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お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
鳥
飼
先
生
は
︑
英
語
教
育
の
観
点
か
ら
日

本
語
教
育
を
ご
覧
に
な
っ
て
︑
日
本
語
の
大
切
さ
を
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

私
は
長
い
間
︑
日
本
語
を
教
え
て
お
り
ま
し
た
の
で
︑
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
日

本
語
を
学
ぶ
の
か
と
い
う
日
本
語
教
育
の
観
点
か
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

は
じ
め
に

本
日
ご
来
場
の
皆
様
の
中
に
は
︑
実
際
に
日
本
語
を
教
え
て
い
る
方
も
お
ら
れ

ま
す
が
︑
多
く
の
方
は
日
本
語
を
教
え
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︑
ど
の
よ

う
に
教
え
る
の
だ
ろ
う
︑
外
国
人
は
き
ち
ん
と
日
本
語
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ん

だ
ろ
う
か
な
ど
︑
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
を
お
持
ち
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
︑

本
日
の
私
の
話
は
︑
よ
く
尋
ね
ら
れ
る
四
つ
の
質
問
と
︑
そ
の
答
え
を
通
し
て
︑

日
本
語
を
教
え
る
楽
し
さ
と
難
し
さ
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
︑
最
初
は﹁
日
本
語
教
育
と
国
語
教
育
は
同
じ
で
す
か
？
﹂
と
い
う
質
問

で
す
。
こ
の
質
問
は
︑
最
近
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
︑
十
年
前
︑

二
十
年
前
は
よ
く
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。

二
つ
目
の
質
問
は
︑﹁
外
国
人
に
と
っ
て
日
本
語
は
難
し
い
で
す
か
？
﹂で
す
。

﹁
外
国
人
が
日
本
語
を
習
得
す
る
の
は
大
変
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
﹂
と
も
よ
く
聞

か
れ
ま
す
。
さ
て
︑
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

講　演

2

日
本
語
を
教
え
る
こ
と
の
楽
し
さ
と
難
し
さ

国
立
国
語
研
究
所
日
本
語
教
育
研
究
・
情
報
セ
ン
タ
ー 

セ
ン
タ
ー
長
　
迫
田
久
美
子

三
つ
目
は
︑
私
自
身
が﹁
日
本
語
を
教
え
て
学
ん
だ
こ
と
に
︑
ど
ん
な
こ
と
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
﹂
と
い
う
質
問
で
す
。﹁
英
語
が
で
き
な
く
て
も
教
え
ら

れ
ま
す
か
？
﹂﹁
日
本
語
を
教
え
て
苦
労
す
る
こ
と
は
？
﹂な
ど
︑
教
え
る
こ
と
に

関
す
る
質
問
に
対
し
て
︑
私
自
身
の
経
験
か
ら
お
答
え
し
ま
す
。

最
後
の
質
問
は
︑﹁
日
本
人
な
ら
誰
で
も
日
本
語
教
師
に
な
れ
る
で
し
ょ
う

か
？
﹂
で
す
。﹁
私
で
も
な
れ
ま
す
か
。
退
職
し
た
の
で
日
本
語
の
教
師
に
で
も

な
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
︑
ど
う
で
し
ょ
う
か
﹂。
こ
れ
も
多
く
の
方

か
ら
尋
ね
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
四
つ
の
質
問
と
そ
の
答
え
を
通
し
て
︑
日
本
語
教
育
と
は
ど
ん
な
も
の

か
︑
教
え
る
楽
し
さ
と
難
し
さ
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
語
学
習
者
に
つ
い
て

歴
史
の
文
献
を
解
い
て
み
る
と
︑
日
本
語
を
教
え
る
こ
と
は
︑
十
六
世
紀
こ

ろ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
に
対
し
て
日
本
人
が
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
︑
実
際
に
日
本
語
教
育
︑
日
本
語
教
師
と
い
う
職
業
が
一
般

