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                                         I. ИШЧИ ДАСТУР 
Кириш 

 

             Мазкур дастур ривожланган хорижий давлатларнинг олий таълим 

соҳасида эришган ютуқлари ҳамда орттирган тажрибалари асосида 

“ФИЛОЛОГИЯ ВА ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШ: ШАРҚ ТИЛЛАРИ йўналиши учун 

тайёрланган намунавий ўқув режа ҳамда дастур мазмунидан келиб чиққан 

ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака 

ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим 

муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам 

ошириб боришни мақсад қилади. 

“Шарқ филологиясини  ўқитишнинг замонавий методлари”  модули 

тингловчиларни  ҳозирда  мавжуд  бўлган замонавий  педагогик  

технологиялар  билан  таништиради, шарқ тилларини ўқитишда     ана  шу  

замонавий методлардан  маҳорат  билан  фойдаланиш  малакасини  

шакллантиради. Ҳозирги  кунда  педагогик  технологиялардан  ўқув   

жараѐнида  фойдаланиш  ва  ўқув   жараѐнининг  самарадорлигини  ошириш  

энг  муҳим   масалалардан  бўлиб ҳисобланади.    Қитишнинг замонавий 

усулларидан  ўринли  ва  маҳорат  билан фойдаланиш ўқув жараѐнида 

ўзлаштиришнинг юқори кўрсаткичларига эришиш имконини яратади..                

 

Модулнинг мақсади ва вазифалари 

 

           “Шарқ филологиясини  ўқитишнинг замонавий методлари” 

модулининг мақсади:  педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш 

курси  тингловчиларини замонавий ўқитиш усуллари ҳақидаги билимларини 

такомиллаштириш, бу борадаги кўникма ва малакаларини таркиб 

топтиришдан иборат. 

           “Шарқ филологиясини  ўқитишнинг замонавий 

методлари”модулининг вазифалари –  педагогик    технологияларни  ўқув 

жараѐнига жорий  этиш;  илғор  тажрибаларни  татбиқ  қилиш,  ҳар  бир  мавзу  

юзасидан ойдинлаштирилган  режаларни  тузиш;  махсус  фанларини  ўқитиш  

жараѐнида педагогик  технологияларни  кўлаш  усуллари  билан  таништириш;  

тингловчиларда технологик  лойиха  ва  технологик  хариталарни  тузиш,  

замонавий методлардан маҳорат билан фойдаланиш малакасини 

шакллантириш;   шарқшунослик соҳасига оид янги  методларни ўрганиш ва 

амалиётга татбиқ этишга ўргатиш. 

 

 

 

 

        Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникма ва малакаларига 

қўйиладиган талаблар  

“Шарқ филологиясини  ўқитишнинг замонавий методлари” 
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модулини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида 

тингловчилар:  

- замонавий ўқитиш усулларини ва уларни ўз ўрнида қўллаш методларини 

билиши; 

         педагогик  технология  тушунчаси,  унинг  таърифлари,  шарҳлари,  

мазмунва моҳиятини билиши;  

       -педагогик технология билан методика орасидаги фарқларни билиши;  

       -педагогик  технологиянинг  турлари,  асосий  йўналишлари  ва  

таснифини билиши;  

       -дарс  модуллари,  педагогик  технологиядаги  модул  ва  алгоритм 

тушунчаларини билиши, улардан амалда фойдалана олиши;  

      -интерфаол  таълим,  унинг  шакллари,  асосий  мезонларини  билиши  

ва амалда қўллай олиши;  

      -интерфаол  таълим  ва  тарбия  жараёни  иштирокчилари,  уларнинг 

вазифаларини билиши ва баҳолай олиши;  

       -интерфаол  машғулот  самарадорлигининг  педагогик-психологик 

асослари  ва  мониторингини  олиб  бориш  йўлларини  билиши  ва  амалда 

қўллай олиши;  

       -интерфаол дарс модулларини тузиш ва амалда қўллашни билиши;  

      -муаммоли таълимнинг назарий асосларини билиши;  

      -дарс  жараёнида  муаммоли  вазиятлар  ҳосил  қилишни  ва  уларни  

ечиш усулларини билиши ва қўллай олиши;  

       -интерфаол  ўқитиш  муҳитида  ўқувчилар  билимини  баҳолаш  

йўлларини билиши;  

      -педагогик жараёнда дўстона муҳит яратиш омилларини билиши;  

       -илғор  педагогик  технологияларни  амалиётда  қўллаб,   имитацион  

ўқув машғулотларини ташкил эта олиши;  

       -педагогик  технологияларни  қўллаш  жараёнида  ишлатиладиган 

кўргазмали  ва  тарқатма  материалларни  тайёрлашга  қўйиладиган 

талабларни билиши;  

        -таълим  жараёнини  лойиҳалаш,  лойиҳа  асосида  ишлаш  

методикасини билиши керак. 

 

Фаннинг мазмуни. 

 

       Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва 

узвийлиги  “Шарқ филологиясини  ўқитишнинг замонавий методлари” 

модули мазмуни ўқув режадаги  шарқшуносликнинг бошка модуллари 

билан узвий боғланган ҳолда педагогларнинг бу соҳа буйича касбий 

педагогик тайёргарлик даражасини орттиришга хизмат қилади. 

 

 

Модулнинг Олий таълимдаги ўрни 
 

 Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар шарқшунослик соҳасида 
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касбий фаолият юритиш учун зарур бўлган билим, кўникма, малака ва шахсий 

сифатларга эга бўлиш, илмий-тадқиқотда инновацион фаолият  олиб бориш 

каби касбий компетентликка эга бўладилар 

 

“Шарқ филологиясини  ўқитишнинг замонавий методлари”   бўйича  

соатлар    тақсимоти 

 

№ 

 

 

Модул мавзулари 

 

Тингловчининг ўқув юкламаси, 

соат 

Ҳ
а

м
м

а
с
и

 

Аудитория ўқув 

юкламаси 

М
у

с
т
а

қ
и

л
 т

а
ъ

л
и

м
 

Ж
а

м
и

 

Жумладан 

Н
а

за
и

й
 

А
м

а
л

и
й

 

м
а

ш
ғ
у

л
о

т
 

1. Идеал муаллим тушунчаси 2  2   

2 
Чет тилини укитиш методикаси 

тарихи ва япон тили 
2   2  

3 

Укув жараёнини режалаштириш 1. 

Укув жараёнини дезайнлаштириш. 

 

2   2  

4 
Укув жараёнини режалаштириш. 

Мавзуий режа турлари. 
2   2  

5 
Йиллик (календар) режа тузиш. Дарс 

режасини тузиш. 
2   2  

6 Укув материаллари. Укув куроллари. 2   2  

7 
Гапириш малакасини оширишга 

доир машклар 
2   2  

8 
Ёзиш малакасини оширишга доир 

машклар 
2   2  

 Жами: 16 соат 16  2 14  

 

 

 

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ 

1-мавзу:   Идеал муаллим тушунчаси. 

Идеал муаллим хислатлари. Инсонийлик хислати, мутахассислик, 
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муаллим психолигияси, талаба психологияси, индивидуал  ёндашиш, билим 

тушунчаси, малака тушунчаси, муаллим дунёкараши. Муаллимнинг 

вазифалари. Урганиш ва ургатиш. Муаллим билиб куйиши керак булган  

маълумотлар. 

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ 

1-мавзу: Чет тилини укитиш методикаси тарихи ва япон тили 

        16-18 аср бошларидаги чет тилини укитиш методикаси. Граматтика-

таржима методи. Тугри ёки индуктив метод, Структурал лингвистикага 

асосланган методлар. АСТП, Аудиолингвал метод. Психология ва танкидий 

онг теориясига асосланган методлар. Силент Wай, CЛЛ, ТПР, Суггестопедиа, 

натурал аппроаcҳ. Интерактив метод. Грамматика-таржима методи, тугри 

метод, аудио лингвал метод, АСТП(харбий метод), Силент Wай, 

CЛЛ(Cоммунитй Лангуаге Леарнинг), ТПР(Тотал Пҳйсиcал Респонсе),  

Суггестопедиа, натурал метод. 

2-мавзу:  Укув жараёнини режалаштириш ва дезайнлаштириш 

       Япон тилини ургатишда йиллик режа тузишнинг алохида хусусиятлари.  

Йиллик режанинг мазмуни ва мохияти. Йиллик режа, максад килиб 

танланган тил, мотивация, укувчиларнинг тайергарлигини аникловчи 

суровнома. 

3-Мавзу: Укув жараёнини режалаштириш. Мавзуий режа турлари 

      Мавзуий режа тушунчаси, мазмуни ва мохияти. Мавзуий режа турлари. 

Уларни куллаш усули ва урни. Сйллабус, мавзуий режа турлари, вокеа-

ходисага асосланган мавзу, грамматикага асосланган мавзу, грамматиканинг 

кулланилишига асосланган мавзу, якка нуткга асосланган мавзу 

           4-Мавзу Йиллик (календар) режа тузиш. Дарс режасини тузиш. 

 Йиллик режа тузиш.  Дарс режасини тузиш. Календар режа, ярим 

йиллик /чорак режа, дарс режаси, укув дастури, укитиш методикаси, укитиш 

техникаси, дарсга кириш кисми, дарснинг асосий амалий максади. 

5-Мавзу . Укув материаллари. Укув куроллари 
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 Укув материалларини танлаш ва анализ килиш. Укув куролларидан 

максадга мувофик фойдаланиш. Асосий укув кулланма, ердамчи укув 

кулланма, кайта ишланмаган хом материал, видео/аудио/СД материал, ОҲП, 

мультимедиа, суратли/расмли карточкалар, реалия, слайд. 

6-Мавзу. Гапириш малакасини оширишга доир машклар 

 Гапириш нутк фаолияти тури ва малака сифатида. Гапиришни ургатиш 

машклари. уларнинг турлари ва ахамияти. Техник машк, имитатив нутк, 

олдиндан сезиш, якканутк, жуфтнутк, мотивация, мулокот жараёни, 

информацон фарк. 

7-мавзу : Ёзиш малакасини оширишга доир машклар 

Ёзув нутк фаолиятининг тури ва малака сифатида. Ёзув, ёзма нутк, 

орфография, баён, хикоя, иншо, тасвир, хат. Ёзувни ургатиш. Ёзма нуткни 

ургатиш.  

                                             ЎҚИТИШ  ШАКЛЛАРИ 

Мазкур модуль бўйича қуйидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади: 

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва 

технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқишни ривожлантириш, назарий 

билимларни мустаҳкамлаш); 

- давра суҳбатлари (кўрилаётган лойиҳа ечимлари бўйича таклиф бериш 

қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий хулосалар 

чиқариш); 

- баҳс ва мунозаралар (лойиҳалар ечими бўйича далиллар ва асосли 

аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш 

қобилиятини ривожлантириш) 
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II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ 

ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ 

 

 

        “SWOT-таҳлил” методи. 

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий 

тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни 

топишга, билимларни мустаҳкамлаш, такрорлаш, баҳолашга, мустақил, 

танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат 

қилади.  

 
 

Шарқ адабиётида муаллиф, ҳикоячи ва персонаж нутқини таҳлил 

қилинг ва  ушбу жадвалга туширинг. 

 

S 

Эпик турнинг жанрлаирда муаллиф 

нутқидан фойдаланишнинг кучли 

томонлари 

Бадиий асарнинг ғоясига 

бевосита боғлиқ бўлган 

воқеаларнинг ҳикоя қилиниши 

W 

Кичик эпик тур жанрларда ҳикоячи 

нутқидан фойдаланишнинг кучсиз 

томонлари 

Қисқа эпизодларда иштирок 

этиши 

O 

Драматик асарларда  персонаж 

нутқидан фойдаланишнинг 

имкониятлари (ички) 

Барча персанажларнинг ўз 

нутқи дилог ва монолог 

шаклида берилиши 

T 
Тўсиқлар (ташқи)  Маълумотларнинг тўлақонли 

таъминланмаганлиги... 

 

Хулосалаш  (Резюме, Веер) методи 

Методнинг мақсади:  Бу  метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар 

муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг 

• кучли томонлариS – (strength)

• заиф, кучсиз томонлариW – (weakness)

• имкониятлариO – (opportunity)

• тўсиқлар T – (threat) 



10 
 

моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил 

ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда 

муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, 

фазилат ва камчиликлари, фойда ва зарарлари бўйича ўрганилади. Бу 

интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни 

муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, 

фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга 

имконият яратади. “Хулосалаш”  методидан маъруза машғулотларида 

индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида,  амалий ва  семинар 

машғулотларида кичик гуруҳлардаги иш шаклида мавзу юзасидан 

билимларни мустаҳкамлаш, таҳлил қилиш ва таққослаш мақсадида 

фойдаланиш мумкин.  

“Тушунчалар таҳлили” методи 

Методнинг мақсади: мазкур метод талабалар ёки қатнашчиларни мавзу 

буйича таянч тушунчаларни ўзлаштириш даражасини аниқлаш, ўз 

билимларини мустақил равишда текшириш, баҳолаш, шунингдек, янги мавзу 

буйича дастлабки билимлар даражасини ташхис қилиш мақсадида 

қўлланилади. 

Методни амалга ошириш тартиби: 

 иштирокчилар машғулот қоидалари билан таништирилади; 

 ўқувчиларга мавзуга ёки бобга тегишли бўлган сўзлар, 

тушунчалар номи туширилган тарқатмалар берилади ( индивидуал 

ёки гуруҳли тартибда); 

 ўқувчилар мазкур тушунчалар қандай маъно англатиши, 

қачон, қандай ҳолатларда қўлланилиши ҳақида ёзма маълумот 

берадилар; 

 белгиланган вақт якунига етгач ўқитувчи берилган 

тушунчаларнинг тўғри ва тўлиқ изоҳини ўқиб эшиттиради ёки слайд 

орқали намойиш этади;  
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 ҳар бир иштирокчи берилган тўғри жавоблар билан ўзининг 

шахсий муносабатини таққослайди, фарқларини аниқлайди ва ўз 

билим даражасини текшириб, баҳолайди. 
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III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР 

1- МАВЗУ 

          ИДЕАЛ МУАЛЛИМ ТУШУНЧАСИ 

 

РЕЖА: 

1. Идеал муаллим хислатлари. 

2. Муаллимнинг вазифалари. Урганиш ва ургатиш. 

3. Муаллим билиб куйиши керак булган  маълумотлар. 

 

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: инсонийлик хислати, мутахассислик, муаллим 

психолигияси, талаба психологияси, индивидуал  ёндашиш, билим 

тушунчаси, малака тушунчаси, муаллим дунёкараши. 

