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はしがき 

 

本年３月６日（金）、７日（土）、８日（日）の３日間、２０１９年度日本語教育シ

ンポジウムが開催されました。今回、金・土の２日間は El Colegio de México、最終日は日

本メキシコ学院を会場とし、メキシコ日本語教師会と共同開催する運びとなりました。会

場の皆様には、毎年心のこもったお力添えをいただき、大変感謝しております。 

このシンポジウムは１９９０年より３０年に渡り行われてきました。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も深く感謝申し

上げます。 

 

今回のシンポジウムは現理事会が発足してはじめてのものでした。私たちは昨年３月

に活動を始めるにあたって、「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ました。そして、日本で日本語教師、学習者や地

域社会をつなぐネットワーク構築を積極的に行っているアクラス日本語教育研究所の活動

について知り、嶋田和子先生に私たちのスローガンをお送りし、メキシコの日本語教師の

ためにシンポジウムに来ていただけないかお願いしました。嶋田先生にご快諾いただいた

あとは、ほぼ１年間に渡り「人・社会とつながる日本語教育を目指す」というテーマに向

かって、様々な活動を行ってきました。 

 

メキシコでは、年々、日本語学習者が増えています。小さな町にも日本語を教えてい

る学校があり、日本人がいない環境の中、ひとりで教えているノンネイティブ教師も少な

くありません。日本語教師として教育を受けたネイティブ教師やベテランのノンネイティ

ブ教師が、経験の浅い教師に自分の知識を共有することによって、メキシコ国内における

日本語教師の量と質を向上することができると考えます。また、教える側も、その過程で

自分の知識を整理し、見 直し、新しい教師の意見を聞くことによって、教師として成長

することができます。これが、「あげる」は「もらう」よりずっといいというサブスロー

ガンの意味です。 

このような観点から、今回のシンポジウムでは積極的にノンネイティブ教師の参加を

促し、言葉の壁を乗り越えられるようスペイン語での資料配布、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を随所で行いました。その結果、参加者数９６名

中、ノンネイティブ教師が４６名とほぼ半数を占め、参加者間の交流も積極的に行われま

した。 

 

嶋田先生の講義では、プロフィシェンシーを重視した実践、新しい漢字学習と読み学

習、学習者の発話を引き出す方法など、すべての教師が教室ですぐに実践できるテーマを

取り上げつつ、すべてが「人・社会とつながる日本語教育を目指す」という教師の在り方



4 

を問うメインテーマにつながるものでした。講壇にとどまらず、会場を縦横無尽に周りな

がら進める嶋田先生の情熱あふれる講義に、参加者の熱気も高まりました。 

また、日本・メキシコ・中米カリブ地域・ブラジルからの応募者による一般発表も行

われ、各地で行われている研究・実践活動を知るすばらしい機会になりました。今回、

COVID-19 の影響で一部の参加者が来墨できず、オンラインで発表を行うことになりまし

た。メキシコへ来られなかったのは残念でしたが、オンライン発表という新しい試みを行

うことができたのは有意義だったと思われます。 

２日目の最後にはメキシコ日本語教師会総会が行われ、２０１９年度の活動報告と２

０２０年度の活動予定を話し合いました。これからも、会員ひとりひとりが教師会の活動

に参加していただけるよう、情報共有を密にしていきたいと考えております。 

 

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。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。また、シンポジウム会期中、多くの先生

方が、自発的に実行委員に声をかけてくださり、様々な仕事を引き受けてくださいまし

た。メキシコだけでなく、日本や中南米地域の先生方が、講義時間外も楽しそうに語ら

い、時には悩みを打ち明けあう姿を見て、「つながる教師、つなげる教師」の輪が広がっ

ていることを実感しました。 

みなさん、来年も第２６回メキシコ日本語教育シンポジウムでお会いしましょう！ 

 

 

２０２０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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Introducción 

 

El 25º simposio de la enseñanza del idioma japonés se llevó a cabo del viernes 6 de marzo al 
domingo 8 de marzo del presente año (correspondiente al año fiscal 2019 de Japón). En esta ocasión, 
las sedes del evento fueron el Colegio de México (los dos primeros días), y el Liceo Mexicano Japonés 
(tercer día), en colaboración con la Asociación Mexicana del Idioma Japonés, A.C. (AMIJ). Nos 
sentimos enormemente agradecidos por la amable cooperación del personal en ambas sedes. 
Igualmente estamos profundamente complacidos con la Fundación Japón en México la cual ha 
subsidiado este evento por 30 años ininterrumpidos. 

 

Este 25º simposio fue el primero en ser organizado por la actual mesa directiva de la AMIJ. La 
organización de dicho evento inició desde marzo 2019, y como primer paso se estableció el eslogan 
“Profesores que unen y se unen entre sí: DAR siempre es mejor que RECIBIR”.   

Este eslogan coincide con el del Centro de Investigación de la Enseñanza del idioma Japonés 
(ACRAS), establecido en Tokyo Japón, el cual fue fundado por la profesora Kazuko Shimada. Dado 
que la filosofía de ambas organizaciones es la misma, se contactó a la Profesora Shimada para solicitar 
su participación en este 25º simposio cuyo tema central es: “Hacia una enseñanza del idioma japonés 
que conecte a la sociedad y al individuo”. 

 

Año con año se incrementa en México el número de estudiantes de idioma japonés. Aún en 
pequeñas ciudades existen escuelas de japonés, en su mayoría con profesores no nativos del idioma 
japonés quienes se esfuerzan día a día por mejorar sus clases. El ideal de la AMIJ es lograr una 
estrecha colaboración entre todos sus miembros, profesores nativos y no nativos, tanto profesores 
novatos y entusiastas, como de aquellos profesores con años de experiencia en la enseñanza; con el 
objetivo de crear una sinergia que ayude a mejorar la calidad y aumentar la cantidad de profesores de 
idioma japonés. 

Es bien conocido que por medio del proceso de enseñanza, el profesor tiene la oportunidad de 
ordenar, mejorar, consolidar y renovar sus conocimientos por medio de la retroalimentación de sus 
estudiantes. En este caso, los profesores con más experiencia aportan su conocimiento de años y 
reciben las ideas renovadas de sus pares menos veteranos, y viceversa. Esto es justo la esencia del 
eslogan “DAR siempre es mejor que RECIBIR”.   

Con base en lo anterior en esta ocasión se hizo un gran esfuerzo por impulsar la participación de 
maestros no nativos. Con el objetivo de superar la barrera del lenguaje se proporcionó material en 
japonés y español y se animó a todos los asistentes a participar, aun cuando no pudieran comunicarse 
hábilmente en japonés. Gracias a estas acciones, se logró una asistencia de 96 profesores, de los cuales, 
casi el 50%  (46) son no nativos. Debido a esta participación se logró un intercambio muy activo, de 
gran enriquecimiento intercultural. 

 

En el curso de la profesora Shimada se abordaron los siguientes temas: El enfoque basado en 
competencias; nuevas formas de estudiar kanjis y lectura; pistas para motivar a los estudiantes a 
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hablar, etc. Todos estos temas forman parte del objetivo principal del simposio, el cual busca fomentar 
habilidades esperadas en un profesor, pero además, son temas tan relacionados con el trabajo diario 
del profesor de idioma japonés que lo aprendido puede ser aplicado en clases inmediatamente.  

No sólo eso, el dinamismo y entusiasmo de la profesora Shimada fueron palpables al no limitarse 
a exponer desde sólo el frente, sino moviéndose entre los participantes y equipos de trabajo, 
contagiando esta energía a los asistentes y resultando en una experiencia de aprendizaje mutua y por 
demás amena. 

Asimismo, se llevaron a cabo ponencias realizadas por diversos estudiosos de la enseñanza del 
idioma japonés, provenientes de Japón, México, Centroamérica, el Caribe y Brasil. Estas ponencias 
constituyeron excelentes oportunidades de aprendizaje acerca de las investigaciones y praxis 
relacionadas a la enseñanza del idioma japonés. Lamentablemente, en esta ocasión, debido a las 
inconveniencias derivadas de la contingencia por el COVID-19, algunos ponentes no pudieron 
honrarnos con su presencia, sin embargo, gracias al uso de recursos computacionales e internet, 
pudieron participar de forma remota, lo cual también constituyó una experiencia muy significativa. 

Al término del segundo día del simposio, se llevó a cabo la asamblea general de la AMIJ, en la 
cual se presentaron y discutieron el reporte de actividades del año fiscal 2019 y la propuesta de 
actividades para el año fiscal 2020. Con el fin de que todos los miembros de la AMIJ participen en 
los diversos eventos y actividades, la información pertinente se compartirá de forma continua y 
puntual. 

 

Como cada año, desde el 2017, se establece un comité organizador del evento, conformado por 
distintos profesores miembros de la Asociación, a quienes les estamos enormemente agradecidos por 
su desinteresada cooperación. También extendemos nuestro reconocimiento a todos los profesores 
que nos apoyaron de manera voluntaria en diversas tareas logísticas durante los 3 días del evento.  

A lo largo del evento se pudo observar una convivencia muy animada, entre todos los profesores 
participantes, no solamente de México, sino también de Japón, Centroamérica, el Caribe y otras 
regiones, platicando inclusive de experiencias más personales relacionadas con la enseñanza del 
idioma. Así podemos corroborar que se está logrando el lema de esta mesa directiva: “Profesores que 
unen y se unen entre sí, DAR siempre es mejor que RECIBIR”. 

¡Esperamos encontrarnos de nuevo en el 26º simposio de la enseñanza del idioma japonés! 

 

 

Mayo de 2020 

 

 

9ª Mesa Directiva  

Asociación Mexicana del Idioma Japonés, A.C. 
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プログラム 
 

 

１日目    2020 年 3 月 6 日（金） 

9:30～ 受付 

10:00～ 開会式 

10:30～13:00 
講義① 新しい日本語教育の動きを知る 

～「つながる・つなげる」教育の意義～ 

13:00～14:00 昼食 

14:00～16:00 
講義② プロフィシェンシーを重視した実践を体験す

る 

～スパイラル・ラーニングの大切さ～ 

16:30～17:30 ポスターセッション 

17:30～18:30 懇親会 

2 日目    2020 年 3 月 7 日（土） 

9:30～10:30 一般発表 

10:30～13:00 
講義③ 新しい漢字学習と読み学習を体験する 

      ～楽しく、効果的な学び方～ 

13:00～14:00 昼食 

14:00～16:00 
講義④ 学習者の発話を引き出すヒントを得る 

      ～教師の「質問力」の大切さ～ 

16:15～ メキシコ日本語教師会総会 

3 日目   2020 年 3 月 8 日（日） 

9:30～10:30 一般発表 

10:30～12:30 
講義⑤ 「学びの共同体」で、教師力の向上を図る 

～教師が変われば、学習者が変わる！～ 

12:30～13:00 閉会式 
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Programa 

 

Primer día（Vienes 6 de marzo de 2020） 

9:30～ Recepción 

10:00～ Ceremonia de apertura 

10:30～13:00 
Cátedra① Conocimiento de las nuevas tendencias en la enseñanza del 
idioma japonés: Significado de la educación basada en la vinculación 

13:00～14:00 Comida 

14:00～16:00 
Cátedra② Experimentar el enfoque basado en competencias: la 
importancia del aprendizaje en espiral 

16:30～17:30 Ponencias 

17:30～18:30 Reunión social 

Segundo día（Sábado 7 de marzo de 2020） 

9:30～10:30 Ponencias 

10:30～13:00 
Cátedra③ Experimentar nuevas formas de estudiar kanjis y lectura: 
Métodos de estudios divertidos y efectivos 

13:00～14:00 Comida 

14:00～16:00 
Cátedra④ Adquisición de pistas para motivar a estudiantes: la 
importancia de la habilidad del profesor para preguntar 

16:15～ Asamblea general de la AMIJ 

Tercer día（Domingo 8 de marzo de 2020） 

9:30～10:30 Ponencias 

10:30～12:30 
Cátedra⑤ Hacia un mejor desempeño del profesorado por medio de 
“grupo de estudio”: ¡Si cambian los profesores, también los estudiantes! 

12:30～13:00 Clausura 

 
  



講義資料

「人・社会とつながる」日本語教育を目指す

～プロフィシェンシーを重視した実践とは～

嶋田 和子
アクラス日本語教育研究所

kazushimada@acras.jp

第２５回メキシコ日本語教育シンポジウム ２０２０年３月６日（金）～８日（日）
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講義① 新しい日本語教育の動きを知る
～「つながる・つなげる」教育の意義～

講義② プロフィシェンシーを重視した実践を体験する
～スパイラル・ラーニングの大切さ～

講義③ 新しい漢字学習と読み学習を体験する
～楽しく、効果的な学び方～

講義④ 学習者の発話を引き出すヒントを得る
～教師の「質問力」の大切さ～

講義⑤ 「学びの共同体」で、教師力の向上を図る
～教師が変われば、学習者が変わる！～

構成

講義① ６日（金） １０時３０分～１２時４５分

講義② ６日（金） １４時～１６時

講義③ ７日（土） １０時３０分～１２時４５分

講義④ ７日（土） １４時～１６時

講義⑤ ８日（日） １０時３０分～１２時３０分

時間
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◆「知識」だけではなく、「言語行動」を大切にする。

○ コミュニケーションの場面を大切にする。

○ 「できること(Can-do)」を大切にする。

◆学習者自身が考え、ことばを出して、

表現して学ぶことを大切にする。

講義① 新しい日本語教育の動きを知る
「つながる・つなげる」教育の意義

教師の課題

・「はじめに文型ありき」の考え方が強い

・「教師は教える人：学習者は教えてもらう人」と考え方が強い

・「正確さ」を大切にし、「適切さ」を軽視している

・「教科書に書いてあること」を重視しすぎている

しかし、教育現場では～～～
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「つながる」「つなげる」教育に目を向けよう！

多様な「つながり」

◆学びのつながり

◆人・社会とのつながり

◆キャリア（人生）のつながり

日々の学び、各課、各レベ
ル、次の教育機関・・・・・・

授業の中での学習者
間、学習者と教師、他
のクラス、ソト・・・・・・

「学び」は個人の中だ
けにあるのではなく、
社会的な文脈の中に

ある！

さまざまな「対話」
を大切にして学ぶ
ことが大切！

『できる日本語本冊』p.2

「自分のこと／自分の考えを伝える力」「伝え合う・語り合う
日本語」を身につけることを目的にした教科書です。

日本語によるコミュニケーションの中でも「対話力」に重きを
おき、人とつながる力を養います。
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最近の日本における日本語教育

国際交流基金

ＪＦ日本語教育スタンダード

（cf.CEFR)

言語構造的能力

社会言語能力

語用能力
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教育理念
他者の発見 自己の発見
つながりの実現

学習目標

キーコンセプト
３領域×３能力＋３連繫

３領域：言語・文化・グローバル社会
３能力：わかる・できる・つながる
３連繫：学習者・他教科・教室外

国際文化フォーラム：２０１３年９月

文化庁
「生活者としての外国人」
に対する日本語教育

・カリキュラム案
・ガイドブック
・教材例集
・日本語能力評価
・指導力評価

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/
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ワーク①ちょっと考えてみましょう。

ワーク②ちょっと考えてみましょう。

※ワークのための資料配布

知識偏重から言語活動ありきへ！

プロフィシェンシー重視の教育実践へ～～～

２００８年 ２０１２年 ２０１５年
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「対話」と「会話」は、どう違いますか。

ペアで話し合ってみてください。

「つながる」教育には「対話」が重要！

ワーク③ ちょっと考えてみましょう。

ワーク④ ちょっと考えてみましょう。

※ワークのための資料配布

ちょっと最近の日本における日本語教育＆
外国人受入れについての情報を・・・

◆日本語教育推進法 (2019.6スタート)
初めての日本語教育に関する法律

２０２０年６月頃、政府の基本方針が発表になる予定

◆日本語教育人材の養成・研修の在り方報告（2018.3）
現在、日本語教師の資格制度について検討中

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/1401908.html

◆改正入管法 (2019.4 スタート)
特定技能、出入国在留管理庁・・・・・・
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日本語教育推進法（概要より）