社
会
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
︑
か
な
り
後
の
こ
と
で
す
。
鎖
国
以
前
の

通
訳
教
育
や
第
二
次
大
戦
以
前
の
植
民
地
教
育
の
日
本
語
教
育
を
除
く
と
︑
語

学
教
育
と
し
て
外
国
人
に
日
本
語
を
教
え
る
仕
事
が
確
立
す
る
の
は
︑
第
二
次

大
戦
以
降
︑
日
本
が
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
た
後
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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さこだ・くみこ
日本語教師として務めた後、広島大学教授等を経て現職。専門は、日本語教育
学、第二言語習得研究、日本語の習得、学習者コーパス、誤用分析、学習ストラ
テジー、言語処理、日本語教授法、シャドーイング等。
学習者の言語環境と日本語の習得過程を研究テーマとして掲げ、学習者のデータ
を分析しながら、第二言語習得の普遍的・個別的側面の解明を目指している。本
フォーラムのコーディネーターである。
元日本語教育学会副会長、日本語教育学会国際連携委員長等。
主な著書は、『中間言語研究－日本語学習者による指示詞コ・ソ・アの習得－』（渓
水社、1998年）、『日本語学習者の文法習得』 （野田尚史 他と共著、大修館書店、
2001年）、『日本語教育に生かす第二言語習得研究』 （アルク、2002年）、『講座 日
本語教育学 第3巻　言語学習の心理』（編著、スリーエーネットワーク、2006年）、

『プロフィシェンシーを育てる～真の日本語能力を求めて～』（鎌田修 他と編著、
凡人社、2008年）ほか。

一
九
八
三
年
に
政
府
が﹁
留
学
生
十
万
人
計
画
﹂
を
発
表
し
て
︑
多
く
の
外
国
の

人
に
日
本
に
来
て
も
ら
っ
て
日
本
語
を
普
及
し
よ
う
と
い
う
政
策
が
出
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
一
九
八
五
年
︑
八
六
年
に
日
本
の
各
地
の
大
学
で
︑
日
本
語
教
員

養
成
を
専
門
と
す
る
学
科
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
日
本
語
教
育
︑

日
本
語
教
師
と
い
う
職
業
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の﹁
留

学
生
十
万
人
計
画
﹂は
二
○
○
三
年
に
十
万
人
を
突
破
し
て
︑
二
○
○
八
年
に
は

政
府
か
ら
さ
ら
に﹁
留
学
生
三
十
万
人
計
画
﹂が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
︑
二

○
一
一
年
の
統
計
で
は
︑
十
三
万
八
千
人
の
留
学
生
が
日
本
で
学
ん
で
い
ま
す

︵
図
1
︶。

留
学
生
の
数
が
一
番
多
い
国
は
︑
二
○
一
一
年
の
時
点
で
は
圧
倒
的
に
中
国
で

す
。
そ
し
て
︑
韓
国
︑
台
湾
と
続
き
ま
す︵
図
2
︶。

で
は
︑
日
本
国
内
に
在
住
し
て
い
る
外
国
人
も
同
じ
よ
う
な
国
か
ら
来
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
二
○
○
五
年
度
の
国
勢
調
査
で
は
︑
図
2
に
示
し
て
い
る

よ
う
に
︑
韓
国
︑
中
国
は
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
あ
と
の
国
が
違
っ
て
い
ま
す
。
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上位５位の国別留学生の割合
（日本学生支援機構　2011年度調査）

在住外国人数の国別の割合
（総務省　2005年度国勢調査）

図1　日本における留学生数の推移
（日本学生支援機構　留学生数推移のグラフから抜粋）

図2　国別の外国人の割合

• 1983年　「留学生10万人計画」
• 2008年　「留学生30万人計画」
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二
百
七
万
八
千
人
の
外
国
人
が
日
本
に
住
ん
で
い
ま
す
が
︑
留
学
生
上
位
五
位
の

