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要 旨
地域に 在住す る 外国人 に 対す る 読み書 き 教育 の 大 き な 目 的 は， 自身が 置か れ て い る 社会 の 不備や問題 への 気づき

や， 主体的 な 社会 参加 だ と 考え る 。 そ の意味で， 彼ら 生活者 に 対す る 読み 書 き 教育 は識字教育 と 呼ぶに ふさ わ し し、。

し か し ， 日 本語の 文字体系 の 複 雑さ か ら 学習 を 途中 で 諦め て し ま う 学習者が非常 に 多 い。 継続的 な 識字学習の た め

に は， 体系 的 に 漢字 や漢字語 を 学べ る よ う ， 日 本語の漢字の体系 に 関す る 知識 を 獲得し ， そ れ と 共 に ， 学習者 自身

の 生活 の 文 脈で漢字を 学 ぶ必要が あ る 。 さ ら に ， 良き 支援者を 得る こ と も 学習 の 継続 に は 重要で あ る 。 そ こ で， 筆

者 ら は， 支援者の 助け を 借 り た 識字活動 を 通し て ， 継続的 な 学習 の 基 礎を作 る こ と を 目 的 と し た生活者 向け漢字教

材『こ こ か ら は じ め る 漢字 1 00ーシ ス テム で学 ぶ生活 に 役 立つ漢字 一」を 作成 し た。 本 稿で は， 本教材の 特徴を 述

べ る と 共 に ， 地域日 本語教育 に お け る 読み書 き 教育の 「 今後 の 在 り 方 」に つ い て 提言す る 。
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1 は じ め に

地域 に在住す る 外国人 ( 日 系人労働者， 配偶者， 研修生， 帰国者， 留学生ーな ど) の 中で， 言語学習

の場が保障 さ れ な い ま ま き た人 々 へ， 市民 ボラ ン テ ィ ア が 中心に な っ て 担 っ て き た (担わ さ れてき た)