目的：多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現・諸外
国との交流の促進並びに友好関係の維持発展に寄与。

国の責務

・国の責務 ・地方公共団体の責務 ・事業主の責務
・連携の強化 等

海外における日本語教育の機会の拡充

・海外における外国人等に対する日本語教育
・在留邦人の子等に対する日本語教育

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokanhorei/other/suishin_houritsu/index.html

あるエピソード

講義② プロフィシェンシーを重視した実践を体験する
～スパイラル・ラーニングの大切さ～

https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-
manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012/spanish 『できる日本語』
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◆「自分のこと／自分の考えを伝える力」「伝え合う・語り

合う日本語力」を身につけることを目的とする。

◆日本語によるコミュニケーションの中でも「対話力」に

重きをおき、人とつながる力を養うことをめざす。

◆場面・トピックシラバスと文法シラバスの融合を図る。

目指していること
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①行動目標（Can-do-statement)が明確である。

②場面・状況、言語的知識を重視している。

③学習者にとって必然性のあるタスクである。

④タスク先行（まずチャレンジ！）で進める。

⑤文脈化を大切にしている。

⑥スパイラル展開を重視している。

⑦「固まりで話すこと」を重視している。

⑧「他者への配慮」のある談話となっている。

８つの特徴

レベル タイトル 行動目標

初級１０課 バスツアー 周りの状況を簡単に友達に伝えるこ
とができる。また、何かを頼んだり提
案したりしながら一緒に行動すること
ができる。

初中級１０課 旅行に行って 旅行中に起こった困った状況や今の
状況を他の人に伝えたり、観光スポッ
トで芽にした風景や建物について簡
単に説明することできる。

中級１０課 日本を旅する 旅先でいろいろな情報を得て、楽しく
快適に旅行することができる。また、
旅の思い出を共有することができる。

①行動目標が明確である。
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タイトル 場面 できること

ＳＴ
１

集合 バスツアーの日、集
合場所でリーダーが
点呼しています。

集合場所への行き方がわからなくなっ
たとき、友達に電話で聞いて行くことが
できる。また、出発までの簡単なやり取
りをすることができる。

ＳＴ
２

いろいろな
注意

バスで美術館へ向
かっています。

公共の場所での注意を聞きとったり許
可を求めたりすることができる。

ＳＴ
３

動物園で 友達と動物園にいま
す。

周りの状況に応じて行動を提案するこ
とができる。また、施設にどんなサービ
スがあるか質問することができる。

②場面・状況、言語的知識を重視している。

ＳＴ２ いろいろ
な注意

バスで美術館へ
向かっています。

公共の場所での注意を聞きとっ
たり許可を求めたりすることが
できる。

ワーク① ちょっと考えてみましょう。

この「できること」を達成するために、どんな
文型を学んだらいいと思いますか。
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③学習者にとって必然性のあるタスクである。

ワーク② ちょっと考えてみましょう。

なぜ、１０課は「バスツアー」という
タイトルなのでしょうか。
「電車で行く旅行」では、ダメでしょうか。

ＳＴ１ 集合 バスツアーの日、
集合場所でリー
ダーが点呼して
います。

集合場所への行き方がわからなく
なったとき、友達に電話で聞いて行
くことができる。また、出発までの簡
単なやり取りをすることができる。

④タスク先行（まずチャレンジ！）で進める。

この「できること」を達成するために、どんな
文型を学んだらいいと思いますか。

その文型を、どのようにタスク先行で学んだら
いいですか。

ワーク③ ちょっと考えてみましょう。
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行動目標 ＳＴ タイトル できること

友達を誘ったり、
行きたいところ
やしたいことを
一緒に相談して、
約束することが
できる。

１ 一緒に
行きませんか

友達を誘うことができる。また、
誘いを受けたり断ったりするこ
とができる。

２ どちらが
いいですか

友達の意向を聞いたり情報を
比べたりしながら相談すること
ができる。

３ 約束 会う場所や時間などを約束す
ることができる。

「初級」１０課「バスツアー」 ／ ６課「一緒に！」

⑤文脈を大切にしている。

◆「できること」

◆テーマ

◆文型 ◆語彙

等々

【場所】

・スモールトピックの中でのスパイラル

・その課の中でのスパイラル

・レベルの中でのスパイラル

・レベルを超えたスパイラル

⑥スパイラル展開を重視している。
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６課「一緒に！」 ＳＴ１「一緒に行きませんか」

１ Ａ：今晩、一緒にご飯を食べませんか。
Ｂ：いいですね。食べましょう。
Ｂ：ああ、今晩ですか。すみません。
今晩はちょっと……。

２ Ａ：今晩、カラオケに行きませんか。
Ｂ：ああ、今晩ですか。すみません。
今晩はちょっと……。用事がありますから。

Ａ：ああ、そうですか。残念です。じゃ、また今度。

３ Ａ：あ、横浜で野球の試合があります。
Ｂ：へえ。
Ａ：Ｂさん、一緒に見に行きませんか。
Ｂ：いいですね。

４ Ａ：Ｂさんはサッカーが好きですか。
Ｂ：はい。
Ａ：そうですか。サッカーのチケットが２枚あります。
一緒に見に行きませんか。

Ｂ：わあ、いいですね。行きましょう。
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レベル タイトル 行動目標

初級１課 はじめまして 簡単に自分のこと（名前・国・趣味
など）を話したり相手のことを聞いた
りすることができる。

初中級１課 新しい一歩 初めて会った人に丁寧に自己紹介
したり、印象よく問い合わせしたり
することができる。

中級１課 新たな出会い 新しい環境に自分から挑戦して、
その環境で印象的に自己紹介する
ことができる。

自己紹介
レベル タイトル 行動目標

初級１課 はじめまして 簡単に自分のこと（名前・国・
趣味など）を話したり相手のこと
を聞いたりすることができる。

初中級１課 新しい一歩 初めて会った人に丁寧に自己
紹介したり、印象よく問い合わ
せしたりすることができる。

中級１課 新たな出会い 新しい環境に自分から挑戦し
て、その環境で印象的に自己
紹介することができる。

24



⑦「固まりで話すこと」を重視している。

『できる日本語初級』８課

話読聞書

「大切な人」

この人は私の友達です。名前は山口春子さんです。山口
さんは大学で中国語を勉強しています。毎週日曜日、
一緒にテニスをします。山口さんはテニスがとても上手で
す。テニスの教え方も上手です。山口さんはおもしろくて、
優しい人です。山口さんは友達がたくさんいます。

Ａ：ビールはまだありますか。

Ｂ：すみません。もうありません。

ワインはどうですか。

Ａ：いいですね。

『できる日本語初級』７課ＳＴ３

⑧「他者への配慮」のある談話となっている。
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Ａ： あのう、先生、早く帰ってもいいですか。

先生：どうしたんですか。

Ａ： 頭が痛いんです。

先生：それはいけませんね。お大事に。

『できる日本語初級』１２課ＳＴ１

講義③ 新しい漢字学習と読み学習を体験する
～楽しく、効果的な学び方

Ａ 新しい漢字学習

『漢字たまご』

特徴 ①何ができるかが明確になっている。

②漢字の接触場面から学ぶ。

③漢字学習ストラテジーを身につける。
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課 タイトル できること 漢字

１ どうぞよろしく ・簡単な自己紹介

を、漢字を使って
書くことができる。

私 人 才

学 生 校

日 本 語

２ 買い物

ワーク①２課で「教える漢字」を考えてみましょう！

※ワーク終了後、資料配布

こうすれば、漢字学習は楽しい！

・漢字の覚え方を工夫する

・授業の展開の仕方を工夫する

ワーク② 漢字の覚え方を工夫する

漢字は物語であ
り、アートであり、
おもちゃである。

ブレットさん（アメリカ出身）
漢字検定１級／漢字教育士
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「漢字」を活用した「授業展開」を考えてみましょう。

例：グループワークの自己紹介で、「自分の好きな漢字」

を１つあげて、その理由を話す。

◆初級レベルでは？

◆初中級レベルでは？

◆中級レベルでは？

ワーク③ ちょっと考えてみましょう。

※ワーク後、資料配布

１．教師が教え込むのではなく、

学習者が自律的に学ぶことが重要である。

２．大切なのは、知っている漢字の数ではなく、

漢字の学び方を学ぶ（“学び”を学ぶ）ことである。

３．学びは、個人の中だけではなく、

社会的な文脈の中で起こる。

大切なことは～～～
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講義③ 新しい漢字学習と読み学習を体験する
～楽しく、効果的な学び方

Ｂ 新しい読み学習

『たのしい読みもの５５』

特徴 ①接触場面での読みを大切にする。

②「読み」から生まれる多様な対話を
大切にする。

③自律的な読み学習につなげる。

◆習った文型の定着のための「読み学習」になって

いませんか？

◆「ただ練習のために読む」といった授業になって

いませんか？

◆学習者が「もっと読みたくなる」といった授業になって

いますか？

ワーク① 初級レベルで、どんな読み学習を
していますか。

※ワーク終了後、資料配布
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第１部 日本で暮らす

（２）（p.15) お店で見つけたおもしろい物

（１９）(p.39) 飲み会に来る？来ない？

第２部 日本を知る

（１）(p.58) これは何でしょう？

「ひらがな・カタカナ」
も楽しく覚えられる。

学習者が作
りたくなる！

メキシコの「おもし
ろい物」を紹介！

参考：今年の元旦の朝日新聞に・・・（岩波書店）

本を、ゆっくりと、味わいながら「読む」。そして、多くのことを

「知る」「想像する」「考える」。それについて、誰かと対話する。

対話で得た本をまた「読む」。この繰り返しの中に、他者と共有で

きる論理、他者を理解する創造力が生まれます。自分の知らな

い世界に目を向け考える力、人や社会を信じる力が生まれるの

です。

今教育の場で目標とされている「主体的・対話的な深い学び」

が、本気で実践されるならば、それは日本の、やがては世界の

窮状を回復する希望となるでしょう。それもまた、「読む」ことから

始まるのです。
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ＯＰＩの活用
（Oral Proficiency Interview)

・メモを見ない ・メモを取らない
・学習者の発話から、次の質問
を考える

➡テスターの質問力・引き出す
力が求められる

机の上にあるのは、ロール
プレイカードとＩＣレコーダーのみ

講義④ 学習者の発話を引き出すヒントを得る
～教師の「質問力」の大切さ

特徴
①口頭能力を測定するための１対１のインタビュー試験

②時間は最長３０分

③４つの評価基準を持つ「総合的な評価法」
〇機能・総合的タスク 〇場面・内容

〇正確さ・理解難易度 〇テキストタイプ

④１０段階による判定

⑤標準化された構成

⑥相互のやり取りのある学習者中心の評価

31



１０段階による構成

超級
上級 上級ー上

上級－中
上級－下

中級 中級ー上
中級ー中
中級－下

初級 初級－上
初級－中
初級ー下

初級
初級の話者は、自分に直接関連す
る、かなり予測できる日常的な話題
について短いことがらを伝えることが
できる。このレベルの話者は、主に、
それまでに経験したり暗記したり思
い出せる個別の単語や語句を用い
て言いたい事を伝えることができる。
初級レベルの話者は、非母語話者
の発話に慣れている非常に好意的
な話し相手にさえも理解してもらうの
に困難を伴うことがある。

中級

中級レベルの話者は、主に、日常生活に関連した身近な
話題について話しをする際、伝えたいことがらを言語を使っ
て創造する能力によって特徴づけられる。このレベルの話
者は、自分自身が意図した考え、伝達したいことを表現する
ために、習ったことを組み替えることができる。中級レベル
の話者は、簡単な質問ができ、簡単な生活場面に対応する
ことができる。単文や連文などの文レベルの談話を発し、そ
れらは現在時制で行なわれることが多い。中級レベルの話
者は、非母語学習者の応対に慣れた話し相手に理解しても
らうことができる。
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ワーク①インタビューを聞いてみませんか。

同じ被験者に対して、２人の人がインビュー
をしています。

Ａは、どんな評価になりますか。
課題は何でしょうか。

Ｂは、どんな評価になりますか。
どんな展開になっていますか。

皆さんへのメッセージ

（ＯＰＩ『マニュアル』p.121)

学習者が言語運用能力を向上させたいのであれば、

教師が取るべき役割は、自分自身を「舞台に上がった

賢人」に見立てるような伝統的なものではなく、むしろ、

「側に付き添う案内人」というようなものになるはずで

ある。すなわち、教師側からの話を最小限に抑え、

学習者が会話に参加する機会を最大限に増やすと

いう役割である。
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ワーク②ちょっと考えてみませんか。

事例①～⑤の教師の質問について、

どんな点が問題だと思いますか。

※ワークのための資料配布

ワーク①キーワードを拾って、「今回の学び」

について話し合ってください。

講義⑤ 「学びの共同体」で、教師力の向上を図る
～教師が変われば、学習者が変わる！～

つながる プロフィシェンシー スパイラル

対話力 タスク先行 文脈化

他者への配慮 固まりで話す ＯＰＩ

質問力 引き出す力 自律的な学び

新しい漢字学習 新しい読み学習・・・・・・
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・「つながること」を大切にする。

・そのためには、「同僚性」と「協働性」を大切にする。

・そこに求められるのは「対話力」である。

・「対話」によって、「答えは一つではない」ことの

意味を理解する。

「学びの共同体」で大切なこと

もう一つアドバイス

♪♪♪ 「自分の思い込み」を見つめ直す ♪♪♪

学習者の力を、十分に信じているか？

例①：初級の学生に、俳句が出来るわけがない！

例②：非漢字圏の学習者にとって、
「漢字学習」は難しいに決まっている！

※資料配布
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学びの質と量を左右する９原則

１．人は皆、常に学んでいる。

２．安心して学べる環境が大切である。

３．積極的に参加できるとよく学べる。

４．意味のある内容や中身を扱うことでよく学べる。

５．選択できるとよく学べる。

６．十分な時間があるとよく学べる。

７．協力できるとよく学べる。

８．振り返りとフィードバックがあるとよく学べる。

９．互いに讃え合ったり、教え合える機会があると

よく学べる。

「選択権」は学習者にあり！

協働学習！

吉田新一郎『効果10倍の＜教える＞技術』p.58-59
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ちょっと追加情報

サイトのご紹介

・アクラス日本語教育研究所 http://www.acras.jp/
人・社会をつなげるために、さまざまな情報をアップ

しています。

・できる日本語ひろば http://www.dekirunihongo.jp/
『できる日本語』ユーザーが、少しでも楽しく、効果的に

学べるように、情報や授業実践例などを載せています。

あちこちで「できる日本語ユーザー」のつながりが生まれて

います。
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Hacia una enseñanza del idioma japonés que “conecte a 
la sociedad y al individuo”-¿Cómo llevar las prácticas con 
énfasis en las competencias?” -

Kazuko Shimada
Centro de investigación de la enseñanza de idioma 

japonés ACRAS                                        
kazushimada@acras.jp

25°Simposio de la Enseñanza del Idioma Japonés en México
Del viernes 6 al domingo 8 del marzo de 2020 

Cátedra 1 Conocer nuevas tendencias de la enseñanza de japonés
～Significado de la enseñanza de conectarse y hacer que se

conecten～

Cátedra 2 Experimentar las prácticas con la énfasis en las competencias
～Importancia del aprendizaje espiral～

Cátedra 3 Experimentar el nuevo aprendizaje de Kanji 
y de la comprensión de lectura 

～Método de aprendizaje divertido y eficaz～

Cátedra 4 Obtener pistas para hacer que los alumnos hablen
～Importancia de “la habilidad de preguntar” de los profesores～

Cátedra 5 Buscar la mejora de la habilidad de profesores en la “comunidad
de aprendizaje” 

～Si el maestro cambia, el aprendiente cambia!～

Programa
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Cátedra 1 Viernes 6 10:30～12:45

Cátedra 2 Viernes 6 14:00～16:00

Cátedra 3 Sábado 7 10:30～12:45

Cátedra 4 Sábado 7 14:00～16:00

Cátedra 5 Domingo 8      10:30～12:30

Agenda

◆Tomar en cuenta no solamente “el conocimiento”, si no 
también “actividad comunicativa lingüística”. 
Tomar en cuenta la situación comunicativa
Tomar en cuenta lo que se puede hacer

(can-do)
◆Dar la importancia a que los aprendientes mismos 

aprendan a través de pensar y expresarse con sus propias 
palabras.