国
と
在
住
外
国
人
の
上
位
五
位
の
国
は
順
位
が
少
し
違
い
ま
す
。
在
住
外
国
人

の
第
三
位
は
ブ
ラ
ジ
ル︵
一
四
％
︶︑
第
四
位
は
フ
ィ
リ
ピ
ン︵
八
％
︶︑
第
五
位
が

ペ
ル
ー︵
三
％
︶で
︑
か
れ
ら
は
留
学
生
で
は
な
く
︑
日
本
で
働
き
な
が
ら
生
活

を
し
て
い
る
の
で
す
。

在
住
外
国
人
の
多
様
化

で
は
︑
ど
ん
な
人
た
ち
が
︑
ど
の
よ
う
な
身
分
で
︑
ど
う
い
う
立
場
で
日
本
で

暮
ら
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

留
学
生
︑
研
修
生
︑
あ
る
い
はJE

T

︵T
he Japan E

xchange and Teaching 

Program

︶で
来
日
し
た
英
語
指
導
助
手
や
英
会
話
学
校
の
先
生
な
ど
は
す
ぐ
頭

に
浮
か
ぶ
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
日
本
企
業
で
働
く
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
工

場
な
ど
で
働
く
単
純
労
働
者
で
す
。
近
年
︑
さ
ま
ざ
ま
な
職
場
で
︑
大
き
な
労

働
力
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
就
労
者
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
︑
就
労
者
と

一
緒
に
来
日
し
て
︑
家
族
で
日
本
に
住
ん
で
い
る
場
合
は
︑
年
少
者
の
外
国
人
も

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
昨
今
で
は
︑
日
本
人
男
性
の
お
嫁
さ
ん
の
候
補
と

し
て
外
国
人
の
女
性
が
多
く
来
日
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
最
近
で
は
︑
看

護
師
・
介
護
福
祉
士
と
い
っ
た
医
療
や
社

会
福
祉
の
仕
事
で
多
く
の
外
国
の
方
が
活

躍
し
て
い
ま
す︵
図
3
︶。

こ
の
よ
う
に
︑
日
本
在
住
の
外
国
人
に

つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
ま
し
た
が
︑
外
国

人
と
一
言
で
い
っ
て
も
︑
国
籍
︑
仕
事
︑

立
場
な
ど
多
種
多
様
で
す
。

で
は
︑
こ
の
よ
う
な
方
々
に
日
本
語
を

教
え
る
場
合
︑
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

よ
く
︑﹁
ど
う
や
っ
て
日
本
語
を
教
え
た
ら
よ
い
の
で
す
か
？
﹂
と
尋
ね
ら
れ

ま
す
が
︑
で
は
︑﹁
す
ぐ
に
日
本
語
を
教
え
ま
し
ょ
う
﹂
と
い
う
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
。
日
本
語
を
教
え
る
前
に
ま
ず
大
切
な
こ
と
は
︑
ニ
ー
ズ
分
析
で
す
。

ニ
ー
ズ
分
析
と
は
︑
学
習
者
を
指
導
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
こ

と
で
す
。
た
と
え
ば
︑
何
の
た
め
に
日
本
語
を
学
ぶ
の
か
︑
こ
れ
ま
で
に
ど
れ
だ

け
日
本
語
を
勉
強
し
て
い
た
か
︑
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
勉
強
し
て
い
な
い
か
︑
今

現
在
の
レ
ベ
ル
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
な
ど
︑
い
ろ
い
ろ
分
析
し
た
う
え
で
日
本

語
指
導
を
教
え
る
こ
と
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
︑
コ
ー
ス
デ
ザ
イ
ン
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
コ
ー
ス
デ
ザ
イ
ン