 

１．日本語教師の資質とは。 

日本語を教えている方はどのような人でいなければならないでしょうか。いわゆ

る、いい日本語教師の資質とは何ですか。日本語教師に必要なこと、求められるもの

は何ですか。まず、白い紙に空欄を作って学習者に配って、理想的な教師についてのイ

メージ全部箇条書きで書いてもらう。普段、以下のような資質が取り上げられる： 

 

     ・日本語能力と教師の才能  ・まじめな人 

     ・日本・日本語が好きな人  ・時間の感覚がある人 

     ・学生を理解する人    ・教室のコントロールをできる人 

     ・時間を守る人       ・学生を公平に扱える人 

     ・やさしい人        ・雰囲気作りの人 
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     ・ユーモアのある人     ・学習者の質問に答えられる人 

     ・忍耐強い人        ・いろいろな教え方ができつ人 

 

｢どんな先生をいいと思うか｣は個人によっていろいろ差があるんだけど、そういうのを専

門用語で｢ビリーフス｣という。ビリーフスは何をいい／好きだと思い、何をよくない／嫌い

だと思うかなどを、それぞれの人が抱いている信条・確信のことをいう。日本語教師とし

てビリーフスが、授業をしようと思ったときにさまざまな形で影響を与えることについて

Scrivener(19994;11)が、それを次の表で説明している： 

 

 

                   教師の 

                       決定と行動 

 

教師の態度を 

 

教師のビリーフスと価値観 

 

以上の図を説明すると、｢教師のビリーフスや価値観は、教師の態度や意図の

土台となっている｣ということで、その上に、教師の決定と行動はこれの要素に基づいて

教師は決定し、行動する。 

 日本語教師の資質について教育学での主張から見ると、教師の資質・力量を

｢人間性｣と｢専門性｣という2本の柱で捉えようとする意見も多く見られる。 
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教師の資質向上が問題とされるとき、教師としての人間的資質を基本に踏まえ

つつ、教育上の専門的・技術的側面も含めて論じられるのが普通である。実際の教

育場面では、教師の人間性と専門性は分かち難しく結びついて生きて働く力となって

いるからである。（吉本 1989：13） 

優れた専門的な指導技術を駆使しながら、学習効果が上がらないことがある。

それは子供との信頼関係が問題になったり、児童・生徒理解に欠けている場合が多

い。また、逆に信頼関係、児童・生徒理解に欠けるところがあっても、優れた指導技術

によって、それをカバーしている例も見られる。もともと、人間が人間を育てる仕事は、他

の職業と異なり、もっとも、｢人間性｣と｢専門性｣を区別しがたい仕事である。児童・

生徒理解一つとっても、それは教師の｢人間性｣とも｢専門性｣ともかかわっているからで

ある。（波多野 1988：31） 

資質を｢人間性｣と｢専門性｣に分けるとき、具体的にどんな｢人間性｣そして｢専

門性｣が求められるだろうか。國分（1982：59-79）は教師のパーソナリティとしてぜひ

とも必要なことを次の五つ挙げている： 

１．自分を受け入れること 

自分を受け入れるとは、自己嫌悪を持つなということである。自己嫌悪の強い人ほど

他者嫌悪も強いのである。教師は人に接する職業であるから、｢大好き｣でなくては勤

まらない。 

 ２．きさくであること 

教師はきさくでなければならない。生徒が気楽に｢先生！｣と寄ってきやすい人柄でなけ
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ればならない。きさくな教師は人に対して構えが少ない教師である。 

 ３．打てば響くこと 

打てば響く教師とは、学生の感情がもろに伝わってくる教師である。生徒と同じような

感情体験を持っている教師である。 

 ４．人生をエンジョイする 

教師は前提として人生に肯定的であってほしいと言ったのは、言い換えれば、まず、人

生に憎悪を持たない教師であって欲しいとの意味である。人生の瞬間瞬間を味わって

生きている姿勢。 

 ５．覇気のあること 

人間は優しさや受容、愛だけでは生きていけない。そういう母性原理のほかに粉砕精

神（父性原理）を必要とする。 

 

一方、日本語学習者が日本語教師に求めているものについて調査したところ、４つの

大別ができ、その順序は次のとおり（縫部2001：24）： 

 

 1位：学習者への心配り 

 2位：教職意識（教師としての自覚や職業意識） 

 3位：教授法の知識と能力 

 4位：日本語の専門知識 
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 この結果を縫部は次のようにまとめている。 

第二言語としての日本語教師は、日本語の専門家以上の存在であり、その

｢以上｣ということの中身は、教師である前に一人の教育者であり、教育者である前に

一人の人間であるということである。一人の人間としての学習者個人と人間的な触れ

合い・相互交流を基本として教育は成り立つということであり、その上に教育者として

学習者が学習するのを援助する存在であるということである。 

 

 

2－1 学ぶこと・教えること 

学ぶこととは、授業のために文法項目をもう一度復習したり、本を読んで現代の

日本語について考えたりしている人もいるかもしれない。また勉強会や教師会で発表し

たり、他の教師の発表を聞いたりするのも｢学ぶこと｣に含まれるでしょう。そしてそれだけ

ではなく、日々のさまざまな教授活動も、｢教える｣と同時に学習者から｢学ぶ｣ことも多

２．日本語教師の仕事 

• 授業の学習目標を設定する 

• 授業で教える内容を決める 

• 試験問題を作る 

• 教案を書く 

• 教具をそろえる 

• テストの採点をする 

• 成績をつける 

• 授業をする 

• 文型を示す 

• 文型の説明をする 

• 文法項目の説明をする 

 

• 本を読んで訳す 

• 学習者に文型練習をさせる 

• 会話例を示す 

• 学習者に会話練習をさせる 

• 勉強会に出席する 

• 時間割表を作る 

• 教科書の注文をする 

• 教師会に出席する 

• 授業日誌を書く 

• 難しい言葉の意味を調べる 
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いと自覚し、｢学ぶこと｣と｢教えること｣の両方にさまざまな教授活動を入れた人もい

る。重要なことは、教師として常に学び続ける姿勢を持つことである。｢日本語｣も｢日

本語の教え方｣も時代とともに常に変化してきている。そして何よりも自分自身が常に

柔軟に新しい情報や考え方を取り入れ、学習者からも学ぼうとする姿勢は、教師とし

ての人間性に影響し、重要な要素となっていくことでしょう。 

教師の仕事は｢教えること｣だけではありません。｢学ぶこと｣｢常に学び続けようと 

 すること｣も教師の重要な仕事です。 

 

３．教師が理解したり考えたりしておかなければならないこと。  
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   ｢一回の授業の計画を立てる｣ 
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IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАТЕРИАЛЛАРИ 

2-МАВЗУ 

 ЧЕТ ТИЛИНИ УКИТИШ МЕТОДИКАСИ ТАРИХИ 

ВА ЯПОН ТИЛИ. 

 
РЕЖА: 

1.  16-18 аср бошларидаги чет тилини укитиш методикаси. Граматтика- 

таржима методи. 

2.   Тугри ёки индуктив методи. 

3.   Структурал лингвистикага асосланган методлар. ASTP, Аудиолингвал 

метод,   

4.   Психология ва танкидий онг теориясига асосланган методлар. Silent Way, 

CLL, TPR,    Suggestopedia, natural approach.. 

5.   Интерактив метод. 

 

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: грамматика-таржима методи, тугри метод, аудио 

лингвал метод, ASTP(харбий метод), Silent Way, CLL(Community Language 

Learning), TPR(Total Physical Response),  Suggestopedia, натурал метод, 

интерактив метод. 

 

１．外国語教授法の歴史。 

 この図１の年表は、本章で取り上げる外国語教授法の範囲を示したものであ

る。それぞれの教授法について、主な提唱者と、その教授法の内容や理念を最もよく

反映している著書、論文を挙げた。新しい教授法とは、ある日一斉に使われ始めるも

のではなく、新しい言語理論や教育理念と共に、徐々に発展し、成熟するものであ

る。    

  知識階級の条件。17世紀から18世紀のヨーロッパでは、外国語教育としてのラテ

ン語教育やギリシャ語教育が行われていた。当時はまた、宗教家や学者ら一部のエリ

ートでの間では、コミュニケーションの共通言語としてラテン語が使われていた。ラテン語の



20 
 

文献を読みこなし、ラテン語で語られる聖職者の演説を理解できることが、知識階級

の一員であるための条件だったのである。 

 16世紀に設立されたグラマー・スクールでは、ラテン語授業の中で、文学作品や

聖書の翻訳による理解、修辞学を踏まえた文章作成、朗読、暗唱などが行われてい

た。 

 文法翻訳法。18世紀半ばになり、ヨーロッパの共通語が、ラテン語から英語、ド

イツ語などへ変化したことにより、コミュニケーションにラテン語が使われる機会が減るよう

になった。それに従い、文学作品の理解や鑑賞といった知識、教養的側面が重視され

るようになった。 

 18世紀後半になり、外国語教育のカリキュラムの中に、ラテン語だけでなく、ドイ

ツ語、英語、フランス語が取り入れられるようになった。しかし、17世紀のラテン 

 

  図1教授法の流れ。 

   

    1800     1850     1900     1950     

2000（年） 

 

16世紀から～ 

 

 

         

        文法翻訳法 
グラマー・ 

スクール設立 
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心理学・認知 

 学習理論 

1940年代後半～ 
 

 

実際のコミュニケー
ションが重要 

1970年代～ 

・ナチュラル・メソッド（グアン／ベルリッツ） 

 

・オーラル・メソッド （パーマ） 

・ASTP（Army Specialized  

                Training Program） 

 

・オーディオ・リンガル法  

                           （フリーズ） 

・サイレント・ウエイ 

     （ガテーニョ） 

・CLL（カラン）、TPR 

     （アッシャー） 

・サジェストペディア 

      (ロザノフ) 

・ナチュラル・ｱ ﾌ ﾟ ﾛ ｰ ﾁ  

  （ﾃ ﾚ ﾙ ／クラッシェン） 

 

ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｶ ﾃ ｨ ﾌ ﾞ ・ 

  ｱ ﾌ ﾟ ﾛ ｰ ﾁ  

 

(ｳ ｲ ﾙ ｷ ﾝ ｽ ﾞ ／ﾊ
ｲ ﾑ ｽ ﾞ ) 

各方法論から現場に
合う部分を 

 取り入れる   

？ 

  直接法 

19世紀後半～ 

 

構造言語学・行動主
義心理学 

1940年代後半～ 
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語教育にその端を発する文法翻訳中心の教え方は、依然として外国語教授法の主

流を占めていた。それが、文法翻訳法と呼ばれる教授法である。 

 典型的な文法翻訳法の授業では、文法規則の説明、対訳による単語の理

解、翻訳練習などが行われた。外国語を学習する目的は、目標言語で書かれた文

学作品が読めるようになることであり、そのためには、文法規則、動詞の活用、単語の

意味を暗記し、母語と目標言語との間で、自由に翻訳ができるようになることが必要

だと考えられている。 

知的訓練。それとともに、外国語を理解することは、母語に対する理解を深め、

知的成長にも寄与すると考えられていた。つまり、外国語教育は、知的訓練の一つと

しても位置づけられていたのである。 

言語観・言語学習観。文法翻訳法で前提されているのは、 

１）文学作品などの文字言語は音声言語よりも優れている。２）目標言語のすべ

ての単語には、1対1で対応する母語の訳語があるという言語観であり、 

１）翻訳ができるようになることが外国語学習の成功を表す。 

２）外国語学習は知的訓練に役立つという言語学習観である。 

 

２．文法翻訳法に変わる教授法。 

1760年代に始まる産業革命の影響で鉄道網が整備されるなど、交通機関が

発達するにつれ、19世紀のヨーロッパ諸国では、人々の従来が盛んになった。そのため
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外国語でコミュニケーションをする機会が増え、文学鑑賞や知的訓練以外の実用的が

成果が外国語教育に求められるようになった。 

このような社会状況の中、19世紀後半になって、文法翻訳法に代わる教授法

として提唱されたのが、ナチュラル・メソッドとフォネティック・メソッドである。 

ナチュラル・メソッド。ナチュナル・メソッド、自然主義教授法とは、外国語習得の

最良のモデルを、幼児の母語習得に見るものである。代表的なものに、フランス人であ

るグアン(Gouin, 1831-1896)が提唱したグアン式教授法、ドイツ人であるベルリッツ

(Berlits, 1852-1921)が提唱したベルリッツ式教授法などがある。 

グアン式教授法。グアンは、児童が母語を習得していく過程詳しく観察し、そこ

で得た結論を外国語教育に応用した。 

まず、すべての出来事は、小さい出来事の連鎖として記述できるとし、一連の動

作を順を追って言い表すことがもっとも記憶に残りやすいと考えた。 

そして、｢翻訳によって母語を習得した幼児はない｣として、幼児が母語を覚える

のと同じように、聞いて理解する→話す→読む→書く の順で努めて自然な状況で

目標言語と接触させるようにした。 

ベルリッツ式教授法。グアンと同じくベルリッツも、外国語学習に募集特の過程

を再現しようとしたが、両者が異なるのは、ベルリッツが母語を教室活動から徹底的に

排除した点である。教室の中で、母語による説明は行われず、教師は絵や身振りを駆

使して、文や語の意味を理解させようとした。また、発音も教師のモデルを真似させるだ

けで、発音の仕方の説明や矯正などの指導は行われなかった。 
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このため、教師には、指導技術を訓練された目標言語の母語話者が採用され

ることが多かった。 

オーラル・メソッド。20世紀に入り、パーマー（Palmer, 1877-1949）が提唱し

たのが、オーラル・メソッドである。パーマーは、言語の持つ体系と運用の二つの側面のう

ち、言語教育が対象とすべきものは、運用であるとした。さらに、運用に使われる技能

を、第一技能（話す、聞く）と第二次技能（読む、書く）とに分類して、第一次技

能の習得が重要だとした。言語を体系と運用の二つの面からとらえるという考え方に

は、言語学者ソシュールの影響が認められる。 

また、外国語習得に幼児の母語取得を再現するために、①耳による観察、② 

口まね（①の模倣）、③ 口ならし、④ 意味づけ、⑤ 類推による作文、⑥ 命

令練習、⑦ 定型会話、という7つの方法を提唱した。  

   直接法。ナチュナル・メソッド、オーラル・メソッドなど、文法翻訳法に代わって生

まれた教授法を総称して、直接法（Direct Method）ということがある。 

直接法という名称は、これらの教授法が、翻訳するのではなく、使われる場面や状況

を提示することによって、文や語の意味を、直接目標言語の形式と結びつけて理解さ

せようという点に由来する。 

 現在の日本語教育の現場で、｢直接法で教える｣と言った場合、それは｢媒介

後を使わずに教える｣という程度の意味であることが多い。 

 

３．構造言語学に理論的基盤をおく教授法。 
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これまでの外国語教授法は、主にヨーロッパを中心に提唱、発展してきたもので

あった、20世紀半ばになり、米国で、構造言語学に理論的基盤を置く教授法が開発

された。 

構造言語学では、言語の体系を、音素→形態素→語→句→節→文というように線

状に連なる組織的構造ととらえ、ある構造を他の構造と区別する要因を、2項対立と

言う概念によって区別し、記述する。例えば、日本語では、｢あか｣と｢あき｣は、異なる

語(構造)である。そこで、／A／と／I ／に注目し、音素としての対立を認めるのであ

る。 

４．ASTP 米国では、第二次世界大戦中に、駐留地での情報収集や通訳

活動を行う外国語要員を、短期間で養成しなければならなくなった。そこで、アメリカ・

インディアン言語のフィールドワーク調査を行っていた言語学者ブルームフィールドが理論

的基盤を提唱し、陸軍で実施されたのが、ASTP（Army Specialized Training 

Program、陸軍特別訓練プログラム ）、別名アーミ・メソッドと呼ばれる教授法であ

る。 

 ASTPは、①短期間（90日程度）の集中授業、②小人数（10名程度）クラ

ス、③ 文学作品の購読ではなく実用的な構文の口頭練習、 ④ 教師の分業、

⑤徹底した口頭練習、などを特徴としている。 

 オーディオリンガル・メソッド。第二次世界大戦後、ASTPを受け継いだ形で、ミシ

ガン大学のフリーズによって確立されたのが、オーディオリンガル・メソッド（AL法）と呼ば

れる教授法である。 
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 AL法は、その理論的裏づけを、構造言語学だけではなく、行動主義心理学に

も置いている。行動主義心理学とは、人間や動物の行動を具体的なプロセスのみによ

って研究すると言う心理学の理論で、それによれば、外国語学習とは、外界からの刺

激に対して自然に反応できるような習慣を形成する過程ととらえる。 

 このような言語学習習慣が、｢教師の指示（＝外界からの刺激）に対して即

座に答えられる（＝自然に反応できる）ようになるまで、練習を繰り返して行う（＝

習慣を形成する）ことが大切だ｣という主張を生み出した。そして、このような習慣形成

のために開発されたのが、パターン・プラクティスと呼ばれる口頭練習である。 

 4.心理学、認知学習理論などに理論的基盤をおく教授法。AL法が、構造言

語学と行動主義心理学を背景とするように、当時の心理学、認知学習理論などに

理論的基盤をおく外国語教授法がある。 

サイレント・ウエイは、心理学者であるガテーニョによって提唱されたが、ガテーニョ

自身が述べているように、具体的な教室活動や指導法を規定した｢教授法｣ではな

い。 

ガテーニョは、母語取得が100％に近い確率で成功していることに注目し、その

理由を｢子供は、未知のものに直面したとき、試行錯誤を経てその正誤に気付き、未

知を既知に換える能力を持っている｣と結論付けた。そして、｢言語学習は、教師に頼

る方法（モデルの模倣や暗記、パターン・プラクティスによる習慣形成）ではなく、学習

者の自ら気付き学んでいく能力に教師が働きかけることによって行われるべきだ｣と主張

した。 
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したがって、サイレント・ウエイの授業の中心は学習者で、教師はあくまで、学習

