcionar un lugar para usar realmente la lengua
3. Piense en los beneficios mutuos para los alumnos y la comunidad.
4. Pensamiento crítico y participación en la comunidad
• → Buscando una educación que construya el future ¿Qué puedo hacer por la 

comunidad?

54



夏の集中講座 Curso Intensivo de Verano

ジャーナル Diario

• 週に３回程度自分の経験を書くTres veces por semana
escribe tu experiencia
• 日本でおもしろいと思ったこと、変だと思うこと
• ホームステイや日本語テーブルでの経験
• 日本に関して興味があること など

• 人種（見かけ）と日本人側の対応 La raza (apariencia) 
reacción de los japoneses

→次のビデオを見て、自分のアイデンティティについてデ
ィスカッションVe el siguiente video y discute sobre tu propia identidad

1. 書いた人はどんな人ですか。だれが何のためにこれを書いたので
しょうか。

2. 書いた人は、だれが読むと思っているでしょうか。
3. この記事ではどんなトーン、文体、語彙・表現、比喩、テクニッ

クなどが使われていますか。
4. この記事を理解するためには、見る人はどんなことを知っていな

ければならないと思いますか。
5. もし、あなたが記事を書くとしたら、同じような記事を書きます

か、書きませんか。それはどうしてですか。
1. ¿Qué tipo de persona es el autor? ¿Quién lo escribe y con qué propósito?
2. La persona que escribe, ¿estará pensando quién leerá su texto?
3. Qué tipos de estilos, tonos, vocabulario, expresiones, metáforas, técnicas, son 

usados en este artículo.
4. ¿Qué es lo que crees que el lector debe de saber para entender el artículo?
5. Si tuvieras que escribir un artículo, ¿escribirías uno igual o uno distinto? ¿Por 

qué? Explica

批判的に分析するための問い Janks (2017)
Preguntas para el análisis crítico
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ディスカッション＆期末試験
DISCUSIÓN Y EVALUACIÓN FINAL
みなさんは今日本に住んでいますが、今の日本は「外国人」に住
みやすい国だと思いますか。
En estos momentos estás viviendo en Japón, ¿Crees que Japón es un 
país fácil de vivir para los “extranjeros”?

• 「はい」と答えた人Para quienes respondieron de manera afirmativa:
• それはどうしてですか、具体的な例をいくつかあげなさい。

¿Por qué crees que así es? Da algunos ejemplos
• もっと「外国人」が住みやすくするにはどうしたらいいと思

いますか。¿Qué crees que se debe hacer para que la vida de los “extranjeros” sea 
más llevadera?

• 「いいえ」と答えた人Para quienes respondieron de manera negativa
• どうしたら「外国人」がもっと住みやすくなると思いますか。

¿De qué manera crees que a los “extranjeros” les resultaria más fácil vivir?
• そのためにあなたには何ができると思いますか。¿Qué es lo que 

crees que puedes hacer para eso?

分析から行動へ
DEL ANÁLISIS A LA PRÁCTICA
1. どんな立場でどう相手にかかわっていけばよいと思うか考える

Reflexiona la posición que debes de tomar para relacionarte con los demás.
• なぜそう思うか？それはみな同じか？
→ビリーフを見つめ直すきっかけに

2. 「弱い」立場の人は？¿Y los que están en una posición “débil”?
• 自分には本当に何もできないのか？
• どう声を上げられるか？戦略を練る（もっと日本語で話したかった！）
• 短期目標（今をどう乗り切るか） vs. ⾧期目標（将来的にどうしていきたいか）

3. 「強い」立場の人は？¿Y los que están en una posición fuerte?
• だれがどの場でどの言語を使うと決めることができるのか？（あなた？）
• 歩み寄る！教えるだけでなく、共に学ぶ！
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コロナウィルスの時代に何ができるのか
¿Qué se puede hacer en época de COVID-19?
プリンストン大、神戸大、ミラノ大（中上級クラス） Universidad de 
Princeton, Universidad de Kobe, Universidad de Milán (clase intermedia / 
avanzada)
目的
1. 提携校の学生との会話、また、さまざまな記事やビデオなどを

通して、新型コロナウィルスについて、また、それが世界各地
に与えた個人的、及び、社会的影響について知るAprender sobre
el Covid-19 y el impacto individual y social en todo el mundo a través de 
conversaciones con los estudiantes de las escuelas asociadas, así como
de los diversos artículos y videos.

2. 新型コロナウィルスに関するさまざまな記事やビデオを批判的
に考察するUna mirada crítica a los diversos artículos y videos sobre el 
Covid-19.

3. この問題の解決に、（日本語を含め）自分のもつリソースを、
どう活かしていけるか考え、可能であれば何か実行してみる
Pensar en cómo puede utilizar sus recursos (incluido el japonés) para 
resolver este problema y si es posible, trate de ponerlo en acción.

活動発表の前までにしてきたこと
¿Qué se ha hecho hasta ahora?
３月中旬から１週間に１ ２回の交流Desde mediados de marzo, 
un intercambios cada 1 o 2 semanas.

• コロナウィルスの現状（どこで検査が受けられるかな
ど） Estado actual del coronavirus (dónde se puede realizar la prueba)

• コロナウィルスの経済的影響 Impacto económico del coronavirus

• コロナウィルス に関するフェイクニュースとその影響
Las implicaciones de las Fake News sobre el coronavirus

• 自分たちに何ができるのか¿Qué podemos hacer?
• コロナウィルスについて話すのが嫌になった場合には、もちろん話さな

くてよい。その代わりに自分たちのようなコロナウィルスについて話し
たくない人たちに対して何ができるか考える Si ya no quiere hablar sobre el 
coronavirus, no es necesario hacerlo. En cambio, considere qué podría hacer por todas
las personas que como usted, no quieren hablar sobre el tema.
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学生が実際に行った活動
Actividades llevadas a cabo por los estudiantes
• インスタ、ツイッター、Facebookなどを活用

• 多言語で映画、テレビ、簡単な料理などの紹介 Presentación de 
películas, programas de TV, platillos sencillos en diferentes idiomas.

• 家にいてもできることのリストを発信 Enviar un listado de las cosas
que se pueden hacer en casa

• 遠隔授業になって授業についていくのが大変な小中高生をボランティ
アが支援するというアメリカのサービスのウェブサイトをSNSで拡散
Difundir un sitio web estadounidense en el que los voluntarios apoyan a 
los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria que tienen
dificultades para mantenerse al día con las lecciones a través del 
aprendizaje a distancia en SNS (Social Network Service)

• 自分の支援したい飲食店に前払いができるアプリを使って日本
の飲食店を支援 Apoyar a los restaurantes japoneses con una 
aplicación que le permite pagar por adelantado al restaurante que 
desea visitar

社会参加をめざすことばの教育
Enseñanza de la lengua con miras a participar en la 
sociedad.(佐藤＆熊谷 2011)

ことばの教育の目標は

• 標準語や文化的知識を教えることだけでなく、
• 社会・コミュニティ参加をめざすことである。

El objetivo de la enseñanza de la lengua es:
• No sólo se enseña el idioma estándar y el conocimiento

cultural
• Se busca el involucramiento con la sociedad y la comunidad
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「社会・コミュニティに参加をする」とは？

1. 自分の既に所属している（したい）コ
ミュニティに関する様々な規則（約束事、
習慣、考え方、行動パターン）などを学

ぶ

2. その規則、規範を批判的に分析する

3. コミュニティの中で議論をしながら、
つまり、説得したりされながら、いいと
思うものは受け継ぎ、変えた方がいいと
思うものは変えて行くための努力をする

4. メンバーの一人として責任を担う

社会・コミュニティ
に参加する

37

むすび：どんな社会を作っていきたいのか
CONCLUSIÓN: ¿Qué tipo de sociedad quieres crear?
• 「社会・コミュニティ参加をめざす」ためにメンバーの一人

として責任を担う Asumir la responsabilidad como un miembro que 
“Vislumbra la participación en la sociedad y la comunidad

• → どんな社会・コミュニティ&私を作っていきたいのか？
¿Qué tipo de sociedad, comunidad y persona quiero crear? 

• ⾧期目標と短期目標の設定 Crear metas a corto y largo pazo
今だからできること、しなければならないこと、
私だからできること、しなければならないにことは？

Qué es lo que:
Se puede hacer ahora , se tiene que hacer
¿Yo puedo hacer y tengo que hacer?
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Google Driveのスライドの題材（「当たり前」のことだと考えられてい
ること）の中から一つ選んで
（初級の場合）

1. 教科書やウェブサイトの説明と違う例を見つけた場合、なぜ教
科書やサイトにそのように書いてあるかを考える

2. 実際にどのように使われているのか、もっとたくさん例を探し
てみる

3. これを踏まえて、自分ならどう対応するか（しないか）考える
（中上級の場合）

1. 教科書の記述やマニュアル、ニュースなどを批判的に分析する
、

2. 実際にどのように使われているのか、説明と違うものがあるか
、例をいくつか探してみる、

3. これを踏まえて、自分ならどう対応するか（しないか）考える
ような授業のアクティビティを作ってください
*この活動の後に、グループで発表をしてもらいます

活動案を作ってみよう（１時間）
批判的に考える活動

教科書の文化ノート（初級用:教科書Nakama）
…the Japanese tend to avoid frequent or prolonged eye contact because 
rather than interpreting prolonged eye contact as a sign of interest in the 
conversation, a Japanese person will tend to feel intimidated or uneasy. 