Cátedra 1 Conocer las nuevas tendencias  
de la enseñanza del idioma japonés

Significado de la enseñanza de conectarse y hacer que se conecten.
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Tarea de los profesores

・Aún se enfatiza primero en los patrones gramaticales
・Piensan que “los profesores enseñan y a los aprendientes 

hay que enseñarle”. 
・Da más valor a la “exactitud” y no da la importancia a lo 

“apropiado”
・Siguen haciendo demasiado hincapié en el libro de texto.

Sin embargo, en el salón de clase ...

¡Vamos hacia la enseñanza de vínculos! 

Diversos “vínculos”

◆Por el aprendizaje

◆Por la gente y la sociedad

◆Por la carrera, el trabajo o la vida

Aprendizaje diario, cada lección, 
cada nivel, la siguiente institución 

educacional

Entre compañeros de clase, 
aprendiente y profesor, 

otros grupos o clases, afuera…
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“El aprendizaje” no 
solamente está en el 

individuo, sino está en 
el contexto social. 

Es importante 
tomar en cuenta 

los diversos 
diálogos!

『できる日本語本冊 Dekiru Nihongo Honsatu』p.2

Es el libro de texto con el objetivo de adquirir la “Competencia para transmitir 
sobre uno mismo y mis opiniones” y  “el japonés para transmitirse y 
dialogarse”.  Especialmente, se enfatiza en “la habilidad de dialogar” en la 
comunicación en japonés y cultiva la competencia de conectarse con otras 
personas. 

Enseñanza del idioma japonés reciente en Japón

Fundación Japón
Estándares JF de la 
Enseñanza de Japonés
（cf.CEFR)

41



Competencia 
lingüística

Competencia 
sociolingüística

Competencia 
pragmática

Idea educacional
Descubrimiento de otros 
Descubrimiento de unos mismos
Creación de vínculos

Objetivos de aprendizaje
Conceptos claves
3 áreas×3 habilidades＋3 colaboraciones

3 áreas：lengua・cultura・sociedad global
3 habilidades：entender・poder hacer ・
conectarse
3 colaboraciones：aprendiente・materias 
transversales・afuera del salón de clase

Foro cultural 
internacional: 
Septiembre 2013
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Departamento de Asuntos 
Culturales
Enseñanza de japonés para quienes viven 
en Japón

・Currículo (plan)
・Libro de guía
・Compilación de

materiales
・Evaluación de la 

competencia de japonés
・Evaluación de la

competencia de orientar

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/

Práctica 1. Vamos a pensar un poco.

Práctica 2. Vamos a pensar un poco.

※Repartir materiales para las prácticas. 
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Desde otorgar demasiada importancia al conocimiento hacia 
la existencia de actividades comunicativas lingüísticas

Hacia una práctica con la énfasis en las competencias

２００８ ２０１２ ２０１５

¿Cuál es la diferencia entre el diálogo y 
la conversación? Hablen en pareja.

Es importante el diálogo para la enseñanza que fomenta 
el relacionarse!

Práctica 3. Vamos a pensar un poco.

Práctica 4. Vamos a pensar un poco.

※ Repartir materiales para la práctica. 
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Informaciones recientes sobre la información sobre la 
enseñanza de japonés y de cómo recibir los extranjeros a 
Japón…

◆Ley de la promoción de la enseñanza del idioma japonés  (Inició junio de 2019)
La primera ley de la enseñanza de japonés

Se planea que el gobierno presenta los lineamientos básicos en junio de 2020  

◆Informe sobre la formación y el entrenamiento de los talentos de la
enseñanza del idioma japonés (marzo de 2018)

Actualmente, se está examinando el sistema de requisitos para ser los profesores del 
idioma japonés. 

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/1401908.html

◆Ley reformada de inmigración (Inició el abril de 2019)
Personal de técnica específica, 

Oficina gubernamental para administrar entrada, salida y estancia en el país…

Ley de promoción de la enseñanza del idioma japonés （
Del resumen）

Obejtivo ：Crear una sociedad cooperativa que respeta la diversidad cultural 
Contribuir a activar el intercambio y mantener y desarrollar 
la relación amistosa con otros países

Responsabilidades diversas
・Del país         ・De la empresa pública ・Del director
・Fortalecimiento de colaboración etc.

Expansión de las oportunidades de 
la enseñanza del idioma japonés en el extranjero

・Enseñanza del idioma japonés a los extranjeros fuera de Japón
・Enseñanza del idioma japonés hacia los hijos japoneses quienes 

viven en el extranjero

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokanhorei/other/suishin_houritsu/index.html

Una anécdota
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Cátedra2: Experimentar el enfoque basado en competencias: 
la importancia del aprendizaje en espiral

https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-
manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012/spanish 『できる日本語』
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◆Adquirir la capacidad para transmitir información sobre sí mismo y 
sobre ideas propias, así como la habilidad de usar el idioma japonés 
para dar y recibir información, y para contar y escuchar narraciones”

◆Desarrollar la capacidad para conectarse con otros individuos 
utilizando el idioma japonés y dando importancia al diálogo en la 
comunicación oral y escrita.

◆Tratar de fusionar programas de estudio por situación, tópico y 
gramática.

Objetivos

1. Mostrar claramente lo que los estudiantes podrán lograr al final
(Can-do-statement)

2. Dar importancia a escenas, situaciones y conocimientos 
lingüísticos.
3. Las tareas son naturales y necesarias para los estudiantes.
4. Primero, los estudiantes se enfrentan al desafío de las tareas
5. Dar importancia a la contextualización.
6. Dar importancia a desplegar el aprendizaje en espiral.
7. Dar importancia a hablar con estructuras hechas por varias 
oraciones para expresar una idea concreta
8. Prestar atención a la participación de las demás personas en la 
conversación

8 características
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1. Mostrar claramente lo que los estudiantes 
podrán lograr al final

2. Dar importancia a escenas, situaciones y 
conocimientos lingüísticos
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Actividad 1: ¡Vamos a pensar!

Para lograrlo, ¿cuáles modelos oracionales 
deben de aprender?

3. Las tareas son naturales y necesarias para 
los estudiantes

¿Por qué creen que el tema de la lección 
10 es “Tour en autobús” en vez de “Viaje 
en tren”?

Actividad 2: ¡Vamos a pensar!
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4. Primero, los estudiantes se enfrentan al desafío 
de las tareas

Para lograrlo, ¿cuáles modelos oracionales deben de 
aprender?
¿Cómo podrían aprenderlos enfrentándose al desafío de 
las tareas?

Actividad 3: ¡Vamos a pensar!

Básico   Lección 10 “Tour en autobús” / Lección 6 “Hagámoslo 
juntos”

5. Dar importancia a la contextualización
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◆Lo que puede hacer
◆Tema
◆Modelos oracionales
◆Vocabulario      etc.

【Lugares donde existe el espiral】
・espiral dentro de tópicos

pequeños
・espiral dentro de una lección
・espiral dentro de un nivel
・espiral que trasciende los niveles

6. Dar importancia a desplegar al aprendizaje en espiral

Lección 6 “¡Hagámoslo juntos!” ST1 “¿Por qué no vamos juntos?”

1 A: ¿Por qué no vamos a cenar juntos esta noche?
B：Me parece bien, ¡vamos!
B：¿Esta noche? Perdón, no puedo esta noche...

2   A：¿Por qué no vamos al karaoke esta noche?
B：¿Esta noche? Perdón, esta noche no puedo.

Lo que pasa es que tengo un asunto pendiente.
A：Ah, ya veo, ¡qué lástima! 

Espero que puedas para la siguiente ocasión.
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3    A: Oh, hay un partido de béisbol en Yokohama.
B: ¿Ah, sí?
A: ¿Por qué no vamos a verlo juntos?
B: Suena bien.

4    A: ¿Te gusta el fútbol?
B: Sí, me gusta.
A: ¡Qué bueno! Tengo dos boletos para el partido de fútbol.
¿Por que no vamos a verlo juntos?

B: ¡Genial, vamos!
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Autopresentación

7. Dar importancia a hablar con una breve interacción o expresión oral 
compuesta de algunas oraciones para expresar una idea concreta

『できる日本語Básico』 Lección 8

Hablar Leer Escuchar Escribir

“Persona importante”

Esta persona es mi amiga. Su nombre es Haruko Yamaguchi. 
Yamaguchi san está estudiando chino en la Universidad. Todos los 
domingos juega tenis conmigo. Yamaguchi san juega muy bien al 
tenis, además enseña tenis bien. Yamaguchi san es divertida y 
amable. Yamaguchi san tiene muchos amigos.
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A:  ¿Todavía hay más cerveza?

B: Perdón, ya no hay.
¿Quieres vino?

A: Sí, gracias.

『できる日本語Básico』 Lección 7 ST3

8. Prestar atención a la participación de las demás 
personas en la conversación

A:  Perdón maestro, ¿puedo irme?

B:  ¿Qué pasa?

A:  Me duele la cabeza.

B:  Híjole. Cuídate mucho, que te mejores pronto.

『できる日本語Básico』 Lección 12 ST1
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Parte③ Experimentar el aprendizaje de nuevos kanjis y 
sus lecturas. Métodos efectivos y amenos de estudio

Ａ Aprendizaje de Kanjis nuevos

『漢字たまご』

Características 
1. Claridad en el grado de lo que se puede aprender
2. Se aprende a partir de situaciones que relacionan los kanjis
3. Se adquieren estrategias para el estudio de los kanjis

Le
cc

Título Objetivo Kanji

１ どうぞよろしく Ser capaz de escribir 
una auto-
presentación sencilla 
empleando ciertos 
kanjis

私 人 才

学 生 校

日 本 語

２ 買い物

Actividad 1. Pensemos qué kanjis enseñar 
empleando la lección 2, 「教える漢字」

※ワーク終了後、資料配布
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Actividad 2. Idear un método para la 
memorización de kanjis

"Los kanjis son 
historias, son 

arte, son 
juguetes!"

Brett, americano.
(Profesor de kanjis, Kanken nivel 1)

De esta manera, su aprendizaje será 
ameno!

-Idear un método para la memorización 
de kanjis

-Idear la manera de que exista un 
progreso en clase

Consideremos los kanjis aplicados durante el avance en 
clase:
Ej：Ejemplo: Cada quien en el grupo, presentará uno de sus 

"kanjis favoritos", exponiendo sus razones.
◆¿Son de nivel principiante?

◆¿Son nivel principiante/ intermedio?

◆¿Son de nivel intermedio?

Actividad③ Detengámonos a pensar...

※ワーク後、資料配布
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1. El profesor no fungirá como guía; es el estudiante 
quien aprenderá de forma autónoma
2. Lo esencial no es cuántos kanjis se conocen, sino 
"aprender a aprender" los métodos de estudio de 
dichos kanjis
3. El aprendizaje no es individual, sino que deviene del 
contexto social

Puntos importantes

Parte③ Experimentar el aprendizaje de nuevos kanjis 
y sus lecturas. Métodos efectivos y amenos de estudio

Ｂ Aprendizaje de Kanjis nuevos

『たのしい読みもの５５』

Características 
1. Se da importancia a la lectura ligada a ciertas situaciones
2. Se enfoca en una variedad de interacciones (discusiones) que surgen 

desde las lecturas
3. Enlaza al aprendizaje con las lecturas de manera autónoma
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¿No será que se está realizando solamente un 
aprendizaje de lectura para cerciorar los patrones 
aprendidos?

¿Se está logrando una clase en la cual sólo se lee para 
practicar?

¿Se está logrando una clase en la cual el educando 
quiera leer más?

Actividad 1. Para principiantes, ¿qué lecturas de 
aprendizaje se están haciendo?

※ Se repartirá un material después de la actividad.

Parte 3. Experimentar el aprendizaje de nuevos kanjis y 
sus lecturas. Métodos efectivos y amenos de estudio

Ａ Aprendizaje de Kanjis nuevos

『漢字たまご』

Características 
1. Claridad en el grado de lo que se puede aprender

2. Se aprende a partir de situaciones que relacionan los kanjis
3. Se adquieren estrategias para el estudio de los kanjis
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Referencia: en el primer día de este año en el periódico Asahi. 
（Iwanami shoten）
“Leer” un libro con tiempo, disfrutando. Y “conocer”, “imaginar” y 
“pensar” muchas cosas. Dialogar con alguien acerca del tema.
“Leer” otro libro que salió en ese diálogo. En esta repetición nace 
una lógica que podamos compartir y una fuerza de creación para 
comprender al otro. Nace una habilidad de dar la atención hacia el 
mundo que uno no conoce y una capacidad de creer en la gente y en 
la sociedad. 
Si lo que realmente se logra “un aprendizaje profundo, autónomo y 
dialógico”, el que se espera en el lugar de educación, eso será una 
esperanza para recuperarse de la situación difícil de Japón y del 
mundo. Eso también inicia desde el acto de “leer”. 

Sacar partido de ＯＰＩ
（Oral Proficiency Interview)

・No ver ni tomar notas
・Pensar la siguiente pregunta a 
partir del enunciado de los 
aprendientes
➡Se requiere la capacidad de 
preguntas  y de elicitación

Encima del escritorio solamente 
hay tarjeras de Role Play y un 
grabador digital

Cátedra 4. Obtener pistas para hacer que los aprendientes 
hablen          ―Importancia de la “capacidad de preguntar” de los 
profesores―
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Características
1. Examen por entrevista cara a cara para evaluar 

la habilidad de producción e interacción oral.

②El tiempo máximo es 30 minutos

③”El método de evaluación global” con 4 criterios
〇Función y tareas globales 〇Contexto y contenido
〇Exactitud・grado de dificultad para la comprensión 
〇Tipo de texto

④Juicio con 10 grados de evaluación 

⑤Estructura estandarizada

⑥Evaluación centrada en los aprendientes 
con interacción

Estructura de 10 
gradosde calificación

Superior
Aavanzado Alto

Medio
Bajo

Intermedio   Alto
Medio
Bajo 

Básico              Alto
Medio 
Bajo   

Básico
Los hablantes del nivel Principiante

pueden comunicar mensajes cortos sobre
temas cotidianos altamente predecibles
que les afectan directamente. Ellos
hacen esto principalmente a través del
uso de palabras aisladas y frases que han
encontrado, memorizado y recordado.
Los hablantes del nivel Principiante
pueden ser difíciles de entender aun por
los interlocutores más comprensivos
acostumbrados al habla de los
extranjeros.
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Intermedio

Los hablantes del nivel Intermedio se distinguen principalmente por
su habilidad de crear con la lengua al hablar sobre temas familiares
relacionados con su vida diaria. Pueden recombinar material
aprendido para expresar su mensaje personal. Los hablantes del
nivel Intermedio pueden hacer preguntas sencillas y pueden
manejar una situación de supervivencia básica. Producen lenguaje a
nivel de oración, desde oraciones discretas hasta cadenas de
oraciones, típicamente en tiempo presente. Los hablantes del nivel
Intermedio son entendidos por interlocutores acostumbrados a
tratar con aprendices no nativos de la lengua.

Tarea 1. Escuchamos una entrevista.

Dos personas están entrevistando a una 
misma persona examinada.

En caso de A, ¿a qué nivel podría ser?
¿Cuál sería el problema que tiene?

En caso de B, ¿a qué nivel podría ser?
¿Cómo se desarrolló la entrevista?
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Mensajes a todos 
（Manual de OPI p.121)

Si usted quiere que los aprendientes desarrollen más la
competencia comunicativa, el papel de un profesor no
es el de papel tradicional con protagonismo como ser
“Sabio en el escenario” , más bien debe ser una “guía
que acompaña” a los alumnos. Es decir, los profesores
deben hablar lo menos posible, y tiene el papel de
aumentar lo máximo la oportunidad de participar para
los aprendientes.