者の自立を助けるために、サウンド・チャート、カラー・チャート、ロッド、語彙チャート、ウオ

ールピクチャなどが駆使される。 

コミュニティ・ランゲージ・ラーニング（Community Language 

Learning/CLL）は、別名カウンセリング・ラーニングとも呼ばれ、カウンセリングの理論

と手順を、カラン（Curran, 1913-1978）が外国語教育に応用させたものである。外

国語学習に｢カウンセラー（＝教師）は、新しい環境（＝目標言語環境）を脅威に

感じているクライアント（＝学習者）に安心感を与え、助言者となることによって自立

を助ける｣というプロセスを見いだす。 

CLLによる典型的な授業では、学習者を円形に座らせ、教師は学習者の背後

に立つ。 
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 学習者は、自分が話したい内容を自由に話してよい。もし、目標言語での言い方が

分からないときは、教師に媒介後でその内容を伝え、教師は目標言語での言い方を、

学習者が納得するまで何回も耳元でささやく。学習者の発話は、すべてテープレコーダ

で録音されるが、スイッチのオン・オフは学習者自身にゆだねられる。 

 学習者を円形に座らせるのは、教室内に信頼し合えるコミュニティを形成ためであ

り、教師が学習者の背後に立つのは、脅威とならないためである。 

 この後、録音テープを再生しながら、文型や表現を媒介後で説明する。これは、言

語的理解のためだけでなく、自らの学習活動の振り返りの機会をもつことによって学習

過程や学習方法を意識化するためである。 

トータル・フィジカル・レスポンス。聴解力を重視し、聞いたことに全身で反応する

方法を用いることから、トータル・フィジカル・レスポンス(Total Physical Response, 

TPR, 全身反応教授法)と呼ばれる。心理学者であるアッシャー(Asher)によって提唱さ

れた教授法で、｢幼児は話し始める前にあふれるほどの目標言語を聞いている。目標

言語による命令に反応し、それを評価されることによって、言語（音声）と動作（意

味）を結び付ける｣という母語取得の方法をモデル化したものである。 

言語と動作を結びつける考え方は、グアン式教授法にも見いだすことができる

が、TPRは、母語による翻訳を介入させない。また、話す準備(readiness to talk)がで

きるまで、学習者は話すことを強制されない、と言う点が特徴として挙げられる。 

ナチュラル・ｱﾌﾟﾛｰﾁ(Naturai Approach) は、言語を自然に習得させることを目
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標とする教授法で、ﾃﾚﾙ(Terrell)が母語習得の過程を観察し、実践を積み重ねた外

国語教育の方法を、クラッシェン(Krashen)が、第二言語習得に関する５つの仮説に

よって理論的に裏付けた。５つの仮説： 

① ｢習得―学習｣仮説 

言語能力の獲得には、無意識的な習得(acquisition)と意識的な学習 (learning)の

2種類がある。 

② ｢自然順序｣仮説 

母語習得における文法要素の習得には、自然な一定の序列 (natural order)が認め

られる。 

③ ｢モニター｣仮説 

学習から得た言語体系は発話の産出には貢献せず、発話の正確さをチェックするモニ

ター (monitor)役割しか果たさない。 

④ ｢インプット｣仮説 

発達段階を少しだけ超えた構造 (i+1)がインプットされたとき、習得が進む。 

⑤ ｢情意フィルター｣仮説 

学習に不安を持っていると、情意フィルター (affective filter)がかかり、インプットが機

能しない。 

 サジェストパディア。(Suggestopedia, 暗示式教授法)は、精神科医であったロ

ザノフ (Lozanov)が、暗示学 (Suggestology)の理論を外国語学習に応用させた教

授法である。 
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ロザノフは、学習者の心理的障壁 (anti-suggestive barriers)を取り除き滞在

能力を引き出すことによって、驚くほどの速さで言語習得を進められると主張した。その

ためには学習者が、① 緊張から解放されてリラックスした心理状態になり、② 顕

在意識と滞在意識を統合・活用し、③滞在能力に働きかけて活用する、ということを

三原則とした。 

学習者への不暗やストレスを取り除き、できるだけくつろげる環境を作るために、

教室からは、いわゆる｢教室的要素｣が排除される。例えば、快適なじゅうたんを敷いて

床に自由な格好で座れるようにしたり、明るさを落とした照明にしたり、音楽をかけたり

する。また、心理的障壁を取り除く手段としてロール・プレイが用いられる。 

 ５．コﾐｭﾆｶﾃｨブ・アプローチ。上で述べてきた新しい教授法が台頭する中、

1970年代に現れたのがコﾐｭﾆｶﾃｨブ・アプローチ(communicative approach)である。 

コﾐｭﾆｶﾃｨブ・アプローチとは、コミュニケーション能力の獲得を目的とする教授法の

総称で、特定の指導方法や教室手順を指すものではない。その意味では、｢教授法｣

というより｢考え方(approach)｣と呼ぶ方が適当である。コﾐｭﾆｶﾃｨブ・ｱﾌﾟﾛｰﾁが生まれ

たきっかけといえるのが、ヴィルキンズ (Wilkins, D.A.)による概念シラバス (Notional 

Syllabus)の作成と、ハイムズ (Hymes, D.)によるコミュニケーション能力 

(communicativa competence)の提唱である。 

英国のヴィルキンズは、外国語教育のプログラムの開発を行っていたヨーロッパ協

議会 (Council of Europe)の依頼によって、新しいシラバス作成に着手し、概念シラバ

ス (Notional Syllabus)として、1976年にこれを発表した。概念シラバスとは、言語の
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構造ではなく、概念（動作の開始や継続、頻度や順序、行為者、手段など）とコミ

ュニケーションにおける伝達機能（要求、受諾、拒否、感情表明など）の側面から、

言語を記述・分類したシラバスである。 

コミュニケーション能力 (communicativa competence)とは、言語能力 

(linguistic competence)に相対する概念として、米国の社会言語学者ハイムズが

1972年に提唱したもので、言語の体系だけでなく使い方も含めた知識と運用能力を

いう。 

文法翻訳法からこれまで、さまざまな新しい外国語教授法が提唱され、実践さ

れてきた。そして｢翻訳を介在させると意味が適切につかめない｣｢口頭練習を繰り返す

と言語習慣が形成される｣｢学習者が欲するまで発話を強要するべきではない｣｢学習

を促進させるには音楽を聴かせて学習者をリラックスさせるのがよい｣といった主張がな

されてきた。しかし、これらの教授法には、言語観や言語習得観の違いに支えられた

｢教え方｣のバリエーションであり、その背景には、どんな教え方を探るにせよ、とにかく文

法知識を身につければあとは自然に使えるようになるという、暗黙の前提があった。 

これに対して、コﾐｭﾆｶﾃｨブ・アプローチでは、｢どう教えるか｣よりも、むしろ、言語の

どの側面（文法体系か言語運用か）を教えるか、つまり｢何を教えるか｣の吟味に重

点をおく。また、｢教え方｣や｢教える内容｣にバリエーションがあるとすれば、それは、教

授者側の言語観や言語習得観の違いと言うより、むしろ、個々の学習者の違いに応

じたものなのである。 

教授法の説明 
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教授法 特徴（教え方や理論背景など） 

文法翻訳法 

 

・文字言語を重要だと考える。 

・学習の目的は、目標言語で書かれた文学作品が読めるようにな

る 

 こと。 

・文法規則や単語の意味を暗記して、母語と目標言語の翻訳が

自由 

 にできるようになることが重要である。 

・外国語を理解することは、母語に対する理解を深め、知的成長

に 

 も役立つと考える。 

 

直接法 

 

・使われる場面や状況、実物などを示すことによって、文や語の意 

 味を、直接目標言語の形式と結びつけて理解させる。 

・教師のあとについて発音練習をする。 

・媒介言語を使わないことが多い。 

 

オーディオ・ 

リンガル法 

 

・言語は本来音声であり、構造体であるから、言語の学習は、言

語 

 の構造あるいは型を学習することが大切である。 

・人間や動物は、外からの刺激に対してさまざまな反応を示し、そう

し 

 た中で強化された反応ほど起こりやすくやがて習慣になっていく。

習 

 慣形成のためにくり返し練習を行うことが大切である。 

・パターン・プラクティスと呼ばれる口頭練習の開発。 
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3-МАВЗУ 

УКУВ ЖАРАЁНИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА 

ДЕЗАЙНЛАШТИРИШ. 

 

РЕЖА: 

 １）Япон тилини ургатишда йиллик режа тузишнинг алохида 

хусусиятлари.  

 ２）Йиллик режанинг мазмуни ва мохияти. 

 

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: Йиллик режа, максад килиб танланган тил, 

мотивация, укувчиларнинг тайергарлигини аникловчи суровнома. 

 

 

TPR(Total 

Physical 

Response) 

 

・理解を優先し、聞いたことに全身で反応する方法を用いる。母語

習得 

 の方法をモデル化したもの。 

・｢話す準備｣ができるまで、学習者は話すことを強制されない。 

 

コﾐｭﾆｶﾃｨブ・ 

アプローチ 

 

・コミュニケーション能力の育成を目的とする教授法。 

・コミュニケーション能力とは、言語の形やその規則の知識だけでな 

 く、使い方も含めた知識と運用能力を指す。 

・学習内容が重要だと考える。 

・学習者中心。 
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コース・デザインとは、たとえば、知り合いの外国人に、日本語を教えてほしいと

頼まれたとする。最初のレッスンまでに、あなたはどんなことをするだろうか。 

どんなことを教えてほしいか詳しく尋ねる。週に何回くらい教えてほしいか希望を

聞く、書店へ井って日本語の教科書を選ぶ、中学校や高校で使っていた英語の教科

書を取り出して眺めてみる。その人がどの程度日本語ができるのかも知りたいし、いつま

で日本にいるのか、日常生活でどのくらい日本語を使うのかなども知りたいだろう。 

では、１対１のプライベート・レッスンではなく、１０数名のグループ・レッスンを頼

まれた場合はどうだろう。１０数名の中には、ほかの人より日本語ができる人がいるか

もしれないし、予習復習に割ける時間が人によってバラバラかもしれない。その場合は、

時間帯をずらしたり、友人に応援を頼んだりして、３クラスに分けて教えたほうが効果

的かもしれない。其のときはどんな基準で分けるほうがいいのだろう。どんなテストをすれ

ばよいのだろうか。また、１０数名のグループ・レッスンともなれば、どこかに、教室として

定期的に使える場所を確保したほうがよいかもしれない。和室で畳敷きだけが無料で

借りられる公民館と、いす、机、ホワイトボード、ビデオデッキなどが備わっている借料が

かかる会議室では、どちらを選ぶのがよいだろう。 

このように、いざ日本語を教えるとなれば、さまざまな事柄を考慮して、準備をす

すめる必要がある。コース・デザインとは、日本語教師に必要とされる知識や技術のリス

トといえる。図１は、コース・デザインのおおよその流れである。次ページから、この流れに

沿って、一つ一つを見ていこう。 
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シラバス・デザイン カリキュラム・デザイン 

教育実施 

 

図２ コースデザインの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニーズ調査 

言語資料分析 

ニーズ分析 

目標言語調査 

レディネス  

  調査 

 言語学習 

 適性調査 

 学習条件 

  調査 
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結果測定 

まとめ・反省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース・デザインの重要性 

 外国語教育において、学習の対象となる言語を目標言語（target  

language）という。日本語教育における目標言語とは、もちろん日本語のことであ

る。しかし、ただ漠然と「日本語を学習する」というのでは、あまりにも範囲が広すぎる。

日本の大学を卒業したい。企業の日本支社への赴任が決まった、観光旅行で日本を

訪れる。日本のアニメを吹き替えなしで見たいなど、日本語学習の目的は人によってさ

まざまである。大学受験を目指すのであれば、ある程度の時間をかけて、４技能（読

む、書く、聞く、話す、）をバランスよく身につける必要があるし、観光旅行だけのためな

ら、文法知識を積み上げていくよりも、決まった言い回しや、表現を丸ごと覚えるほうが
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効果的である。企業の日本支社で働くなら、仕事に必要な専門知識や敬語も知って

おいたほうがよい。 

 また、日本語を学ぶのは、成人ばかりとは限らない。1,998年9月の文部省調査に

よると、日本国内の公立小・中学校には、日本語教育が必要な、外国人児童生徒

が、1万6,835人在籍している。外国人児童生徒の場合は、日本語の学習と、日本

語による各教科の学習を同時に行えるように各教科の内容や進度に関連させた日本

語のプログラムを整備する必要がある。しかし、国外の小・中学校で、いわば異文化理

解学習の一環として日本語を学ぶケースでは、事情は必ずと異なるので、年少者だか

らといって、ひとくくりにできるものでもない。 

 このように考えると。すべての学習者が満足する、唯一絶対の日本語コースという

ものを想定することが、いかに難しく非効率的であるかが実感できる。限られた時間の

なかで、個々の学習者が効率よく学習目的を達成するには,それぞれにあった内容,形

態の日本語教育が必要であり、そのためには、目前の学習者のニーズをデザインする能

力が、一人一人の日本語教師に求められているのである。 

ニーズ分析 

コース・デザインの出発点になるのが、ニーズ分析（needs analysis）である。「ニー

ズ」という言葉は、「消費者のニーズに応えた商品開発」、「国民のニーズにあった税制

改革」といったように、日常生活の中でも、しばしば耳にすることがある。日本語教育に

おけるニーズ（needs）とは、学習者に必要な日本語のことをいい、ニーズ分析とは、

学習者に必要な日本語を明らかにするプロセスをいう。ニーズ分析は、ニーズ調査、レデ
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ィネス（既習能力）調査、言語学習適性調査、学習条件調査の四つの調査結果

に基づいて行われる。 

ニーズ調査。 

ニーズ調査とは、学習目的や学習者が日本語を必要とする場面とそこで使われる言

語技能についての情報を得るための調査をいう。また、学習者が日本語を必要とする

場面やそこで使う技能のことをニーズ領域という。 

学習目的には、「大学を受験する」「日本の会社で働く」「観光旅行をする」「日本の

小学校に通う」などがあるが、このように大きくとらえただけでは十分ではない。たとえ

ば、「日本の会社で働く」という目的の場合では、会議に出席するか、そこでは日本語

を使うか、書類を日本語で作成するか、どんな書式や内容の書類か、社外の人と話す

機会があるか、それは取引先企業化一般化、住むのは社宅か民間アパートか、そこで

大家と日本語で交渉する必要があるかなど、日本語使用にかかわる状況には、無限

の選択肢がある。したがって、ニーズ調査を行う際は、学習者が日本語を使う場面や

技能について、具体的かつ信頼できる情報を得ることが重要である。 

  

ニーズ調査の対象には、学習者、先輩学習者、受け入れ側の三者がある。  

学習者：学習者本人のこと。 

先輩学習者：学習写本印と同じような目的や立場で、すでに日本語学習を始めて

いるもの。 

受け入れ側：学習者がコミュニケーションをとる可能性のある周囲の人 「法的な受け
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入れ機関や書類上の保証人」といった厳密なものではない。 

ビジネスピープルであれば職場の上司や同僚、留学生であれば大学の指 

導教官や同級生、外国人花嫁であれば日本人である夫やその家族を指す。 

  ニーズ調査の対象として最も理想的なのは、この三者のうち、誰だろうか。日本

語学習のニーズを一番よく把握しているのは、果たして学者自身であろうか。 

結論からいうと、この三者には絶対的は優劣はない。調査対象は、「土ナ情報

が知りたいのか、それを的確に把握しているのは誰か。」という観点から選ぶべきもので

ある。 

  先のビジネスピープルを例にとれば、日本の会社で働いたことのない学習者が、

自らのニーズを明確に把握しているとは考えにくい。もし、同じポストで、すでに働き始め

ている外国人（＝先輩学習者）がいるなら、その人に「どんなときに日本語を使うか」

「日本語に関してどういうことで困っているか」を尋ねた方が、より適切な情報が得られ

るだろう。 

 また、同じ質問を、日本人の同僚（＝受け入れ側）にしてみたら、同だろうか。

先輩学習者は「会社にかかってきた電話は、全部日本人社員が受けるから、自分は

電話の応対をする必要がない」と答えたのに、日本人の同僚は「まったく電話に出てく

れないから、仕方なく近くにいる日本人が代わりにとっている、もうそろそろ慣れてきた頃

だし、電話の応対ぐらいできるようになってほしい」と答えることだってあり得る。 

 年少者の場合は、学習者本人も先輩学習者も、ニーズを明らかに把握していな

い可能性があるので、本人よりも、むしろ両親や小・中学校の教諭（＝受け入れ
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側）等、周囲の大人から情報を得るほうが有益である。 