Thus, it is best to divert one’s eyes from time to time. Instead of eye 
contact, the Japanese use various other strategies to indicate they are 
listening. For example, they nod occasionally to show attentiveness. For 
this reason, Japanese students often nod in the classroom...
• Exercise

1. Listen to your instructor talk about himself/herself. Sit up straight 
and nod occasionally to indicate interest while listening. 
2. Work with a partner. Tell him/her about a friend. While listening, 
your partner should nod or say ee or hai (yes) between sentences. 
Practice avoiding prolonged eye contact. 
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教科書のカタカナの記述（初級用:教科書Genki）

森会⾧のニュース（上級用）
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新しいブレークアウトルームに入ります（３グループ）
1. 考えた活動案をスライドを使って発表してください
2. 他のグループの人は積極的にコメントをしてください

• どんなコメントをもらったかメモして、あとで最後のスライ
ドのコメント欄に書き込んでおいてください。

• 明日の朝までに佐藤が活動にコメントをします
• 明日のセミナーでもこの活動案を使用します
• ３つのグループの発表が終わったら今日の活動は終わりです

活動案の発表（２０分ぐらい）
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未来を創ることばの教育をめざして（３）
Enseñanza del lenguaje para construir una nueva sociedad(3)

評価・アセスメント
EVALUACIÓN

メキシコ日本語教育シンポジウム
2021年 3月 6日

佐藤慎司（プリンストン大学）
ssato@princeton.edu

２日目の振り返り
活動のコメント
Day 2 Recapitulación
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Google Driveのスライドの題材（「当たり前」のことだと考えられてい
ること）の中から一つ選んで
（初級の場合）

1. 教科書やウェブサイトの説明と違う例を見つけた場合、なぜ教
科書やサイトにそのように書いてあるかを考える

2. 実際にどのように使われているのか、もっとたくさん例を探し
てみる

3. これを踏まえて、自分ならどう対応するか（しないか）考える
（中上級の場合）

1. 教科書の記述やマニュアル、ニュースなどを批判的に分析する
、

2. 実際にどのように使われているのか、説明と違うものがあるか
、例をいくつか探してみる、

3. これを踏まえて、自分ならどう対応するか（しないか）考える
ような授業のアクティビティを作ってください
*この活動の後に、グループで発表をしてもらいます

活動案を作ってみよう（１時間）
批判的に考える活動

1.批判的分析 Análisis crítico
2.実態調査 Encuesta de investigación

3.自分の対応 Tu propia respuesta

「クリティカルシンキング・批判的思考」とは？
¿Qué es el pensamiento crítico?
1. 物事や情報を無批判に受け入れるのではなく、多様な

角度から検討し、論理的・客観的に理解すること。
• En lugar de aceptar sin ningún cuestionamiento la información y 

situaciones, el pensamiento crítico es la comprensión lógica y objetiva
desde diferentes ángulos.

2. 当たり前のこと、既存の枠組みを見直す
• Reconsiderar el marco de la realidad, aquello que es obvio
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1. 書いた人はどんな人ですか。だれが何のためにこれを書いたので
しょうか。

2. 書いた人は、だれが読むと思っているでしょうか。
3. この記事ではどんなトーン、文体、語彙・表現、比喩、テクニッ

クなどが使われていますか。
4. この記事を理解するためには、見る人はどんなことを知っていな

ければならないと思いますか。
5. もし、あなたが記事を書くとしたら、同じような記事を書きます

か、書きませんか。それはどうしてですか。
1. ¿Qué tipo de persona es el autor? ¿Quién lo escribe y con qué propósito?
2. La persona que escribe, ¿estará pensando quién leerá su texto?
3. Qué tipos de estilos, tonos, vocabulario, expresiones, metáforas, técnicas, son 

usados en este artículo.
4. ¿Qué es lo que crees que el lector debe de saber para entender el artículo?
5. Si tuvieras que escribir un artículo, ¿escribirías uno igual o uno distinto? ¿Por 

qué? Explica

批判的に分析するための問い Janks (2017)
Preguntas para el análisis crítico

実態調査 Encuesta de investigación
• 初級の学生の場合は、データそのものだ

けでなく、日本語話者や中上級学習者の
意見も集められるといい

↓

活動案のタイプ
A.（教員ではない）だれかが書いた説明の記述あり
Explicación / descripción escrita por alguien (no un maestro)
１）教科書の記述 Descripción del libro de texto

• 文字づかい（カタカナ）の説明：Group 3, 9, 10, 16, 18
• 呼称（～さん、～くん、～ちゃんなど）の説明：Group 6
• 教科書の練習問題の文（あまりあまくなくて、おいしいで

す）：Group 8
２）オンラインでの質問回答 La Internet

• 「どうも」の使い方：Group 1
３）インタビューの録音（書き起こしたスクリプト） Grabación 
de entrevistas

• メキシコにいるアジア人はみんな中国人？：Group 11
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活動案のタイプ
B.教科書のダイアローグ Diálogo de libro de texto

ダイアローグそのものだけでなく、ダイアローグの説明
の分析がおもしろいかも？
No solo el análisis del diálogo, sino también el análisis de 
la explicación del diálogo puede resultar interesante.
• 自己紹介：Group 4, 12, 13
• 買い物：Group 5
• あいさつ：Group 7

活動案のタイプ
C.エピソード（教員がまとめたの説明・記述）
Explicación / descripción de un episodio resumido por un profesor

＊エピソードを裏付けるような（教師以外の人が書いた）記述をどこ
からか探してきて、それを批判的に分析するとおもしろい？
*Puede ser interesante buscar una declaración (escrita por alguien que 
no sea el maestro) que respalde el episodio y analizarlo críticamente.

• 会議中に寝ている上司：Group 2
• 呼称（てめえ）：Group 14
• 意味が似ていて間違えやすい発音：Group 15
• 和語・漢語とカタカナ語（牛乳とミルクなど）のニュアンスの違

い：Group 17
• もし「批判的に分析するための問い」を使うとしたら、「どうして

先生はこのトピックを授業で取り上げるのか？という問いに答えな
ければならない
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個別の事例から何が学べるか
¿Qué se puede aprender de los casos individuales?

批判的に考える（当たり前のこと、既存の枠組みを見直
す）その意識・視点・姿勢・態度も養える
• Reconsiderar el marco de la realidad, aquello que es obvio
• Conciencia / punto de vista / postura / actitud

教科書などを批判することが目的なのではなく、教科書の役割、
教科書や一般化することの限界を考える
El propósito no es criticar los libros de texto, sino considerar el 
papel de los libros de texto, los límites de los libros de texto y la 
generalización.

Google Driveのスライドの題材（「当たり前」のことだと考えられてい
ること）の中から一つ選んで
（初級の場合）

1. 教科書やウェブサイトの説明と違う例を見つけた場合、なぜ教
科書やサイトにそのように書いてあるかを考える

2. 実際にどのように使われているのか、もっとたくさん例を探し
てみる

3. これを踏まえて、自分ならどう対応するか（しないか）考える
（中上級の場合）

1. 教科書の記述やマニュアル、ニュースなどを批判的に分析する
、

2. 実際にどのように使われているのか、説明と違うものがあるか
、例をいくつか探してみる、

3. これを踏まえて、自分ならどう対応するか（しないか）考える
ような授業のアクティビティを作ってください
*この活動の後に、グループで発表をしてもらいます

活動案を作ってみよう（１時間）
批判的に考える活動
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どうしたらいい？
¿Qué debo hacer?
フォーマルなパーティーで En una fiesta formal
1. こちらが日本語で話しても、相手は英語で話しかけてくる

• Hablo japonés. Pero me están hablando en inglés
2. 日本語で話しているが、握手を求められる

• Hablo japonés, pero quieren estrecharme la mano.
3. 日本人同士では名字にさん付で呼んでいるのに、私のことは

下の名前で呼び捨てにする
• Me llaman por mi nombre de pila aunque usan ～さん entre los 

japoneses.
4. 敬語を一生懸命使っているのに、相手は私に敬語を使わなく

てもいいと言う
• Me gustaría usar Keigo para mostrar respeto, pero insisten en que no 

tengo que usar Keigo.

考える vs 経験する
Piensa vs Experiencia

1. 考える piensa
• 使い方を考える＝想定するだけ＝実際は使わない

2. 経験する experiencia＝実際に使ってみる
• 実際のコンテクストがはっきりしている contexto claro
• 他の人からのフィードバック（評価！）がある
comentarios de otros

• 言葉だけでなく表情などでも！¡No solo palabras sino 
también expresiones faciales!
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評価・アセスメントの定義
Definición de “assessment"
テスト、試験だけでなく

教師が教室内で行っているエラーコレクション、コメント
など、学習者のパーフォーマンス、達成を評価する様々な
方法(Gipps 1999)

No es un test ni mucho menos un examen,
• Es la acción que realiza el profesor en la clase, recolectando los 

errores, comentarios, etc. Es la variedad de métodos que se usan para 
calificar el desempeño, logros de los alumnos.
評価、評定、フィードバックやコメントをも含む広い定義

Es una Definición amplia que incluye calificación, valoración, 
retroalimentación y comentarios

経験する Experiencia 
社会・コミュニティ参加？
言葉は、だれが、だれに、どんな場・文脈で、どう使っ
たかで意味は変わってくる
Dependiendo de: ¿quién las dice?, ¿ a quién van dirigidas? ¿En qué situación o 
contexto se usan? ¿cómo se utililzó? las palabras cambian su significado. 
→ 意味はいつも言葉の中にある？¿Entonces, el significado es 
implícito?