Tarea 2. ¡Vamos a pensar!

¿Cuáles piensan que son problemas de 
las preguntas de profesores del caso 1 al 
caso 5?

※Materiales para la tarea
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Tarea 1. Favor de comentar acerca de “lo que aprendieron en 
esta ocasión” tomando en cuenta de siguiente palabra clave.

Cátedra 5.  Procurar mejorar los profesores en la “comunidad de 
aprendizaje”. ～ Si cambiamos los profesores, ¡cambiarán los 
alumnos!～

Conectarse/vincularse         Competencias Espiral

Capacidad de dialogar  Tarea primero Contextualización

Consideración a otros   Generar un párrafo al hablar OPI
Capacidad de preguntar y de elicitación Aprendizaje autodirigido 
Aprendizaje nuevo de Kanji y de la comprensión de lectura…

・Tomar en cuenta de conectarse y vincularse

・Para ello, buscar “compañerismo” y “colaboración”

・Lo que se requiere ahí es “la capacidad de dialogo”

・Hay que comprender que la respuesta no es única 
a través de dialogar

Lo importante de “la comunidad de aprendizaje”
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Otra sugerencia

♪♪♪Revisar tus propias creencias y prejuicios♪♪♪

¿Creen en la capacidad de los aprendientes?

Ejemplo 1：¡Los aprendientes principiantes jamás podrán
hacer haiku!

Ejemplo 2：No hay duda de que Kanji es difícil para los
estudiantes de la zona donde no se utiliza 
caracteres chinos. 

※Materiales

9 principios que determinan 
la calidad y la cantidad del aprendizaje

１．Como ser humano, estamos siempre aprendiendo.

２．Es importante el ambiente donde podemos
aprender con confianza.

３．Con una participación activa podemos 
aprender bien.

４．Podemos aprender mejor el contenido significativo.
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５．Cuando hay una opción aprendemos mejor.

６．Cuando hay suficiente tiempo, aprendemos mejor. 

７．Al colaborar, aprendemos bien. 

８．Podemos aprender mejor si reflexionamos y tenemos 
la retroalimentación. 

９．Si hay oportunidad de elogiar y enseñar mutuamente,
aprendemos mejor.  

Los aprendientes tienen 
“el derecho de elegir”

Aprendizaje 
colaborativo！

吉田新一郎(Shinichiro Yoshida)『効果10倍の＜教える＞技術』p.58-59

Un poco más de Información adicional
Presentación de sitios
・アクラス日本語教育研究所 http://www.acras.jp/

Instituto de Investigación de Enseñanza del Idioma 
japonés ACRAS. Estamos subiendo diversas informaciones 
para conectar la gente y la sociedad.

・できる日本語ひろば http://www.dekirunihongo.jp/
Pueden encontrar información y ejemplos de prácticas de 

clases
de manera que los usuarios del libro de texto “Dekiru Nihongo”
puedan aprender de forma divertida y efectiva. Se están
naciendo la conexión de “los usuarios de Dekiru Nihongo”. 
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Continuamos 
compartiendo la 

información sobre 
las prácticas entre 

los usuarios.

De aquí en adelante 
para la enseñanza de 

japonés es 
importante

“Conectarse”
“Conectar”

Árbol de Dekiru Nihongo
Comunicarse con los 
usuarios

Diversas opiniones y voces

Emisión desde el proyecto 

Prácticas en el salón de clases
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シンポジウム点景 Fotos del evento 

1 日目 3 月 6 日（金） 
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2 日目 3 月 7 日（土） 
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3 日目 3 月 8 日（日） 
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写真撮影 河野慎 
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2019 年度 第 25 回メキシコ日本語教育シンポジウム 一般発表 

 

1 日目 研究発表 3 月 6 日（金）16：30-17：30  El Colegio de México 

発表者 所属 タイトル 
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断りにおける代案に関する一考

察 ―対面と非対面（LINE）の

ロールプレイの比較からー 

A study of “statements of 

alternative” to refusal: A 
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non-face-to-face (LINE) role play 

佐藤 五郎 
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断りにおける代案に関する一考察 

―対面と非対面（LINE）のロールプレイの比較から― 

 

 吉田 好美（早稲田大学日本語教育研究センター） 

 

１．はじめに 
 近年、LINE 等を使用した非対面でのコミュニケーションの機会が増加しているが、コ

ミュニケーションの中でも断りは、対面、非対面を問わず、細心の配慮をしながら行う言

語行動だと言える。そして、断りそのものだけでなく、断った後の代案表出も人間関係を

修復する方略として重要である。しかし、代案と言っても、具体的に日時を決定するもの

から、社交辞令的なものに至るまで幅広く、その内容によっては人間関係に影響を及ぼし

うると考えられる。 

 

２．先行研究 
Beebe 他(1990)では、日本人上級英語話者の断り発話について、断りの構成を言語形式

ではなく機能別に分類した枠組である意味公式(Semantic Formula)を用いて分析してい

る。意味公式は大きく 3分類され、遂行表現や不可を表す「直接的断り」(direct 

refusals)、謝罪や理由などで間接的に断りを表出する「間接的断り」(indirect 

refusals)フィラー、聞き返し、笑い等、それだけでは断りだと認識されない「付随表

現」(adjuncts to refusals)になっている。Beebe 他(1990)では代案を「間接的断り」に

分類し、「日本人上級英語話者は断りの際に代案を多用する」と結論づけている。   

Beebe 他(1990)は、代案提示(Statement of Alternative)をさらに 2 種類に分類し、ス

トレートに代案を言う「直接代案提示」と、代案の内容について相手に尋ねる「代案伺

い」の 2種類があるとしている。しかし、木下(2006)の指摘によると、Beebe 他(1990)

は、代案提示の 2種類以外にも、条件提示(Set condition for future or past 

Acceptance)と将来の約束(Promise of future Acceptance)の合計 4 種類をすべて含めて

「日本人上級英語話者は代案が多い」と結論づけており、代案の質的な内容については述

べられていないとしている。吉田(2011)では、日本人女子学生とインドネシア人女子学生

それぞれの母語場面において断りのロールプレイを実施した。日本人女子学生の断り手は

勧誘者に最終的な決定権を委ね、勧誘者は社交辞令的な会話で具体的な約束をせずに、互

いのフェイスを保つことを優先するとし、一方、インドネシア人女子学生の断り手と勧誘

者はストレートに話し、互いに調整しながら具体的な代案を決めて話を進めるとしてい

る。 

以上の研究では、日本語母語話者に社交辞令的な代案使用があると言及されているが。

断りにおける代案の質について詳述した研究は少ない。また、対面と非対面コミュニケー

ションの違いについて調べたものも少ない。 

 

 

３．研究目的と研究課題 
本研究では断りにおける代案の表出に着目し、対面と非対面で見られる特徴について明

らかにする。研究課題は「対面と非対面における代案の種類について、どのような特徴が

見られるか」とする。 
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４．研究方法 
日本語母語話者同士 15組に「映画の勧誘に対する断り」という設定で、対面と非対面

それぞれでロールプレイを実施してもらった。対面ではそのやりとりを IC レコーダーに

録音し、文字起こしをした。非対面では LINE を用いて実施し、スクリーンショットを提

供してもらい、合計 30組のデータを分析対象とした。分析には、Beebe 他(1990)、吉田

(2011)を援用した以下表 1 の枠組を用いてコーディングした。 

 

表 1 代案の分析枠組 (Beebe 他(1990)吉田(2011)を援用) 

  定義 例 

① 直接代案提示 断り手が勧誘者に代案を提示する 来週にして 

② 代案伺い 断り手が勧誘者に伺いを立てる 土日のどちらかは 

③ 条件提示 断り手から条件を出す 他の日なら大丈夫 

④ 将来の約束 次回は相手の期待に応える意志を表

す 

また今度 

 

 

５．結果と考察 
分析の結果は、以下表 2の通りとなった。①「直接代案提示」は、対面でも非対面でも

ほとんど見られなかった。②「代案伺い」と③「条件提示」については双方に見られた。

④「将来の約束」は、対面のほうが非対面よりも多く見られた。最後に、LINE のデータ

にのみ見られた特徴としては、代案が一度も出現しなかったデータが 5  

組見られたことが挙げられる。 

 

表 2 対面と非対面の分析結果 

   対面 非対面 

① 直接代案提示 0 1 

② 代案伺い 2 3 

③ 条件提示 6 4 

④ 将来の約束 7 3 

 代案なし 0 5 

合計 15 15 

 
対面、非対面双方に見られた②「代案伺い」と③「条件提示」であるが、相手の状況を

聞いて、調整していくという配慮の方法は、対面でも非対面でも同様であることが窺え

た。一方、④「将来の約束」が非対面で割合が少なくなるのは、非対面においてはコミュ

ニケーションが手軽な分、FTA (Face Threatening Act)(Brown and Levinson 1987)の度

合いが低くなり、社交辞令的なことを表出する必要がないと判断していると考えられる。

また、非対面で代案の出現がないことについては、対面ではその場ですぐに人間関係の調

整をしたいが、非対面では、即時的な調整が必要ではないと考え、後日オンラインになっ

た際に改めてコミュニケーションを取ればいいという考えが働くのではないかと推測され

る。 

日本語教育現場では、④「将来の約束」に匹敵する婉曲的な断り方で「また今度」とい

った表現の指導も行うが、中井他(2018)は、留学生が④「将来の約束」のような断り方を

したところ、何度も再誘いを受けて対応に苦慮したという報告がある。本研究から、今後
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日本語教育現場では、非対面における断りの方略の指導も視野に入れる必要があることが

示唆された。 

 

６．まとめと今後の課題 
 本研究では、「条件伺い」や「条件提示」は対面、非対面両方に見られたが、非対面で

は、社交辞令的な将来の約束の出現が少なくなったり、代案なしという特徴が見られたり

した。しかし、本研究ではデータが少ないため、結果を一般化するのは困難である。今後

は量的な分析をすることで、非対面ならではの断りの傾向を明らかにしていきたい。ま

た、接触場面や他言語との比較、依頼や提案といった他の場面での断りについても調査を

していきたい。 

 

参考文献 
木下英文(2006)「断り談話における代案提示の機能について」『愛媛大学法文学部論集人

文学科編』21，103-117，愛媛大学法文学部 

中井好男・舩橋瑞貴・副田恵理子・向井裕樹(2018)「LINE での日本語母語話者からの誘

いを非母語話者はどう断っているか : 「再誘い」を誘発する要因とその背景にある意

識」『国立国語研究所論集』14, 169-192 

吉田好美(2011)「勧誘場面における断りのコミュニケーションに見られる代案について-

日本人女子学生とインドネシア人女子学生の比較-」『群馬大学国際教育・研究センター

論集, 群馬大学国際教育・研究センター』第 10号 p.17 - 32 

Beebe,L.,Takahashi,T.,&Uliss-Welzs,R.(1990). Pragmatic transfer in ESL refusals. 

In R.Scarcella,E.Andersen,& S. Krashen(Eds) Developing communicative competence 

in a second language 55-73. 

Brown,P and Levinson,S (1987) Politeness Some Universals in language 

usage.Cambridge  University Press 
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小学生向け日本語教科書制作に関する提言 
 

佐藤 五郎（国際交流基金メキシコ日本文化センター） 

 

一般発表報告  

 
 国際交流基金「2018 年度海外日本語教育機関調査」（速報値）によれば、メキシコの

初等教育機関における日本語学習者数は 1,081 人で、学習者全体（13,673 人）の 7.9％に

あたる。初等教育機関以外に民間日本語学校等でも小学生の受け入れが増加しており、小

学生日本語学習者の数は、さらに多いものと推測される。 

 一方、メキシコ教育省（Secretaría de Educación Pública、以下 SEP）が日本語を正

規科目として認めていないため、国定の学習指導要領のようなものは存在しない。カリキ

ュラムや使用教科書等は各教育機関に一任されており、機関によっては独自の教科書を制

作することもある。ただ、年少者向け日本語教育や教科書制作等に関する専門知識を備え

た人材がいないため、対応に苦慮しているのが現状である。 

筆者は前任地トルクメニスタンで小学 3、4年生向け国定日本語教科書を制作したが、

その経験から、メキシコにおける小学生向け日本語教科書の制作に関して次の 4点を提言

したい。 

 

1．国が目指す学習者像を知り、学習内容や到達目標に反映させること 

機関が目指す学習者像だけでなく、国が目指す学習者像を知り、学習内容や到達目標に

反映させることが必要である。筆者がトルクメニスタンで国定日本語教科書を制作した際

は、同国教育省が定める学習指導要領に則り、各学年の到達目標やシラバスを設定した。

メキシコの場合は、SEP がインターネット上で公開している就学前教育・初等教育・中等

教育の教育方針”Plan y programas de Estudio”を参照することができる。同方針の中

には「Key learnings for educating the whole child」というガイドラインがあり、そ

こには言語学習のみならず、仲間との協働、市民性と社会生活といった分野において身に

付けるべきスキルが明記されている。日本語学習を通してそれらのスキルが獲得できるよ

う教科書をデザインすることが求められるだろ

う。一例を挙げると、「Health Care」というス

キルに掲げられた目標「Be aware of their 

body.」を取り入れた活動として、身体部位を表

す語彙を学習した後に自分の体の部位を測定し

日本語で言ったり書いたりする活動が考えられ

る。図 1は筆者がトルクメニスタンで作成した

小学 3年生用教科書の一部である。この練習の

中では、耳や腕の長さを測り、ノートに「ぼく

の／私の〇〇は～センチです」と書いたうえ

で、それを読んでみる活動を行う。 

 

 

 

 

 

図 1 身体部位を表す語彙の定着練習 
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2．到達目標は、言語知識の量ではなく言語活動を中心に設定すること 

 言語知識の量とは「漢字を〇字書くことができる」など、言語活動とは「日本語で年賀

状を書くことができる」などである。現在の日本語教育界の潮流から考えても、「日本語

を使って何ができるか」という視点で到達目標を設定するのが妥当である。 

 なお、到達目標の考え方として「らせん型」と「シャボン玉型」の 2種を提案したい。

「らせん型」とは、同じ話題や場面について少しずつ長く詳しいことが言えるようになる

ことを目指し目標を設定するタイプである（図 2）。自己紹介であれば、「自分の名前と

年齢が言える」から始まり、「自分の名前、年齢、住んでいる所が言える」、「自分の名

前、趣味や好きなことが言える」といったように徐々にレベルを上げていくのである。一

方、「シャボン玉型」はらせん状の向上を目指すのではなく、様々な言語活動がいくつも

できるようになることを目標にするタイプである（図 3）。いわゆるモジュール型教科書
1は、どの課から始めてもよく、全ての課を終了させる必要もない。「シャボン玉型」を

具現化した教科書と言えるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

     図 2 「らせん型」のイメージ      図 3 「しゃぼんだま型」のイメージ 

 

 

3．目標設定に「年少学習者向け can-do」を活用すること 

 

「年少学習者向け can-do」とは、2018 年に Council of Europe が公開した“COLLATED 
REPRESENTATIVE SAMPLES OF DESCRIPTORS OF LANGUAGE COMPETENCES 
DEVELOPED FOR YOUNG LEARNERS”（2018 年公開）の略称として筆者が考えた名称

である。7～10 歳、11～15 歳それぞれを対象とした版があり、四技能等について「～でき

る（can～）」という形の can-do 記述文が一覧になっている。これを参考にすれば、児童

の知能・社会性等の発達に適した目標を設定することが可能になる。 

 例えば、「聞くこと全般」（Overall Listening Comprehension）の A1 レベルには「部屋

についての単純な描写が理解できる。（私の部屋、私の教室）」2という can-do 記述文が

ある。この目標を達成するためにはどのような語彙や文型が必要となるか教師が考え、ス

クリプトを作成することが可能になる。その際、市販教科書を参考にすることもできるだ

ろう。 
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4．教科横断を意識すること 

 教科横断とは、学習内容において日本語と他教科を関連させ

ることである。算数や理科などの学習を通して獲得した知識

を、日本語の練習に活用するのである。教科横断によって、児

童の興味を喚起することや、日本語と他教科の両方の知識が深

まることが期待できる。 

例えば、数字学習後の定着練習として、図 4 のようにひらが

なで足し算・引き算を行う活動が考えられる。 

                                                       図 4 ひらがな計算 

 

 国の正規カリキュラムがない中、教師だけで教科書制作を行うことは大変な時間と労力

を伴うものであるが、児童が楽しく学び日本語力の向上を実感できるような教科書を制作

することができれば、メキシコにおける日本語教育のさらなる発展につながることと思

う。 

 
1『にほんご これだけ！』シリーズ（ココ出版）や『モジュールで学ぶよくわかる日本

語』シリーズ（アルク）等がモジュール型教科書である。 

2下の原文を筆者が翻訳した。 
I can understand a simple description of a room (e.g. my classroom, my bedroom). 