日 本語教育 (支援 も 含む) が， 国際交流協会や任意団体な どが主催の地域 日 本語教室で行 わ れ てい る 。

そ の歴史 は地方 に お い て も ， も う 30 年以上 に な る 。 こ れ ら を総称 し て地域 日 本語教育 と 本稿で は呼ぶ。

地域 日 本語教育を外国人への言語保障の視点で整備す る こ と や， そ の教育の あ り 方の議論が起 こ って

久 し い。 そ の 中で， 読み書 き 教育は， そ の必要性が 問 わ れ な が ら も ， 教育内容や方法論が， 話す聞 く 教

育 に 比べて， 後回 し に さ れて き た感があ る 。 そ の理由の主な も の は以下 と 考え ら れ る 。 工場労働や家事

労働な どが主な仕事であ る こ と が多 い 日 系人労働者や配偶者， 研修生 に と っ て ， 明 日 を生 き 抜 く た め の

会話力 の習得が と に か く 喫緊の 課題で あ っ た こ と ， さ ら に教育 ・支援の担い手であ る ボ ラ ン テ ィ ア に は，

文型積み上げを 基盤と し た， 伝統的 な 話す聞 く 教育の方法は， 良 き に つ け悪 し き に つ け， ボ ラ ン テ ィ ア

養成講座を 中心に技術委譲が行わ れ て き た が， 読み書 き 教育の体系 的教授法は， 技術委譲が行わ れ に く

か っ た こ と な どで あ る 。 結果， 読み書 き 教育に関 し て は， ボ ラ ン テ ィ ア 自 身が母語で あ る 日 本語を学校

で習 い覚えた よ う に ， í努力 し て書 い て 覚え る 」 と い う 方法が踏襲 さ れ がちで あ っ た。 そ し て， 特 に非

漢字園出身者の 中 に は， 漢字数 の 多 さ や字形の複雑 さ な ど に よ っ て， た とえ漢字学習 を始め た と し て も

途中で あ き ら め て し ま う 人が多 い と い う 結果を生んだ。

本稿で は， 地域 日 本語教育 に お け る 読み書 き 教育を識字教育 と 捉え る 意義を述べ， 2 008 年か ら の 地

域 に お け る 識字教育の実践を も と に生 ま れ た教材 『 こ こ か ら は じ め る 漢字 100ー シ ス テ ム で学ぶ生活 に

役立つ漢字 - j (以下， � こ こ 漢j) の 作成意図 ・ 作成過程 ・ 特徴な どを論ず る こ と で， 地域 日 本語教育

に お け る 読み書き 教育の 「今後 の在 り 方」 につい て 提言 し た い。 な お ， 本教材 は， 平成2 3 年度富 山 県

定住外国人への文字 ・ 読み書 き 整備事業 と し て富山県か ら 委託を受 け て作成 し た も の で あ る 。
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2 識字教育 と 位置づける こと と ， 本教材の 目 的 ・ 学習 目標