と
は
︑
こ
れ
か
ら
ど
う
指
導
し
て
い
く
か
︑
指
導
全
体
の
計
画
を
立
て
る
こ
と
で

す
。
た
と
え
ば
︑
あ
と
ど
れ
く
ら
い
日
本
に
滞
在
す
る
の
か
︑
学
習
に
割
け
る
時

間
は
ど
の
程
度
か
︑
教
材
・
指
導
方
法
は
ど
う
い
っ
た
も
の
が
よ
い
か
︑
ク
ラ
ス

で
レ
ッ
ス
ン
す
る
の
が
よ
い
か
︑
個
別
レ
ッ
ス
ン
が
よ
い
か
な
ど
︑
ト
ー
タ
ル
で

教
え
方
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

日
本
語
教
育
と
国
語
教
育
は
違
う
？

と
こ
ろ
で
︑
日
本
語
教
育
と
国
語
教
育
と
は
同
じ
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
︑
日
本

語
教
育
の
場
合
は
︑
学
習
者
は
母
語
を
す
で
に
習
得
し
て
い
る
方
が
対
象
と
な

り
ま
す
。
つ
ま
り
︑
学
習
者
に
は
日
本
語
以
外
の
言
語
が
存
在
す
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
学
ぶ
内
容
は
︑
文
法
や
構
文
の
知
識
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
使

う
か
︑
と
い
う
運
用
力
の
養
成
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
︑
日
本
語
を
外

国
語
と
し
て
学
ぶ
わ
け
で
す︵
図
4
︶。

一
方
︑
国
語
教
育
の
場
合
は
︑
日
本
語
を
母
語
と
し
て
す
で
に
習
得
し
て
い
る

日
本
人
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
︑
教
え
る
こ
と
は
︑
文
法
で
は
な
く
︑

図3　在住外国人の多様化

• 留学生
• 研修生
• 語学教師
• ビジネスマン
• 就労者
• 年少者
• 外国人妻
• 看護師・介護福祉士
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主
に
文
学
作
品
の
読
解
や
鑑
賞
な
ど
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
︑
日

本
語
教
育
と
国
語
教
育
に
は
︑
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
一
般
的
に
︑
国
語

の
先
生
が
日
本
語
の
先
生
に
な
っ
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
︑
実
は
日
本
語
教
育
は
英
語
教
育
に
近
い
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

外
国
人
に
と
っ
て
日
本
語
は
難
し
い
？

外
国
人
に
と
っ
て
日
本
語
は
難
し
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
語
は
世
界
の
他
の
言

語
と
比
べ
て
︑
特
別
難
し
い
言
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
あ
る
点
で
は
︑
難
し
い

部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
平
仮
名
︑
カ
タ
カ
ナ
︑
漢
字
で
す
。
日
本
語
は
表

記
形
態
が
複
数
あ
る
た
め
︑
ほ
か
の
言
語
よ
り
少
し
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
︑﹁
い
ぬ
﹂
は
平
仮
名
で
習
い
︑
次
に
片
仮
名
で
習
い
︑
最
後
に
漢
字

が
で
て
き
ま
す
。
一
つ
の
言
葉
に
三
種
類
の
書
き
方
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
︑
一

つ
の
漢
字
に
た
く
さ
ん
の
読
み
方
が
あ
り
ま
す
。

皆
さ
ん
少
し
考
え
て
く
だ
さ
い
。﹁
生
﹂こ
の
読
み
方
は
い
く
つ
あ
る
か
お
わ
か

り
に
な
り
ま
す
か
。
数
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

五
つ
以
上
あ
る
と
思
う
人
。

八
つ
以
上
あ
る
と
思
う
人
。

だ
い
ぶ
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

十
以
上
あ
る
と
思
う
人
。

正
解
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ざ
っ
と
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す︵
図
5
︶。
す