 
 
参考文献  
Council of Europe (2018) “COLLATED REPRESENTATIVE SAMPLES OF DESCRIPTORS OF 
LANGUAGE COMPETENCES DEVELOPED FOR YOUNG LEARNERS” 
7～10 歳用＜https://rm.coe.int/collated-representative-samples-descriptors-young-learners-
volume-1-ag/16808b1688＞（2020 年 3 月 27 日） 
11～15 歳＜https://rm.coe.int/collated-representative-samples-descriptors-young-learners-volume-
2-ag/16808b1689＞（2020 年 3 月 27 日） 
Govieruno de México Plan y programa de Estudio 
＜https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/index-english-skills-keylearnings.html＞ 
（2020 年 3 月 27 日） 
  

いち＋いち＝   。 

さん＋さん＝   。 

よん＋ご ＝   。 
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メキシコ ツイニング・プログラムにおける取り組みと課題 

 

泉 千草 （モンテレイ大学） 

リー飯塚 尚子 （長岡技術科学大学） 

 

1．はじめに 
ツイニング・プログラム（以下、TP）とは、「日本語のできる指導的技術者の育成」を

理念とした、新潟県の長岡技術科学大学（以下、長岡技大）と各国の大学が協働で実施す

る国際連携教育プログラムである。現地の大学で学部教育期間の前半（通常 2.5 年）に日

本語教育及び専門基礎教育を、そして後半の 2年に日本で専門教育を行い、全てを修了し

た学生に両大学の学位を授与するというものである。前半教育修了時に行われる編入学試

験に合格した学生のみが日本へ留学できるが、不合格でも、引き続き現地の大学で学部教

育を受け、現地大学の学位を取得することができる。現在は 5か国 8 大学 1と行われてお

り、メキシコ TPではモンテレイ大学（以下、UDEM）およびヌエボレオン州立大学（以

下、UANL）と実施しており、これまでに 61 名が編入学している。 

 

2．メキシコ TP の概要 
メキシコ TP において、前半教育時の日本語教育は、非工学系日本語教員による指導

で、主に一般日本語の習得が目標である。1 年目は 360 時間で初中級レベル、また 2 年目

は 350 時間で中級レベルを学び、前半教育終了時には、日本語能力試験 N3 レベルまで到

達していることが望ましい。評価は、各課の終わりに実施する課テスト、数課ごとに行わ

れる確認テスト、そしてセメスター末の期末テストを合計し、判断する。総合成績が

70％以上の学生のみ次のセメスターに進むことができるが、テスト成績だけではなく、出

席率と課題提出率も評価の対象となる。 

TP の最大の特徴は、早期の専門（工学）日本語教育の実施であり、後半教育とのアー

ティキュレーションを意識した取り組みも多く行っている。通常の日本語授業では耳にす

ることのない専門的、学問的な表現に慣れさせるため、年に数回、長岡技大より専門教員

を UDEM、UANL に派遣して、数学や物理などの専門基礎科目の集中講義を行い、学生の留

学へのモチベーションを高めている。また、4セメスターまで修了した学生を対象に、夏

休みの 2週間、長岡技大で短期集中研修を実施している。研修中は日本人家庭にホームス

テイをし、日本の文化、習慣を学ぶ。日本語教育は、UDEM で実施しているプロジェクト

ワークと連動した日本語指導を行っている。また、近隣の企業の見学や、各研究室にてゼ

ミ等の授業を実際に体験させるなど、留学生活をイメージしやすくするための取り組みを

行っている。 

 

3．UDEM における取り組み 
毎年、長岡技大より UDEM へ工学系学部学生をティーチング・アシスタント（以下、

TA）として派遣しており、最長 6か月間、日本語クラスの TA 業務ならびに、3セメスタ

ーおよび 5セメスターの専門日本語クラスを担当させている。3セメスターの専門日本語

のクラスでは、長岡技大作成の『これから工学を学ぶ留学生のためのにほんご練習帳』を

用いて、工学系専門科目を学ぶための入門となる物理、数学等を日本語で学ぶ機会を提供

するとともに、留学時に必須である実験レポートの書き方を指導している。5 セメスター

のクラスでは、より高度な高校 3年生レベルの物理、数学の演習を行い、また実際に簡単
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な実験を行って実験レポートを書かせている。また、その他にも TP 学生と日本語で自由

に会話を行う「フリートーク」も定期的に実施している。 

5 セメスターで編入試験に合格した学生は、前半教育の 2.5 年を修了した後も、留学ま

での数か月間（6セメスター）、UDEM にて日本語を学ぶ。その際は長岡技大作成の『機械

工学で学ぶ中級日本語』等の教材を用いて、留学を見据えた内容の工学系日本語教育を適

宜実施している。また、日本語での適切な E メールの書き方も指導している。 

近年では、UDEM‐長岡技大間の協定に基づき、長岡技大の日本人学生 10名程度を対象

とした 1か月間の語学留学プログラムが UDEM で実施されているが、その期間中、TP 学生

と日本人学生が主に日本語で交流する「フリートーク」を週に 1回程度実施している。TP

学生にとっては同世代の日本人と交流できる貴重な機会であり、また日本人学生にとって

は外国人に分かりやすく日本語でコミュニケーションするにはどうすればよいかを学ぶこ

とができる場となっている。 

 

4．今後の課題 
長岡技大に留学中の学生 4 名を対象に、前半教育時の内容で現在役に立っていること、

また改善してほしいことについて聞き取り調査を行った。集中講義では、「板書および話

すスピードを上げてほしい」「もっと力学を多く扱って欲しい」といった要望が多く聞か

れた。夏期研修については、実際の留学生活の様子が分かったこと、また、自身の日本語

力がまだまだであると思い知らされたことにより、より学習意欲が湧いたとのことだっ

た。TA の専門日本語クラスについては「専門の学習に不可欠である数学や物理の語彙が

学べてよかった」、そして「実験レポートの書き方指導が役立った」とする声がある一方

で、「実際は指導教員によって書き方が大きく異なるのであまり役に立たなかった」とい

う意見も聞かれた。また、6セメスターの日本語授業では、特に E メールの書き方指導が

すぐに実生活に応用できる内容だったとして好評だった。 

以上の調査から見えてくる前半教育と後半教育のアーティキュレーションにおける現在

の課題としては、まず、後半教育開始時までに実験レポートの書き方を習得することであ

る。しかし、実際との乖離も見られることから、TA だけでの指導には限界があることが

分かる。今後は専門教員と連携を図っていくことが望ましい。また、集中講義において

も、話し方や板書をより実際の授業に近づけるため、専門教員へのフィードバックを行っ

たり、専門語彙の導入およびノートテイキング練習を前半教育の初期から取り入れたりな

どの取り組みが考えられる。いずれも専門教員、日本語教員、TAの協力体制が必要とさ

れるが、日本語教員はそのために何をすべきか、今後も考えていく必要がある。 
 

 
1詳細は次の URL 参照のこと。 

https://www.nagaokaut.ac.jp/kokusai/kokusai_tenkai/twinning_program.html 

 

参考文献  
上村靖司・リー飯塚尚子・永野健二郎（2018）『これから工学を学ぶ留学生のためのにほ

んご練習帳』長岡技術科学大学 

リー飯塚尚子・上村靖司（2011）『機械工学で学ぶ中級日本語』長岡技術科学大学 
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日本で就労する日系ペルー人の日本語母語話者とのコミュニケーション 

―「ソーシャル・キャピタル」の観点からの分析― 

村川 永（東京外国語大学 大学院 博士後期課程） 

1．本研究の背景と目的 

 日本における南米出身の出稼ぎ労働者は 1990 年の「出入国管理法及び難民認定法」改

正によって日系人およびその家族に「定住者」の在留資格が付与されてから急増した。彼

らは工業地域に集住しコミュニティーを形成し、コミュニティー内で商売をしたり、情報

交換をしたりして、交友関係を広めている。 

 リン（2008）は、上記のような人との繋がりから得られるメリットを「ソーシャル・キ

ャピタル」という概念を用いて説明している。リン（2008）によると、人々はネットワー

クに参加することで、ネットワーク内の他者が持っている資源にアクセスし、見返りを得

ているという。資源には、能力、情報、お金などがあり、その見返りは、富、地位、名声

などであるという。また、ネットワーク内のメンバーに対する共感や、つながりといった

ものも資源と考えられており、それらの資源にアクセスする見返りは生活満足、メンタル

ヘルス、身体的健康であるとされている。富、地位、名声などは「道具的見返り」、生活

満足、メンタルヘルス、身体的健康などは「表出的見返り」と言われている。 

 日本で就労する南米出身者たちは、同じ南米出身者のネットワークから多くの見返りを

得ていると予想される。ナカミズ（1996）の日本在住日系ブラジル人労働者に関する研

究、浅川（2009）による在日ブラジル人とペルー人労働者に関する研究では、南米出身労

働者の日本語母語話者とのコミュニケーション場面は職場に限られており、関係は親密な

ものではないと述べられている。 

 しかし、親密度が高くなくても、南米出身労働者が日本語母語話者とのコミュニケーシ

ョンから得ているものがあるのではないかと考えられる。そこで本研究では、日本語非母

語話者である日系ペルー人が、日本語母語話者とどのような繋がりを持っているか、ネッ

トワークへの参加からどのような見返りを得ているかを明らかにすることを目的とする。

また、南米出身労働者が日本語でコミュニケーションを取る際に行っている工夫、つまり

ストラテジーについても分析する。 

 

２．調査の概要 

 本調査は、2019 年 11 月に行った。調査協力者はいずれも 30 代の日系ペルー人女性 2

名(A、B)である。両名とも 2000 年代初めに来日し、通算 20 年近く日本に滞在している

が、日本語能力は日常的な話題を短く話すことができる程度である。尚、A と B は姉妹で

ある。 

 協力者には、アンケート用紙に普段コミュニケーションのある日本語母語話者の名前を

記入してもらい、それぞれの人との関係がどのようなものか、それぞれ 1時間程度スペイ

ン語でインタビューを行った。 



93 

3．協力者の日本語母語話者とのコミュニケーション 

 協力者 Aがコミュニケーションのある日本語母語話者として挙げたのは、現在勤務して

いる食品加工工場の上司 1名、以前勤務していた自動車関連工場の上司・同僚 3名であっ

た。 

 現職場の上司（50 代男性）は、仕事の調子はどうか聞くなど、よく Aに話しかけてく

れるという。上司との関係が良好であるため、Aは休みの申請などがしやすいと述べてい

る。以前勤務していた自動車関連メーカーの上司・同僚とは仕事上の話の他に、家族の話

などをしていた。中でも同僚のうちの 1人（30代男性）は、よく A を助けてくれたとい

う。この会社では社内の懇親会があり、A も参加していた。また、Aは時々職場にお菓子

を持っていき、配っていた。 

 このように日本語母語話者とコミュニケーションを取ることによるメリットは、同僚の

仕事以外の一面を知ることができ、職場の居心地がよくなることだと Aは述べた。 

 A は日本語母語話者とコミュニケーションを取る際、いつも挨拶とお礼を言うように気

を付けているという。困難な点に関して、A は日本語の単語や文法がわからなくて困るこ

とはあるが、コミュニケーションスタイルの違いなどで困ったことはないと述べている。 

 協力者 Bがコミュニケーションのある日本語母語話者として挙げたのは 4名で、全員現

在勤務している自動車関連工場の同僚または上司であった。 

 職場の同僚とはやはり仕事について質問することが多いが、特に同僚（50 代男性）と

は親の話をしたり、上司（30 代男性）とは恋人の話をしたりするという。また、最近の

ニュースについて、同僚が話してくれることもあるという。B は部署内で唯一の女性であ

るため、皆自分に話かけてくれると述べている。 

 このようなコミュニケーションによるメリットは、日本語の勉強になることだと B は

述べている。また、税務関係など日本語で書かなければならない書類は同僚に書いてもら

っている。さらに、Bは週末地域日本語教室に通っており、ボランティアの日本語母語話

者（60 代女性）に、色々なことを相談している。例えば Bの子どもが習い事を始める際

は、日時などの情報を教えてもらったり、習い事の場所まで連れて行ってもらったりした

という。 

 B も Aと同じように、日本語母語話者とコミュニケーションを取る上では挨拶をするよ

う気を付けているという。また、飲み会にも積極的に参加し、自宅でペルー料理を作った

際は、それを職場に持っていって配ることもあるという。 

 B も職場で困難はあまりないと述べているが、子供の学校で、PTA の集まりなどがある

際、他の親と話すことは難しいという。職場であれば、他の人が何をしているか大体わか

るので話ができるが、学校では難しいのだと Bは述べた。 
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4．ソーシャル・キャピタルの観点からの分析 

 A、B は両者とも職場のネットワークから、日本語母語話者の日本語能力や、仲間とし

ての繋がりといった資源にアクセスし、日本語の書類を書いてもらうというような「道具

的見返り」、職場の居心地がよくなるといった「表出的見返り」を得ていた。また、B は

日本語教室でのネットワークから、母語話者の日本語能力や情報という資源にアクセス

し、子どもが習い事を始める手助けをしてもらうという見返りを得ていた。 

 本研究の協力者が日本語母語話者のネットワークに参加し、資源にアクセスできるの

は、積極的に日本語母語話者とコミュニケーションを取るというストラテジーが大きな要

因であるが、日本語母語話者側が彼らに話しかけるという態度も影響していると考えられ

る。また、Bが学校ではコミュニケーションが難しいと述べていることから、コミュニケ

ーションの必然性もネットワークへの参加の要因の一つであると考えられる。 

  

5．まとめと今後の課題 

 先行研究で指摘されている通り、日本語母語話者と南米出身の労働者とのコミュニケー

ションは職場で行われるものがほとんどであり、関係も親密ではなかった。しかし、本調

査の協力者 2名は、積極的にネットワークに参加することによって、「道具的見返り」お

よび「表出的見返り」を得ているということがわかった。 

 協力者が日本語母語話者のネットワークへ参加できる要因には、本人の積極性、日本語

母語話者の友好的な態度、コミュニケーションの必然性があったが、これらは労働者に限

らず、日本語学習者の習得においても、重要な促進要因であると考えらえる。 

 今回の調査は日本語非母語話者を対象としたが、非母語話者と母語話者のコミュニケー

ションにより、母語話者側にも見返りがあるのではないかと考えられる。今後は母語話者

に対しても調査を行っていきたい。 

 

参考文献 

浅川和幸（2009）「日系ブラジル人労働者の労働と生活：職場における『見えない定住化』

とそのゆくえ」『調査と社会理論』研究報告書，27（0), 43‐61 

ナカミズエレン（1996）「日本在住ブラジル人労働者における社会的ネットワークと日本

語の使用」『阪大日本語研究』8巻, 57‐71 

ナン・リン（2008）『ソーシャル・キャピタル 社会構造と行為の理論』筒井淳也他(訳),

ミネルヴァ書房 
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3 日目 実践報告 研究発表 3 月 8 日（日）9：30-10：30 Liceo Mexicano Japonés 