「 ま ちな か の看板J I学校な どか ら 配布 さ れ る お知 ら せ」 そ し て 「災害情報」 な ど， 実 に 多 く の 文字情

報 に よ る や り 取 りがな さ れ る 社会に お い て， I読み書 き 」 がで き な い こ と で， 大 き な 不利益を被 る こ と

は 否 め な い。 ま た ， 何か情報を得た い場合 に ， 全て周囲 の人に頼 ら な け れ ば な ら な い と い う の は， 成人

で あ る 外国人 に と っ て極 め て不本意な状況だ と 言え る 。 地域 日 本語教育の読み書 き 教育の大 き な 目 的 は，

外国人がこ の よ う な 状況か ら脱却 し ， I子 ど も の教育 に 主体 的 に 参加す る J I職業を 自 ら 選ぶ」 な ど， 社

会に主体的 に参加す る こ とがで き る よ う に な る こ と だ と 考え る 。 そ し て， で き れ ば 自 身の置かれて い る

言語保障の な い状況， 学習環境の不備の基底 を な す 問題 に 気づ く こ と で あ る 。 そ う で あ れ ば， こ れ ら の

教育 はフ レ イ レ (1979) の言 う ， 識字教育 と 呼ぶ の にふ さ わ し い だ ろ う。 識字教育の枠組みで捉え る 時，

最 も 重要な こ と の l つ は， 支援者であ る 日 本人ボ ラ ン テ ィ ア の在 り 方であ る 。 こ れ ら に つ い て 『 こ こ 漢』

で は， ボ ラ ン テ ィ ア 学習支援者 (筆者 ら の実践で は サ ポ ー タ ー と 呼ぶ。 以下， サ ポ ー タ ー。 ) へ の メ ッ セ ー

ジ と い う 形で取 り 入れ て い る 。 こ れが本教材の大 き な 特徴で あ る 。

『 こ こ 漢』 の 目 的 は， 外国人が 「支援者の 助 け を借 り た識字活動を通 し てJ， I漢字を続け て勉強 し て

い く た め の基礎を作 る こ と 」 で あ る 。

「一人 で は 学習を続け ら れ な い」 と い う 外国人の 声 も よ く 聞 か れ る 。 継続的 な 学習 の た め に は， 漢字

学習 の初期の段階 に お い て漢字や漢字語の体系 を学ぶ こ とが必要であ る こ と は， 留学生教育な ど従来の

教育で も 主張 さ れて い る 。 筆者 ら は， 漢字の体系 を生活者 に わ か り やす く 提示す る こ と や， 漢字や漢字

語葉を彼 ら の生活の文脈の 中 で示 し て い く こ と に 加え， 地域 日 本語教育では特に， 学習 に寄 り 添 っ て く

れ る 良 き 支援者を 得 る こ とが重要だ と 考え た。

こ の た め に ， 以下に 示す本教材の 学習 目 標は， 支援者 と ， 学習者の双方 に 向 け ら れ る 。

1 ) 何の た め に 外国人が読み書 き を学ぶの か， そ の意義 ・ 権利と共 に ， 外国人の習得に関わ る 困難 さ

を学ぶ。

2 ) 漢字や漢字学習 に興味を持つ こ とがで き る よ う に す る

3 ) 漢字の成 り 立ちゃ漢字語の語構成な どの， 基本的な “漢字の シ ス テ ム" を理解す る

4 ) 生活で よ く 使 わ れ る 漢字や， 他の漢字の構成要素 と な っ て い る 基本的な 漢字 100 字がわか る よ う

に な る

( ま ず は意味がわ か る よ う に な る こ と を 目 指す。 書 け る よ う に な る こ と は， 必ず し も ね ら わ な い)

3 Ii'ここか ら はじめ る 漢字 1 00ー システムで 学ぶ生活 に役立つ漢字一』の特徴

『 こ こ 漢』 の主な 特徴は以下の 2 点で あ る 。

1 ) 漢字の シ ス テ ム と 生活漢字， 両者を結びつ け た漢字教材で あ る こ と

2 ) サ ポ ー タ ーが学習者の学びを支援す る こ と を想定 し ， サ ポ ー タ ー に 向 け た メ ッ セ ー ジ を教材全体

に配 し て い る こ と

1 ) に つ い て 述べ る 。 生活者の た め の漢字教育の方法 と し て ， I駅J I病院」 な ど， 漢字の使用場面 ご

と に 語 を ま と め て 提示す る と い う 教材 は ， 既 に あ る (�生活の 漢字』 を か んがえ る 会， 201 1 な ど) 。 想

定 さ れ る 主な学習者で あ る 日 系人労働者や配偶者が， I 日 報を書か な け れ ば な ら な L 、J I子 ど も の学校か

ら の お知 ら せを読ま な け れ ば な ら な L 、」 な ど， 実際の生活での読み書 き を今す ぐ に必要 と し て い る 現状

を考慮す る と ， 生活か ら離れな い文脈で漢字語を提示す る こ とが有効で あ る と い う の は， 容易 に理解で

き る だ ろ う 。 『 こ こ 漢』 で も ， I資源回収の お知 ら せJ I病院か ら も ら う 薬の袋の 表示」 な ど， 学習者 に と っ

て読み書 き の必要があ る と 考え ら れ る 素材 (� こ こ 漢』 で は生活素材 と 呼ぶ。 以下， 生活素材。) を用 い

た練習を各課で提供 し て い る 。 こ こ で の生活素材の取 り 上げは， 学習者の生活 に沿 っ た 内容で漢字語を

学習す る こ と で学習の効率性を ね ら う だ け で は な い。 学習に彼 ら の生活を持ち込み， そ こ で学習者 と サ

ポ ー タ ー とが対話を交わ す 中 で， 互い の生活や 自 分たちが暮 ら す社会の状況を認識 し， そ れ ら に 対す る
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問題意識を持っ き っ か け と な る よ う な 気づ き が両者 に 生 ま れ る こ と を意図 し て設 け た も の で あ る 。 こ れ

は， 本教材が識字教育を志向す る こ と の 一つの現れ で あ る 。

さ ら に ， r こ こ 漢』 の特徴は， 学習 に生活を持 ち 込ん だ と い う こ と に と ど ま ら な し 、。 上記 1 ) に 示 し

た よ う に ， こ れ を， I漢字の シ ス テ ム 」 と 結 ひやつ け た と こ ろ に 大 き な 特徴が あ る 。 こ こ で言 う 「漢字の