べ
て
お
読
み
に
な
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
生う

ま
れ
る
︑
生い

き
る
︑
生は

え
る
︑
生せ
い

活か
つ

︑

一い
っ

生し
ょ
う︑
大だ
い

往お
う

生じ
ょ
う︑
生な
ま

卵た
ま
ご︑
生き

醤じ
ょ
う

油ゆ

︑
芝し
ば

生ふ

︑
弥や
よ
い生
︑
生き
っ

粋す
い
︑
生い
け

贄に
え

︑
生あ
い

憎に
く
︑
生な
り

業わ
い

︑
早わ

生せ

︑
晩お
く

生て

の
十
六
で
す
。
ほ
ん
と
う
は
も
う
少
し
あ
る
の
で
す
が
︑
残
り

は
是
非
家
に
帰
っ
て
調
べ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
漢
字
が
あ
る
こ
と
が
学
習
困
難
点
な
の
で
す
。
そ

の
た
め
︑
漢
字
圏
の
学
習
者
は
逆
に
︑
有
利
に
は
た
ら
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
︑
非
漢
字
圏
︑
つ
ま
り
漢

字
の
な
い
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
母
語
を

持
っ
て
い
る
国
の
人
た
ち
に
は
難
し
い
面

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
︑

非
漢
字
圏
の
学
習
者
は
︑
漢
字
圏
の
学

習
者
よ
り
日
本
語
学
習
は
難
し
い
可
能
性

が
高
く
な
り
ま
す︵
図
6
︶。
だ
か
ら
と

い
っ
て
︑
非
漢
字
圏
の
人
た
ち
が
日
本
語

が
で
き
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
︑
漢
字
が
面
白
い
と
思
っ
て
頑
張
っ

て
勉
強
し
て
い
る
非
漢
字
圏
の
学
習
者
も

た
く
さ
ん
い
ま
す
。
今
日
あ
と
か
ら
お
話

図4　日本語教育と国語教育は違う？

図5　外国人にとって日本語は難しい？
【漢字の存在】

日本語教育
• 学習者は母語をす
でに習得している。

• 構文や運用力養成
が中心。

• 日本語を外国語と
して学ぶ。

国語教育
• 学習者は日本語を

すでに習得してい
る。

• 文学作品等の読解
など。

• 表記形態が複数あること
 　いぬ／イヌ／犬

• 読み方が複数あること
 　「生」

1. 生まれる　2. 生きる　3. 生える　
4. 生活　5. 一生　6. 大往生　7. 生卵　
8. 生醤油　9. 芝生　10. 弥生　11. 生粋　
12. 生贄　13. 生憎　14. 生業　15. 早生　
16. 晩生

日本語教育は英語教育に近い？

図6　外国人にとって日本語は難しい？

漢字圏学習者
　…漢字使用の母語を持つ学習者
　　例　中国語話者／韓国・朝鮮語話者
非漢字圏学習者
　…漢字のない母語を持つ学習者
　　例　中国語／韓国・朝鮮語以外の話者

非漢字圏学習者は、漢字圏学習者より日本語
学習は難しい（可能性が高い）。
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し
に
な
る
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
さ
ん
も
そ
の
う
ち
の
お
一
人
で
す
。

そ
れ
以
外
に
も
日
本
語
学
習
に
は
多
く
の
難
し
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
が
︑
日
本
語
は
音
韻
の
面
︑
文
法
の
面
で
ほ
か
の
言
語
よ
り
と
て
も

難
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
特
に
問
題
視
す
る
こ
と
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
が
︑
漢
字
に
つ
い
て
は
少
し
留
意
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

外
国
人
に
と
っ
て
日
本
語
は
難
し
い
？
　
日
本
語
の
誤
用

外
国
人
た
ち
は
日
本
語
を
学
ぶ
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
誤
用
を
生
み
出
し
ま
す
。

① 

先
生
︑
び
っ
く
り
話
す
︑
く
だ
さ
い
。

② 

姉
は
︑
二
コ
い
ま
す
。

③ 

き
の
う
寿
司
を
食
べ
た
。
お
い
し
い
だ
っ
た
。

④ 

先
週
︑
映
画
を
見
ま
し
た
。
と
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
ん
で
す
。