発表者 所属 タイトル 

ゴメス・アンジャリ 

GOMEZ Anghiary 

 

松田涼子 

MATSUDA Ryoko 

 

中米大学 

Universidad 
Centroamericana 

UCA 

国際交流基金メキシコ日

本文化センター 

Fundación Japón en México 

 

ニカラグア・初級コースの場

合、オンライン授業実施の感想 

 

Impresiones de la implementación 
de clases en línea  
-En el caso del curso de japonés 
básico en Nicaragua- 
 

 

吉川・一甲真由美エジ

ナ 

 

IKO 
YOSHIKAWA  Mayumi 
Edna  

 

 

国際交流基金ブラジル日

本文化センター 

Japan Foundation-São Paulo 

「ブラジルの日本語教育の現

状 ―公教育機関と公教育機関

以外での日本語コース―」 

 

The present condition of Japanese-
language education in Brazil: the 
Japanese courses in Brazilian 
schools and in non-formal 
institutions 
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オンライン授業実施における考察 
―ニカラグア・初級コースの場合― 

 
      ゴメス・アンジャリ（中米大学） 

松田涼子（国際交流基金メキシコ日本文化センター） 
 
1. 背景 

2018 年 4月からニカラグアで反政府デモが行なわれ、中米大学が閉鎖されると同時に

日本語授業が中断された。同大学言語センターはニカラグアの首都にあり、現在ニカラグ

アで日本語コースを提供している唯一の機関である。学生からの強い要望を受け、ニカラ

グア在住の教師が日本語授業継続のため、様々な方面から検討した結果、オンラインでの

日本語授業実施を最善策とし、2018 年 8月に国際交流基金メキシコ日本文化センターか

らオンライン授業実施のための教師研修を受けた。 
2018 年 11 月から対面での授業を継続することになったが、まだ抗議デモが起こってい

る。それゆえに、今でもニカラグアではオンライン授業が実施され、役に立つ道具になっ

ている。今回も自分のクラスでオンライン授業を実施して、その経験からオンライン授業

実施状況を、また中米大学でオンライン授業を実施している教師とそれを受講している学

習者の意見と感想を発表した。 
 
2. オンライン授業状況 

オンライン授業を実施したコースは日本語講座の 3レベルである。レベル 3 は日本語学

習時間約 100 時間修了程度。学習者は 19名の中で高校生・大学生・社会人がいた。この

講座は対面とオンラインによる授業が行われた。 

 対面クラス：土曜午前 8:00～12:40 

 オンラインクラス：月曜夜間 19:00～20:00 

 オンラインクラスには毎回 7～8名が参加した。 

＊参加できない学生のために毎回オンラインクラスを録画し、PPT も共有した。 

 
3. 対面クラスとオンラインクラスについて 

対面クラス オンラインクラス 
＜内容＞ 
主に『まるごと』りかい編（文法説明・練

習） 
『まるごと』かつどう編（会話練習（ロー

ルプレイなど）） 
聴解 
試験（小テスト含む） 

＜内容＞ 
主に語彙・漢字の授業中心 
『まるごと』かつどう編の会話練習 
読解 

＜オンライン授業の方法＞ 

 ビデオ会議システム ZOOM を利用 

 PPT を画面共有し、授業を進める ※PPT は教師が作成したもの 

 カメラ ON,OFF は自由（ただし、マイクは使用可能な状態にしておくこと） 
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4. 意見と感想 
オンラインクラスをして気づいたことは読解の活動は学生によって必要時間が変わるた

め、オンライン授業で対応する方が、教師・学生にとってストレスが少ないことである。

またオンラインクラスでは学習者の発音がしっかり聞こえるため、間違いなど修正しやす

い。それに距離的な問題がなくなるため、日本人ゲストを呼ぶことができるなどのメリッ

トがある。実施の際の注意点として、オンラインクラスの長さは 1時間〜1時間半が良

い。それ以上すると集中力がなくなる。後は回数を重ねるごとに学習者がオンラインクラ

スに慣れてきた。 

学習者に行ったアンケートでは、対面クラスの方が好きだと答える学習者が多くいた

が、オンラインクラスについても、「どこでも受講できるので便利だ」といった意見もあ

った。自宅で受講できるので、「リラックスできる」や「練習機会が増えるからいい」と

答える学習者も多くいた。しかし、オンラインクラスの悪い点としてはインターネット環

境に左右されること、オンライン授業を受けるための設備が必要であること、スケジュー

ル調整が難しいという意見などがあった。 

 
5. これからの課題 

理想のオンライン授業を実施するため、下記のような課題が残る。 

・インターネット環境によって使用可能な教材が限られる 

・学生の状況（授業の理解度や体調など）が把握しづらい 

・オンライン授業に関する教師の知識や教授法レベルが一律ではない 

・ニカラグアは現時点で授業の一部しかオンラインで実施できていない 

・試験（小テスト含む）が実施できない 

これらの課題が解決されれば、完璧に近いオンライン授業の実施が可能になる。さら

に、学習者へより多くの学習方法の選択肢を与えることになると考えている。 

 
参考文献 

平田好（2018）2018 年度第 24 回メキシコ日本語教育シンポジウム「オンライン授業実

施のための日本語教師研修－ニカラグア・中米大学日本語教師を対象とした事例より

－」発表資料 

Zoom 日本語クイックマニュアル（PC ユーザー用）https://zoom-

japan.net/manual/pc/ 

国際交流基金（2013）『まるごと 日本のことばと文化 入門 A1』国際交流基金 
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ブラジルの日本語教育の現状  
―公教育機関と公教育機関以外での日本語コース― 

 

  吉川・一甲真由美エジナ（国際交流基金サンパウロ日本文化センター） 

 

1．はじめに 
 ブラジルの日本語教育は日本移民開始時から始まり、当時は日系子弟に日本語の読み書

きを教えるために設立された学校が多く、日系人学習者が多かったことは、調査・研究で

述べられている（丹羽（2004）など）。一方、近年では日本語が外国語として教えられる

公教育機関の数が増加してきたことが、国際交流基金が 3 年ごとに実施する「海外日本語

教育機関調査」（以下、JF機関調査）のデータから確認できる。また、公教育における非

日系人学習者の増加についても、渡辺・一甲（1999）、三浦（2006）、吉川（2017）で述

べられている。吉川（2017）では、2009 年及び 2017 年の調査データの分析により、公教

育での非日系人学習者の増加が明らかになった。本稿ではブラジルの日本語教育機関の現

状について、国際交流基金サンパウロ日本文化センターが 2018 年に実施した追加調査(以

下 FJSP 追加調査)のデータに基づいて述べる。 

 

2．調査とその目的について 
 FJSP 追加調査は以下 2点の目的で実施した。 

（１）非日系の教師と学習者の増加を数字で明らかにすることにより、ブラジルの日本語

教育がどのように変化してきているかを調べること。 

（２）学習者の年齢層別にどのような教科書が使用されているかを調べること。 

 本調査は、Google Forms で作成したアンケートを E メール、または電話で、ブラジル全

国の日本語教育機関 380 機関を対象に実施した定量調査である。380 機関のうち、314 機

関から回答が得られ、回答率は 82.6％である。 

 

3．ブラジルの日本語教育機関の分類及びコースの種類 
 ブラジルの日本語教育の教育段階、教育機関の分類及びコースの種類を以下のとおりで

ある。 

 教育段階 教育機関の分類 コースの種類 

I. 公教育機関 

A. 初等・中等教育 
a. 公立学校（州立

／市立） 
・課外コース 

B. 高等教育 

b. 私立学校 ・必修科目 

・選択外国語科目 

・課外コース 

c. 連邦大学 ・専攻 

・選択外国語科目 

・公開講座 

・国境なき言語 

d. 州立大学 

e. 私立大学 

II.  公教育以外の

機関 

 f. 日系団体 

g. 私塾 

h. 語学学校 

i. その他の機関 

（機関と対象によっ

て多様） 
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吉川（2017:38）より抜粋。詳細は吉川（2017）を参照。 

 

4．従来の日本語教育から一般ブラジル人が学ぶ日本語コースへ 

 ブラジルの日本語教育は、日本移民開始時から始まった。丹羽（2004:168‐170）では、

「ブラジルでは 1908 年の笠戸丸以来、日系人を中心に日本語教育が続けられています。」

とある。当時は日系子弟に日本語の読み書きを教えるために設立された学校が多く、日系

人が運営する協会の日本語コースと、教師が一人で経営する日本語教室であった。1987年

度調査までは、ブラジルの日本語教育機関は100%公教育以外の機関であり、日系人学習者

が多い日系団体の日本語コースと、日系人教師が経営する私塾であった。 

 1990年代よりサンパウロ州とパラナ州の州教育局のプロジェクトとして言語センターが

設立され、初等中等教育機関の日本語コースがこの時期から増加しており、「2015年度海

外日本語教育機関調査」では公教育機関での日本語コースは全体の 19.6％%を占めるよう

になった。高等教育機関では、サンパウロ大学（USP）が 1964 年に日本語コース（専攻）

を設立した以来、1980年代から徐々に大学での日本語コースが増加し、同調査では全体の

6.2%を占めるようになったが、公教育以外の機関がまだ多く、全体の74.2％を占めている。 

 一方、学習者数に関しては、公教育機関以外の日本語コースでは全体の53.6％で、公教

育機関では全体の 46.4％を占めるようになった。 

 これまで行われてきた日本語教育では学習者の多くが日系人であったが、公教育機関で

は非日系人学習者の増加が見られた。これについては、渡辺・一甲（1999）、三浦

（2006）、吉川（2017）で述べられているが、調査によるデータが存在しなかった。その

ため、国際交流基金サンパウロ日本文化センターが 2009 年及び 2017 年に日系人・非日系

人教師と学習者を調査し、吉川（2017）でデータ分析の結果を発表した。その結果では公

教育機関での非日系人学習者の増加が明らかになった。 

 しかし、公教育以外の学習者を含めた日系人・非日系人の比率を示すデータが存在しな

かったため、2018 年度 JF 機関調査の実施期間に合わせて、FJSP 追加調査を行い、日本語

教師および、日本語学習者の日系人・非日系人の比率を調べた。本調査によると、現在、

非日系の教師も全体の 40%まで増加している。特に、公教育の初等・中等教育機関では

93％が非日系人教師である。一方、日系人が経営する日系団体や、教師が一人で運営する

私塾では、日系人教師が、それぞれ全体の 85.5％と 83.5％である。 

 学習者に関しては、非日系の学習者数が全体の 64.5%を占めている。日系人学習者が多

いと言われてきた日系団体の日本語学校の学習者数も、47%が非日系の学習者であること

が分かった。なお、非日系人学習者が一番多い日本語コースは公立学校の初等・中等教育

機関であり、93%が非日系人である。 

 

5．使用教科書について 
 Morales (2008, p. 83) によると、 1970 年代ごろのブラジルの日本語教育では、国語

教科書が多く使用されていた。しかし、現在、日系団体や私塾を含む一般ブラジル人に日

本語を外国語として教える機関が圧倒的に多く、国語教科書はほとんど使用されていない。 

 最も多くの機関で使用されている 5 つの教科書は、『みんなの日本語』, vol. 1, 2

（245 機関）、「自作教材」（109 機関）、『きそにほんご』（102 機関）、『まるごと 

日本のことばと文化』（86 機関）、『日本語ドレミ』（78 機関）である。「自作教材」

と答えた機関は、主に幼児（6 歳以下）を対象にしており、いろいろな教科書を参考にし

て独自の教材を作成している機関である。その理由は、「学校の方針で市販の教材を使用

できない」、「教科書の価格が高いので購入できない学生が多い」など、さまざまである。
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また、『きそにほんご』は 1990 年代にブラジルで制作された子ども向けの教科書であり、

読み書きを中心に考えられたものである。レベルが異なる学習者が同じ時間帯に１クラス

に集まって日本語を学ぶコースのために考えられたものであり、現在でも年少者向けの授

業で使われている。『にほんごドレミ』は海外日系人協会が独立行政法人国際協力機構

（JICA）からの委託を受けて中南米で日本語を学ぶ日系児童のために作成した日本語教科

書である。使用教科書は学習者像、価格、学校の方針や授業形態など、様々な要素によっ

て選ばれる。ブラジルでは外国語として日本語を教えるための教科書を使用する機関がほ

とんどであり、中にはブラジルで製作された教科書も使用されてることが本調査で明らか

になった。 

  

参考文献 
国際交流基金 (2017) 『海外の日本語教育の現状 2015 年度日本語教育機関調査より』国

際交流基金 

鈴木正威（2007）『鈴木悌一 －ブラジル日系社会に生きた鬼才の生涯－』、サンパウロ

人文科学研究所 

丹羽義和（2004）「ブラジルの日本語教育」ブラジル・ニッポン移住者協会 (編)『ブラ

ジル日本移民戦後移住の 50 年』、ブラジル・ニッポン移住者協会, 168-170. 

三浦多佳史他（2006）「ブラジルにおけるメールマガジンを利用 した日本語教師ネット

ワーク構築の試み―現実に機能しうる日本語教師間ネットワークとはどんなものか ―」

『国際交流基金日本海教育紀要』2, 105-119. 

渡辺章子・ー甲真由美エジナ (1999) 「ブラジルの日本誇教育をめぐる現状と展望」『世

界の日本語教育』〈日本語教育事情報告編〉Vol. 5, 63-77. 

吉川・一甲真由美エジナ（2017）『ブラジルの日本語教育の現状』福島青史、吉川・一甲

真由美エジナ（編）『南米日本語教育シンポジウム2017―発表論集』、国際交流基金サン

パウロ日本文化センター, 37-60. <https://fjsp.org.br/simposio_2017/>  

（2019 年 11 月 9 日） 

吉川・一甲真由美エジナ（2018）「現在のブラジル日本語教育の概要 -公教育への日系コ

ミュニティーの貢献- 」福島青史（編）『（特集）移民とことば-ブラジル日系人と日本

語教育を例に- （日系移民の歴史と日本語教育:日本語を巡る過去と現在）』, Vol. 26, 15-
26. 
MORALES, L. M. (2008) Cem anos de imigração japonesa no Brasil: O japonês como língua 
estrangeira. 2008. 313f. Tese (Doutorado em Linguística) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 
83.  



総会報告
２０１９年活動報告
２０２０年活動予定

Informe sobre la Asamblea General
Actividades realizadas en 2019
Actividades planeadas en 2020

REGIÓN NOROESTE:
Baja California Norte y Sur, Sonora y Sinaloa

Aún sin representante

REGIÓN NORTE:
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas

Watanabe Kana

REGIÓN CENTRAL:
Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato,

Querétaro, Michoacán y Colima
Ronny Muñoz Santacruz

REGIÓN SUR:
Oaxaca, Guerrero y Chiapas

Aún sin representante

REGIÓN ESTE:
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Adalid Romero Domínguez

REGIÓN METROPOLITANA:
Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Cuidad de México

Nagao Kazuko, Takekawa Saeko, Elisa Akemi Shimazaki Miho

REGIÓN NOROESTE:
Baja California Norte y Sur, Sonora y Sinaloa

Aún sin representante

REGIÓN NORTE:
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas

Watanabe Kana

REGIÓN CENTRAL:
Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato,

Querétaro, Michoacán y Colima
Ronny Muñoz Santacruz

REGIÓN SUR:
Oaxaca, Guerrero y Chiapas

Aún sin representante

REGIÓN ESTE:
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Adalid Romero Domínguez

REGIÓN METROPOLITANA:
Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Cuidad de México

Nagao Kazuko, Takekawa Saeko, Elisa Akemi Shimazaki Miho

Miembro de la mesa directiva

支部と担当理事
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-会長 Presidenta

Takekawa Saeko
-事務局長 Secretaria General

Elisa Akemi Shimazaki Miho
-会計 Tesorera

Nagao Kazuko
-法定代表者 Representante Legal

C.P. Maribel Miranda Juárez

理事三役
Presidenta, Secretaria General y Tesorera

4

メキシコ日本語教師会 ２０１９～２０２０年度スローガン

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～

Eslogan de la Asociación Mexicana del Idioma Japonés.
Periodo 2019-2020 

Profesores que unen y se unen entre sí
- DAR siempre es mejor que RECIBIR -
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１．２０１９年活動報告
（２０１９年１月～１２月）

Informe de las actividades realizadas en 2019
(Desde enero hasta diciembre de 2019)

目次 índice

1.1 第24回日本語教育シンポジウム
24º Simposio de la Enseñanza del Idioma Japonés

1.2 夏季短期集中講座 2019
Curso Intensivo de Verano 2019

1.3 ジャパンボウルメキシコ 2019
Japan Bowl en México 2019

1.4 全国日本語弁論大会アンケート調査
Encuesta sobre el Concurso Nacional de Oratoria del Idioma Japonés en México

1.5 スペイン語でつながる日本語教師ネット
Red de profesores del idioma japonés que se conectan a través del español

1.6 AMIJテレタンデム Teletándem AMIJ entre profesores

1.7 広報活動
Actividades Promocionales

1.8 支部活動
Actividades Regionales
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1.1 第２４回メキシコ日本語教育シンポジウム
24º Simposio de la Enseñanza del Idioma Japonés en México

開催日：２０１９年３月１日(金)、２日（土）、３日(日)

Fecha :Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo de 2019

会場：エル・コレヒオ・デ・メヒコ アルフォンソレジェス講堂

Sede: Auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México

テーマ：「中級に向けての自律学習－読解力向上を目指して－」

Tema : “Aprendizaje autónomo para nivel intermedio con el objetivo de mejorar la comprensión lectora.”