シ ス テ ム 」 と は ， 字源や字形 の 構造性， 音訓， 漢字語の用 法や造語性な ど， 漢字 に 関 わ る 体系 を 指す。

学習者が， 自身の身の回 り に あ る 漢字や漢字語を学ぶ こ と は ， す ぐ に役立つ漢字が学ひ7こ い と い う 生活

者 と し て の 学習者 に と っ て は有益だ と 言え る 。 し か し ， 漢字の字形 に お け る 構造性や熟語の構造な どを

知 ら な い ま ま ， た だ ひ た す ら 漢字を覚え て積み上げてい か な け れ ば な ら な い と し た ら ， そ の 負担が相 当

大 き い も の に な る だ ろ う と い う こ と は容易 に 想像がで き る 。 漢字の 体系 を 学習 の 初期の段階で知 る こ と

が重要だ と い う の は， 留学生教育な ど で は 従来か ら 指摘 さ れて き た の に， 生活者 日 本語教育で は ほ と ん

ど実践 さ れ て こ な か っ た。 『 こ こ 漢』 は ， こ れ ら 漢字の シ ス テ ム を提示す る と 共 に ， そ れ を生活素材の

中で確認す る と い う 形で， 両者を結びつけ て お り ， こ こ に 本教材 の 大 き な 特徴が あ る 。

2 ) の サ ポ ー ト す る 際の留意点 につい て は， サ ポ ー タ ー へ の メ ッ セ ー ジ と い う 形で書かれて い る 。 こ

れ ら に は大別 し て 2 種類の メ ッ セ ー ジがあ る 。 一つは， サ ポ ー タ ー が リ!ード し て 活動を進め る 際の留意

点で， も う 一つは， サ ポ ー タ ー と 学習者の関係性に配慮、 し た 内容の も の で あ る 。 特に読み書 き の能力 に

お い て は， サボー タ ー と 学習者 と の差が ど う し て も 大 き く な っ てしま う た め， 両者の 関係が 「教え る 人」

と 「教え ら れ る 人」 と い う 固定的な も の に陥 っ て し ま い が ち で あ る 。 確か に ， 学習 の現場 に お い て は，

漢字語の読みや意味な どの情報 を サ ポ ー タ ー か ら 学習者へ伝え る と い う 側面 も あ る 。 し か し ， そ の 関係

性 は固定的 な も の で は な く ， サ ポ ー タ ー が学習者の 学 び に 寄 り 添い な が ら ， 共 に外国人の識字学習 に 関

わ る 現状を認識す る こ と が， 結果的 に 学習者の学び を促進するのでは な いか と 考え る 。 そ こ で， r こ こ 漢』

では， 1教え る 人J I教え ら れ る 人」 と い う 固定的な 関係性に陥 っ て しまわ な い た め の サ ポ ー タ ー へ の メ ッ

セ ー ジ が示 さ れ て い る 。 こ れらが 「サ ポ ー タ ー と 学習者の 関係性に 配慮 し た メ ッ セ ー ジ 」 で あ る 。 な お ，