「日本語上手だね！」
→日本語を１年勉強している人に Se le dice a una persona que ha 
estado estudiando japonés por un año
→日本語を２０年勉強している人に Se le dice a una persona que 
ha estado estudiando japonés por 20 años
→日本人に Se le dice a un japonés
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1. 昨日のセミナーで印象に残ったことは何ですか。よくわ
からなかったことは？

2. 評価・アセスメント
1. なぜ・何のために評価／アセスメントが必要だと思いますか
2. 日本語の授業、レッスンの中で、何が評価・アセスメントの

対象になると思いますか。
3. ２を評価するために、どんな評価・アセスメントの方法があ

るでしょうか。

ディスカッション１（３０分ぐらい）
評価・アセスメントについて
Acerca de la Evaluación Assessment

「アセスメント」の定義
Definición de “assessment"
テスト、試験だけでなく

教師が教室内で行っているエラーコレクション、コメント
など、学習者のパーフォーマンス、達成を評価する様々な
方法(Gipps 1999)

No es un test ni mucho menos un examen,
• Es la acción que realiza el profesor en la clase, recolectando los 

errores, comentarios, etc. Es la variedad de métodos que se usan para 
calificar el desempeño, logros de los alumnos.
評価、評定、フィードバックやコメントをも含む広い定義

Es una Definición amplia que incluye calificación, valoración, 
retroalimentación y comentarios
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1. だれがアセスメントを行うのか¿Quien lleva a cabo la evaluación?
• 教師／学習者（本人、クラスメート）

2. だれが何をアセスメントすると決めることができるのか¿Quién puede definir
qué se evalúa?

• 国や州／地方自治体／学校／教師
3. 何をアセスメントするのか¿Qué se evalúa?

• 言語／「文化」／コミュニケーション能力
• 知識／運用能力
• 結果／過程

4. なぜ／何のためにアセスメントを行うのか¿Por qué y para qué, se evalúa? 
• 成績／レベル分けのため
• 修得度判断のため
• 学習支援のため

5. どうやってアセスメントするのか¿Cómo se evalúa?
• 筆記試験／口頭試験、ルーブリック、その他

外国語教育における最近のアセスメントのアプローチ
Enfoque actual de la evaluación

代替的アセスメント Evaluación alternativa
• 伝統的なアセスメント（例えば、筆記試験）からこぼれ落ちてしまうものを評価

することの必要性を唱える
Abogar por la necesidad de evaluar lo que se no se logra evaluar en las 
evaluaciones tradicionales (por ejemplo, exámenes escritos)

• 学習者自身を評価活動に巻込むことで自律性の育成をめざす
Fomentar la autonomía al involucrar a los propios alumnos en las actividades de evaluación.

• 自己評価・ピア評価 Autoevaluación・Evaluación en parejas
• ジャーナル Diario

• ポートフォリオ （e-ポートフォリオ） Portafolio （Portafolio electronico）

• Can-do statements （自己評価チェックリスト）
「能力」は、他者との相互作用の中で生まれる流動的なもの
• La “capacidad” es algo que fluye dinámicamente yque nace durante la interacción con 

otros.
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自己・ピア評価の利点
Ventajas de la autoevaluación y la evaluación por parejas

ピア評価

Evaluación por parejas

自己・ピア評価
Autoevaluación y levaluación por 

parejas.

自己評価

Autoevaluación

• 学習者間の対話・協働の奨励 Fomentar el diálogo

y la colaboración entre los alumnos.

• 人間関係の構築 Construir relaciones personales

• 学習者中心の学習 Aprendizaje centrado al alumno

• 内省→自己の批判的認識 Introspección→Percepción

autocritic

• 評価の理由づけ→思考発達 Razonamiento de la 

evaluación → Desarrollo del pensamiento

• オートミー／自己責任 Autonomía／Responsabilidad

• 「学び方を学ぶ」“Aprender a aprender"

自己評価 ⇔ ピア評価

（外国語コースの）目的・目標の設定
Establecer las metas y los objetivos

プログラム

教師

学校
社会
国

学習者

1. 国や地方自治体、学校などの
要請Requerimientos del gobierno nacional, local, 
escuelas, etc.

2. 学習者のニーズの把握Comprender
las necesidades de los alumnos.

3. プログラム・教師自身が何を
学習・教育の目的にしたいの
かPrograma/qué es lo que el profesor quiere

enseñarを考慮する必要がある。
→目的・目標にあったアセスメント、評価方法 Método de valoración
y evaluación que se adapta al propósito / objetivo
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社会に関わろうプロジェクト
PROYECTO PARA INVOLUCRANOS EN LA SOCIEDAD
日本語中級学習者（初級教科書が終わったすぐ後）
Estudiantes de japonés intermedios (inmediatamente después de que terminaron
el libro de texto para principiantes)

目的 Meta 
社会問題について日本語を使って
Uso de japnés en relación a problemas sociales,

• 見たり、読んだり、聞いたりして情報を集める。
• 自分の意見を言う。
• 問題を解決するために、自分に何ができるか考え、実行する。
• Reuniur información viendo, leyendo y escuchando
• Decir su propia opinión
• Pensar en lo qué puede hacer el alumno para resolver el problema y 

ejecutarlo.

手順 Procedimiento

1. プロジェクトの社会問題を選ぶ。その際にどうしてその社会問題を選ん
だか／どうしてそれが大切なのか考える。
• Seleccionar una problemática social para el proyecto. En ese momento piense por qué

seleccionó esa problemática social y por qué es importante.

2. アウトラインを提出する。
• Entregar el esbozo

• コメントをする人 Personas que comentarán
• クラスメート／／担当講師・TA
• Compañeros de clase／Docente encargado・TA

→ だれが、どうやってアセスメントするのか?
Quién 、y cómo evaluará?

社会に関わろうプロジェクト
PROYECTO PARA INVOLUCRANOS EN LA SOCIEDAD
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アウトラインの問い
Preguntas para realizar el esbozo
1. 興味のある社会問題、世界の問題は？¿Es una problemática social de interés ? , 

¿Problemática mundial?

2. あなたとその社会問題の関係、どうしてその問題に興味があるのか、大切
なのか？（オリジナリティー）Relación que tienes con es problemática social、¿Por 
qué tiene interés en ese problema?, ¿Es relevante?（Originalidad）

3. どんなメッセージを伝えたいか？日本語で伝えることの意義は？¿Cuál es el 
mensaje que quieres transmitir? ¿Cuál es el sentido de transmitirlo en Japonés?

4. 伝えたいメッセージを伝えるためには、どんな媒体がいいと思うか？それ
はどうしてか？ Para transmitir el mensaje deseado, ¿Qué tipo medio cree que sería bueno
y por qué?

5. 取り上げた社会問題を解決するにはどうしたらいいと思うか？日本語を
使ってできることは何か。¿Qué cree que debería hacer para solucionar la problemática
abordada? ¿Qué puede lograr usando el japonés?

• 海洋汚染（ビデオ）
• 絶滅危惧種（テキスト＋写真）
• タバコの害と法律（テキスト）
• 子犬工場（Puppy Mill）（テキスト＋写真）
• 現代社会における伝統文化（テキスト＋写真：２人）
• 医療制度（テキスト＋写真）
• Contaminación marítima（Video）
• Especies en peligro（Texto + foto）
• Daños y leyes del cigarro（Texto）
• Fabrica de cachorros（Puppy Mill）（Texto + foto）
• Cultura tradicional en la sociedad moderna（Texto + foto: ２personas）
• Sistema médico（Texto + foto）

社会に関わろうプロジェクト
PROYECTO PARA INVOLUCRANOS EN LA SOCIEDAD
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3. どうしてピア評価が大切なのか考える。
Pensemos por qué es importante la evaluación en pareja

→ なぜ／何のためにアセスメントするのか？
¿Por qué?／¿Para qué se evalúa?

社会に関わろうプロジェクト
PROYECTO PARA INVOLUCRANOS EN LA SOCIEDAD

4. 最終作品（ビデオ、ブログなど）をどう評価するか話し合
う。Discutir como evaluar el trabajo final（Video、blog etc.)

（評価対象になるもの） Elementos a evaluar
1. 作品 Trabajo

2. 作品を見てもらえるようにどのような努力をしたか。
実際にどれくらいの人からコメントをもらったか。 ¿Qué
tipo de esfuerzo hizo para que pudieran ver su trabajo? ¿ De cuántas personas 
realmente recibiste comentarios?

3. 問題解決のために実際にどんな試みを行ったか。 ¿Qué
intentaste hacer realmente para solucionar el problema?

→ 何をどうやってアセスメントするのか？
¿Qué y cómo se evalúa?

社会に関わろうプロジェクト
PROYECTO PARA INVOLUCRANOS EN LA SOCIEDAD
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プロジェクト評価者 Evaluador de proyectos
• 担当講師 Docente encargado

• TA
• 学習者自身 Los mismos alumnos

• 日本の提携校の学生 Estudiantes de escuelas asociadas en japón

→ だれが、どうやってアセスメントするのか？
Quien 、y como se evaluará?

社会に関わろうプロジェクト
PROYECTO PARA INVOLUCRANOS EN LA SOCIEDAD

評価カテゴリー Categorías de evaluación
最終作品（ビデオ、ブログなど）
1. 日本語 Japonés （文法、漢字など）
2. デザインDiseño（写真、デザインなど）
3. 内容 Contenido （テーマ、構成、流れ、おもしろいか、読みやす

いか、新しい情報があるか、よく説明しているか、情報は正しい
か、メッセージがあるか、日常生活と関係があるか

4. 読み手の意識 Atención del lector （ブログを読んだ後にいろいろ
考えさせられるようなことが書いてあるか，読者を取り込むよう
に書かれているか、読み手のメリットは何か）

5. オリジナリティーと創造性 Originalidad y creatividad
6. 他の人からのコメントの受け入れ Recibir comentarios de otros

→ 何を、どうやってアセスメントするのか?
¿Qué y cómo se evalúa?
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手順 Procedimiento
5. 作品の下書き提出（個人面談） Presentación del borrador del trabajo（

Entrevista personal）

6. ブログに最終作品を公開 Publicación del trabajo final en el blog

7. どうしたら見てもらいたい人に自分の作品を見てもらえるか考え、それ
を実行 Pensar cómo puede hacer que la gente que quiere que vea su
trabajo, lo vea y lo ejecute.