⑤ 

花
を
育
つ
︑
野
菜
を
育
つ
。

こ
れ
ら
は
実
際
の
学
習
者
の
不
自
然
な
日
本
語
で
す
が
︑
正
解
は
お
わ
か
り

に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
①
は﹁
ゆ
っ
く
り
話
し
て
く
だ
さ
い
﹂︑
②
は﹁
姉
は
二
人

い
ま
す
﹂で
は
な
く
て
︑﹁M

y elder sister has tw
o children

﹂
を
そ
の
ま
ま

二
子
と
訳
し
た
た
め
︑
姉
に
は
子
ど
も
が
二
人
い
ま
す
と
い
う
の
を
︑﹁
ニ
コ
﹂と

い
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
︑
③
の﹁
お
い
し
い
だ
っ
た
﹂
は
︑
日
本
人
で
も
い
い
そ
う
な
誤
用

で
す
が
︑
正
し
く
は﹁
お
い
し
か
っ
た
﹂
で
す
。
こ
れ
は
︑
き
れ
い
だ
っ
た
︑
や

す
み
だ
っ
た
と
い
う﹁
だ
っ
た
﹂か
ら
類
推
し
︑
お
い
し
い
に﹁
だ
っ
た
﹂
を
つ
け

て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す︵
図
7
︶。

④
は
︑﹁
お
も
し
ろ
か
っ
た
ん
で
す
﹂
は
︑
正
し
く
は﹁
お
も
し
ろ
か
っ
た
﹂で

す
が
︑
こ
の
よ
う
に﹁
～
ん
で
す
﹂と
い
う
の
は
強
調
だ
と
習
い﹁
お
も
し
ろ
か
っ

た
ん
で
す
﹂と
い
う
よ
う
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
⑤
は
︑
テ
レ
ビ
の
あ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
で
て
き
た
外
国
人
が
非

常
に
き
れ
い
な
日
本
語
を
話
し
て
い
た
の
で
す
が
︑
こ
の
部
分
が
間
違
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
自
動
詞
と
他
動
詞
も
学
習
困
難
点
の
一
つ
で
す
。
こ
の﹁
お
も
し
ろ

か
っ
た
ん
で
す
﹂の﹁
ん
で
す
﹂や
自
他
動
詞
は
︑
外
国
人
に
と
っ
て
上
級
レ
ベ
ル

に
な
っ
て
も
学
習
が
難
し
い
も
の
で
す
。

日
本
語
を
教
え
て
学
ん
だ
こ
と
は
？

私
は
日
本
語
を
教
え
て
い
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
た
と
え
ば
︑

日
本
語
の
誤
用
で
す︵
図
8
︶。
さ
き
ほ
ど
ご
紹
介
し
た﹁
高
い
だ
っ
た
﹂︑﹁
お
い

し
い
だ
っ
た
﹂は
︑
こ
れ
ま
で﹁
だ
っ
た
﹂と
い
う
言
葉
を
よ
く
聞
く
の
で
︑
そ
こ

か
ら
学
習
者
が
ル
ー
ル
を
つ
く
る
わ
け
で
す
。
新
し
い
発
見
を
す
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
︑
学
習
者
は
教
師
が
教
え
た
こ
と
と
は
違
う
彼
ら
自
身
の
ル
ー
ル
を
つ
く

る
ん
だ
と
い
う
新
し
い
発
見
が
で
き
ま
し
た
。

図7　外国人にとって日本語は難しい？

（1） 先生、びっくり話す、ください。　
 　　　ゆっくり話してください

（2） 姉はニコいます。子供が二人います
 My elder sister has two children.
 　　　　　　　　　2　　子

（3） おいしいだった。おいしかった
 　きれい　　→　きれいだった
 　やすみ　　→　やすみだった
 　おいしい　→　おいしいだった

図8　日本語を教えて学んだことは？
【日本語の誤用】

　　　　　　　　　　  新たな発見

学習者のルール
　　  知恵

きれいだった
元気だった

試験だった
休みだった

高いだった

きのうだった
だった
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ま
た
︑
学
習
者
の
質
問
も
教
師
を
育
て
て
く
れ
ま
す
。﹁
先
生
︑﹃
赤
い
﹄
と