サ ポ ー タ ー に 対す る メ ッ セ ー ジ の具体的な 例 は ， 5 .3 で示す。

4 本教材の概要

4 . 1 対象

『 こ こ 漢」は， 簡単な 日 常会話が で き ， ひ ら がな や カ タ カ ナは読め る が漢字 は ほ と ん ど わ か ら な い と

い う 学習者， あ る い は， 漢字を あ る 程度勉強 し て き た も の の ， 漢字の 体系 に 関 わ る 基礎知識を ほ と ん ど

持 っ て い な い た め に ， 体系 的 に 漢字や漢字語を覚え る こ と がで き ず， 継続的な 学習が難 し い と い う 人を

対象 と し て作成 し た。 こ れ ら の学習者が， 日 本語教育専門家が コ ー デ ィ ネ ー タ ー と し て教室全体の 学習

活動を進行す る 中で， サボー タ ー の 助 け を借 り な が ら 学習 を進 め る 場合， あ る い は， 学習者 と サボー タ ー

が l 対 1 で学習 を 進め る と い う 場合の 両方で使用す る こ と がで き る 。

4 . 2 全体構成

『 こ こ 漢』 は ， I漢字の は な しJ と し て漢字の成 り 立 ちゃ音訓につい て簡単 に 学ぶ た め の 第 O 課 と ， 第

1 -- 10 諜の 教材本編か ら な る 。 各課で取 り 上 げ た 漢字の シ ス テ ム と 学習漢字， 各課の代表的な 生活素

材は表 l の通 り で あ る 。

表 1 rここからはじめる漢字1 00ーシス テ ムで学ぶ生 活に役立つ 漢字一』の全体構成

漢字の シ ス テ ム の 基 礎 : 漢字の 成 り 立ち ， 基本o I 
の 点画 ， 音訓

な し 1) な し

1 I漢字の成 り 立ち : 象形文字
日 ・ 月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 ・
土 ・ 山 ・ 川 ・ 田 ・ 人

申込書
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2 漢字の 成 り 立ち : 指事文字 ， 象形文字
上 ・ 中 ・ 下・ 大 ・ 小・ 本 ・

ス ー パ ー の 食品売り 場半・ 肉・ 魚

3 漢字の 成 り 立ち : 会意文字
休 ・ 体 ・ 間 ・ 明・ 力 ・ 男・

営業時間 の 案 内女・ 子 ・ 好・ 品

4 
造語成 分と し て の 漢字 : 時 に関わ る こ と ば に 用 朝 ・ 昼・ タ・ 夜・ 午 ・ 前・

ご み収集
い る漢字 後 ・ 曜・ 週・ 毎・ 時

5 漢字 の 成 り 立ち : へん ・ っく り 2)
作 ・ 使 ・ 酒 3) ・ 洗 ・ 油 ・ 温

電気製品
話 ・ 読 ・ 押・ 払

6 漢字の 成 り 立ち : か ん む り ・ あ し ， た れ
花・ 薬 ・ 富 ・ 家・ 雪・ 電・

病気 ・ 薬庖・ 度 ・ 病・ 痛

7 漢字の 成 り 立ち : か ま え ， に ょ う
国・ 回・ 開 ・ 閉・ 道・ 近・

通信販売で の 買い 物d遠・ 遅・ 速・ 送

8 字形 と 音の 関係 : 形 声文字
寺・ 持 ・ 験 ・ 検・ 険・ 青・

注意書 き の 看板請・ 清 ・ 晴

9 
造語成 分と し て の 漢字 : 動 詞に 使 わ れ る 漢字 ， 行・ 来・ 帰・ 食・ 飲・ 見 ・

各種お 知 ら せ
語 構成 聞・ 書 ・ 買・ 教

10 造語成 分と し て の 漢字 : 接辞に 使わ れ る 漢字
場・ 館 ・ 所・ 費 ・ 料 ・ 不・

避難 所全・ 新 ・ 古

各課で取 り 上 げ た漢字の 中 に は， 当該課の漢字の シ ス テ ム に合致 し な い も の が あ る が， そ れ は， 他の

学習漢字 と ま と め て 学習す る こ と で記憶の助けに な る だ ろ う と 判断 し て取 り 上 げ た も の で あ る 。 な お ，

漢字の シ ス テ ム に つ い て は 5 . 1 で詳 し く 述べ る 。

巻末 に は. r練習 し ま し ょ う J(4 .3 参照) の練習で用 い る 漢字カ ー ド作成用 シ ー ト (第 4 課用 と 第 9 課用，

各 1 ペ ー ジずつ) と 生活素材 (第 5 課用， 1 ペー ジ) をつけて い る 。

4 . 3 各課の構成

各課の構成は以下に示す通 り で あ る 。

1 ) 知 っ て い ま すか?