8. ブログなどで意見交換を行い、問題解決のためにできることを実際に行
うHacer un intercambio de opiniones en un blog y ejecutar lo que se puede
hacer para resolver el problema

9. 最終評価を行うRealizar una evaluación final

社会に関わろうプロジェクト
PROYECTO PARA INVOLUCRANOS EN LA SOCIEDAD

学習者の作品 Trabajo del alumno

エイミー
• ２年生
• 生物学専攻 Especialidad en biologia

選んだトピック Tópico seleccionado
• パピーミル（子犬工場） Puppy mill（Fabrica de cachorros）

使用した媒体 Medio usado
• ブログ
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教師との個人面談
Entrevista personal con el docente
オリジナリティに焦点をあてた Se centró en la originalidad

• トピックと学習者自身の経験を結びつけるようなエピソード
を入れる

Incluir episodios que conecten el tema con la propia experiencia del 
alumno

• 日本語と英語でアニマルシェルターに関するリンクをのせる
Subir un enlace sobre los refugios de animales en japonés e ingles

日本の提携校の学生の訪問
Visita de estudiantes de escuelas asociadas de Japón
話し合いでは… La persona que hablará…
• YouTubeで印象を受けるような映像を流す。 Mostrar un video 

en You Tube que lo impresione.
• ペットショップで買わないようにボイコットをする。

Boicotear para que no compren en las tiendas de mascota.
• 危ないサイトからを子犬を買わないように気をつける。

Tener cuidado de no comprar cachorros en sitios peligrosos
• シェルターとブリーダーから犬を買ってください！！

¡Compre perros en refugios y criaderos! !!
• http://www.lifeboatjapan.org/をみる
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エイミーのコメントへの返答
Respuesta por parte de Amy
ヤマダさんへ、
初めまして！エイミーと申します！
私のブログを読んでくれてありがとうございます。私も子犬と
子猫を目にする時子たちはかわいそうな生物だと思います。ブ
リーダーの名前や顔写真を檻の前に表示しているところはアメ
リカにはぜんぜん見たことがありませんでした。それはつばら
しいアイディアだと思います。でも、ペットショップへ行く時
いつもブリーダーについてよく本当のことを言いません。

Nunca he visto en los Estados Unidos, un lugar donde esté el nombre
o la foto del criador en la jaula Pienso que es una idea genial. Pero, 
cuando voy a una tienda de mascotas, no siempre me dicen la verdad
sobre los criadores.

最終評価 EVALUACIÓN FINAL
自己評価 AUTOEVALUACIÓN
•一所懸命プロジェクトの作文を書きました。そして、写真とビデオを探し
てポストをしました。パピーミルの言葉はちょっと難しいですがたくさん
パピーミルの漢字と意味を習いました。パピーミルのことを知る人はすか
ないから、パピーミルのことを教えるのは必要です。だから、私のプロ
ジェクトも大切だと思います。

• Escribí la composición de mi proyecto con mucho esfuerzo. Luego, busqué
fotos y videos y los publiqué. La palabra “Puppy Mill” es un poco 
complicada, pero aprendí muchos kanji y significados relacionados con 
“Puppy Mill”. Es necesario dar a conocer lo que es “Puppy Mill” porque
pocas personas lo conocen. Es por eso que creo que mi proyecto también es 
importante.
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最終評価 EVALUACIÓN FINAL

何を学んだか Qué aprendí.
このプロジェクトは難しいですが、たくさん習いました。パピーミルのこと
を研究したのはとても楽しかったと思います。そして、パピーミルについて
ほかの人の意見は面白いと思います。時々このプロジェクトは⾧い時間がか
かったですけど、このプロジェクトはたくさん教えてくれました。
文法と言葉の意味をたくさん習いました。そして、どうやって世界の問題を
解決することを習いました。時々作文のしくみが分からないけど、日本語の
作文のしくみについて習いました。

• Este proyecto fue difícil, pero aprendí mucho. El haber indagado sobre “Puppy Mill” 
me pareció muy divertido. Además, creo que las opiniones de otras personas sobre
”Puppy Mill” son interesantes. A veces sentí que este proyecto era muy largo, pero, 
me enseñó mucho.

•
Aprendí mucha gramática y significados del vocabulario y también aprendí a cómo
solucionar los problemas mundiales. A veces no entendía cómo funciona la 
composición, pero aprendí a escribir en japonés.

アセスメント・評価につい
ての詳細
→『アセスメントと日本語
教育』(2011)くろしお出版
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現在オンラインでの授業やレッスンが多くなっていますが、
今まで対面の授業やレッスンでしてきた評価・アセスメント
のやり方と何か変えましたか。
A. 変えた場合

• どう変えましたか。それはどうしてですか。
• 変えてうまく行ったと思いますか。さらにどう変えたいと思って

いますか。
B. 変えなかった場合

• どうして変えませんでしたか。
C. どうしたらよいのかわからなくて困っている場合

• どんなことに困っていますか。（例：筆記テストでカンニングが
多くて困っている）

ディスカッション２
アセスメント（２０分）

プロジェクトの原則：コミュニティ評価
Principios del proyecto: Evaluación comunitaria

1. 作品などは原則公開するLa obra se dará a conocer en principio.
• 視聴者はだれなのかを明確にする＋いろいろな人に見てもらえる可能性
• 公開する責任

2. 関係者からコメント（評価）をもらい、作り直していく
Reciba comentarios (evaluaciones) de partes relacionadas y vuelva a crear
• 自分だけでなく「コミュニティ」のよいと思っているものも反映
• コメントする責任

3. 評価基準はみなで作りみなで評価するElaborar criterios de 
evaluación juntos y evaluar juntos
• 常にコミュニティメンバーから見られているという意識
• 評価する責任
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グループ評価 Evaluación grupal
評価カテゴリー（2019年秋）Categorías de evaluación

学生と教師がいっしょに作る
1. Equal Contribution & Participation
2. Responsibility
3. Good Communication, Consensus, Leadership
4. Scheduling
5. Positive Attitudes

最終評価（記述式）
• だれが何をしましたか？
• グループメンバーはどうでしたか？

西俣美由紀・熊谷由理・佐藤慎司
・此枝恵子(2016)
『日本語で社会とつながろう』
ココ出版 (2016)
第1章 カタカナプロジェクト
第2章 ストーリーテリング・プロジェ
クト
第3章 社会と関わろうプロジェクト
第4章 地域参加型プロジェクト
座談会 社会とつながっていますか? : 
多様な現場における実践
おわりに : 「社会とつながる、関わる」
とは?
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むすび：どんな社会を作っていきたいのか
CONCLUSIÓN: ¿Qué tipo de sociedad quieres crear?
• 「社会・コミュニティ参加をめざす」ためにメンバーの一人

として責任を担う Asumir la responsabilidad como un miembro que 
“Vislumbra la participación en la sociedad y la comunidad

• → どんな社会・コミュニティ&私を作っていきたいのか？
¿Qué tipo de sociedad, comunidad y persona quiero crear? 

• ⾧期目標と短期目標の設定 Crear metas a corto y largo pazo
今だからできること、しなければならないこと、
私だからできること、しなければならないにことは？

Qué es lo que:
Se puede hacer ahora , se tiene que hacer
¿Yo puedo hacer y tengo que hacer?

みなさんと考えたいこと
Lo que quiero pensar con ustedes

1. この時代に、何のために日本語を教えているのか
• ¿Para qué enseñas japonés en esta época?
• コロナウィルスの影響で対面から遠隔に授業がシフトしている

が、環境が変わると目的も変わるのだろうか

2. 教員・学習者・研究者の行なっている実践（言動、行動、
行為、活動）は社会にどんな影響を与えているのか
¿Qué tipo de impacto tiene la práctica (palabras y actos, comportamiento, 
conductas, actividades ) de profesores, alumnos e investigadores en la 
sociedad?
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1. 今回のセミナーで一番印象に残ったことは何ですか。
2. 習ったことは？
3. よくわからなかったこと、わかりにくかったことは？
→佐藤への質問の回答を希望される方は３日目のアンケ
ートにご記入ください。

３日間を振り返って（２０分）
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シンポジウム点景 Fotos del evento 
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「初級からビジネス日本語（A2）Vol.1教師サポート付きコース」 

コースデザインと運用の成果 

 

佐藤 志穂（国際交流基金メキシコ日本文化センター） 

ロニー ムニョス（国際交流基金メキシコ日本文化センター） 

１．はじめに 

 本発表では、国際交流基金メキシコ日本文化センター（以下、JF メキシコ）が制作

した「初級からビジネス日本語（A2）Vol.1 教師サポート付きコース」のコースデザ

インと運用の成果を報告した。コースは 2019 年 10 月より約 1 年かけて制作し、2020

年 10月、「JF にほんご e ラーニング みなと https://minato-jf.jp」（以下、「みなと」）
1に公開した。約 1か月間の運用を経、同年 11月に閉講を迎えた。 

 

２．コースデザイン 

本コースは、オンライン独習者に対する日本語学習機会の拡充 2を図って、公開の

媒体を「みなと」とした。また、日系自動車関連企業進出に伴う日本への関心と日本

語人材の需要の高まり 3に応えるため、ビジネス日本語をテーマとした。 

受講対象者は、中南米スペイン語圏の日系企業勤務者で、CEFR を参考にした JF日

本語教育スタンダードの A2 レベル相当の学習者とした。そして、「日本のビジネス

場面における日本語やマナーを学び、職場でより良いコミュニケーションが取れるよ

うになる」ことを目標とした。受講者がこの目標に向かって、日本語を使って何がで

きるかを明確に把握し、達成感を持って学習を進められるよう、表 1 のとおりトピッ

クとCan-do4を策定した。 

表 1 コースのトピックとCan-do 

トピック Can-do 

①入社 
Can-do 1 : 関連のある部署の人へ入社の自己紹介ができる 

Can-do 2 : 相手の自己紹介が聞き取れなかった時に丁寧に聞き返すことができる 

②オフィスの 

日常生活 

Can-do 3 : 質問をする時に相手の都合を丁寧に聞くことができる 

Can-do 4 : オフィス機器の使い方が分からない時に丁寧に聞くことができる 

③出張者の 

受け入れ 

Can-do 5 : 出張のスケジュールを読んで理解することができる 

Can-do 6 : 相手の体調を聞くことができる 

 