 ニーズ調査には、アンケート（質問紙）法、インタビュー（面接）法の二つの方法

がある。 

アンケート（質問紙）法とは、質問項目をを記した紙を配布し、そこに回答を記入

してもらう方法である。図2はある日本語学校が入学時に学習者に対して行っているニ

ーズ調査の調査票である。 

インタビュー（面接）法とは、調査対象者に、直接尋ねる方法をいう。 

 先に上げたアンケート調査の長所は、比較的簡単に、大量の情報が、一定の形

式で得られることである。いったんアンケート用紙を作ってしまえば、それを送る手間は、

10名でも50名でも、それほどかわりはないし、（コピーや郵送にかかる費用は人数に比

例する）、結果はアンケート用紙の項目に沿って、取りまとめていけばよい。其の反面、

質問内容や答え方を事前意欲ねっておかないとほしい情報が得られなかったり、質問

を誤解されて見当違いの答えが返ってきたりする危険性がある。 

 これに対して、インタビュー法では、10名と50名ではかかる時間が5倍違うし、相手

によっては話の流れが違うので、結果のまとめが機械的にできないなど、アンケート法よ

り実施に時間や労力がかかる、しかし、教師が気づかなかったコメントが得られたり、そ

の場に応じてさらに突っ込んだ質問ができたり、といったように、アンケート法より詳しく、

より具体的な回答が得られるという長所がある。 

レディネス調査 

レデォネス（readibess）調査とは、「用意ができていること、準備状況」といった意
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味で、最も限定された意味では学習者がすでに身につけている日本語能力をいう。

（本書では、レディネスを子の意味で用いている。しかし、文献によっては,日本語能力

についてだけでなく、後述の言語学習過程や学習条件（→p.30）も含んだ広い意味

で用いられることがある） 

レディネス（既習能力）調査とは、ここでは学習者の日本語能力を知るための調

査をいう。レディネス調査には、筆記テストやインタビュー（面接）が用いられる。 

何らかの日本語学習経験を持つものを奇襲者といい、まったく持たないものを未習

者という。レディネス調査は、日本語の既習能力についての調査であるから、未習者に

対して行う必要はない。 

言語学習適正調査 

言語学習適正（lunguage  aptitude）とは、学習者が言語学習について持って

いる能力のことで、未知の言語音を聞き分ける能力、文法に関する感受性、言語を

機能的に学習する能力、暗記力などの、異なる能力の組み合わせだと考えられてい

る。言語学習性が高い学習者と低い学習者がいて、他の条件がまったく同一であるな

ら、適正が高いほうが、短時間で効率的な言語学習に成功する確率が高いことが予

測される。 

言語学習適正を図るためのテストを、学習適正テスト（lunguage  aptitude test  

→p.135）という。レディネス調査が既習者の身を対象とするのに対して、言語学習適

正調査は、既習者と未習者双方が対象とされる。実際の教育現場では、時間的な

制約などから、既習者にはレディネス調査、未習者には言語学習適正調査のみ実施
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されることがある。 

学習条件調査 

学習条件調査とは、日本語学習に関わるさまざまな条件についての調査をいい、次

のようなものがある。 

学習者の背景知識 

  母語/使える外国語、文化的背景、外国語学習の経験、外国へ行った経

験、 

  興味や関心、学習スタイル（どういう学習スタイルがすきか）、外国語学習 

  に対する信念（外国語学習 にどういう意見、印象を持っているか）など。 

 

学習に関わる外的環境 

 経済的条件、（授業料、教材購入などにかけられる費用）、時間的条件 

（教室内外で日本語学習にどのくらいの時間が割けるか）、所有機器等。 

 

たとえば、仕事が忙しく授業時間以外にまったく学習時間が取れない学習者

に、予習復習を望むのは難しいし、個人で自由に使えるテープレコーダーを持っていない

学習者に、聴解の宿題は出せない。反対に、通勤や通学の往復時に毎日1時間筒

ウォークマンを聞けるなら（そして学習者もそれを望むなら）、そのためのテープ教材を

準備してもよいだろう。 

  周囲に気軽に話し相手になってくれる日本人がいるなら、教室で習ったことを、
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実際に使ってみるような宿題を与えることができる。 

ニーズ調査≒ニーズ分析 

このようにして、ニーズ調査、レディネス（既習能力）調査、学習適正調査、学習条

件調査の結果が得られたら、その結果を分析することが、ニーズ分析における一連のプ

ロセスの最後の作業である。ニーズを分析する上で、最も基本となるデーターは、ニーズ

調査の結果であるが、その結果を適切に解釈する単に、其のほか三つの調査結果が

手がかりを与えてくれる。 

ナオ、本書では、ニーズ分析をニーズ調査のいわば上位概念として位置づけ、この二

語を異なった意味で用いている。しかし、文献によっては、ニーズ分析という語を（本書

でいう）ニーズ調査の意味で使ったり、この二語を区別せずに同じ意味で使ったりする

場合もある。 

目標言語調査 

ニーズ分析によってニーズが確定したら、そこで実際にどんな日本語が使われているか

（言語運用）を調べて、言語資料を得る。これを、目標言語調査という。たとえば、

ニーズ分析によって「郵便局に行く」というニーズが得られたら、郵便局の窓口で実際に

どのようなやり取りが行われているかを調べるのである。 

目標言語調査には、実態調査、意識調査、教師の内省の三つの方法がある。 

 実態調査とは、そこで行われるコミュニケーションを観察し、テープやビデオに記録す

る方法である。録音や録画が難しい場合は、メモを取るだけ、あるいはその場では観察

するだけにとどめ、音で思い出しながら記録を作る、という方法もある。録音・録画をし
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た場合は、それを書き起こし、文字化資料を作成しておく方が、テープのままで取ってお

くより後々の使い勝手がよい。 

 また、「大学を受験する」というニーズのために過去の入試問題を取り寄せたり、「ゼ

ミの発表資料を作る」というニーズのために、そのゼミで日本人学生が作った発表資料

を見せてもらうというのも実態調査の一部である。 

 実態調査は、「実際にどんな日本語が使われているか」 

を知る上で、きわめて信頼できる言語資料を提供してくれる。其の反面、一つ一つの

調査にかなりの時間と労力を費やし、そこから得られた結果が、どこまで一般的な結論

を反映しているかなかなか断言できない、という欠点もある。郵便局、銀行、デパートな

ど、録音や、録画が許されない場所が多いし、まったくの部外者は観察することすら許

されないニーズ（会社での営業会議、病院での診察）もある。 

言語運用の実態と規範意識 

しかし、意識調査の結果は、あくまで「意識」についてのものであり、その人が其の状

況で本当にそのように言うのかは、保障されていないことに注意する必要がある。意識

調査で得られた言語資料には、言語運用の実態ではなく、規範意識（「こうあるべき

だ」という意識）が反映しているかもしれない。 

教師の内省 

内省とは自ら省みることで、教師の内省というのは、教師が自分自身に対して行う意

識調 

査とも言える。母語話者の日本語教師であれば、教師の内省は、言語資料が最も



45 
 

手早く得られる方法である。簡便さという典では、上の意識調査よりも優れているが、

資料の少なさからくる隔たりは排除できない。また、ある程度まとまった長さの会話で

は、実際の使い方とかけはなれた結果になることもある。（→p.34資料１，２）。 

 以上見てきたように、これら三つの方法には、それぞれ一長一短があるし、「実態

調査の意識は分るけれど、できることしかできない」というのが現実であろう。詩歌氏、ど

の方法を探るにせよ、そこで得られる言語資料の特徴や限界を知っておくことが大切で

ある。次に挙げた資料1,2は、どちらも「留守中に宅配便業者が配達に来たようなの

で、営業所に電話をかけて再配達を頼む」という電話の会話の例である。一つは、「実

際にあった会話の文字化資料（＝実態調査）で、もう一つは「日本人大学生に状

況を提示して作ってもらった会話例（＝意識調査）である。どちらがどちらであるかは

一目瞭然であろう。」 

母語場面と接触場面 

目標言語で配慮すべきもものに、母語場面（native situation）接触場面

（contact  situation）の違いが有る。母語場面と母語話者（ここでは日本語母語

話者）動詞のコミュニケーション、接触場面と火母語話者のコミュニケーションをいう。 

脊職場面には、次のような特徴があるといわれている。 

１）フォリナー・トーク（foreigner  talk）が現れる。 

２）母語場面とは異なるコミュニケーション・ストラテジー（communication  

strategy） 

  が現れる。 



46 
 

フォリナー・トークとは、言語能力がそれほど高くないとき母語話者と話す際に母語話

者が使う話し方をいい、次のようなものがある。  

１）不自然なポーズをあけたり、ゆっくりはなしたりする。 

 例 名前（ポーズ）は（ポーズ）何（ポーズ）です（ポーズ）か。 

２）簡単な語彙や文型に言いかえる。 

 例 東京から参りま、、、来ました。 

３）不自然に詳しく言い換える。 

 例 私は会社員、サラリーマン、ビジネスの仕事です。 

コミュニケーション・ストラテジー。コミュニケーション・ストラテジーとは、コミュニケーションを

円滑に進めるために用いる手段をいい、次のようなものがある。 

１）語彙力の不足を補うために知っている語で言い換える。 

  例  病院で寝るをしました。（＝入院をしました。） 

２）ジェスチャーや擬音語を使う。 

  例 銀行の人はとても速く話しましたから、私は（バイバイのように手を振る）

（＝銀行の人は、とても速く話しましたから、用事を果たせずに帰ってきた。 

  右から自転車が来て、それでポンッ（右から自転車が来て、それで衝突した。） 

学習者が遭遇するのが、ほとんど接触場面であることを考えると、コースの内容に盛り

込むかどうかは別にして、その特徴を把握しておくことが有効である。 

言語資料分析 

目標言語調査によって、具体的な言語資料が得られたら、次に行うのが言語資料



47 
 

分析である。言語資料分析の目的は、言語資料から学習項目を抽出することであ

る。ここでは資料（p.34）dで示した 「宅配便の再配達を頼む電話での会話」を例に

考えてみよう。 

 まず、語彙の観点から見てみる。P37リストＡＢは、電話会話に現れた単語を取

り出し、五十音順に並べたものである。リストＡは宅配便業者、リストＢは客の電話で

ある。 

 二つのリストには、それぞれ４５、３７の単語数がみられる。子のように、現れた

単語の種類を数えて語数は、それぞれ４５語、３７語である。 

 これに対して、同じ単語が2回出てきた場合は、2語と数える方法がある。この方

法で得られる単語数を述べ語数という。リストＡ、Ｂの延べ語数は、それぞれ71語、

61語である。 

 次に、単語の数だけでなく、種類や内容の面からリストをなだめてみる。リストＡに

出てくる「27.伝票番号、38.配達員」という単語は、私たちの日常生活でそれほど頻

繁に用いられるものではない。しかし、宅配便についてのやり取りに限れば、この2語は、

頻繁に使われると思われる、このようにある特定の領域で広範に使用される語彙を基

本語彙という。学習者にとっての基本語彙を選定するのに、語彙資料分析はきわめて

重要である。 

 これに対して、文法構造に関わる助詞や助動詞、基本的な事物や概念を表す

名詞や動詞など、ある言語の基幹をなす語彙を基礎語彙という。リストＡ「2. ある」

「10. 思う」「19. 下」などは、日本語の基礎語彙の例である。助詞「て（なって）
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（して）」はリストＡ、Ｂのどちらにも、2回ずつ現れるが、その異形態（allomorph）

である「で（読んで）（泳いで）」は見られない。しかし、「書く→書いて」「食べる→食

べて」という活用を教えるときには、「て」だけでなく、「読む→読んで」「脱ぐ→脱いで」で

も同時に教える方がよい。基礎語彙については、言語資料に現れていなくても、適宜

シラバスに取り込む必要がある。 

このほか、言語資料の観点には、文型、文末表現、名詞、相づちなどさまざまなもの

がある。 

言語項目ではなく、コミュニケーションに注目し、その特徴を記述、分析するほほもあ

る。以下に例を阿出る。 

」）話の切り出し方 

  ＡとＢの発話がほとんど重なっている。 

２）名乗り方 

  Ｂは「～と申します」ではなく「～です」を使っている。 

３）Ａの質問の仕方 

  電話をたずねるときは「お電話番号は」という言いさしだが、伝票番号や在宅確

認には「伝票番号どうなっていますか」「これからご在宅ですか」というように疑問文を使

っている。 

このように、何かの基準に従って言語資料を分析することで、その基準のかずだけリス

トが得られる。このリストの総体を、原型シラバスあるいはシラバス・インベンタリー

（syllabus inventory）という。原型シラバスをもとに行うのが、シラバス・デザインであ
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る。 

 

4-МАВЗУ 

УКУВ ЖАРАЁНИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ. 

 МАВЗУИЙ РЕЖА ТУРЛАРИ. 

 

РЕЖА:  

1. Мавзуий режа тушунчаси, мазмуни ва мохияти. 

2. Мавзуий режа турлари. Уларни куллаш усули ва урни. 

  

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: мавзуий режа, Syllabus, мавзуий режа турлари, вокеа-

ходисага асосланган мавзу, грамматикага асосланган мавзу, грамматиканинг 

кулланилишига асосланган мавзу, якка нуткга асосланган мавзу. 

 

シラバス（syllabus）とは 学習細目一覧表ともいい、学習すべき項

目が並んでいるリストをいう。p.38で述べた原型シラバスには、その学習

者には簡単すぎるもの／難しすぎるもの、必要なもの／不要なものなどが

一緒くたんに並んでいるし、何より全部扱うには時間が足りない。そこ

で、次に必要なのが原型シラバスを刈り込んで「コースで教える項目」を

選び出す作業である。この作業をシラバス・デザイン（syllabus design）と

いう。 

 シラバス・デザインによって得られたリストをコース・シラバス

（course syllabus）または教授シラバスという。例えば、英語教科書の巻末

に新出単語がアルファベット順に並んでいることがある。これはその教科

書の「単語（語彙）シラバス」である。日本語教科書の巻末に文型で引け

る索引がついていることがある。これは「文型シラバス」の一例である。

このように、コース・シラバスというのは、必ずしも学習する順序で並ん
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でいるものではない。しかし、参考書によっては「コースで教える項目が

教える順序で並んでいるリスト」という意味で、コース・シラバスという

語を使っている場合もあるので注意が必要である。 

 教える項目を文法（文型、助詞、テンス、アスペクトなど）の観点から

分類し、並べたものを構造シラバス（structural syllabus）または文法シラ

バス（grammar syllabus）をいう。私たちが中学、高校でお世話になった

英語の教科書はほとんどが構造シラバスを採用している。 

 構造シラバスと文法シラバスという二つの語は、同じ意味で使われるこ

とが多い。しかし、実は、構造シラバスには、音声、文字、語彙、など文

法以外の観点を用いたものがある。例えば、音声なら、母音／子音／アク

セント／プロソディなどの一つ一つがシラバス項目をなる。構造シラバス

をこのように広くとらえた場合は、文法シラバスは構造シラバスの下位分

類の一つとなる。 

 構造シラバスが、文や語の「形」に注目して構成されるのに対して、文

全体がもつ「機能」や「意味」で分類、構成されたものが機能シラバス

（functional syllabus）である。「コーヒー飲みませんか」という文を、

「他動詞の否定疑問文」ととらえるのではなく、「勧誘」の機能をもった

表現として分類するものである。 

 文や表現をこのようによみとることによって、構造シラバスでは異なる

カテゴリーに分類される次の１）～５）が、「依頼」の機能をもった表現

として、機能シラバスでは一つにまとめられることになる。 

１） 辞書、貸して。 

２） 辞書ある？ 

３） 辞書を貸してください。 

４） 辞書をお借りできますか。 

５） 辞書を貸してほしいです。 
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買い物、郵便局、レストラン、区役所など、目標言語が用いられる場面