2 ) 今 日 の ポ イ ン ト

3 ) 漢字の意味 と 読み方を お ぼえ ま し ょ う

4 ) 練習 し ま し ょ う

5 ) 書 き ま し ょ う

6 ) 生活の 中 の漢字

7 ) 作文

1 ) の 「知 っ て い ま す か」 では， 当該課の 学習漢字が含 ま れ る 生活素材を提示 し て い る 。 こ こで は，

必ず し も 素材の漢字が全て読め る 必要 は な く ， 既知の漢字が あ る か ど う かを確認 し た り ， 漢字， あ る い

は漢字以外の視覚情報や素材 に 関す る 既知情報か ら ， 書い て あ る 内容を推測 し た り す る こ と で， 学習 内

容への興味を喚起す る こ と が第一の目的 で あ る 。

2 ) の 「今 日 の ポ イ ン ト 」 で は， 1"知 っ て い ま す かJ で確認 し た 漢字を も と に ， 当該課で学ぶ漢字の

シ ス テ ム を確認す る よ う に な っ て い る 。

3 ) の 「漢字の意味 と 読み方を お ぼえ ま し ょ う 」 は， 学習漢字 と そ れ ら の 漢字を用 い た漢字語の リ ス

ト で漢字 と 漢字語の意味や読み を確認す る た め の ペ ー ジ で あ る 。 各語は， 音訓そ れ ぞれを用 い た語が区

別 し て示 さ れて い る 。 ま ずは漢字の意味を確認 し た上で， サ ポ ー タ ー と 共に 漢字語を読ん でみ る こ と で，

学習漢字の音訓が確認で き る よ う に な っ てい る 。

4 ) の 「練習 し ま し ょ う J に は， 当該課で提示 さ れ る 漢字の シ ス テム， そ し て学習漢字の字形や意味

を覚え る た め の ゲ ー ム や活動を配 し た。 こ こ に は漢字を書 く 練習 も 含 ま れて い る が， こ れ は， あ く ま で

字形を覚え て漢字を識別す る 力 を養 う こ と を 目 的 と し た も の で あ り ， 漢字が書け る よ う に な る こ と は基
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本的に は ね ら っ て い な い。

5 ) の 「書 き ま し ょ う 」 は ， 漢字の 書 き 順 と ， 漢字を 書 く 練習 を するた め の枠か ら な る。 こ こ で も ， 4 )

の 「練習 し ま し ょ う 」 同様， 字形 の 記憶 の た め に 書 く 。

6 ) の 「生活 の 中 の 漢字」 で は ， 学習漢字を含ん だ 「学校か ら の お 知 ら せJ r看板Jな ど の 身 の 回 り

の生活素材 を読み な が ら ， 学ん だ漢字が実際の 生活で ど の よ う に 用 い ら れ て いるか を確認する。 各練習

は， 生活素材 と ， 素材から必要 な 情報 を 読 み取るた め の質 問 ( r考え ま し ょ う ! J) ， お よ び， 素材 に 関

連 し た 話題で学習者 と サポ ー タ ー と が対話 を行 う た め の質 問 ( rサポ ー タ ー と 一緒 に 話 し ま し ょ う J) か

ら な る。 な お ， r生活 の 中 の 漢字」 作成上 の 留意点や， 練習 の 目 的 など に つ い て は， 後 の 5 .2 で詳 し く

述べる。

7 ) の 「作文J は ， 身近な 話題 に つ い てサボー タ ー と 対話を行い， そ れ を文章 に する こ と で， 自身 の

経験や考え な ど と 関連付け て 漢字 の 記憶 を促進する こ と ， ま た ， 文 中 で の 漢字語葉の 用法を確認する こ

と を ね ら っ て いる。

な お ， 各課の 3 ) r漢字の 意味 と 読み方を お ぼ え ま し ょ う J 5 ) r書 き ま し ょ う J 6 ) r生活 の 中 の 漢字」