  制作者のひとりは、日系企業に勤務している。そこで、トピックとCan-doの選定に

あたっては実用性を重視し、その制作者が勤務中、実際に困った場面や、同僚と円滑

に意思疎通をするのに役立つと考えた場面を取り上げることとした。 
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「みなと」のコースは完全自学自習で学べる「自習コース」と、教師のサポートが

受けられる「教師サポート付きコース」に大別されるが、本コースは後者として公開

した。受講者は教材の自学自習（1 週間）の後、Zoom によるライブレッスン（1 時間）

に出席する。ライブレッスンでは教材で学んだことを使って、クラスメートと話した

り、講師に質問をしたりする。教材は Powerpointと mp4動画を用いて作成した。作成

にあたってはまず、各トピックのモデル会話を設定した。それから、モデル会話に準

じた会話ができるようになるために必要な文型、語彙、表現を抽出し、学習項目とし

た。下に例として「トピック②オフィスの日常生活」のモデル会話を示す。 

 

ペドロ：あ、上田さん、ちょっとよろしいですか。 

上 田：はい。  

ペドロ：コピー機を使いたいんですが…使い方が分かりません。 

すみませんが、教えてくださいませんか。  

上 田：使い方ですか。分かりました。まず、コピーしたい紙をここに置いてください。

そして、このボタンを押して、それからこのボタンを押してください。そうする

と、コピーが出ます。 

ペドロ：分かりました。ありがとうございます。  

 

このトピックでは、Can-doが達成できるよう、太字下線部、「V-たいんですが」「V-

方」「V-てくださいませんか」をターゲット文型として取り上げた。そして、オフィ

ス機器の名詞（電話、コピー機、プロジェクター等）と操作に関わる動詞（電話をか

けます、コピーをします、使います等）を提示した。 

 

４．運用とその成果 

 公開後、11か国 153人から受講申込があった。そこから、受講対象の条件に合う者

19人を「コース登録者」として選抜した。 

 評価の内訳は、教材の学習を 30％、全 3回のライブレッスンへの出席を 30％、オー

ラルテストを 20％、「みなと」上のクイズを 10％、終了アンケートを 10％とした。

このうち、60％を満たすことを修了要件とした。この条件のもとコースを運用したと

ころ、図 1の結果となった。 

 

 

 

0 5 10 15 20

受講者

コース登録者 受講 13人（68%） 

修了 11人（85%） 不合格 2人 

未受講 6人 

（32%） 

（15%） 

図 1 コース運用結果 
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登録者19人のうち、教材での自習およびライブレッスンに参加したのは13人（68％）

であった。残りの「未受講」6 人（32％）は教材に手を付けず、ライブレッスンにも

現れなかった。最終的に、13人の受講者のうち 11人が修了要件を満たした。 

終了時アンケートでは受講者から、教材とライブレッスン、教師のサポートに対し

て高い満足度が得られた 5。一方、講師と受講者双方から、ライブレッスンの時間の

改善を求める声が上がった。もとは 1時間と設定していたが、２つの Can-doを実践す

るには、毎回 30分程度の延長が必要であった。今後の開講時に留意したい。 

 

５．おわりに 

今回、本コースを通して日本語教育の機会を提供できた学習者は 13名に留まる。さ

らに多くの学習者にビジネス日本語を学ぶ機会を届けることを目指して、本コースは

受講定員に制限のない、自学自習のみで学べるコースとして再編し、2021年 3月 31日

に公開した（https://minato-jf.jp/CourseDetail/Index/MC21_SBNT_A202_ES01）。同年 5 月

には続編のVol.2、教師サポート付きコースを公開予定である。 

 
1国際交流基金関西国際センターの開発による、学習管理システム（LMS）を備えた日本語学

習プラットフォーム。鵜飼（2021）によれば、JFメキシコでは、2017年 9月よりコースを運

用している。そして、地理的時間的制約、あるいは治安の問題から、日本語教育機関に通う

ことが難しい中南米在住のスペイン語話者独習者を対象に、日本語学習の機会提供を図って

いる。 

2 2021年 2月末時点、メキシコにおける「みなと」登録者数は 37,184人に上る。これは機関に

所属する学習者数13,673人（国際交流基金「2018年度海外日本語教育機関調査」より）の2.7

倍に相当する。 

3 国際交流基金の「2018 年度海外日本語教育機関調査」によると、メキシコにおける日本語学

習者数は 13,673人で、前回調査（2015年）より 48.0％増加した。鵜飼（2021）はその要因と

して、同国で日系企業数が 2011年～2018年の 7年間で 2.6倍増加したことを指摘している。

さらに、その影響から「日本への関心が高まっている」「学んだ日本語を実際に通訳や翻訳

の仕事で活かせる機会が増えている」と分析している。 

4 Can-do とは、「言語の熟達の、ある段階でできる言語活動や持っている言語能力の例を『～

できる』という形式で示した文」のこと。（国際交流基金「みんなのCan-doサイト」参照） 

5終了時アンケート（受講者 13人、回答数 12、回答率 92.3%：12/13）によると、「内容と教え

方に満足しているか」という質問に対して、「とても満足」が 10 人（83%）、「満足」が 2

人（17%）、「不満」が 0 人であった。また、「教師のサポートは学習に役立ったか」とい

う質問に対しては、「おおいに役立った」が 11 人（92%）、「役立った」が 1 人（8%）、

「あまり役立たなかった」と「役立たなかった」は 0人であった。 

参考文献 

鵜飼香奈子(2021)「メキシコにおける『JFにほんご eラーニング みなと』普及への取

り組みと成果」『国際交流基金日本語教育紀要』第 17号，156-167．  
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中上級日本語クラスにおける日系企業との特別活動についての実践報告 

 

渡辺佳奈（ヌエボレオン州立大学外国語学習センター日本語課） 

 

１． 活動の背景とねらい 

メキシコ北部ヌエボレオン州モンテレイに位置する、ヌエボレオン州立大学外国

語学習センター日本語課では中上級が各 4 レベルに分かれている。それぞれのレベ

ル 4 のクラス外特別活動として、日系企業を訪問し、そこに勤める日本人にインタ

ビューをした後レポートを作成するというものを行っている。（個人差はあるが、

中級 4 は JLPT N3、上級 4 は N2 相当。） 

モンテレイはメキシコ第三の都市であり、工業が盛んな街である。韓国と日系企

業の進出が多く、日常生活で日本製品を目にすることも多い。学生の中には理系や

工学系を専攻とする者も多く、日本語学習目標の一つとして日系企業への就職を目

指す者もいる。がしかし、彼らの日本語を話す時間のほとんどはクラスのみであり、

教師としてはクラス外での日本語使用の機会を増やしたいというのが常日頃の課

題だ。その中でこの活動は、学生の学習能力、動機向上に効果的であり、さらに日

系企業側にもメリットがあげられる。 

本活動のねらいは、クラス外で先生以外の日本人とコミュニケーションをするこ

とによって、実践的な日本語使用の機会を増やし、学習動機を向上させること、自

身の日本語能力を自己評価し、課題を見つけること、そして自分たちの住む地域に

ある日系企業と直接触れ合うことで、日本社会を身近に感じてもらうことである。 

 

２． 活動内容について 

訪問企業は、毎年の当校日本語課イベントへの協賛企業の中から協力を得ている。

見学の機会が持てるよう、工場を所有している企業を選んでいる。教師は活動日ま

でに訪問企業へ交渉し、学生に訪問企業、インタビュー相手の情報を共有する。学

生は共有された情報を元に企業についての調査やレポートテーマを考える等の準

備をはじめ、質問事項を教師に添削してもらう。当日は企業担当者 1、2 名からの

会社説明を聞き、工場見学後、約 1 時間のグループインタビューに入る。インタビ

ュー活動は基本的に学生主体で進めていくため、基本的に教師は何も話さない。訪

問後、学生は授業時間外でそれぞれレポートを作成し、教師の添削を数回入れた後、

最終的に提出されたものを企業担当者にも提出し、活動に対するコメントをもらっ

ている。中級 4 のレポートテーマは自由、上級 4 のテーマは「モンテレイへの貢献
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と発展」である。 

 

３． 活動の利点について 

 学生の多くは留学経験がなく、日本旅行経験者はいるが、多くはない。彼らの日

本語使用の機会は基本的にクラス内だけであり、教師によるコントロールされた日

本語会話が多い。そのため、日本語教育者ではない日本人と話すことで自然な会話

に触れることにもなり、より効果的な実践練習になる。また、学生は緊張しながら

も自力で先生以外の日本語ネイティブとの会話ができたこと、そしてそれを自身の

調査と合わせてレポートにできたことに大きな達成感を感じられる。最後には「緊

張したけど楽しかった」「話せてよかった」「全部ではないけど結構わかった」とい

う声もあった。 

 このように、クラスの外に出て日本語を使用することで自身のレベルを自己評価

し、自分に足りないものや課題を見つけ、今後の目標がたてられる。これは日本語

使用の達成感と合わせて内発的動機づけにつながり、学習動機を向上させることが

できると考えられる。 

また、クラス外でのメリットとして、企業側にもメキシコの日本語教育を知って

もらうきっかけになり、社会と繋がることができているのではないかと感じている。

本活動の後で企業側から当校日本語課学生宛に求人が来たり、実際に就職が決まっ

たりした学生もいる。また、企業側が日本語教育活動に興味を示し、当校イベント

だけでなく、メキシコ日本語教師会イベント等のさらなる日本イベントへの協力、

参加にも繋がった。 

 