や場所で分類したものを、場面シラバス（situational syllabus）という。場

面シラバスでは「郵便局場面」で行う言語行動に必要な文型・語彙・言語

技能などが、下位項目として記述される。 

例 郵便局場面 

   言語行動：切手を買う、小包を出す、公共料金を振り込む 

   文型：～枚ください、どのくらいかかりますか 

語彙：切手、速達、振り込み 

言語技能：料金を尋ねる／聞き取る、ＡＴＭ画面の指示を読み取

る。宛名を書く 

 言語を使ってなされる行動によって分類したシラバスをタスク・シラバ

ス（task syllabus）または課題シラバスという。「電話をかけて情報を得

る」「言われた指示に従って地図を描く」のように、到達目標が具体的な

形で設定されるので、言語だけを学習するよりこうかてきだといわれる。 

 言語技能の下位分類であるマイクロ・スキル（micro skill）によって分類

されたシラバスをスキル・シラバス（skill syllabus）または技能シラバスと

いう。「テレビのニュース番組を見る」という行動は、「新聞のテレビ欄

を見てニュース番組の時刻を知る→ニュースを始まりを確認する→テロッ

プを読み取る→重要な情報とそうでもないものを聞き分ける→次の話題に

移ったことを確認する……」のように、さらに小さいプロセスの積み重ね

によって成立する複雑な活動であることが分かる。マイクロ・スキルと

は、この一つ一つのプロセスで用いられる能力のことをいう。 

 トピック・シラバス（topic syllabus）は、文字通りトピック（話題）に

よって分類されたシラバスである。話題シラバスともいう。現実のコミュ

ニケーションの中で、言語はあるトピックについてまとまって現れるのが

普通である。トピック・シラバスを用いることで、学習活動を自然なコミ
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ュニケーションに近づけられるし、学習者の興味、関心に合ったトピック

を選択することで、学習意欲が高まるという効果もある。 

 トピックの分類には「自然科学、政治、文化、芸術」といった図書分

類、「ｘｘ事件、円高、少子化」のような社会現象、「家族、趣味、夏休

み」のような身の回りの出来事など、さまざまな観点がある。 

 これまでみてきたいくつかのシラバスを組み合わせたものを折衷シラバ

スまたは複合シラバスをいう。 

大学受験を目指す学習者なら、構造シラバスを中心に据えるのがよい

が、既に日本に住んでいる学習者なら、日常生活のために、場面シラバス

や機能シラバスの観点も取り入れた方がよい。来日後、すぐに地域のコミ

ュニティの一員となり、日本語を使って生活しなければならない外国人花

嫁であれば、場面シラバスを中心とするのが効果的だが、構造シラバスを

取り入れることによって今後の日本語学習の基礎となるような言語知識を

体系的に積み上げていくことも必要である。 

先行シラバス（a priori syllabus）、後行シラバス（a posteriori syllabus）

というのは、シラバスがいつ完成するかに注目した言い方である。例とし

て、中学校の英語の授業と英会話のプライベート・レッスンを考えてみ

る。 

中学校の英語授業では、どの教科書を使うかは、あらかじめ決まってお

り、授業もその内容に沿って行われる。もし、生徒が自分が６ヶ月後ある

いは１年後にどのくらい単語や文型を知っているかを知りたければ、新学

期の開始前でも、学期の途中でも、テキストを調べればすぐ分かることで

ある。このように、教育が始まる以前に完成しているシラバスを、先行シ

ラバスという。 

これに対して、毎回トピック（将来の夢、好きなスポーツ、時事問題）

だけ決めて、自由に会話し、分からないときや間違えたときだけ直しても
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らう、という英会話のプライベート・レッスンを考えてみる。６ヶ月後、

１年後、自分が知っている単語や文型がどのくらい増えているかは、だれ

にも分からない。 

しかし、毎回、新しく覚えた単語や文型を、ノートに書き留めておけ

ば、６ヶ月後、１年後には、学習した項目のリスト（＝シラバス）が出来

上がっている。このように教育が終了した時点で完成するシラバスを後行

シラバスという。後行シラバスは、「学習項目リスト」であると同時に

「学習活動の記録」でもある。 

どんなに綿密なニーズ分析を行ったとしても、完璧なシラバス・デザイ

ンというのはあり得ないし、コースの途中で学習者のニーズが変化するこ

ともある。まったく柔軟性を持たない先行シラバスでは、そのような変化

に対応できない。その半面、後行シラバスでは、限られた期間で一定のレ

ベルに達しなければならない学習者には、非効果的だし、教師の負担も大

きい。また、複数の学習者から異なる希望が出された場合には対応しきれ

ない、一つのコースに複数のクラスが開講されている場合、足並みがそろ

わない、などの欠点がある。 

先行シラバスと後行シラバスは、柔軟性、可変性という点では、両極端

に位置するものだが、実際には、このような説明通りにはいかないもので

ある。p.42では、先行シラバスの例として中学の英語授業を取りあげた。

しかし、“What is your hobby？（趣味は何ですか）“My hobby is swimming.

（水泳です）”という教科書の会話を学んだ後に、生徒が自分自身の趣味

に話せるように、教科書にはない単語を教師が与える（例えば“camping, 

Sumo, dwarf-tree, karaoke”）といったケース、授業の進み具合によって、

「２５課以降はやらない」と学期途中で急に決めることもあるだろう。後

行シラバスの例としてあげた英会話のプライベート・レッスンであって

も、「その週のJapan Timesから話題を探してきてください」のように話題
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が選びやすいような配慮をすることもある。 

 このように、実際の教育場面では、先行シラバスであれ後行シラバスであ

れ、その長所短所を補うために柔軟に対応するのが普通であるが、それをプロセ

ス・シラバス（process syllabus）または過程シラバスという。プロセス・シラバ

スは「学習者の目標は到達点だけではなくその過程にもある」という考え方を

背景にもち、教師が一方的に決めた計画に学習者が従うのではなく、教師と学

習者が共に話し合って決めていくことに重点をおく。話し合いに参加すること

によって、学習者自身の自覚や責任を促すという意味もある。 

 典型的なプロセス・シラバスでは、「何のために何をいつどのように学ぶの

か」についても学習者自身が決定をする。あくまで主体は学習者で、教師は助

言者にすぎない。しかし、プロセス・シラバスを成功させるには、このような

方法や到達目標について、学習者自身が明確な問題意識を持っていることが必

要である。そこで、言語学習の特に初期の段階では、例えば、先行シラバスと

して緩やかな機能シラバスを教師が準備しておき、それを用いる場面や状況を

学習者に選択させるといったような方法がとられることが多い。 

図３ シラバスの特色 
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Мавзу юзасидан савол ва топшириклар. 

1. Куйидаги топширикни бажаринг. Топширик 『日本語教授法シリーズ

１』   

    (23бет)дан олинган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼表現（例） 
使う相手（例

） 

 使う場面（

例） 

～てくれない？、 
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2. 機能シラバスга доир топширикни бажаринг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мавзуий режа турларининг ижобий ва салбий хусусиятларини 

курсдошларингиз билан  

    сухбатлашиб, жадвални тулдиринг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本、貸してくれ

ない？ 
  友達 

本を借り

る 

   

   

郵便局ですること 使う表現 

例）切手やはがきを

買う 
～を（数）ください。 
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4. Куйидагилар турли укув кулланмаларидан олинган мундарижа лавхалари.   

 

   Мундарижаларни укиб, хар бир кулланма кайси мавзуий режага 

асосланганини топиб, 

   буш кавс ичига ёзинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-МАВЗУ 

ЙИЛЛИК (КАЛЕНДАР) РЕЖА ТУЗИШ. 

 ДАРС РЕЖАСИНИ ТУЗИШ. 

 

РЕЖА: 

1. Йиллик режа тузиш.  

2. Дарс режасини тузиш. 
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ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: календар режа, ярим йиллик /чорак режа, дарс 

режаси, укув дастури, укитиш методикаси, укитиш техникаси, дарсга кириш 

кисми, дарснинг асосий амалий максади. 

 

 コース・シラバスが決定したら、その各項目を、いつ、どのように考え

るかを決める。これがカリキュラム・デザイン（curriculum design）であ

る。具体的には、到達目標、時間的枠組み、シラバス項目の配列、教授

法、教室活動、教材、教具、評価活動などを決定する作業をいう。 

 到達目標は、文字通り日本語の知識、運用能力について、学習者が到達

すべきレベルである。巨視的には学習者のニーズに応じて、コースを越え

て設定されるべきものだが、微視的には「コース終了後の終了目標→学期

→月→週→日→１コマの授業」のように、コース期間やレディネスを踏ま

えて、コース内で段階的に設定される。 

 到達目標は、文型のリスト、数値目標（語彙1,000語、漢字300字）、習

得予定のコミュニケ―ション行動の種類（道が聞ける、簡単なエッセーが

書ける、日常会話ができる）など、さまざまな観点からの記述が可能であ

る。日本語能力試験やＯＰＩなど、特定の教育機関に依存しない目標準拠

テスト（criterion-referenced test）の到達基準が、到達目標設定の指針に用

いられることもある。 

 時間的枠組みとは、コースの開始／終了時間／、授業の回数、１回の授

業の長さのことである。教育機関では、年間スケジュールや時間割の決定

がこれにあたる。 

 コース・デザインの段階では、シラバスの各項目は、教える順序で配列

されたものではない。そこで、これらの項目を、コースの時間的枠組みに

従って組み合わせ、配列する必要がある。例えば、構造（文法）シラバス

で取り上げられる項目の一つに、「～てください」という文末形式があ
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る。これをどの授業で教えるのか、「～て」という活用形と同じ時間に教

えるのか、「～てくださいますか」も同時に教えるのか、など決める。場

面シラバスで「郵便局」を取り上げるのであれば、何日目に教えるのか、

「銀行」と「郵便局」のどちらを先に教えるのか、など決める。 

 教授法という語は、漠然と「教え方全般」を指して使われることもある

が、少なくとも次の三つに分けて考えられる。 

１） 特定の言語観や言語学習観に基づく教授法理論（approach） 

      2) ある教授法理論に基づく指導法（method） 

２） 具体的な教室活動の手順や技術（technique） 

 

 教育実施とは、１回１回の授業の教室活動、教材・教具を決定し、実際

に授業を行うことです。効果測定とは学習活動の効果を測定することであ

る。授業を行う一方で、学習の進ちょく状況を適切に把握し、授業の内容

や教え方を改善していくことは大切で、この二つの作業は、コースの期間

中ずっと反復して行われる。 

 実際に教育実施と効果測定が行われるのは、コースが開始されてからの

ことになる。しかし、教室内と教室外の活動の振り分け（新出語彙は各自

で予習する、聴解テープは自宅で聞く、漢字の練習シートは宿題にするな

ど）、最終成績の算出方法、テストの日程と内容など、コースのおおよそ

の流れと手順は、コースの開始前に決めておく必要がある。特に、評価に

かかわることは、教師が承知していつだけでなく、学習者にもあらかじめ

知らせ、双方の了解事項にしておかなければならない。 

 

月間予定表の例 

 

月   セヴァラ先生 水   ムノジャット 金    大友先生 

2月1日  2月3日 2月5日  中級へ行こ

う1課 
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年少者３    2月 月間予定表  『中級へ行こう』 担任：ムノジ

ャット 

 

  

２．一回の授業の組み立て。 

 

    ウオーミングアップ  

 

 

     展開   

テスト  

・「かんじだいすき」三,1

課、導入 

・「聴解が弱いあなたへ」

1課 

・プロフィルを書こう！ 

・「中級へ行こう」コピー

配布 

 

 宿題：1課語彙リストを

覚える, 

「わたし」作文書き。 

 

 

・Shadowing ユニッ

ト2・1 

・1課「ファストフー

ド」 

 本文/QA/言葉の練習 

・漢字練習1課 

・作文収集！ 

2月8日 中級へ行こう1

課 

2月10日 中級へ行こう１

課 

2月12日  中級へ行

こう１課 

 

・「かんじだいすき」2

課、導入 

・文型1・2 

・「聴解が弱いあなた

へ」2課 

・テストフィードバック 

・「私の部屋」作文の相

談 

宿題：金曜日に作文の提

出 

 

 

・Shadowing ユニット2・
2 

・漢字練習2課 

・文型3・4 

・作文練習：「ファストフ

ード」 

宿題：金曜日に↑発表 

 

・漢字テスト1・2課 

・発表「ファストフー

ド」 

・第1課全体復習 

・会話の技術：10コツ 

・先週の宿題を返す/

「私の部 

 屋」作文収集 

 

出欠の確認 

宿題の返却 

進出単語の発音練習 
教師による文法説明 

教科書テープの聴解 

1文ずつの音読 

1文ずつの和訳 

読解練習 
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                確認小テスト   

欠席の確認や宿題の返却は、授業のウオーミングアップというより単な

る手続きで、教室活動とはいえないのではないか、とも思える。しかし、

出欠の返事の仕方や返却された宿題への反応などを通じて、教師はその日

の学習者について、さまざまな情報が得られるし、授業の本題をスムーズ

にすすめるための導入にもなる。日本語授業なら、教師が日本語を使うこ

とで、リラックスした状況での学習者の理解や反応を見ることもできる。

ここでリラックスした状況というのは、｢言葉よりも内容（出席の返事や

宿題の提出）に注意が向いている状況｣という意味。したがって、クラス

メートの欠席の理由を｢～さんは頭が痛いんです｣と伝えた学習者に、

｢『痛いです』ではりません。『痛いそうです』とか『痛いと言っていま

した』を使いましょう｣などのように、文法的な訂正をして、言葉に注意

を向けさせる場合は、｢リラックスした状況｣とはいえない。このように、

教師が教室に入った瞬間から、授業は始まっているのである。 

  教室活動の分類には、このほか次のような観点がある。 

１）使用する教材・教具・・・・教科書、テープ、プリントなど。 

２）教師と学習者の総合作用（interaction）・・・教師⇔学習者、教師→学

習者、学習者 

  ⇔学習者、学習者→学習者など。 

３）授業のイニシアティブをだれが取っているのか・・・教師指導型、学

習者指導型。 

 

 

確認小テスト 
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教案作成。 

 実際に授業をする前に、日本語教師は｢その授業をどのように行うの

か｣についての計画を立てなければならない。いい教案を作成することが

いい授業をするためには必要不可欠な要素である。 

 授業の善し悪しはどのぐらい教案作成に時間をかけたかにかかって

いるといっても過言ではないだろう。ただ時間をかければいいといいわけ

ではないが、わかりやすい説明を、わかりやすい例文を、わかりやすいコ

ンテクスト（場面、状況）を、わかりやすい練習を、といろいろ考えてい

ると、結局、かなりの時間を使うことになる。 

 教案作りのメリットについて、Purgason（1991）が、つぎの４つをあ

げている。 

・授業の内容、教材、活動の種類と順序、時間などについて教師に教える

機会を与える。 

・何が起こるかわからない教室で実際に授業を行うときに、教師に安心感

を与えてくれる。 

・何を行うのかまた行ったかについての記録となる。 

・授業を他の教師と交代するときの引継ぎに役立つとともに、授業観察や

コース評価を 

 する人にとっての参考資料となる。 

教案作成にあたってだれもが考えないといけない点がある。教案の決定を

する前に内省しておくべきこととして、次のような事項がある。 

① この授業で自分の学習者に何を学んでほしいか。 

② どうしてこの授業をすべきなのか。 

③ この授業の内容を自分はどれだけ理解しているのか。 

④ この授業にはどんな活動を含めるのか。 

⑤ この授業は学習者が既に知っていることとどんな関連を持つのか。 
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⑥ それぞれの活動にどれだけの時間が必要か。 

⑦ 授業をどのように組織して、段階や区分に分けるのか。 

⑧ 授業をどのように開始し、終了するのか。 

⑨ このクラスにとって授業は簡単すぎたり、難しすぎたりすることがあ

るか。 

⑩ クラス内の学習者の異なる能力をどのように扱うのか。 

⑪ 少人数の学習者に対応している間、他の学習者たちにどのような気を

配る必要がある 

  のか。 

⑫ 授業中注意を払う必要があるような特別なニーズを持った学習者は誰

か。 

⑬ 学習者の理解をどのように調べるのか。 

⑭ この授業で自分はどのような役割を果たすのか。 

⑮ 規律と授業運営のためにどのような技術を取り入れるのか。 

⑯ どのようなグループ編成法を活用するのか。 

⑰ この授業では、授業妨害を少なくするために授業のじゃまにどう対処

するか。 

⑱ 授業において何か問題が生じた場合、代わりの授業案としてどのよう

なものがあるか。 

⑲ 時間が足りなかったり余ったりしたらどうするのか。 

 