講師：舘岡洋子先生(早稲田大学)

Profesora :  Mtra. Tateoka Yoko (Universidad de Waseda)

受講者数:６４名

Participación : 64 personas

1.2 夏季短期集中講座 ２０１９
Curso Intensivo de Verano 2019

開催日：２０１９年６月２９日(土)、３０日(日)
Fecha: Sábado 29 y domingo 30 de junio de 2019

会場：モンテレイ工科大学モンテレイキャンパス
Sede: Rectoría del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Monterrey

テーマ：「会話力をつけるための活動を考える－初級前半クラスを中心に－」
Tema  :“Explorar actividades para aumentar la capacidad de comunicación oral 
en el nivel básico con énfasis en la fase inicial”

講師・チューター：１２名 Ponentes y tutores: 12 profesores

受講者：１４名 Participación 14 personas
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1.3 ジャパンボウルメキシコ２０１９
Japan Bowl en México 2019

開催日：２０１９年９月２２日（日）

Fecha: Domingo 22 de septiembre de 2019

会場：グアナファト市劇場

Sede: Teatro principal de Guanajuato

参加チーム：２２チーム

Equipos concursantes: 22 equipos
CDMX 8, Edo de México 1, Guadalajara 2, Querétaro 1, 

Guanajuato 10  (Salamanca 1, León 2, Guanajuato 7)

来場者：１５０名

Asistentes: 150 personas

1.4 全国日本語弁論大会アンケート調査
Encuesta sobre el Concurso Nacional de Oratoria del Idioma Japonés en México

アンケート回答数 45 encuestas respondidas.
 参加者 Participantes 32 personas
 観覧者 Público 14 personas
 指導者 Tutores 10 personas
 運営者 Organizadores 5 persona

¿El concurso les ayuda? 弁論大会に出て得たこと

参加者の７５％は現在も日本語学習を続けており、弁論大会への参加により日本語の発音が上
達し、また語彙を増やすことができた。また、日本語を話す自信がついた。

El 75% de participantes continúa estudiando japonés y le ayudó mucho en su estudio, 
independientemente del resultado. En lo que más ayudó fue en la pronunciación y en la 
obtención de vocabulario.
En cuanto a la parte personal, parece ayudar a la mayoría, en especial a tener confianza al 
hablar el idioma. 
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1.4 全国日本語弁論大会アンケート調査
Encuesta sobre el Concurso Nacional de Oratoria del Idioma Japonés en México

¿Qué les gusta del concurso? 弁論大会のよいところ

・日本語学習という共通点を持った学習者が全国から集まる機会である。
・参加者が学習を継続し、知識を深めるモチベーションとなっている。
・来場した人が日本語や日本文化に興味を持ついい機会になっている。
・書籍や食べ物の販売があるのが楽しい。

La mayoría de los encuestados asegura disfrutar mucho del concurso, por las 
oportunidades de convivir con personas de todo el país, que tienen el estudio del 
idioma japonés como algo en común, además del intercambio cultural México-
Japón que es propio de los eventos de la AMIJ. Todo esto ofrece una motivación 
extra para que nuevas personas se interesen en el idioma y la cultura, y para que 
los estudiantes continúen profundizando su conocimiento. También hacen énfasis 
en las actividades extras como los puestos de libros y de comida.

1.4 全国日本語弁論大会アンケート調査
Encuesta sobre el Concurso Nacional de Oratoria del Idioma Japonés en México

Puntos a mejorar 改善すべき点
・指導者、スタッフとして、もっとメキシコ人が参加すべきである。
・参加者が多すぎる。B部門の弁論が長すぎる。
・採点方法をはっきりしてほしい。カテゴリー毎に採点結果を示してほしい。
・A部門とB部門のレベルが違いすぎる。３部門に分けてはどうか。
・日本へ行ったことがない学習者が日本に行けるような大会にしてほしい。
・来場者と参加者の交流を深めるため、大会終了後に文化イベントを行ってはどうか。
・ディベートなど活動的な試みを行ってはどうか。
・イベントを広く知ってもらうため、広報期間や募集期間を長くしてみてはどうか。

• La falta de organizadores mexicanos, tanto profesores como staff. La carga para los organizadores 
es muy grande.
• Demasiados participantes. El tiempo de discurso de la categoría B es demasiado largo.
• Hacer más claros los criterios de evaluación, y especificar porcentajes o puntos por categoría.
• Hacer 3 categorías: básico, intermedio y avanzado. La diferencia entre los dos niveles es muy 
amplia.
• Darle prioridad a estudiantes que nunca haya viajado a Japón.
• Extender la convocatoria y la selección, para darle más tiempo a la difusión del evento.
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1.4 全国日本語弁論大会アンケート調査
Encuesta sobre el Concurso Nacional de Oratoria del Idioma Japonés en México

９６％が全国日本語弁論大会を継続してほしいと答えている。
96% de las personas que respondieron la encuesta quieren que se siga realizando el dicho concurso.

継続のための提言 Sugerencia para poder seguir realizándolo

・開催地を巡回し、隔年開催とする。 ・地方弁論大会を予選とする。
・テーマを複数指定する。 ・カテゴリーを年齢別にする。
・資金提供者（クラウドファンディング等）を探す
・学生や過去の優勝者を運営側として参加させることで、教師の負担を軽くする。
・ディベートのような活動的な試みや、来場者が日本文化体験ができるような活動を行ってはどうか。

• Rotar la sede, y a hacerlo cada dos años para atraer más participantes.
• Usar los eventos de oratoria regionales como filtro o eliminatorias para el concurso nacional.
• Buscar patrocinadores o usar crowdfunding (donaciones del público)
• Definir 3 temas para que sea más sencilla la evaluación de creatividad. Que hablen de temas relevantes, 
así mismo será más sencillo “escoger” un tema.
• De ser necesario establecer categoría por edad.
• Involucrar a los mismos estudiantes en el rol de organizadores de forma más activa, pueden ser 
participantes y ganadores anteriores. Pensar en como reducir la carga del comité organizador.
• Hacerlo más dinámico, que sean como debates; incluir actividades culturales donde los asistentes 
puedan experimentar la cultura japonesa.

1.5 スペイン語でつながる日本語教師ネット
Red de profesores del idioma japonés que se conectan a través del español

主催： スペイン日本語教師会 メキシコ日本語教師会
Organización: Asociación de Profesores de Japonés en España (APJE)

Asociación Mexicana del Idioma Japonés (AMIJ)

会場：オンラインPor línea
Sede Zoom会議室 facebookグループ

スぺつな
ネット
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1.5 スペイン語でつながる日本語教師ネット
Red de profesores del idioma japonés que se conectan a través del español

開催日とテーマ

第１回：２０１９年６月８日（土）
「日常の場面を使って文型を教える」

Enseñar patrones oracionales utilizando escenas 
cotidianas. 

「ゆるキャラを使って自分の町を紹介する」
Presentar tu ciudad usando Yuru-kyara

第２回：２０１９年９月２１日（土）
「日本語を『話す』ための授業アイディア」

Ideas para hablar japonés
「G.P.A.S.P.Sでロールプレイ」

Realizar actividad de Rol play utilizando el método
G.P.A.S.P.S.

「スペイン人学習者の話し言葉に見られる『は』と
『が』」

Uso de “は” y “が” en la conversación de estudiantes 
españoles.

第３回：２０１９年１１月１５日（金）
「Haiku a la mexicana 俳句でメキシコの心を詠む」
「パワーポイントを使ったビジュアル的な文法説明
－実践と効果－」

Explicación visual de gramática utilizando Power Point 
(práctica y su efecto)

第４回：２０２０年２月７日（金）
「YUYU NIHONGOの立ち上げと実践

－日本語教育とSNSの可能性－」
YUYU NIHONGO –El futuro de la enseñanza del idioma 

japonés por medio de redes sociales-
「タスクと自己の関連性を意識したプロジェクト学習
－教室の中と外をつなぐことを目指したタスクデザインの工夫－」

“Aprendizaje basado en proyectos” bajo un enfoque en la 
conexión entre tareas y estudiantes: Diseñar tareas con el fin 
de conectar dentro y fuera del salón.

１３

３２

２０

３０

1.6 AMIJテレタンデム
Teletándem AMIJ entre profesores

テレタンデムは自分の言語を学んでいて、自分の学んでいる言語が上手な相
手と協力して学ぶ会話練習の活動です。

Teletándem es una actividad para practicar la conversación en colaboración 
con un compañero hábil en el idioma que estás aprendiendo, quien también 
estudia tu idioma.

夏季短期集中講座のメキシコ人と日本人の１２人の参加者がお互いの言語で
ある日本語とスペイン語で25分ずつの会話をして、10分振り返りをするとい
う １時間のセッションを11月から1月まで５回行いました。

Los 12 participantes mexicanos y japoneses del Curso Intensivo de Verano 
platicaron en japonés y español durante una hora (25 min. de cada lengua + 
10 min. de retroalimentación) por 5 sesiones de noviembre 2019 a enero 
2020.
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1.6  AMIJテレタンデム
AMIJ Teletándem entre 
profesores

テーマは？¿Temas?

OPIに基づいて、話題を広げていきます。

やりとり ☞ まとまった話☞ ディスカッ
ション

①自己紹介・出身地Autopresentación
②好きな食べ物・郷土料理・レシピ

Mi comida favorita, comida típica y
receta

③ 趣味 Pasatiempo
④ 専攻・仕事 Carrera y trabajo: peer 

learning, teletándem
⑤ 最近気になったニュース Noticias que

me llamaron la atención

それぞれのテーマに合った教材もあります。

参加者の声
Voces de participantes

話題のニュー
スについて話
すことはとて
も楽しかった初回は緊張、恥ず

かしさがあったが、
回が進むにつれ発
話できるように
なった。また発話
することで語彙や
文法等を訂正して
もらえる機会が増

えた。

Me gustó mucho la 
actividad y desearía 

que se vuelva a repetir 
pronto.

He mejorado mucho, 
sobre todo en la parte 

de la confianza que 
toma uno para poder 
hablar. Ahora quiero 
mejorar la fluidez.

自分の意見を言うために
どのような構成で話した
らよいか考えて話すこと

ができた

1.7 広報活動
Actividades Promocionales

機関訪問 Visita las instituciones

Cancún: Herrera Language School

Mérida: Instituto Asiático Peninsular A.C.
CEPHCIS-UNAM
Mérida Nihongo

Tlaxcala: Universidad CEULVER Campus Tlaxcala
Centro del Idioma Japonés Yorokobi

CDMX: Chuo Gakuen, A.C.
IPN CENLEX Santo Tomas
Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, A.C.
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1.7 広報活動
Actividades Promocionales

Webサイト/ Sitio web
URL : https://amijriji.wixsite.com/mysite

facebookページ
URL :https://www.facebook.com/amijapones

教師会のメールアドレス / Correo de la AMIJ
amijriji@hotmail.com

1.8 ２０１９年度支部活動報告
Actividades Regionales del 2019

① 東部 Región Este
② 中部 Región Central
③ 北部 Región Norte
④ 首都圏部 Región Metropolitana
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開催日：２０１９年３月３１日（日）
Fecha: Domingo 31 de marzo de 2019

会場：ベラクルス州立大学人文学部大講堂（ベラクルス州ハラパ市）
Lugar: Auditorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad del

Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa, Veracruz

参加者：Ａ部門２４名 Ｂ部門１０名
Concursantes: 24 personas en la categoría A y 10 personas en la categoría B

来場者：３００名
Asistentes: 300 personas

①-1 第15回ベラクルス州弁論大会
Décimo quinto Concurso Estatal del Idioma Japonés en Veracruz

①東部 Región Este

①-2 東部勉強会
Reunión de estudio en la Región Este

開催日：２０１９年１０月１９日（土）、２０日（日）
Fecha: Sábado 19 y domingo 20 de octubre de 2019

講師：国際交流基金メキシコ日本文化センター日本語教育アドバイザー 鵜飼香奈子先生
Profesora  : Profra. Kanako Ukai

(Asesora en educación de la lengua japonesa de la Fundación Japón en México)

テーマ：読解－中級への自立学習－
Tema:  Lectura como método de auto aprendizaje

hacia el nivel intermedio

会場： ヘスタル言語センター ベラクルス校
Sede : Centro de Idiomas Gestalt Veracruz

受講者：９名（ベラクルス７名、ハラパ３名）
Participación: 9 personas (7 de Veracruz, 3 de Xalapa)

①東部 Región Este
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②-1 レオン日本語教育セミナー
Seminario de la enseñanza del idioma japonés en León, Guanajuato

開催日：２０１９年５月２５日（土）

Fecha：Sábado 25 de mayo de 2019

主催：国際交流基金メキシコ日本文化センター、メキシコ日本語教師会中部支部

Organización: Fundación Japón en México y Los miembros de AMIJ región central

講師：国際交流基金メキシコ日本文化センター日本語教育アドバイザー 平田好先生、松田涼子先生、鵜飼香奈子先生

Profesora  : Profra. Yoshimi Hirata, Profra. Ryoko Matsuda, Profra. Kanako Ukai

(Asesora en educación de la lengua japonesa de la Fundación Japón en México)

※中部支部会員 辻祐子先生とロニー・ムニョス先生（中部理事）が外部講師として参加

Participaron profra. Yuko Tsuji y profr. Ronny Muñoz (miembro de la AMIJ, Región Central) como uno de ponentes externos

テーマ：初級文型「～ませんか」「～ましょう」から授業を考える

Tema: Planear clase utilizando 「～ませんか」「～ましょう」

会場：イベロアメリカ大学レオン校 受講者：８名 Participación: 8 personas

Sede : Universidad Iberoamericana León

②中部 Región Central 

②-2 レオン日本語教育セミナー
Seminario de la enseñanza del idioma japonés en León, Guanajuato

開催日：２０１９年７月１４日（日）

Fecha：Domingo 14 de julio de 2019

主催：国際交流基金メキシコ日本文化センター、メキシコ日本語教師会中部支部

Organización: Fundación Japón en México y Los miembros de AMIJ Región Central

講師：国際交流基金メキシコ日本文化センター日本語教育アドバイザー松田涼子先生

Profesora  : Profra. Ryoko Matsuda (Asesora en educación de la lengua japonesa de la Fundación Japón en México)

※中部支部理事 ロニー・ムニョス先生が外部講師の一人として参加

Participó Ronny Muñoz (miembro de mesa directiva de la AMIJ, Región Central) como uno de ponentes externos

テーマ： 初級文型「～ことができます」から授業を考える

Tema: Planear clase utilizando 「～ことができます」

会場 Sede：Hampton Inn by Hilton León Guanajuato

受講者：１２名 Participación: 12 personas 

②中部 Región Central 
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②-3 アグアスカリエンテス日本語教育セミナー
Seminario de la enseñanza del idioma japonés en Aguascalientes

開催日：２０１９年８月１０日（土）

Fecha：Sábado 10 de agosto de 2019

主催： 国際交流基金メキシコ日本文化センター、エル・レトーニョ工科大学

アグアスカリエンテス自治大学、メキシコ日本語教師会中部支部

Organización: Fundación Japón en México, Universidad Tecnológica El Retoño, 

Universidad Autónoma de Aguascalientes y Los miembros de AMIJ región central

講師：竹森悠介先生（中部支部会員 グアダラハラ日墨文化交流学院）

Profesor: Yusuke Takemori (miembro de AMIJ Región Central, Nichiboku Instituto de Intercambio Cultural 

México-Japonés A.C.)