４． 今後の課題 

 モンテレイは工業都市ということもあり、訪問する企業がどうしても理工系のも

のに偏ってしまう。当校日本語課に在籍する学生は、同系を専攻する学生は多いが、

中には国際関係や美術関係、言語関係など離れた系統を専攻とする学生も少なくな

い。そのような学生たちにとっては、企業の説明を理解するのが多少困難になるこ

とがある。そういった学生に対して、どのように理解を深めるのか、また積極的に

活動できるよう、どのように興味関心を持たせるかが課題としてあげられる。また、

本活動は教科書外の活動であり、クラス内ではあまり活動のために時間を割くこと

ができず、準備やレポート製作、添削は課題として課すことになる。そのため、教

科書や普段のクラス活動をしながら、準備を進めていかなければならない。例えば、

インタビュー活動を意識させるように、敬語や使える表現などを練習する機会を増
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やしたりしているが、より効果的な練習や取り組みを考える必要がある。 

 

 

 

◆実際に書かれたレポートテーマ例 

・メキシコと日本の働き方 

・同僚との人間関係 

・生活におけるテクノロジーについて 

・環境について（リサイクル制度） 

・会社の制度について（研修や人材） 

 

◆実際にあった質問例 

・メキシコで働く上で大変なことは何ですか。 

・働き方で何か一つ変えられるとしたら何を変えたいですか。 

・日本に帰ってから伝えたいメキシコの良いところは何ですか。 

・メキシコに来る日本人に伝えたいアドバイスはありますか。 

・メキシコに来てから考え方が変わったことはありますか。 

・もしメキシコ人から失礼なことをされてしまったら、どう対応しますか。 

 

 

参考文献 

青木直子（2009）『学習者オートノミー概論』フランス日本語教師会研修会 

鹿毛雅治（1995）『内発的動機づけと学習意欲の発達』心理学評論 38巻 2号 

衣川隆生（2011）『中上級日本語学習者の口頭発表における目標表象と評価内容の

分析』日本語教育方法研究会誌 18巻 1号 

戸倉千遥・菅千索（2011）『学習活動における内発的動機づけと自己意識との関係に

ついて』和歌山大学教育学部教育実践総合センター紀要 No.21 
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Actividades en clase para desarrollar la inferencia en el alumno 

 
Carlos Anastacio Rico Martínez 

Instituto Tecnológico de Celaya 

 
¿Cómo se me ocurrió este tema? 

 

Como un estudiante de japonés, es común tener problemas y ciertas dificultades con el kanji, 

siempre se está buscando una forma más simple y sencilla de estudiar, o en el peor de los 

casos, se evita por completo. Con esto en mente, consideré que una forma de motivar al 

alumno con el estudio del kanji era dándole un valor al estudio del kanji, haciendo que el 

alumno entienda las ventajas de saber kanji, para evitar que el alumno piense que el kanji no 

es necesario y no sirve. 

 

 

La duda es, ¿Cómo lograrlo? 

 

Para lograrlo, sugiero usar las lecturas del kanji para poder inferir el significado de las 

palabras escuchadas (esto es posible pero muy complicado para un alumno si no está siendo 

apoyado por un profesor) y también, el significado de las palabras escritas mediante el 

reconocimiento de su kanji (esto es mucho más simple y requiere poca intervención de un 

profesor). 

 

Para lograr esto es necesario considerar la importancia que tiene para el ser humano la 

percepción del uso de lo que aprende, en pocas palabras, si el ser humano siente que algo le 

es útil, le será más fácil recordarlo, y es esta sensación de utilidad la lograremos mediante la 

inferencia de nuevas palabras y la asociación del kanji y sus lecturas con dichas palabras. 

 

Un punto importante que considerar es que el momento más apropiado para desarrollar esta 

habilidad, es cuando el alumno comience su estudio del kanji, ya que los alumnos avanzados 

ya han comprendido la importancia del kanji y lo han integrado como parte de su estudio de 

alguna u otra manera. 

 

Las actividades de las que hable en esta presentación se enfocan en dos niveles 

principalmente: 

 

Para un nivel básico:  

Mostrar kanji que tengan un significado concreto y después mostrar palabras que se puedan 

crear con dicho kanji, para así, cuando el alumno aprenda la forma en que se leen las nuevas 

palabras, el alumno pueda recordar las lecturas de lo kanji, y así mismo, sea capaz en el futuro 

de leer nuevas palabras con ese kanji que previamente ha aprendido incluso sí no ha visto 

esas palabras con anterioridad. 
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Para un nivel básico intermedio: 

En este nivel consideraremos que el alumno tenga ya un conocimiento de más de 100 kanjis, 

aquí podemos mostrar una oración en la cual usemos el kanji en palabras cortas y sencillas 

para después, mostrar una palabra compleja. En muchas ocasiones las palabras complejas 

pueden estar compuestas por kanji que ya se han estudiado y su relación puede resultar 

evidente para el alumno por lo que la explicación realizada por el profesor no necesita ser 

muy detallada, por ejemplo: 

 

Usando la frase: 

血が出る 

 

Qué contiene el kanji: 

血 y 出 
 

Y creas una nueva palabra un poco más compleja como: 

出血する 
 

Por otro lado, algunas palabras requieren una explicación más detallada por parte el profesor 

ya que su relación no es tan obvia a primera vista, como los siguientes ejemplos: 

 

Comenzando con la palabra: 

土木 
 

Que contiene kanji sumamente familiares y simples: 

土 y 木 
 

Obtenemos una palabra complicada: ingeniería civil. Es aquí donde el profesor puede ilustrar 

el hecho de que en la antigüedad las construcciones se hacían con madera y tierra y por ello 

se acuño la palabra con este kanji. 

 

Por otro lado, podemos encontrar palabras incluso más complicada que pueden ayudarnos a 

recordar las lecturas poco comunes de cierto kanji, como los siguientes ejemplos: 

 

Comenzando con una palabra relativamente simple y común: 

愛猫 
 

Que contiene kanji sumamente familiares y simples: 

愛 y 猫 
 

La lectura del kanji 愛 es muy común pero la lectura on’yomi del kanji 猫 no lo es tanto. 

Incluso puede usarse para identificar kanji con lectura similar, por ejemplo: 描. 

 

Usaremos una palabra con un contexto muy complejo y con kanji muy poco común en la 

vida: 
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Con el kanji de un tipo de lanza propia de la antigua china y escudo: 

矛 y 盾 

 

Esta palabra puede ayudar a recordar las lecturas poco comunes de dicho kanji y si usamos 

la historia de cómo fue creada resultará fácil de recordar para los alumnos, podría narrarse la 

siguiente versión: 

 

“Hubo una vez un vendedor de armas que llego a un poblado a vender sus armas, el vendedor 

decía: ¡Miren, esta poderosa lanza, es tan afilada que puede perforar cualquier escudo sin 

importar que tan duro sea! 

 

Una vez hablo, y dijo: ¡Miren este poderoso escudo, es tan duro que ninguna lanza sin 

importar cuan filosa sea lo puede perforar! 

 

Entonces uno de los clientes que escucho le pregunto: ¿Y qué pasaría si esa lanza se usa 

contra ese escudo? ¿Cuál gana? 

 

El vendedor no pudo responder y por ello en la antigüedad se seleccionaron esos caracteres 

para la palabra contradicción.” 

 

De acuerdo con las entrevistas con los alumnos obtuvimos algunas opiniones favorables 

sobre cómo se han sentido al usar este método de inferir el significado del kanji, se 

mencionaron cosas como que lo encontraban divertido e interesante, así como gratificante al 

momento de descubrir el significado de una palabra que nunca habían visto antes. 

 

Bibliografía: 

 

Frequency of Use, Perceived Usefulness, and Actual Usefulness of Second Language 

Vocabulary Strategies: A Study of Hong Kong Learners 

By:  Fan, May 

 

Words in Context: Effective Strategies for Teaching New Vocabulary 

By: Keryn Kwedor, M.S.Ed. (Landmark Outreach Associate Director and Landmark 

High School teacher) 
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オンラインによる日本語教育実習への試み～教員ピアラーニング 

 

ベラクルス州立大学 

黒崎充  

久保田碧  

久保浩太郎 

 

オンライン授業、日本語教育実習、教員ピアラーニング 

 

はじめに 

  本稿は、コロナ禍に行った日本語教育実習の報告である。オンライン授業、教案の作成と実

践などについて、実習者（日本からの参加者 3人、全員が大卒で指導歴 6ヶ月未満）と指導者

（指導歴 15 年）との授業後の振り返りなど協働作業について二つの事例の報告である。ここ

では実習者同士、ならびに実習者と指導者間のピアラーニングについてオンライン授業実習の

効果について考察する。シンポジウム発表後いただいたコメントをもとに、本稿では、報告 1

を久保が、報告 2を久保田がそれぞれまとめ、はじめにと経緯とまとめを黒崎が記し、最終的

に 3者で確認を行った1。 

 