教案と実際の授業のズレ 

 教案と実際の授業のズレたときにどう対処すればいいかについては、坂

本（1997：31）が、次のように言っている。 

 ・既習項目に関して思わぬ質問が出た場合、答えたほうが全員に有益で

時間をとらずに答えられると思うものは、そのときに答える。質問をした

学習者にしか有益でないと思われる質問は授業後、その学習者に説明す
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る。 

 ・答えられない質問が出た場合、無理に時間をとって、答えようとせ

ず、｢いい質問ですね。これは私の宿題です。｣と言って、授業後に参考書

を調べたり、先輩教師に尋ねるなどして、なるべく早い時期に答えるよう

にする。 

 ・授業を進めていて、思ったより学習者が簡単にできる練習は短めに

し、逆に、思ったより難しい練習の場合は、練習の数を減らしたり、次の

練習に移ったりして、学習者の理解度に合わせて臨機応変に授業を進め

る。 

 ・談話練習や応答練習をしているときに間違いが多ければ、機械的な練

習に30秒ほど戻り、自信をつけさせてから再び談話練習をつづける。 

 

教案の例： 

 

日付：2010年4月18日 

クラス：初級１ 

時間：80分 

担当者：ウマロヴァ・ムノジャット 

教科書：『みんなの日本語』Ⅱ、49課 

学習項目：①敬語の種類  尊敬語／謙譲語／丁寧語の紹

介、 

②尊敬語―Vられる 

 

時間 授業内容 備考 
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3分 

7分 

 

20分 

 

 

 

 

 

30分 

 

 

15分 

5分 

 

 

 

・挨拶／出席をとる 

・敬語の紹介（うち／そとの話） 

 

・尊敬語の導入 （場面から導入2つぐらい） 

 １）受け身と同じ  ～（ら）れます  

   （Ⅰ,Ⅱ,Ⅲグループの動詞から尊敬語の作り

方） 

 練習：動詞カード（口頭）、練習帳49課２（読

み／書き） 

 

 ２）活動：① 学生が先生に尊敬語を使って質

問する 

  ② S⇔S 有名な人に尊敬語を使ってインタ

―ビュ 

 

  ③ 聴解練習 ４９課 1,2 

  ③ 授業をまとめる 

  ④ 宿題配布  

 

①変換練習の

ための 

動詞カード 

 

 

 

②有名な人の

写真 

 

変換練習 

出かけます 

かけます 

読む 

書く 

起きます 

行きます 

帰ります 

聞きます 

座ります 

使います 

 

 

6-МАВЗУ 

 УКУВ МАТЕРИАЛЛАРИ. УКУВ КУРОЛЛАРИ. 

 

РЕЖА:  

1. Укув материалларини танлаш ва анализ килиш.. 

2. Укув куролларидан максадга мувофик фойдаланиш. 
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ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: асосий укув кулланма, ердамчи укув кулланма, кайта 

ишланмаган хом материал, видео/аудио/СD материал, OHP, мультимедиа, 

суратли/расмли карточкалар, реалия, слайд. 

  

初級の日本コースを、新しく担当することになった。そこで、ある

市販教科書材に選び、2週間に１課のペースで、第１課から順番に教えて

いくことにした。授業では、教科書にあるモデル会話とドリル練習を順番

に行い、モデル会話を練習するときは、付属の会話テープを使う。漢字に

ついては捕助教材を作ることにしたが、この教科書だけでは、書くことの

練習が十分ではないので、作文教材は自作することにした。また、教室で

はできるだけ口頭練習の時間をとりたいので、読解練習は宿題にすること

にした。 

この―連の手順を、コース・デザインの枠組みの中で、あらためて

位置づけてみたら、どうなるだろうか。 

コースやクラスの中心となる教材を主教材、 補助的に使われる教

材を副教材という。ある教科書をコースの主教材に選べば、そのコースで

教えられる内容がほぼ決まる。つまり、主教材を選ぶということは、コー

ス・シラバスの決定（＝シラバス・デザイン）とほぼ等しい。また、「２

週間に１課」という時間配分や「第１課から順番に」という教授順序の決

定は、コースシラバスの配列「＝カリギュラム・デザイン」だし、「練習

問題と会話テープを使う」「作文教材を自作する」というのは、教室活

動、教材・教具の決定（＝カリギュラム・デザイン）である。 

このように考えると、主教材の決定というのは、単なる教材選びの

一つではなく、シラバス・デザインやカリギュラム・デザインの代替、場

合によっては「コース・デザインそのもの」であることがわかる。 

教科書 
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 第3章で述べたコース・デザインの流れに従えば、教科書とは、ニーズ

分析の結果に基づいて教師が自作するものであって、本屋で買ってくるも

のではない。しかし、実際の現場では、前ページのように、市販の教科書

選びが前提とされる状況は珍しくない。 

 良い教科書を作るためには、多大な時間、労力、知識、技術を必要とす

る。教科書作成に注ぎ込むエネルギーを、得られる成果とのコスト・パフ

ォーマンスから考えれば、すべての教材をゼロから自作するのではなく、

市販の教科書を諸教材に用い、足りないところを教師自作の副教材で補う

というのは、決して悪いことではない。時間と体力を教科書や教材の作成

に使い果たしてしまったら、それこそ本末転倒である。 

教科書の長所。教科書があれば、複数クラスやチーム・ティーチン

（team teaching、複数の教師で1つの授業科目を分担して教えること）で

は、授業の内容や進度の目案になる。学習者にとっても、何をどういう順

序で学ぶかが明らかなので、コースに対する安心感、達成感が得られる。 

選択の基準。 教科書を選ぶときは、学習者のニーズに最も合った

シラバスを採用しているものを選ぶのがよい。教科書の前書き部分には、

採用しているシラバス、想定している学習者、学習形態、学習時間などが

書かれていることが多いので、それらを読むのがよいだろう。このほか、

教科書を選ぶ時のポイントには、次のものがある。 

1） 媒介語が使われているか。 

2） 表記はローマ字か平仮名か、あるいは漢字仮名混じりか。 

3） 漢字には振り仮名が振られているか。どの位置（漢字
か ん じ

、漢字）にある

か。 

4） 文法的な説明がある。 
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また、内容だけなく、価格や分量などの外的条件も大切である。短

期間の集中コースなのに、分厚い教科書では消化しきれないし、日本語学

習にあまり費用がかけられ 

ない学習者に高額なものは薦められない。いくら内容が良くても、細かな

活字でびっしりかかれた本文では、ページを開いた途端に学習意欲がそが

れることもあるだろうし、通勤途中で予習復習を前提にしてコースを組み

立てるのなら、ハードカバーの重すぎる本では、不適当である。 

良い教科書。 いずれにせよ大切のは、良い教科書かどうかは、絶

対的な基準で決まるのではなく、学習者のニーズとの相対的な関係で決ま

るという点である。教科書を選ぶときは、「有名な先生が作ったから」

「多くの機関で使われているから」ではなく、「学習者のニーズに最も合

っているか」という視点を忘れてはならない。 

「なぜ『敬語』を勉強するのか」と学習者に聞かれたときに、「教科書に

あるから」ではなく、その学習者にとって「敬語」が必要な理由をきちん

と答えられるようにしたい。 

モジュール型教材というのは、名単元がそれぞれ完結しており、ど

れをどの順序で使うかを、自由に決められる形式の教材をいう。自動車教

習所に通った経験があれば、そこでの学科教習を思い出してほしい。第１

段階ではｘｘとｘｘ、仮免許試験までにｘｘとｘｘ・・・というように、

受講する順序に大まかな指定はあったものの、その中であれば、自分の都

合に合う時間帯や興味を持てる学科から受講でき、名学科の内容もそれぞ

れ独立していたはずである。 

旅行会話集。 『ドラベルｘｘ語会話』といったテキストを見たこ

とがある人も多いだろう。「入国審査、両替、レストラン、ショッピン

グ・・・」のように、すぐに役に立つフレーズが、場面ごとに並んでい
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る。このようにテキストでは、必ずしも最初のページから順を追って勉強

しなくても支障はない。必要なところを必要なときに利用すればよい。 

   これらは、私たちにとって身近なモジュール型教材の具体例であ

る。第１課から順を追って積み上げ式になっている教科書では、課の順序

を入れ替えたり、一部分だけを抜き出して使ったりすると、未習の単語が

出てきたり、文型の提出順が逆になったりする恐れがあるが、モジュール

型教材では、このような心配がない。 

   生教材。教育のために作られた教育教材(Educational material)に対し

て、実際に使われている素朴を教材として利用する場合、その素朴を生教

材(authentic material/raw material)という。 

「生教材＝レアリア」とする立場もあるが、本書では、教材として使われ

ているものを生教材、教具として使われているものをレアリアとして両者

を区別して扱う。 

生教材の例： 

1） テレビのニュース番組を聴解クラスで使う 

2） 新聞記事を読解クラスで読む 

  生教材は、中・上級ではもちろんのこと、使い方によっては、初級で

も利用できる。例えば、片仮名を導入した直後に、「新聞や雑誌の切り抜

きを見て、片仮名語をOで囲む」という教室活動を行えば、片仮名の文字

認識の練習になる。 

また、「ラジオの天気予報を聞いて、自分が住んでいる地域の天気を聞き

取る」という教室活動は、地域名、天気予報の基本語彙（晴れ、雨、曇

り、時々など）が分かれば、スキャニングの練習になる。 

  多くの学習者にとって、日本語学習の最終目標は、実際に日本語を使

いこなすことにある。そこで、早い時期から、生教材を適切に取り入れて
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いくことは、実践的な言語軍用能力の養成を助けるだけでなく、学習の動

機づけにもなる。 

  テープ教材(audio-tape material, 音声テープ教材)は、モデルの提示

（会話や発音練習の手本となる音声を聞かせる）、ディクテーション

(dictation, 音声を聞いて文字で書く)、聴解練習などに用いられる。 

  テープ教材を「音声を提示する手段」としてみれば、教師の発話との

間に本質的な違いはないが、テープ教材が教師の発話より優れている点

は、理想的なモデルが何度でも同じ状態で提示できることにある。授業で

は、教師自身が発話しなくて済む分、学習者の観察とフィードバックに集

中できるし、機器環境が整うなら、学習者の進度や弱点に応じて異なるテ

ープ教材をそれぞれ与え、各自のペースで学習させることもできる。女性

教師が男性の声を聞かせる、効果音を利用する、といったことも簡単にで

きる。 

  一方、テープ教材より教師の発話が優れている点は、学習者のレベル

や教室活動の段階に応じて、発話の速度や発音の明瞭さ、音量などを微妙

に調整できることにある。ほんの短い発音モデルを何回も聞かせるときに

は、テープレコーダーの再生ボタンと停止ボタンを何度も操作するより、

教師が発音してしまった方がスムーズな場合もある。 

ビデオ教材とレーザー・ディスク教材は、どちらも音声を伴った動画を

提示する機能を持つ。静止画である絵や写真、音声情報のみ、テープ教材

と比べて、はるかに多くの情報が提示できる。 

日本語教育用に作られたビデオ教材には、文型理解を目的とするもの、

文型や語彙は配慮されているが自然なドラマ仕立てになっているものがあ

る。このような教育教材には、初級レベルのものが多く、中・上級になる

につれ、生教材が使われる場合が多くなる。 

レーザー・ディスク教材には、教育教材として作られたものは少なく、
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映像がデジタル信号として入力されている特徴を生かして、マルチメディ

ア教材の一部に組み込まれている場合が多い。ビデオ教材との違いとして

は、ランダム・アクセス（random access）ができる点が挙げられる。ラン

ダム・アクセスというのは、ある部分を任意に取り出すことをいう。つま

り、頭出しや巻き戻しなどをしておかなくても、見たい部分に瞬時にアク

セスできるのである。 

 ビデオ教材もレーザー・ディスク教材も、あくまで教えるための素材で

あり、「この教材はこう使う」という、唯一絶対の使い方があるわけでは

ない。理解する対象としての、いわば教材的な使い方としては、映像（と

音声）を見て、「文型や表現が使われる状況」「文末イントネーションや

プロミネンスなどの音声情報」「お辞儀の仕方や相手との距離などの非言

語情報」などを理解する活動ができるだろう。 

また、授業の道具、いわば教具的な使い方には、 

１） 学習者を 2グループに分け、一つのグループには映像だけ、もう一

つには音声だけを提示し、お互いの情報を持ち寄ってインフォメ

ーション・ギャップを埋める。 

２） 音声を消した映像に台詞や解説をつける。 

３） ディスカッションや文章作成の話題提供に使うなどがある。 

  マルチメディア教材。情報のデジタル処理（1か0）が可能な複数のメ

ディア（media,媒体）を統合的に組み合わせて作られた教材をマルチメデ

ィア(multimedia)教材といい、コンピューターが利用される。 

 「レーザー・ディスクの映画と台詞を、コンピュータ画面に同時に映し

て聴解練習に 

使う」「インターネットから取り込んだ新聞記事を画面上で読みながら、

知らない単語の 
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意味を辞書検索ソフトで探す」といったシステムが、一例として挙げられ

る。 

CAIチメディア教材は、ビデオ、教科書、音声テープ、辞書など、

従来の媒体の「単なる組み合わせ」以上の可能性を持っている。さらに、

教師がプログラムに手を加えられるオーサリング機能や学習者の反応が随

時システムに取り込まれるインタラクティブ（双方向的）な機能などによ

って、個々の学習者に応じた、よりきめ細やかな教育システムの構築も可

能である。 

  その反面、CAIやマルチメディア教材の導入には、機器やプログラム

の準備に、ある程度の初期投資が必要であり、教師にもハードとソフトの

両面の知識が要求される。日常のメンテナンスにも気を配らなければなら

ない。また、学習者の中には、こういった機器を使った学習に抵抗を覚え

る者もいるだろう。多くの費用と労力を費やしたのに、教科書、ノート、

鉛筆を使った昔ながらの学習方法と同じ効果しか得られない、というので

は悲しい。使う教材によってどのような（教育上の）効果が得られるか、

そして、他の手段や媒体を使うより効果的かを、常に考えることが大切で

ある。 

 文字カード。文字通り、文字が書かれたカードである。文字カード

は、文字を提示するためのもので、文字の導入に用いられるほか、板書と

併用して助詞に注目させたりするという使い方もある。 

 文字カードは、フラッシュカードと呼ばれることがある。これは、

文字カードを次々と閃光（フラッシュ）のように提示し、それに素早く反

応して、単語や活用形を言う練習からつけられた呼び方である。しかし、

これはあくまで、文字カードの使い方の一例に注目した名称であり、文字

カード＝フラッシュカードではないことに注意したい。 
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 レアリア。レアリアとは、教具として用いられる実物をいう。

「本」という単語の意味を教えるとき、「Book」のように、学習者がわか

る言語で対訳を与えるのも一つの方法だが、「実物の本」を見せてもよ

い。この場合、「本」がレアリアである。レアリアは、名詞の意味だけで

なく、「赤い／大きい／きれいな本」のように、イ・ナ形容詞にも使える

し、学習者の間で「本」をやりとりさせて「あげる／もらう」という授受

動詞の練習にも使うことができる。 

 絵教材・写真教材。絵教材・写真教材には、市販教材、教師の自作

教材、雑誌のイラストなどを利用して作ったものなどがある。例えば、

「～てから」の練習をするとき、連続した動作を表す文型の結合ドリルの

キューとして、絵教材が使われる。絵教材は、余分な情報をカットして、

注目させたい情報を際立たせることができるため、単純な動作を引き出す

キューとして、しばしば利用される。 

 OHPとは、Over Head Projectorのそれぞれの頭文字をとったもの

で、トラペン（Transparency Sheet）あるいはOHPシートと呼ばれる透明

なシートを光源の上に置き、反射、拡大して、投影する機器である。 

 ロール・カードとは、ロール・プレイを行うときに、役割や状況の

説明に用いられるものである。ロール・カードは、ロールプレイを行うと

きに使われる教具だが、しかし、ロールプレイには必ずしもロール・カー

ドを使うというわけでなはい。状況設定は教師が口頭で与えてもよい。 

ロール・カードの例： 

 あなたは、日本語で手紙を書きました。で

も、 

正しいかどうか、自信がありません。 

日本語の先生に、日本語のチェックを頼んでく

ださい。 
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7-МАВЗУ 

 ГАПИРИШ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШГА ДОИР 

МАШКЛАР. 