テーマ：コミニュケーション能力育成 Tema: Desarrollar capacidad de comunicación

会場：エル・レトーニョ工科大学 Sede： Universidad Tecnológica El Retoño

受講者：１９名 Participación: 19 personas 

②中部 Región Central 

②-4 第3回 メキシコ中部地方 日本語プレゼンテーション大会
PUREZEN MÉXICO 2019 -Región Centro-
Tercer Concurso de Presentaciones de la Zona Centro

開催日：２０１９年１０月５日（土） 会場 Sede：Ex Convento de Carmen, en Guadalajara
Fecha ：Sábado, 13 de Octubre de 2019

出場者 participantes：30名 来場者 asistentes：約60名

プログラム(jp) プログラム(es) テーマ(jp) テーマ(es) 参加者数

PUREZEN MÉXICO 本選: 
カテゴリーA

PUREZEN MÉXICO 
final: Categoría A

ウイチョル族の民芸品の

PR アイデア

Ideas para promocionar las 
artesanías de los huicholes

予選：なし

決勝：4チーム(5名)

PUREZEN MÉXICO 本選: 
カテゴリーB

PUREZEN MÉXICO 
final: Categoría B

日墨間異文化交流を意識

した新しいイベント企画

Planificación de un nuevo evento 
para concientizar el intercambio 
cultural entre México y Japón

予選のみ：2チーム

(4名)
決勝：3チーム(7名)

エキシビジョン Exhibición メキシコの民芸品やご当

地商品のPR
Promover productos locales y
artesanías

4チーム(8名)

メキシカン・ファッション

ショー「ハリコレ」

Desfile de moda 
mexicana “Jalisco 
Fashion Day”

メキシコの民芸

品や伝統衣装はカジュア

ルに着こなせる!

“Las artesanías y la ropa
tradicional se pueden utilizar de 
manera casual”

10名

②中部 Región Central 
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②-4 第3回 メキシコ中部地方 日本語プレゼンテーション大会
PUREZEN MÉXICO 2019 -Región Centro-
Tercer Concurso de Presentaciones de la Zona Centro

②中部 Región Central 

③-1 モンテレイ日本語教育セミナー
Seminario de la enseñanza de idioma japonés en Monterrey

日付：２０１９年８月４日（日）
Fecha：Domingo 4 de agosto de 2019

主催： 国際交流基金メキシコ日本文化センター、JCサクラ日本語センター
メキシコ日本語教師会北部支部

Organización: Fundación Japón en México, JC SAKURA y Los miembros de AMIJ región norte

講師：国際交流基金メキシコ日本文化センター 日本語教育アドバイザー 平田好先生、松田涼子先生、鵜飼香奈子先生
Profesora  : Profra. Yoshimi Hirata, Profra. Ryoko Matsuda, Profra. Kanako Ukai

(Asesora en educación de la lengua japonesa de la Fundación Japón en México)

※北部支部会員 直井恵理子先生が外部講師の一人として参加
Participó profra. Eriko Naoi (miembro de la AMIJ, Región Norte) como uno de ponentes externos

テーマ：ロールプレイでの会話評価
Tema: Evaluando las habilidades de conversación a través del juego de roles

会場 Sede：Hotel Sleep Inn Monterrey Norte

受講者：２３名 Participación：23 personas

③北部 Región Norte
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③-1 第１０回メキシコ北部日本語弁論大会・文化祭
10°Concurso de Oratoria en  Japonés y Muestra Cultural de Japón de la Zona Norte de México

日付：2019年10月19日（土）
Fecha：Sábado 19 de octubre de 2019

会場:モンテレイ工科大学 モンテレイキャンパス
Sede: Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey 

テーマ:

カテゴリーＡ・Ｂ 自由
カテゴリーＣ「日本とメキシコ：私が提案できること」
※パワーポイントを使ってのプレゼンテーション

Tema:Categoría A y B “Libre”
Categoría C “Japón y México : Lo que puedo proponer”
(Presentación utilizando Power Point)

出場者数 Participantes 10名 カテゴリーＡ：4名 カテゴリーＢ：6名
来場者： 250名 Asistentes : 250 personas

③北部 Región Norte

⑤-1 プエブラ勉強会
Círculo de estudio en Puebla

日付：２０１９年８月１８日（日）Fecha: Domingo 18 de agosto de 2019

発表者とテーマ
Profra. Karla Berenice Cruz (Tatsuki Jyuku Toluca)
会話力をつけるための活動を考える

“Estudio - Actividad para aumentar la capacidad de la comunicación oral-” 
※El tema que se trató en el Curso Intensivo de Verano 2019

Profra. Estefania Acosta Pitta
(Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana en Xalapa)
国際交流基金訪日研修での経験

“Experiencia sobre el curso en Japón para profesores de 
idioma japonés de la Fundación Japón” 

会場：チョルーラ地方博物館
Sede : Museo Regional de Cholula

受講者：１３名 Participación: 13 personas 

④首都圏部 Región Metropolitana
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⑤-2 トルーカ勉強会
Círculo de estudio en Toluca

日付：２０１９年１０月２７日（日）Fecha: Domingo 27 de octubre de 2019

発表者とテーマ
Profra. Karla Berenice Cruz (Tatsuki Jyuku Toluca)
会話活動に向かってどのような準備を行うか。
“Preparación antes de la clase de conversación” 

※El tema que se trató en el Curso Intensivo de Verano 2019

Profra. Ruth Martínez San Luis (Tatsuki Jyuku Toluca)
Profra. Maribel Riveros Silva (Centro de Idioma Japonés Chido, en video)
会話活動の例

“Ejemplos de ejercicios de práctica de conversación”

会場 Sede： Centro de idiomas Landguage

受講者：１５名 Participación: 15 personas 

④首都圏部 Región Metropolitana

⑤-3 トラスカラ勉強会
Círculo de estudio en Tlaxcala

日付：２０１９年１２月１５日（日）Fecha: Domingo 15 de diciembre de 2019

テーマと発表者
Profra. Ryoko Matsuda (Fundación Japón en México)
講義：日本事情・日本文化を教える

Curso:“Enseñanza de aspectos de Japón y cultura japonesa”

Profra. Akemi Shimazaki (Enallt, UNAM)
UNAM Enalltにおける実践活動

Actividad realizada en Enallt, UNAM

Mesa redonda “Enseñar cultura japonesa”
座談会：日本文化を教える

会場 Sede： Universidad CEULVER Campus Tlaxcala

受講者：１３名 Participación: 13 personas

④首都圏部 Región Metropolitana
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Plan anual de actividades 2020
(Desde enero hasta diciembre de 2020)

２．２０２０年活動予定
（２０２０年１月～１２月)

日本語教育助成プログラム申請事業

Los proyectos solicitados al Programa de Apoyo para la 
Organizaciones de la Enseñanza del Idioma Japonés
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２０１９年度/２０２０年度国際交流基金 日本語教育助成事業
Programa de Apoyo para las Organizaciones de la Enseñanza del Idioma Japonés 

( Año fiscal japonés 2019 y 2020 )

第２５回 メキシコ日本語教育シンポジウム
25° Simposio de la Enseñanza del Idioma Japonés (Año fiscal japonés 2019)

日付：２０２０年３月６日、７日、８日 Fecha：6, 7 y 8 de marzo 2020
会場：エル・コレヒオ・デ・メヒコ 日本メキシコ学院
Sede: El Colegio de México Liceo Mexicano Japonés

２０２０年度 夏季短期集中講座 Curso Intensivo de Verano 2020
日付：２０２０年７月６日（月）、７日（火） Fecha: Lunes 6 y martes 7 de julio

テーマ：教室が外の世界とつながる授業づくり
－こんなことをしてみたい！を授業にしてみよう－

Tema: Conectar nuestro salón al mundo exterior
- Planeación de clases con intentos nuevos -

会場：メキシコ州立自治大学 中央図書館（メキシコ州トルーカ市）
Sede : Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de México

(Toluca, Estado de México)

授業の改善ー学習の目的を考えさせる方法ー
Mejorar clases cotidianas

Concientizar objetivo del estudio del idioma japonés

２０２１年度 全国イベント（名称未定）の実施について
Evento nacional organizado por el AMIJ (nombre por definir)

開催予定時期：２０２１年５月（隔年開催） 会場：未定
Fecha tentativa: En mayo de 2021 (cada 2 años) Sede: por definir

 全国弁論大会：２０２０年度地方弁論大会の優勝者が新たなルールの中で競う
（弁論、プレゼン、ディベートなど、内容は実行委員会で検討予定）
Concurso Nacional de Oratoria: Competirán los ganadores de los concursos regionales 
bajo la nueva regla (el detalle por definir en el comité organizador)

 JAPAN BOWL：予選を教室や会議室などで行う（その間にステージでは全国弁論大会が
行われる）全国弁論大会の審査中に決勝を行う。
Se realizará la eliminatoria de JAPAN BOWL en algún salón cerrado durante la presentación en el 
Concurso Nacional de Oratoria y se llevará a cabo la fase final durante la junta de los jueces del concurso.

※各支部の応援合戦、日本企業の就職説明会、国費留学生経験者の講演会(AMEJ)、日本料理や物品販売、学
生による市民向け日本文化体験クラスなど
Otros ideas: Concurso de porras, Feria de trabajo por las empresas japonesas, Conferencia de ex becarios de 
AMEJ, Venta de comida y productos de Japón, Talleres culturales organizados por los estudiantes de cada 
institución del AMIJ
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２０２１年度 全国イベント（名称未定）の実施について
Evento nacional organizado por el AMIJ (nombre por definir)

２０２０年度の準備作業 Preparación en el año 2020

・会場の決定：会員による誘致（条件：講堂のほかに会議室やイベントスペースがある場所）
Definir sede: Proponer entre los miembros del AMIJ (Un auditorio que tenga aparte salones y espacio para 
la venta)

・実行委員会の発足・準備開始（全国弁論大会・JAPAN BOWL・一般向けイベントに分ける）
Formar los comités organizadores e iniciar preparación.

(3 comités: Concurso Nacional de Oratoria, Japan Bowl y otros eventos)

・地方弁論大会で全国弁論大会の広報活動
Incluir las informaciones en la publicación de los concursos regionales

・JAPAN BOWL優勝経験者による説明会、広報活動の開始
Junta informativa sobre Japan Bowl por los ganadores de años anteriores, Inicio de publicación

・在メキシコ日本大使館、メキシコ日本商工会議所、AMEJなどに協力依頼
Pedir apoyo a la Embajada de Japón en México, Cámara japonesa de comercio, Asociación Mexicana de 

Exbecarios del Japón

・旧全国日本語弁論大会スポンサーを訪問、企画の趣旨説明などを行って協力依頼
Visitar a los ex patrocinadores del Concurso Nacional de Oratoria para explicar sobre el evento y pedir 

apoyo

38

総会における投票にて、

「実行委員会を組織し、全国イベントの実施の有無、内容について
の決定について、実行委員会に一任する」

と決定した。

Acerca de la realización del evento nacional, 
la decisión de llevarlos a cabo o no así como sus contenidos 
será delegada al comité organizador
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AMIJテレタンデム
Teletándem AMIJ entre profesores

スペイン語でつながる日本語教師ネット
Red de profesores del idioma japonés que se conectan a través del español

日程：調整中（会員メールとfacebookにてお知らせ予定）
Fecha: por definir (se avisará por correo y facebook del AMIJ)

２か月のコースを２～３回行う予定
Plan: 2 o 3 cursos de dos meses de duración

日程：調整中（会員メールとfacebookにてお知らせ予定）
Fecha: por definir (se avisará por correo y facebook del AMIJ)

第５回が４月末 ２か月に１回開催予定
Plan: La siguiente reunión será finales de abril. (cada dos meses)

２０２０年支部活動予定
Actividades Regionales del 2020

① 東部 Región Este

② 中部 Región Central

③ 北部 Región Norte

④ 首都圏部 Región Metropolitana
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１０月１７日（土） Sábado 17 de octubre
モンテレイ Monterrey, Nuevo León

１０月４日（日） Domingo 4 de octubre
会場未定 Lugar por definir

１０月２４日（日）
ベラクルス（未定）

Sábado 24 
de octubre
Veracruz (tentativo)

１０月１０日（土）

Domingo 10
de octubre

Guadalajara

地方勉強会 Círculo de estudio en cada región

勉強会：メキシコ日本語教師会の会員が主催し行う。会員同士の学びあいを目的とし、講師は会員自身が
行う。講師なしの座談会形式も。外部の講師をお招きすることもできる。
Círculo de estudio: Organizado por los miembros del AMIJ. El objetivo es aprender unos de otros. Por lo 
que los ponentes son básicamente los miembros del AMIJ sin embargo hay la posibilidad de invitar a 
ponentes externos. También podrían realizar mesa redonda con el objetivo de discutir cualquier tema y en 
que se pueda hablar libremente.

国際交流基金メキシコ日本文化センター主催セミナー・研修：メキシコ日本語教師会を通して情報を得、
参加することができる。また、外部講師として参加する機会もある。（この場合、教師会が共催機関としてお
手伝いできる可能性があるので、講師依頼があった場合は理事会までお知らせください。）
Seminario de la Fundación Japón en México: Pueden obtener información a través del correo de la AMIJ para 
asistir. Además hay oportunidad de participar como ponente. (En su caso el AMIJ podría colaborar para la 
organización del seminario, favor de avisar al consejo directivo cuando les llegue la solicitud de ponencia.)

例年、北部モンテレイと東部ベラクルスでは教師会主催の勉強会が行われている。首都圏でも２０１９年
に初めての試みとして３回行われた。
Cada año se han realizado en Monterrey (región Norte) y en Veracruz (región Este), en el año 2019 en la 
región Metropolitana se llevaron a cabo tres Benkyokai.

122



地方勉強会 Círculo de estudio en cada región

勉強会開催手順 ¿Cómo organizar Benkyokai?
１．日程・場所を決める。 1. Fijar fecha y lugar
２．テーマ・講師を決める。 2. Fijar tema y ponentes
３．お知らせを作る。 3. Elaborar el aviso
４．会員メールとFacebookで告知する。 4. Publicar por correo y facebook del AMIJ
５．開催後、参加者名簿・受講証を作る。 5. Elaborar lista de asistentes y constancia (después del evento)

※写真をお忘れなく ¡No se les olvide tomar fotos!

おすすめテーマ Temas redomendados
 シンポジウムや夏季短期集中講座に参加した会員が、自分が所属する地方で、講座で学んだことをシェ

アする。
Compartir los que aprendieron en el Simposio, Curso Intensivo de Verano o otros cursos con los 
profesores que no pudieron asistir.

 ２０２１年シンポジウムテーマ『日本語教師が行う社会とつながる活動』（仮題）に沿って、地域の教
師が共同で活動や研究を行い、シンポジウムで発表する。
Realizar actividades o investigaciones con los profesores de la misma región relacionadas con el tema 
del Simposio 2021 “Actividades que se unen con la sociedad planeadas por profesores de idioma 
japonés” (título tentativo) con el objetivo de realizar una presentación en el simposio.

受講証を電子化して、
作成の負担を少なくする。
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