実習に至る経緯 

 今回の実習を試みた背景には二つのことが大きなきっかけとなっている。一つは、かつてメ

キシコでの日本語教師が企業に転職を始める状況を見ながら、では、どのように現地での教員

養成をおこなえばよいのだろうかと考え続けてきたことに起因している（長尾・蟻末・黒崎

2017:110-130）。この教員養成についてのテーマと、もう一つは日本で日本語教員を目指す

方々から連絡を受けていたことに関係している。訪日研修や日本での授業紹介から知り合いに

なった方々が海外での日本語を教えようとしていた矢先、コロナ禍のことで先が見えなくなっ

てしまった。こうした状況で何か進められることはないだろうかと考えたことによる。 

 本学では、言語学部で 1 クラス 1 日 2 時間（月曜日～金曜日）を三つ（1 日計 6 時間 x5 日

間）と言語センターで土曜日 5時間のクラス（9時から 14時と 15時から 20時）の二つがあっ

た。コロナウイルスによるパンデミック宣言を受け、2020 年 3 月 21 日より大学のクラスは休

講、オンラインクラスへ切り替えとなった2。その状況下で、これまでコンタクトのあった日

本語教員志望者 3名と連絡をとり、日本からオンラインでメキシコの日本語クラスに参加して

もらうことになった。その後、コロナ禍での自宅待機が続く中でこの機会を逆に利用するかた

                                                 
1 第 26 回メキシコ日本語シンポジウムで一般発表後の参加者の皆様からのコメントについては次のリンク先で確

認ができるようになっている。発表後、本稿執筆者 3 名でそれぞれ確認を行い、後日分担して返答した。いただ

いたコメントへのフィードバックにより、実践報告をより具体的に記述することができた。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/124tWLnCCYSQtIZVSK7dHAaMjBS5cf8aS/edit#gid=1989439145 

2 コロナ禍で本学のオンラインクラスへの移行とその過程の詳細について「コロナ禍におけるオンライン教育と

コミュニケーションの進め方－ベラクルス州立大学の事例から」にて報告している（黒崎 2020）。 
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ちで授業参加だけでなく、実践で実習を行うこととした。 

 実習者は、4月半ばから 7月半ばまで延べ約 3ヶ月、一通りの参加となった3。はじめに約１

ヶ月本学での授業に参加見学した。次に、約 3週間にわたり各自 1クラス授業を担当する形を

とした。見学中は、各クラス終了後 1時間、クラスの流れ、目標、構成について指導者から説

明を行った。その後、実習期間中は、クラス担当の実習者だけでなく、他の実習者も参加し、

事前に作成した教案をもとにクラス後に何をどう進めたのか、改良すべきところなど反省を指

導者と共に毎日 1時間行った。 

 実習期間終了後、『日本語教授法シリーズ１』から、学習者の言語観・学習観、自らの教授

観などを確認した。また、これまでのメキシコ人学習者の特徴と比較や実習者同士の考えを比

べながら、自らの教授観を再確認し、学習者のニーズに沿ってどのようにクラス活動を進める

か考えた。本発表では、以下の実習者の報告例を紹介し、最後にオンラインにおける授業実習

について考察を加える。 

 

報告１ 教案作成とフィードバックの効果 (参考資料１) 

 教案作成の事前準備として、時間とタスクは細かく書き込むことを学習し、次に指導者の教

案を見て参考にし、その後、実習者は実際に教案を作成していくという流れを実施した。ま

た、私が必要だと考え教案に記したものは「日付、使用テキストとテーマ、授業時間、授業で

学習する語彙や漢字リスト、タスク毎に必要な時間、学習するページ数、目標、実習者と学習

者の行う予定が記された授業の流れ、タスクを達成するために意識すべきポイント」である。 

教案作成を実施したのは実習の後半の期間であった。何度も書いて、良い教案を作成できる

ようになると、教案を作成することが授業のシミュレーションになり、やるべきタスクを時間

内に行っていくという授業の組み立てができるので、スムーズに授業を行えるようになった。

教案も他の実習者と比べて、細かくタスクを区切り、タスク毎にかかる時間を決定する事に教

案作成の時間を費やした。 

 フィードバックで得られたものは、実習者それぞれが重要視している点が違うというのを、

共有できたことである。私はタスクを時間内に達成するということを重視していた。他の実習

者には時間よりも、授業の中でいかに学生に理解してもらうかということを重視していて、多

少時間が前後しても、学生が理解できるまで突き詰めていた実習者もいた。他の実習者が何を

考えて授業をしているのかを知ることができたことは、授業を多角的に見るトレーニングとな

った。実習者の授業を第三者目線でそれぞれ評価しあうというのも教える技術の向上に役立っ

た。私を含め実習者は授業をした経験が少なかったため、自分で授業をする際はどうしても必

死になり、悪い部分・良い部分を自分で振り返るというのは難しい。私の実例として、リスニ

                                                 
3 本学への就業を希望していた実習者の久保田さんに限り、2020 年後期も実習参加となった。そのため、後に紹

介する参考資料 3 の教案例はその時期に再度改変したものを挙げている。 
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ングを流したときに学生がまだ分かってなかった事に気づかず先に進めてしまった事があっ

た。その後は、表情をしっかり見て、理解度を把握しなければいけないという事を認識した。 

 また、他の実習者の授業を見て自分で評価をして、自分の考えを発表することで、自分の授

業のスタイルを作っていく事が出来ると考えられる。授業を“ただやる”というだけでは自分

のスタイルは作れないであろう。自分の考えを発表し、他の実習者にアドバイスをすることが

大切だ。自分がどのように授業をすべきかという事を意識できていなければ、他の実習者にア

ドバイスをする事は難しい。限られた時間の中で学習者がタスクを達成するため、ステップを

踏めるようにすることが重要だと考え、タスク毎にどの位の時間がかかるかを想定した授業が

私のスタイルとなった。 

 

報告２ オンライン授業と実習の利点 

 始めに、オンライン授業の利点としては、プレゼンテーションの活発化による日本文化と自

国文化の比較、日本文化理解の促進があげられる。対面式でも可能だが、オンラインでは発表

者の人前での発表に対してのハードルが下がり、また、聞く側も質問をしやすい。さらに、対

面式授業ではプロジェクターを繋げてインターネットで検索したものを生徒に見せる際やプロ

ジェクタ―の立ち上げ時に待ち時間が発生することも多くあるが、オンライン授業では質問や

説明したいことがある際に、写真やサイトを瞬時に画面共有しながら話すことができるので、

ディスカッションをより円滑に進めることができる。例えば実習では、「まるごと」の「A1

トピック８ 第 16 課 これください」の最後にあるお土産紹介のテーマを掘り下げ、ページ

にあるもみじ饅頭、八つ橋、濡れ煎餅などの日本のお土産だけでなく、グアナファト出身の学

生にはチャラムスカ、オアハカ出身の学生にはニクアトルなどメキシコのお土産についても日

本語、スペイン語を交えてプレゼンテーションしてもらった（参考資料 2）。当初の目的は、

観光や食べ物という身近な話題から日本文化により興味を持ってもらい、自国文化との比較に

よって相互文化理解を深めることだったが、結果として日本語を使いながらの準備と人前での

発表により初級者でも日本語で会話ができるという生徒達の自信に繋がったと言える。 

 また、実習では、授業後に教案を画面共有して、その場で意見を書き込みながら反省会を行

ったことにより、指導者と実習者だけでなくそのやりとりを見ながら実習者全員が自分の教案

や授業と比べながら振り返りをすることが可能になった。例えば、会話を重視している実習者

は日本語で話すグループセッションに意図的に時間を多く割いていたが、文法に重きを置く者

は演習、語彙ではことばの説明など、教える側のビリーフによって教案も大きく変わることを

学び、生徒の希望を織り交ぜた客観的な授業構成をする必要性に改めて気づいた。これは一度

に複数の実習者と教案を共有しながら授業について話せたからこそ気づいたことだろう。 

 オンラインにより日本国内にいながらメキシコの大学で実習することが可能となり、一度に

複数の指導者や実習者に授業のアドバイスをもらうことができた(参考資料 3)。メキシコシテ

ィや東京などの都心部では、複数の人から授業についての意見やアドバイスをもらうことは比

較的簡単かもしれないが、ベラクルスや地方の教育機関など少し都心から離れた場所での実習

となると、より多くの第三者から意見を取り入れることは少し難しくなる。上記の利点に加え
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て、オンライン実習は過疎化した地域と都心部や、遠方の国同士を結ぶ画期的な方法であり、

今後よりいっそう浸透するべきだと感じた。 

 

まとめ オンライン教育実習の効果と課題について 

 オンラインにより、日本からの授業実習が可能となった。実習者は指導者と一対一で学ぶだ

けでなく、実習者同士で多様な教え方やその教授法などを学ぶことができる。まさに自己研修

は協働により行えることが多い（金田 2006:41）ということを実践する形である。 

 この度のオンラインによる日本語教育実習では、実習者同士が上記のようにピアラーニング

を実践した。また、指導者と学習者ともに自身の授業の振り返りを毎回の授業後に共同で話し

合うことを取り入れたため、お互いに授業を振り返り改善すべきところなどひとつずつ確認で

きた。オンライン教育における海外日本語教育に日本からの実習、教員ピアラーニングを取り

入れる相乗効果がここにあるといえる。また、今回は十分に触れることができなかったが、学

習者のポートフォリオからは、学習者側にもオンラインで新しい先生と学ぶ効果があった。こ

れについては、また機会を改めて報告したいと考えている。 

 一方、今回はじめてオンライン教育実習を試みて、その課題についてこれまで気が付いた点

について明記しておく。オンライン授業の大きな課題は、その準備にかかる労力や時間であろ

う。オンラインでの IT 環境整備、プログラム利用、チェック等様々な事前のやりとりなどク

ラス以前の準備に膨大な時間が必要であることがわかった。また、同期・非同期のクラス構成

によって、学習者だけでなく、教員もその課題を確認、コメントなど一つ一つの作業に倍の時

間が費やされる。この準備と環境整備に関しては、教員間や機関のサポートを受けられるかど

うかが大変重要になり、そのための機関や周囲に対してのアドボカシーもさらに必要である4。 

 もう一つの課題は、メキシコ人スタッフのクラス見学や意見交換が進められなかったことだ。

これは、上記の課題と関連して各教員が自らのオンラインクラスを進めることに集中せざるを

得なかったためである。また、日本からの参加の時間帯に制約もあった。オンライン教育の成

果としてその利点とともに、こうした準備に多くの労力が費やされる背景があることも周囲や

機関にたいして説明し、今後も状況を改善していく必要がある。そして、教員間同士で常日頃

からのコミュニケーションを進めていくことがこれまで以上に大切なことだと思う。 

 最後に、突然のコロナ禍にあって、オンラインでの授業が進み、日本語教育実習を試みる形

になった。この実習を終え、それぞれに一定の効果、スキルなど学ぶところが多々あった。ま

た、新しい課題も見えてきた。この経験を踏まえ、オンライン教育とその実践について続けて

取り組んで行くことができればと考えている。 

 