﹃
明
る
い
﹄の
語
源
は
同
じ
で
す
か
？
﹂と
い
う
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
漢
字
が
違

う
の
で
︑
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
︑
調
べ
て
み
た
ら
二
つ
の
形

容
詞
は
語
源
が
同
じ
で
し
た
。
ど
ち
ら
も
︑﹁
ア
ケ︵
明
︶︑
ア
カ
ラ
ム
﹂
と
い
う

言
葉
か
ら
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
︑
私
も
大
き
な
発
見
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。

そ
れ
か
ら
︑
あ
る
学
生
が
︑﹁
先
生
︑
ど
う
し
て
日
本
人
は
小
さ
い
子
ど
も
に

向
か
っ
て﹃
ボ
ク
︑
何
歳
？
﹄と
聞
く
ん
で
す
か
。﹃
お
じ
ち
ゃ
ん
自
分
の
歳
わ
か

ら
な
い
の
﹄と
思
わ
れ
ま
せ
ん
か
。
な
ぜ
︑﹃
君
︑
何
歳
？
﹄っ
て
聞
か
な
い
ん
で

す
か
？
﹂
と
い
わ
れ
た
ん
で
す
。
こ
れ
も
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
日
本
の
人
は
幼
い
子

ど
も
の
立
場
に
立
っ
て
話
そ
う
と
す
る
共
感
的
同
一
化
と
い
う
原
理
が
働
い
て
い

る
︑
つ
ま
り
︑
幼
い
子
の
立
場
に
な
っ
て
︑
答
え
や
す
い
よ
う
に
聞
く
と
い
う
原

理
が
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
︑
私
自
身
︑
教
え
る
こ
と
を
通
し
て
多
く
の

新
た
な
発
見
を
し
ま
し
た
。

日
本
人
な
ら
日
本
語
教
師
に
な
れ
る
？

最
後
の
質
問
で
す
。
日
本
人
は
︑
ほ
ん
と
う
に
日
本
語
の
教
師
に
ふ
さ
わ
し
い

の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
︑
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
話
せ
る
こ
と
と
︑
教
え

る
こ
と
は
違
い
ま
す
。
日
本
人
は
無
意
識
に
日
本
語
を
習
得
し
て
い
ま
す
の
で
︑

日
本
語
を
体
系
的
に
教
え
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
︑﹁
あ
げ
る
／

も
ら
う
／
く
れ
る
﹂を
外
国
人
に
わ
か
り
や
す
く
教
え
ら
れ
る
か
と
い
う
と
︑
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹁
く
れ
る
﹂
に
あ
た
る
言
葉
が
︑
他
の
多
く
の
言
語
に
は

な
い
の
で
す
。﹁
あ
げ
る
／
も
ら
う
﹂は
容
易
に
わ
か
り
ま
す︵
図
9
︶。
し
か
し
︑

﹁
誕
生
日
に
太
郎
は
私
に
本
を
く
れ
ま
し
た
﹂。
こ
れ
は
正
し
い
の
で
す
が
︑﹁
誕

生
日
に
太
郎
は
花
子
に
本
を
く
れ
ま
し
た
﹂
は
︑
正
し
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う

か
。
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
花
子
が
身
内
の
人

な
ら
︑
い
い
の
で
す
が
︑
そ
う
で
な
い
場
合

は
不
自
然
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
正
確
に

教
え
る
た
め
に
は
︑
私
た
ち
教
え
る
側
の
日

本
人
も
日
本
語
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

﹁
病
気
で
休
ん
だ
の
で
︑
友
人
が
ご
飯
を

作
っ
た
﹂。
こ
れ
は
正
し
い
で
し
ょ
う
か
。

﹁
友
人
が
ご
飯
を
作
っ
て
く
れ
た
﹂の
ほ
う
が

自
然
な
表
現
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
︑﹁
先
生
︑
カ
バ
ン
を
持
っ
て
さ
し
あ