に は， rチ ャ レ ン ジ し よ う ! J と 題 し た ペ ー ジ が含 ま れ て いる。 「 こ こ 漢』は， 漢字 の 学習経験 はあるが，

個 々 の 漢字 を 関連性の な い 別個の も の と し て ， た だひたす ら 覚え よ う と 試み た た め に ， そ の 記憶が継続

しな い と い う 学習者が， 漢字のシス テ ム を 改 め て 学ぶ と い う 場合 に も 使用 で き る。 「 チ ャ レ ン ジ し よ う ! J 

の ペ ージは， こ の よ う な 学習者を対象 と し て 作成 し た。 3 ) で は ， 基本 の ペ ー ジ で は取 り 上 げ て い な い

漢字語や， 当該課 の漢字のシス テ ム に 関 わる， 基本の 学習漢字以外の漢字 と そ れ ら の 漢字を用 い た語 の

リ ス ト を 掲載 し て いる。 5 ) で は， 3 ) の 「 チ ャ レ ンジ し よ う ! J で取 り 上 げ た 漢字 の 筆順が示 さ れ，

書 く 練習 を するた め の枠が設 け ら れ て いる。 6 ) で は， 内容が多少複雑であ っ た り ， 未習語 の 割合が高

い生活素材 を 取 り 上げ， そ れ ら の読み書 き を練習する こ と がで き る よ う に な っ て いる。

5 .  教材作成にあたっての留意点

『 こ こ 漢』の 大 き な 特徴 は ， 3 で述 べ た 通 り ， 1 ) 漢字のシス テ ム と 生活漢字， 両者 を 統合 し た 漢字

教材である こ と と 2 ) サボー タ ー が学習者 の 学 び を識字教育 の枠組 み で支援する こ と を 想定 し ， サポ ー

タ ー に 向 け た メ ッ セ ー ジ を 教材全体 に 配 し て いる こ と の 2 点 である。 こ こ で は ， こ の 2 点 を 教材 と し て