 

 

                                                 
4  IT 環境未整備地域の日本語学習者へのサポートの仕方については、国際交流基金メキシコ日本文化センターに

よってメキシコ・中米カリブ地域の教員のノウハウがまとめられた。『 IT 環境未整備地域・学習者向け日本語教

育支援ハンドブック Soporte de educación en idioma japonés para áreas con estudiantes en entornos de TI no 

desarrollados』（ 国際交流基金メキシコ日本文化センター 2021）<https://bit.ly/3aiQ3YJ> 
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Este trabajo es una presentación sobre la práctica docente del idioma japonés en las clases virtuales, 

enfocadas en el aprendizaje en pares, “peer learning”, entre los practicantes (3 japoneses graduados de la 

universidad con experiencia docente menor a 6 meses) y el instructor (con más de 15 años de experiencia 

laboral). La presentación consiste principalmente en dos reportes de los practicantes, sobre el trabajo 

colaborativo durante las clases al realizar los planes de clases y las prácticas, y manifiestan qué lograron 

y detallan cómo fue la experiencia docente a partir del aprendizaje en pares. 

  En la facultad de idiomas de la universidad se ofrecieron 3 cursos intensivos de japonés de 2 horas 

diarias de lunes a viernes (6 horas/día x 5 días), mientras que en el centro de idiomas se ofertaron 2 cursos 

de 5 horas (de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00) cada sábado. Los practicantes docentes asistieron durante 

3 meses en total, desde mediados del mes de abril hasta mediados del mes de julio de 2020.  

  La práctica inició con la observación de las clases del instructor durante un mes. Durante este periodo, 

explicó a los practicantes los objetivos, el flujo y las estructuras de clases cada día al término de éstas. 

Posteriormente, cada uno de los practicantes impartió las clases durante 3 semanas. Los practicantes 

asistieron a las clases de otros compañeros suyos para observar cómo organizaron la clase a partir de la 

planeación. Después de ésta, se hizo una retroalimentación entre los practicantes y el instructor. Al término 

de la práctica docente, se revisaron las ideas sobre los idiomas, los métodos de aprendizaje de los alumnos 

y de los docentes a través del uso del libro “Serie de método de enseñanza del idioma japonés Núm. 1, el 

rol de los maestros del idioma japonés y el diseño de cursos” de la fundación Japón. 

  Además, los participantes confirmaron los métodos de aprendizaje y la percepción que los alumnos en 

México tienen sobre los idiomas, comparándolos con los de sus compañeros practicantes. De allí, llegaron 

a considerar cómo se organizan las actividades de las clases a partir de los objetivos y las necesidades de 

los alumnos. Basado en las experiencias de las clases en línea, a continuación, se presentan dos reportes 

de los practicantes, así como una reflexión sobre el aprendizaje de las prácticas en las clases virtuales.  
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Reporte número 1: El practicante no contaba con experiencia antes de la práctica en la enseñanza del 

idioma japonés. Sin embargo, pudo impartir la clase porque tuvo suficientes oportunidades de observar 

las de otros practicantes. Además, fue capaz de mejorar la planeación y las clases porque recibió los 

comentarios del instructor sobre la planeación y logró elaborarla y corregirla en cada una de las clases. 

Por ende, este ejercicio funcionó como un simulacro de clases y sirvió para darse cuenta de que existen 

diferentes puntos de vista dependiendo del docente. Cuando se discutió el por qué de la importancia que 

cada docente le daba a los diferentes enfoques de aprendizaje en la planeación, se logró un mejor 

entendimiento y una mejora en la planeación además de que lograron mejorar sus propias clases.   

Reporte número 2: En las clases virtuales, otros practicantes y los docentes pudieron observarlas juntos, 

compartiendo el libro de texto en la pantalla. A diferencia de las clases presenciales, se puede asistir a las 

clases en línea sin preocuparse por el tiempo y el espacio, además de que es más fácil recibir los 

comentarios de retroalimentación de las clases observadas por otros. Asimismo, se puede reflexionar 

acerca de las clases utilizando la planeación en la pantalla en el momento de la discusión. Esto hizo posible 

realizar una reflexión no solamente entre el instructor y los practicantes sino también entre los practicantes 

mismos, cosa que es difícil de llevar a cabo de manera tan detallada en las clases presenciales. Por esto, 

los practicantes pudieron aprender los unos de los otros y corregir su planeación usando las herramientas 

digitales en forma virtual.         

  Una de las ventajas de las clases virtuales es que fue posible que los practicantes asistieran e impartieran 

las clases desde Japón. De esta forma, pueden aprender los métodos y la enseñanza no solamente con un 

instructor, sino también con otros practicantes. Es aquí en donde se realiza el aprendizaje en pares entre 

los docentes, porque el aprendizaje propio del maestro se puede adquirir a través de trabajos cooperativos 

(Kaneda, 2006). 

  En esta ocasión, se realizó un aprendizaje en pares entre practicantes sobre la enseñanza del idioma 

japonés. Se planeó que cada uno de los practicantes participara en el momento de la retroalimentación 

después de la clase. Por esto, se logró revisar uno por uno los puntos que pueden mejorar en la planeación 

y las clases de cada uno de los practicantes y el instructor.  

  Por último, efectivamente existe aquí un mérito mutuo en el aprendizaje en pares de la práctica docente 

entre los docentes que imparten las clases en el extranjero y los practicantes que están todavía en Japón.    
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参考資料 1 実際に作った教案 

授業実施日：2020/07/11 

担当教員：久保 浩太郎 

使用テキスト：いろどり  第 5 課 とてもにぎやかで便利です 

クラス：平日 18 時～20 時 120 分 

今回の授業のテーマ：語彙と漢字の学習 

 

第 5 課 漢字リスト 

1 街 ６ 静かな 

２ 店 ７ 有名な 

３ 食堂 ８ 多い 

４ 便利な ９ 少ない 

５ 不便な １０ 遠い 

 

 

時

間 

ページ数 目標 授業の流れ ポイント 

セッション①：40 分 

15

分 

１．この

町はどう

ですか□

１-(1) 

語彙を

覚える 

S:音声を聞く 

S:語彙を覚えるためにリピ

ートする。 

繰り返しリピート

する。 

5

分 

1.-□3-(1)  S:音声を聞く グループワークの

ための準備として

聞く。 

20

分 

1.-□3-(3)  グループワーク 

S：会話練習をする 

T:生徒とペアになる、発音

を確認する。 

覚えた語彙を会話

の中で使えるよう

にするためにグル

ープワークをす

る。 

セッション②：40 分 

5

分 

漢字の言

葉□１ 

漢字の

読み方

を覚え

る 

T:漢字を読む 

S:漢字の読み方を覚える 

 

 

5 

分 

漢字の言

葉□１ 

漢字の

読み方

T→S:リピート リピートすること

で学習者に漢字の
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を覚え

る 

読み方を定着させ

る。 

10

分 

漢字の言

葉□2 

 S:文章を読む 

T:生徒が漢字を読めている

かチェックする。 

 

20

分 

漢字の言

葉□2 

お手本

を見な

がら漢

字を書

けるよ

うにす

る 

グループワーク 

S:ホワイトボードに漢字を

書く 

T:生徒の漢字が正しいかチ

ェックする 

モジナビを活用す

ると学習しやす

い。 

セッション③：40 分 

10

分 

  休憩  

３

０

分 

漢字の言

葉□2 

お手本

を見な

くても

かける

ように

する。 

グループワーク 

S:ホワイトボードに漢字を

書く 

T:生徒の漢字が正しいかチ

ェックする 

モジナビを活用す

ると学習しやす

い。 

 

時間を重視した教案。 

一回の授業が 120分あり、40分で１つのセッションとすることで時間を把握しやすくした。 
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参考資料 2 プレゼンテーションによる文化理解・比較 

(まるごと 日本のことばと文化 入門 A1 かつどう 102頁より) 

 まるごとには写真が多いのが一つの特徴で、各レッスンの最後のページに写真付きの日本文

化紹介のページがある。生徒たちの日本への興味が特に伝わってくる。ここでは日本文化紹介

だけでなく、自国の文化の比較、メキシコの文化と比較することで授業に活気がでて、互いの

文化理解が深まった。 
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日本のおみやげ 

 

この課では、日本のお土産について紹介しているが、生徒には日本のお土産について調べてプ

レゼンテーションをした後に続けてメキシコのお土産についても発表してもらった。 
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メキシコのお土産 
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(以上、言語学部 2020年前期 日本語講座 5・６学期の学習者の発表資料より) 
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参考資料 3 

 

先に指導者である黒崎先生に提出してコメントをもらう。授業後に反省会。フィードバックを

もらう。赤字の部分は他の実習者からのコメント。 

3 人の教案をたてつづけに比較して見ることでよりよい授業構成をそれぞれが客観的にみて考

えられる。特に私（久保田碧）はコミュニケーション重視の授業なのでロールプレイ、グルー

プワークに割く時間が多いが、他の実習生では文法重視なので、演習に割く時間が多いなど、

時間配分も勉強になった。 
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