РЕЖА: 

1. Гапириш нутк фаолияти тури ва малака сифатида. 

2. Гапиришни ургатиш машклари. уларнинг турлари ва ахамияти. 

 

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: техник машк, имитатив нутк, олдиндан сезиш, 

якканутк, жуфтнутк, мотивация, мулокот жараёни, информацон фарк. 

 

1. 教室活動の流れ   

学習項目の提示と文法説明（導入）→ 

①機械的ドリル（文法的にも音声的にも正しく文が作れる段階）→ 

・パターン・プラクティスともいうが、どんなものがあるか。 

〈反復練習〉 Ｔ： 高いです。 

       Ｓ： 高いです。 

〈拡大練習〉 反復練習の一種だが、モデルとなる教師の発話が少しず

つ長くなる練習 

        Ｔ： 高いです。  

        Ｓ： 高いです。 

        Ｔ：コーヒーは高いです。 

        Ｓ：コーヒーは高いです。 

        Ｔ：レストランのコーヒーは高いです。 

        Ｓ：レストランのコーヒーは高いです。 

〈展開練習〉教師の発話に学習者が少しずつ要素を加えていって、文を長

くしていく練習 

     Ｔ：高いです。 
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     Ｓ：コーヒーは高いです。 

     Ｔ１：レストランのコーヒーは高いです。 

     Ｓ２：東京のレストランのコーヒーは高いです。 

    学習者だけでどんどん要素を加えていって文を長くしていく場

合もある。 

     Ｔ：高いです。 

     Ｓ１：コーヒーは高いです。 

     Ｓ２：レストランのコーヒーは高いです。 

     Ｓ３：東京のレストランのコーヒーは高いです。 

〈代入練習〉 文型や動詞の変化などを身につけさせるための練習 

     Ｔ：高いです。（「大きい」というキューを与える） 

     Ｓ：大きいです。 

（キューの出し方） 

１．教師の発話（教師が「大きい」と言うことにより、それが文型変化

の鍵となる。） 

２．フラッシュカード「大きい」という文字を見せる） 

３．絵・図・写真 

４．教師のジェスチャー 

 ５．実物（レアリア） 

入れ替える部分が２ケ所以上になる場合もある。 

 Ｔ：コーヒーは高いですか。「コーラ」「安い」というキューを与え

る。 

 Ｓ：コーラーは安いですか。 

〈転換練習〉 

 教師のモデルを、別の形の新しい文意転換する練習たとえば、現在形

と過去形の変換 
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 Ｔ： 高いです。 

 Ｓ： 高かったです。 

 Ｔ：   大きいです 

 Ｓ： 大きかったです。 

〈結合練習〉  教師が与える二つの文、あるいは分の要素を結合させ

る練習 

 Ｔ： 高いです。大きいです。 

 Ｓ： 高くて大きいです。 

 Ｔ： 安いです。小さいです。 

 Ｓ： 安くて小さいです。 

〈応答練習〉  教師が質問し、学習者が答える練習 

 Ｔ：何が高いですか。 

   （キュー）田中さんの車 

 Ｓ：田中さんの車が高いです。 

 Ｔ：何が大きいですか。 

   （キュー）山田さんの家 

 Ｓ：山田さんの家が大きいです。 

・学習者の頭の中にはその項目の形・意味・機能が入っていると考えら

れるが、文を正しく作る練習をしたからといって、学習者はコミュニケー

ションが上手に行えるようになったとは限らない。 

 それはなぜか？ 

■学習者にとって機械的ドリルは、退屈。撤廃派もある。 

■ドリルで文が言えても実際のコミュニケーションで使えない。批判的。 

■機械的ドリルには「情報のやり取り」がない。自然なコミュニケーショ

ンではない。 

□ドリル擁護
よ う ご

の意見もあり。文型の定着のために必要な教室活動。正確さ
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の定着。 

□上手な活用法のアイディア 

１．「テンポの良さ」「ポンポンポン」 

２．教科書にありものを全部するのではなく、必要なとき必要なだけす

る。 

  必要なとき→「なければなりません」のような語形の長いときなど 

「はい、ドリル３の（動詞＋なければなりません）の例を口ならしに５

回言いますよ。」  （学生ではなければいけません） 誤用がある。語

形に注意を向けさせる練習の意味がある。 

②コンテキストの中の練習→ 

機械的ドリルを大切にしながらもそれを発展させた、教室活動を機械的ド

リルの後に提供する。 

情報のやり取りの練習 

  Ｔ：（学習者が買ったデジカメについて）高かったですか。 

  Ｓ：はい、ちょっと高かったです。 

  Ｔ：小さいですか。 

  Ｓ：はい、とても小さいです。 

何人もの学生に次々と聞いていくタイプのもの 

  Ｔ：○○さん、今日、朝ごはんを食べましたか。  

    はい、食べました。 

    何を食べましたか。 

    パンとオレンジを食べました。 

    それだけですか。 

    コーヒーを飲みました。 

    そうですか。××さんもパンとオレンジを食べましたか。 

   いいえ、私はパンとバナナを食べました。 
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   いつもバナナを食べますか。 

   はい、毎日食べます。バナナはおいしいです。 

   そうですか。○○さんもフルーツを食べますか。 

   私は、フルーツを食べません。キムチを食べます。 

   キムチを食べてパンを食べますか。 

   いいえ、キムチとご飯を食べます。 

   今日もキムチを食べましたか。 

   はい、韓国のキムチを食べました。とてもおいしかったです。 

自分自身のことを話す。自然と積極的に表現するようになる。学習者の個

人のことについて語るように仕向ける質問を、「個人化した質問

（Parsonalized Questions）」と呼んでいる。（Omaggio 1993）学習者が

「自分自身の意味（Their Own Meaning）」を表そうとして表現への動機

づけが高まる。 

「この表現を使って、こんな時にこんなことが言える」という状況を意図

的に作り出して、その状況下で練習できる機会を提供する というタイプ 

a. 必ずコンテクストを与える。 

「コンテクスト」→「ある表現方法、（学習項目）を生じさせる状況」 

b.コンテクストはクラス全体に提示する。 

  コンテクストが発話をする学習者だけに与えられると、他の学習者の

学習の機会を減少させることになる。 

c.学習者に質問応答の両方の役割りをあたえる。 

d.応答は質問して答える形だけに限定しない。 

   （キャンセルになったポスターを見ながら。） 

    「ざんねんですね。」 「そうですね」 

e.一つの学習項目に対して数多くのコンテクストを与える。 

「～ませんか」の勧誘の形の場合は、食べませんか 飲みませんか 行
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きませんか 

（袋の中に入っている何かを食べるふりをし、おすそ分けをするように

袋を差し出して） 

これ、食べませんか。 

（飲み物の缶を手に持って、相手の前に差し出して） 

これ、飲みませんか。 

（コンサートのチケットを二枚もって） 

これ、行きませんか。 

このようにコンテクストを与えることで、学習者の発話が意味のあるも

のとして、コミュニケーションの中で機能するようになる。 

f.学習項目を含んだ表現は、第一話者または第二話者とどちらかの発話

に含まれる。 

（袋の中に入っている何かを食べるふりをし、おすそ分けをするように袋

を差し出して） 

  Ａ：これ、食べませんか。 

  Ｂ：えっ，何ですか。それ？ 

（Ｂが持っている袋を指さして） 

  Ａ：それ、何ですか。 

  Ｂ：チョコレートですよ。食べませんか。 

g.対話の拡大 

 自然なコミュニケーションは、通常１往復で終わることは少なく、２

往復以上の対話のやり取りで成立していることが多い。練習も２往復以上

に拡大したほうが、よりコミュニケーション能力向上につながる。 

１．既習項目のリサイクル 

２．拡大は教師のモデルにより少しずつ 

３．一つのコンテクストの拡大が修了したら、同じパターンを使った表
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現を引き出す 

       コンテクストを与え、学習者に一気に拡大させる。 

 （練習の例） 

  

③ペアワーク→ 

対話終了後の自己モニター  振り返り  自律学習につなげる 

④ロールプレイ 

 

２．話す能力を育てる授業のために 

①学習者のレベルチェック   ＯＰＩﾃｽﾄ   ( Oral Proficiency  Interview) 

②学習者の関心・興味・ニーズに合わせた授業計画 

③話すプロセス  

④話す行為のプロセス   

言いたい内容がある・言いたい内容を考える→表現を考える→声に出し

て実際に言う 

⑤コミュニケーションのプロセス 

言いたい内容がある・言いたい内容を考える→表現を考える→声に出し

て実際に言う 

対話者（聞き手）からの反応を待つ→対話者（聞き手）からの反応に対

して応える 

→情報のやり取りをする 

コミュニケーションのプロセスとは →  目的・情報差・選択権・反

応 

目的（会話を始める動機やきっかけ） 

情報差（Information gap）(聞き手と話し手の間の情報差を埋めようとする

コミュニケーション行動) 

 ①聞きたいことがる。自分は知らないが、相手が知っている場合。 
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 ②何か伝えたいことがある。自分が知っている情報を伝えたい。お願い

したいことがある。 などの場合。 

選択権（自分で内容や表現形式を選んで話す。） 

 ①自分で言いたいこと（内容を決める） 

②言いたいことをどのように言うか（語彙、表現、機能、流れなど）決

める。 

反応（相手の反応を見ながら会話を進める） 

 ①会話では相手に情報が正しく伝わったかどうかを確認しながら話す。 

②相手の様子によって、自分の反応も変化させていく必要がある。 

⑥日本語を話すために必要な能力・技術 

                              文法能力    ストラテジー能力 

 

               

           

 

社会言語能力      談話能力      Canal (1983) 

     

文法の力に関する技能の知識 

  ・文法規則 ・語彙 ・発音（イントネーション・アクセント） ・

文字表記 

社会言語能力に関する技能の知識 

  ・適切な言語使用― どのような話題 

            どのような場面 

            どのような人に向かって 

            どのような表現を使う 

 ？？  先生、推薦状を書かなければなりません。  

 ？？  先生、このコンピューターでチェックしたほうがいいです

コミュニケーション能

力 
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よ。 

 ？？  先生、コーヒー飲みたいですか。 

ストラテジー能力に関連する技能の知識（自分の発話の調整：補正） 

 ・どうしてもある単語を思い出せなかった。・相手が言うことが分ら

なかった。 

 ・自分が行ったことを相手がよく理解できなかった。 どうす

る？？？？ 

 ①単語を知らない場合ほかの表現への言い換え 

 ②説明 

 ③母語使用 

 ④身振り 

談話能力に関連する技能の知識 

 ①会話の開始・継続・終了の仕方 

 ②相づちの打ち方 

 ③話題の転換や展開の仕方 

 ④発言の順番とり 

どちらのタイプがより自然？？ 

（Ａのタイプ） 

Ａ：子供が熱を出したので、帰らせていただきたいんですが。   

Ｂ：あ、そうですか。いいですよ。 

（Ｂのタイプ） 

Ａ：あのう、すみません。              （ 始ま

り ） 

Ｂ：どうしたんですか。 

Ａ：実は、子供が熱を出したので、かえらせていただきたいんです

が、・・。（用件） 
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Ｂ：あ、そうですか。いいですよ。 

Ａ：忙しいときにすみません。   （ 終わり ） 

Ｂ：いいえ。 

３．初級の会話練習 

 穴埋め（社会言語能力） 

 ホワイトボード（覚える方法） 

 学習者をグループに分ける（覚える方法） 

 会話を切って学習者に作らせる（談話能力） 

 母語から日本語に訳する（ストラテジー能力） 

・ビデオ会話（発音）     ・出席ゲーム（川口） 

・インタビュー        ・Ｔ字型メモ活用法（談話構造） 

 

４．活動の内容 

  インタビュー       寸劇（スケッチ） 

  スピーチ         ビデオレター作り 

  デイスカッション     街案内 

  ロールプレイ       得意なこと発表会 

                      『日本語生中継』くろし

お出版（2008） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8-МАВЗУ 

 ЁЗИШ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШГА ДОИР 
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МАШКЛАР. 

 
РЕЖА: 

1. Ёзув нутк фаолиятининг тури ва малака сифатида.  

2. Ёзувни ургатиш. 

3. Ёзма нуткни ургатиш. 

 

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: ёзув, ёзма нутк, орфография, баён, хикоя, иншо, 

тасвир, хат. 

 

「書く」ための教室活動は、大きく文字教育と文章教育の２つに分

けられる。さらに、文章教育には、口頭で練習した言語項目を正確に表記

することに重点を置くものと、適切な文章を産出することに重点を置くも

のとの２つがある。 

 「書く」ための教室活動を、いつからどのようにコースに取り入れ

るかは、ニーズによって異なる。ある程度の時間をかけて、体系的に日本

語を学であれば、初級の最初の段階から文字／文章教育を行ったほうがい

いが、短期間でサバイバルの日本常会話を学ぶ場合は、もっぱら「話す」

「聞く」だけで、「書く」ことをまったく行わないこともある。 

 文字教育。日本語の表記では、レンタルビデオ店でCDを3枚借りた。 

のように、平仮名、片仮名、漢字、ローマ字、アラビア数字の5種類の文

字が使われる。 

このうち、文字教育の中心となるのは、平仮名、片仮名、漢字の3種類で

ある。 

 文字教育では、弁別的特性（criticalfeature）を理解することが重要で

ある。文字の弁別的特性とは、ある文字を他の文字と区別し、その文字た

らしめる形態上の特徴のことをい。ある文字の許容範囲を支える条件が、

弁別的特性である。弁別的特性を把握する段階では、日本人にとってはな
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んでもない字体の違いが、学習者に混乱を招くことがあるので、板書や文

字カードの字体にも配慮が必要である。 

 平仮名と片仮名のように、文字と読み方が結びついている文字を表

音文字という。 

 

 

 

 

              ⇔  

 

表意文字。これに対して、漢字のように、文字と読み方と意味が結びつい

ている文字を表意文字という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 漢字圏学習者、非漢字圏学習者。平仮名や片仮名と違い、表意文字

である漢字の場合は「与路死苦（＝ヨロシク）」のように意味を無視して

音だけを当てはめて表記することはできない。漢字圏学習者（中国や韓国

のように、母語の字体系に漢字を持っている学習者）には、文字と意味が

結びついていることが当たり前のことだが、漢字に初めて接した非漢字圏

学習者には、学校に木ます。（＝来ます）パンを書う。（＝買う）のよう

に、意味を介さずに音と文字を直結する誤りがみられる。 

 漢字の提出数。初級コースで何字ぐらい漢字を教えるか。これは学

習者のニースによってさまざまであり、一概に数字をあげられるものでは

ないが、目安の一つになるのが日本語能力試験の認定基準である。下の表

を見ると、1級では2000字、2級では1000字となっている。これは新聞や雑

文字（形） 

「あ」 

読み方（音） 

「A」 

意味（義） 

「BOOK」 

文字（形） 

「HON」 

文字（形） 

「本」 
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誌などで使われている常用漢字が1945字、小学校で学ぶ教育漢字が1006字

であることに対応している。3級では300字、4級では100字である。 

 文章教育。初級レベルでは、口頭で新しい文法項目の導入と練習を

行ってから、隠れ集を行うことが多い。この順序で教室活動を行えば、

「書く練習」のときには、文型や語彙は音として学習済みなので、「正し

く書く」ことに集中できる。口頭練習の内容を文字にすることで、学習内

容を目で確かめ、文型や語彙の定着を促す効果もある。 

 文体。日本語の文体には、だ・である体（だ体）とです・ます体の

２つがある。 

だ・である体というのは、文末が次のような文のことで、普通体、常体、

インフォーマル・スタイル、プレーン・スタイルと呼ばれることもある。 

 本書は、日本語教師を志す者を対象とする概説書である。 

   各章は、3部に分かれている。 

 です・ます体というのは、つぎのような文のことで、丁寧体、敬体、フ

ォーマル・スタイル、ポライト・スタイルと呼ばれることもある。 

 本書は、日本語教師を志す者を対象とする概説書で、全5章からなっ

ています。 

各章は、それぞれ「入門編」「練習問題」「エキスパート編」の3部に分

かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ГЛОССАРИЙ 

№ Термин                     шарҳи 

1. 文法翻訳法 18世紀半ばになり、ヨーロッパの共通語が、ラテン語
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から英語、ドイツ語などへ変化したことにより、コミ