げ
ま
し
ょ
う
か
？
﹂
と
い
う
言
い
方
は
︑
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
で
き
れ
ば
︑﹁
カ
バ
ン
を
お

持
ち
し
ま
し
ょ
う
﹂
の
ほ
う
が
よ
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
︑
私
た
ち
は
日
本
語
を
客
観
的
に
学
ぶ
こ
と
が

必
要
な
の
で
す
。

日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
、
教
え
る
こ
と

学
習
者
の
声
を
二
人
ご
紹
介
し
ま
す︵
図
10
︶。

あ
る
学
習
者
は
︑﹁
私
は
日
本
の
文
字
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
マ
字
で
勉

強
す
れ
ば
い
い
っ
て
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
︑
実
際
に
平
仮
名
を
勉
強
し
て
︑

日
本
文
化
の
見
方
が
変
わ
り
ま
し
た
﹂
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
︑﹁
私
は
尊

敬
す
る
人
は
日
本
に
い
な
い
か
ら
︑
敬
語
は
い
ら
な
い
﹂
と
言
っ
て
い
た
学
生
も

い
ま
し
た
が
︑
日
本
で
生
活
し
て
敬
語
を
学
ぶ
こ
と
の
必
要
性
が
わ
か
っ
た
そ
う

で
す
。

図9　日本人なら日本語教師になれる？
【日本語教師のための学習】

「教える」ためには、日本人も日本語を学習すること
が必要。
•あげる ○誕生日に太郎は花子に本をあげました。
•もらう ○誕生日に花子は太郎に本をもらいました。
•くれる ○誕生日に太郎は私に本をくれました。
 ？誕生日に太郎は花子に本をくれました。
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最
後
に
︑
日
本
語
教
師
か
ら
の
声
を
ご
紹
介
し
ま
す
。﹁
日
本
語
の
指
導
を
通

し
て
︑
日
本
の
言
語
・
文
化
だ
け
の
み
な
ら
ず
︑
政
治
・
経
済
な
ど
を
含
め
て
︑

勉
強
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
﹂︑﹁
日
本
語
を
教
え
る
こ
と
は
学
習
者

の
母
語
を
奪
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
習
者
の
母
語
・
母
文
化
を
尊
重
し
︑

認
め
合
う
こ
と
の
大
切
さ
を
実
感
し
て
い
ま
す
﹂。

日
本
語
を
教
え
る
こ
と
の
楽
し
さ
は
︑
私
た
ち
が
日
本
語
を
客
観
的
に
見
る
こ

と
を
学
び
︑
日
本
語
や
日
本
文
化
の
新
た
な
発
見
が
で
き
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
︑
日
本
語
を
教
え
る
こ
と
の
難
し
さ
も
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
日
本
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
簡
単
に
日
本
語
を
教
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
。
日
本
語
を
教
え
る
た
め
に
は
︑
日
本
語
を
体
系
的
に
学
び
︑
学
習
者
の

立
場
に
立
っ
て
教
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

本
日
の
お
話
は
︑
こ
れ
で
終
わ
り
で
す
。
ご
清
聴
︑
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

図10　日本語を学ぶこと、教えることから

さまざまな日本語学習者の声
「初めはローマ字で学習。漢字や平仮名を勉
強して、日本文化の見方が広がりました。今
は俳句や陶芸に挑戦しています」

「尊敬する人は日本にいないから、敬語は勉
強しなくてもいいと思ったが、生活のいろい
ろな所で敬語表現が使われていた」

さまざまな日本語教師の声
「日本語指導を通して、日本の言語・文化の
みならず、政治・経済なども含めて、勉強す
ることの重要性を学んでいる」

「日本語を教えることは学習者の母語を奪う
ことではない。学習者の母語・母文化を尊重
し、認め合うことの大切さを実感」
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