ュニケーションにラテン語が使われる機会が減るよう

になった。それに従い、文学作品の理解や鑑賞といっ

た知識、教養的側面が重視されるようになった。 

 

2. ナチュラル・

メソッド 

ナチュナル・メソッド、自然主義教授法とは、外国語

習得の最良のモデルを、幼児の母語習得に見るもので

ある。代表的なものに、フランス人であるグアン

(Gouin, 1831-1896)が提唱したグアン式教授法、ドイ

ツ人であるベルリッツ(Berlits, 1852-1921)が提唱し

たベルリッツ式教授法などがある 

3. オーラル・メ

ソッド 

20世紀に入り、パーマー（Palmer, 1877-1949）が提

唱したのが、オーラル・メソッドである。パーマー

は、言語の持つ体系と運用の二つの側面のうち、言語

教育が対象とすべきものは、運用であるとした。さら

に、運用に使われる技能を、第一技能（話す、聞く）

と第二次技能（読む、書く）とに分類して、第一次技

能の習得が重要だとした。 

4. 直接法 ナチュナル・メソッド、オーラル・メソッドなど、文

法翻訳法に代わって生まれた教授法を総称して、直接

法（Direct Method）ということがある。 

直接法という名称は、これらの教授法が、翻訳するの

ではなく、使われる場面や状況を提示することによっ

て、文や語の意味を、直接目標言語の形式と結びつけ

て理解させようという点に由来する。 

 

5. オーディオリ

ンガル・メソ

ッド 

第二次世界大戦後、ASTPを受け継いだ形で、ミシガン

大学のフリーズによって確立されたのが、オーディオ

リンガル・メソッド（AL法）と呼ばれる教授法であ

る。 

 

6. サイレント・ 心理学者であるガテーニョによって提唱されたが、ガ
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ウエイ テーニョ自身が述べているように、具体的な教室活動

や指導法を規定した｢教授法｣ではない 

7. ナチュラル・ｱ

ﾌﾟﾛｰﾁ(Naturai 

Approach) 

言語を自然に習得させることを目標とする教授法で、ﾃ

ﾚﾙ(Terrell)が母語習得の過程を観察し、実践を積み重

ねた外国語教育の方法を、クラッシェン(Krashen)が、

第二言語習得に関する５つの仮説によって理論的に裏

付けた 

8. サジェストパ

ディア 

Suggestopedia, 暗示式教授法)は、精神科医であった

ロザノフ (Lozanov)が、暗示学 (Suggestology)の理論

を外国語学習に応用させた教授法である 

9. コﾐｭﾆｶﾃｨブ・

アプローチ 

上で述べてきた新しい教授法が台頭する中、1970年代

に現れたのがコﾐｭﾆｶﾃｨブ・アプローチ(communicative 

approach)である 

10. ニーズ調査 学習目的や学習者が日本語を必要とする場面とそこで

使われる言語技能についての情報を得るための調査を

いう。また、学習者が日本語を必要とする場面やそこ

で使う技能のことをニーズ領域という 

11. アンケート

（質問紙）法 

質問項目をを記した紙を配布し、そこに回答を記入し

てもらう方法である。図2はある日本語学校が入学時に

学習者に対して行っているニーズ調査の調査票であ

る。 

 

12. インタビュー

（面接）法 

調査対象者に、直接尋ねる方法をいう 

13. レデォネス

（readibess）

調査 

「用意ができていること、準備状況」といった意味

で、最も限定された意味では学習者がすでに身につけ

ている日本語能力をいう。（本書では、レディネスを

子の意味で用いている。しかし、文献によっては,日本

語能力についてだけでなく、後述の言語学習過程や学

習条件（→p.30）も含んだ広い意味で用いられること

がある） 

14. レディネス

（既習能力）

調査 

ここでは学習者の日本語能力を知るための調査をい

う。レディネス調査には、筆記テストやインタビュー

（面接）が用いられる 
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15. 言語学習適正

（lunguage  

aptitude） 

学習者が言語学習について持っている能力のことで、

未知の言語音を聞き分ける能力、文法に関する感受

性、言語を機能的に学習する能力、暗記力などの、異

なる能力の組み合わせだと考えられている 

16. 実態調査 そこで行われるコミュニケーションを観察し、テープ

やビデオに記録する方法である。録音 

17. フォリナー・

トーク 

言語能力がそれほど高くないとき母語話者と話す際に

母語話者が使う話し方をいい、次のようなものがある 

18. シラバス

（syllabus） 

学習細目一覧表ともいい、学習すべき項目が並んでい

るリストをいう。p.38で述べた原型シラバスには、そ

の学習者には簡単すぎるもの／難しすぎるもの、必要

なもの／不要なものなどが一緒くたんに並んでいる

し、何より全部扱うには時間が足りない。そこで、次

に必要なのが原型シラバスを刈り込んで「コースで教

える項目」を選び出す作業である 

19. トピック・シ

ラバス（topic 

syllabus） 

文字通りトピック（話題）によって分類されたシラバ

スである。話題シラバスともいう。現実のコミュニケ

ーションの中で、言語はあるトピックについてまとま

って現れるのが普通である 

20. 先行シラバス

（a priori 

syllabus）、

後行シラバス

（a 

posteriori 

syllabus） 

シラバスがいつ完成するかに注目した言い方である。

例として、中学校の英語の授業と英会話のプライベー

ト・レッスンを考えてみる 

21. 時間的枠組み コースの開始／終了時間／、授業の回数、１回の授業

の長さのことである。教育機関では、年間スケジュー

ルや時間割の決定がこれにあたる 

22. 教授法 語は、漠然と「教え方全般」を指して使われることも

ある 

23. 教育実施 １回１回の授業の教室活動、教材・教具を決定し、実

際に授業を行うことです。効果測定とは学習活動の効

果を測定することである 

24. テープ教材

(audio-tape 

material, 音

声テープ教材) 

モデルの提示（会話や発音練習の手本となる音声を聞

かせる）、ディクテーション(dictation, 音声を聞い

て文字で書く)、聴解練習などに用いられる 



90 
 

25. ビデオ教材と

レーザー・デ

ィスク教材 

どちらも音声を伴った動画を提示する機能を持つ。

静止画である絵や写真、音声情報のみ、テープ教材と

比べて、はるかに多くの情報が提示できる 

26. レアリア 教具として用いられる実物をいう。「本」という単語

の意味を教えるとき、「Book」のように、学習者がわ

かる言語で対訳を与えるのも一つの方法だが、「実物

の本」を見せてもよい。この場合、「本」がレアリア

である 

27. ロール・カー

ド 

ロール・プレイを行うときに、役割や状況の説明に用

いられるものである。ロール・カードは、ロールプレ

イを行うときに使われる教具だが、しかし、ロールプ

レイには必ずしもロール・カードを使うというわけで

なはい。状況設定は教師が口頭で与えてもよい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

VI. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ 

1. Педагогика  профессионального  образования.  Под.  ред.  
В.А.Сластенина. Москва «Академия».2004.  

2. «Педагогика»  В.А.Сластенин,  И.Ф.Исаев,  А.И.Мищенко,  
Е.Н.Шиянов. Москва. «Школьная пресса». 2004.  

3. Азизхўжаева  Н.Н.   Педагогик  технологиялар  ва  педагогик  

4. маҳорат.Тошкент.,2003. 

5. Фаберман  Б.Л,Мусина  Р.Г,  Жумабоева  Ф.А.Олий  ўқув  
юртларида ўқитишнинг замонавий усуллари.Т-2002. 

6. .Авлиѐқулов Н. Замонавий ўқитиш технологиялари.Тошкент 
2001.й. 

7. Беспалько  В.П.Слагаемые  педагогической  

технологии.М.:Педагогика 2000г. 

8. Селевко С. Современние образовательние технологии. Москва 
1998.  

9. Сугано Рейко, «Япон тилини укитиш методикаси» семинар матни, 

ТошДШИ, 2010й. 

10. Хўжаев  Н.,  Мамажонов  И.  Янги  педагогик  
технологиялар.  Маърузалар матни. – Т. 2007. 

11. Хўжаев  Н.,  Шарипов  Ш.  Маҳсус  фанларни  ўқитиш  
методикаси. Маърўзалар матни. – Т., 2005. 

12. И.  Иномов,  И.  Мамажонов  Иқтисодий  тарбия  
назарияси.  –  Т.:  Талаба 2007. 

13. Саидаҳмедов Н. Янги педагогик технологиялар. – Т.: 
Молия, 2006. 

14. Зиѐмуҳаммадов Б., Абдуллаева Ш. Илғор педагогик 

технология: назария ва амалиѐт. «Маънавият асослари» дарси 
асосида ишланган услубий қўлланма.  –Т., 2001. 



92 
 

15. Зиямухамедов Ж.Т. Хитой тилини укитиш методикаси.- 
Т.: 2009. 

16. Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технология: 
назария ва амалиѐт.  –Т.: Фан, 2005. 

17. Хўжаев Н. ва бошқалар. Янги педагогик технологиялар. – 

Т.: Фан, 2007.  

18. Хошимова  М.  Педагогик  технология  ва  педагогик  
маҳорат.  Т.:  ТДИУ. 2007. 

19. Расулова Ф. Абдуллаева Р. Педагогическая этика. Т.: 
ТДИУ. 2007. 

20. Маҳкамов У. Тилабова Н. Касбий маҳорат. Т.: ТДИУ. 

2007. 

21. Тожибоева  Д.  Махсус  фанларни  ўқитиш  методикаси.  
Т.:  Фан  ва технологиялар. 2007. 

22. Йўлдошев  Ж,  ,Хасанов  С.  Педагогик  технологиялар.Т.:  
―Иқтисод-молия‖,2009. 

23. Рахимов  Б.Ҳ  ва  б.  Педагогик  технологиялар  
схемаларда.  Т.:Фан  ва технологиялар, 2009. 

24. Абдалова  С,  Мавлянов  А.  Мустақил  таълимни  ташкил  
этиш технологияси.Т.: Фан ва технологиялар, 2009. 

25. Бекмурадов А.Ш, Голиш Л.В и др. Современные  
технологии обучения.Т.: ТГЭУ, 2009г. 

26. Ходжиева К.Н. Проектная технология обучения в вузе. 
Т.:ТГЭУ,2009. 

27.  Х.Авлияқулов,Н.Мусаева Педагогик технология 
(дарслик)   -Т.2012 

28. Ш.Шодмонова,Р.С.Эргашев Қиѐсий педагогика  -Т.2005.  

29. А.Ч.Чориев  Педагогик  технология  ва  педагогик  
маҳорат (маърузалар матни)- Қарши 2010. 



93 
 

30. Боголюбов  В.И.  Эволюция  педагогических  технологий  

//Школьные технологии - 2004. - № 4.-С.12 

31. Саидахмедов Н.С. Педагогик амалиѐтда янги педагогик 

технологияларни қўллаш намуналари. -Т.: РТМ, 2000.-46 б.  

32.  『成長する教師のための日本語教育ガイドハンドブック』上 ひつ

じ書房（2007） 

33.  『第二言語習得の理論と実際』松柏社（1997）R.L.Oxford 

34.  『話すことを教える』国際交流基金 日本語教授法シリーズ ひつ

じ書房（2007） 

35. 『日本語教師の役割／コースデザイン』日本語教授法シリーズ１、

久保田美子（2006） 

36.  『日本語教育ガイドブック』川口義一、横溝紳一郎、ひつじ書房、

（2005） 

『日本語教育における学習の分析とデザイン』岡崎・敏雄、岡崎・眸、

凡人社（2001） 

Интернет манбаалари 

 

1.  O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta maxsus ta’lim vazirligi:  

       www.edu.uz. 

2.       Toshkent axborot texnologiyalari universiteti: www.tuit.uz. 

3. O’zbekiston Respublikasi Davlat Hokimiyati portali: www.gov.uz 

4. O’zbek internet resurslarining katalogи: www.uz 

5. http://www.ziyonet.uz/ 

6. http://www.edu.uz/ 

7. http://www.pedagog.uz/ 



94 
 

8. hhtp://www.tefl.net 

9. www.ziyo.net 

10. www.wikipedia.com 

11. www.geocities.co.jp 

12. www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki 

13. www.orient.pu.ru 

14. www.narutoclan.ru 

15. www.komi.com/Japanese 

16. www.rusarticles.com 

 


	I. ИШЧИ ДАСТУР
	II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ
	VI. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ
	1. Педагогика  профессионального  образования.  Под.  ред.  В.А.Сластенина. Москва «Академия».2004.
	2. «Педагогика»  В.А.Сластенин,  И.Ф.Исаев,  А.И.Мищенко,  Е.Н.Шиянов. Москва. «Школьная пресса». 2004.
	3. Азизхўжаева  Н.Н.   Педагогик  технологиялар  ва  педагогик
	4. маҳорат.Тошкент.,2003.
	5. Фаберман  Б.Л,Мусина  Р.Г,  Жумабоева  Ф.А.Олий  ўқув  юртларида ўқитишнинг замонавий усуллари.Т-2002.
	6. .Авлиѐқулов Н. Замонавий ўқитиш технологиялари.Тошкент 2001.й.
	7. Беспалько  В.П.Слагаемые  педагогической  технологии.М.:Педагогика 2000г.
	8. Селевко С. Современние образовательние технологии. Москва 1998.
	9. Сугано Рейко, «Япон тилини укитиш методикаси» семинар матни, ТошДШИ, 2010й.
	10. Хўжаев  Н.,  Мамажонов  И.  Янги  педагогик  технологиялар.  Маърузалар матни. – Т. 2007.
	11. Хўжаев  Н.,  Шарипов  Ш.  Маҳсус  фанларни  ўқитиш  методикаси. Маърўзалар матни. – Т., 2005.
	12. И.  Иномов,  И.  Мамажонов  Иқтисодий  тарбия  назарияси.  –  Т.:  Талаба 2007.
	13. Саидаҳмедов Н. Янги педагогик технологиялар. – Т.: Молия, 2006.
	14. Зиѐмуҳаммадов Б., Абдуллаева Ш. Илғор педагогик технология: назария ва амалиѐт. «Маънавият асослари» дарси асосида ишланган услубий қўлланма.  –Т., 2001.
	15. Зиямухамедов Ж.Т. Хитой тилини укитиш методикаси.- Т.: 2009.
	16. Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технология: назария ва амалиѐт.  –Т.: Фан, 2005.
	17. Хўжаев Н. ва бошқалар. Янги педагогик технологиялар. – Т.: Фан, 2007.
	18. Хошимова  М.  Педагогик  технология  ва  педагогик  маҳорат.  Т.:  ТДИУ. 2007.
	19. Расулова Ф. Абдуллаева Р. Педагогическая этика. Т.: ТДИУ. 2007.
	20. Маҳкамов У. Тилабова Н. Касбий маҳорат. Т.: ТДИУ. 2007.
	21. Тожибоева  Д.  Махсус  фанларни  ўқитиш  методикаси.  Т.:  Фан  ва технологиялар. 2007.
	22. Йўлдошев  Ж,  ,Хасанов  С.  Педагогик  технологиялар.Т.:  ―Иқтисод-молия‖,2009.
	23. Рахимов  Б.Ҳ  ва  б.  Педагогик  технологиялар  схемаларда.  Т.:Фан  ва технологиялар, 2009.
	24. Абдалова  С,  Мавлянов  А.  Мустақил  таълимни  ташкил  этиш технологияси.Т.: Фан ва технологиялар, 2009.
	25. Бекмурадов А.Ш, Голиш Л.В и др. Современные  технологии обучения.Т.: ТГЭУ, 2009г.
	26. Ходжиева К.Н. Проектная технология обучения в вузе. Т.:ТГЭУ,2009.
	27.  Х.Авлияқулов,Н.Мусаева Педагогик технология (дарслик)   -Т.2012
	28. Ш.Шодмонова,Р.С.Эргашев Қиѐсий педагогика  -Т.2005.
	29. А.Ч.Чориев  Педагогик  технология  ва  педагогик  маҳорат (маърузалар матни)- Қарши 2010.
	30. Боголюбов  В.И.  Эволюция  педагогических  технологий  //Школьные технологии - 2004. - № 4.-С.12
	31. Саидахмедов Н.С. Педагогик амалиѐтда янги педагогик технологияларни қўллаш намуналари. -Т.: РТМ, 2000.-46 б.
	Интернет манбаалари