具現化する にあた っ て の 留意点 に つ い て述べる。

5 .  1 r漢字の システム」 の選定

『 こ こ 漢』で取 り 上 げ た 「漢字のシス テ ム 」 は， 大 き く 以下の 2 つ に 分 け ら れる。

1 ) 字形 の 成 り 立ちゃ構造性 に 関 わる も の …第 1 � 3 課， 5 � 8 諜

2 ) 漢字の 造語性 に 関 わる も の …第 4 課， 9 課， 10 課

教材の前半部分 で は字形の識別 に慣れ さ せるため， 主 に1 )を 取 り 上げて いる。 第 l 課， 2 課 の 象形

文字 は 他 の 漢字の 造字成分 と し て も 用 い ら れる も の が多 く ， 後 の 学習 の 基礎 と な る部分 である。 第 5 課

� 7 課 は 部首をシス テ ム と し て取 り 上 げて いる。 こ の 部分 は ， 会意文字 を取 り 上 げ た 第3課で多 く の 漢

字が複数 の 部分 の 組 み 合 わ せ か ら 成る こ と を 学ん だ後で， 字形の 構造の パ タ ー ン を知るた め の 項 目 であ

る。 第 8 課 の 形声文字は， 字形 と 音 と の 関連 と して取 り 上 げ た項 目 である。

主 に 後半部分 で は ， 造語成分 と して の 漢字 に 関 わるシス テ ム を 取 り 上 げ た 。 漢字 の 体系 に つ い て は ，

漢字の字形， 音， 意味 に 加 え ， 造語性や品調性な ど， 漢字語葉 と し て の 用法 に つ い て も 着 目 する必要 の

ある こ と が加納 (1999) な どで指摘 さ れ て いるが， こ の 点 を考慮、 し て こ れ ら のシス テ ム を 組 み 入 れ た 。

第 4 課 は， 当該課の学習漢字が造語成分 と な る漢字語 の意味 に よ り グル ー ピ ン グ し た も の ， 第 9 課 は，

漢字語 の 品詞 に よ り 分類 し た も の である。 第 9 課 で は， r来日 」 や 「見学」 な ど の 学習漢字 を用 い た 漢

字語 を 材料 に ， 漢字熟語 の 語構成 に ついて も 学ぶ こ と を 想定 し て いる。 第 10 課 は， 漢字の 接辞的用法

phd
 

1ょ



に つ い て 取 り 上 げ て いる。

5 .  2 r生活の中の漢字」 の作成

5 .  2 .  1 r生活の中の漢字」 の 目 的

「生活 の 中 の 漢字J は ， 4 .3 で述べ た よ う に ， 生活素材 と 「考え ま し ょ う J iサボー タ ー と 一緒 に 話 し ま し ょ

う 」 か ら なる (図 1 ) 。

図 1 r生 活の 中 の 漢字」 の例
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実際の生活 に お ける読み書 き で は， 未習漢字が多 く 含 ま れる中 か ら 必要 な 情報 を 把握する こ と が必要

である。 『 こ こ 漢』で取 り 上 げ た 素材 に は， 学習者 に と っ て は未習 と 考え ら れる漢字や漢字語 も 多 く 含

ま れるが， そ こ か ら 情報を読み取る活動 を通 じ て ， 既知 の 漢字や， 例 え ば学校か ら の お 知 ら せ に 添え ら

れ た イ ラ ス ト ， 電気製品の ボ タ ン の 位置や大 き さ な ど， 漢字以外の 視覚情報， 素材 に 関 わる既知情報か

ら 内容 を推測する力 を養 う こ と も ね ら っ て いる。 「考え ま し ょ う 」 の質 問 は ， 学習者が順 に 答 え て い く

こ と で， 必要 な 情報を読み取る こ と が で き る よ う に な っ て いる。 こ の よ う に ， I生活 の 中 の 漢字」 で は ，

素材の 内容を 完全 に 理解する こ と を 目 指 し て いるわ け で は な く ， I読める漢字が増え たJ I全部 は わ か ら

な い け ど， 自 分が知 っ て いる こ と か ら 内容が推測で き たJ と い っ た一定 の達成感や， 漢字学習 が実際の

生活 に 結 びつ い て いるの だ と い う 実感 を 持つ こ と で， 学習 を 継続する動機づ け に な る こ と を ね ら っ て い

る。

な お， 2 で記 し た 教材 の 目 的 の 4 )で も 示 し た よ う に ， r こ こ 漢』 で は， 漢字や漢字語 を 見 て ， そ れ

が何を意味するの か が わ かる と い う こ と を 目 指 し て お り ， 漢字が書 けるよ う に な る こ と を必須 だ と は考

え て い な い。 教材 に は書 く 練習 も 含 ま れ て いるが， そ れ は字形 の 記憶 の 助 け に なる こ と を ね ら っ て いる

も の である。 学習者の ， 漢字が書 けるよ う に な る こ と へ の 負 担感や必要 の 度合 い な ど を 総合 し て考える

と ， ま ず は漢字の識別 が で き る よ う に な る こ と を 目 指 し ， 少 し で も 漢字学習へ の垣根を低 く する こ と が，

継続的 な 学習 に つ な がる と 考えるか ら である。 「生活 の 中 の 漢字」 で も ， 表 2 に 示す よ う に 「書 く 」 練

習 が含 ま れ て は いるが， こ れ は 自 身 の 住所や家族 の 名前な ど， 漢字で書 く 頻度 が高 い も のや生活 で の 必

要度が高 い も の に 限定して いる。 そ れ も ， 覚 え て 書 ける よ う に な る必要 は な く ， 手本 を 見 な が ら 書 ける

よ う に な れ ば い い と 考え て いる 九

ま た ， 素材の 話題 に 関連 し てサポ ー タ ー と 対話を行 う た め の 「サポ ー タ ー と 一緒 に 話 し ま し ょ う 」 は ，

学習者が楽 し み な が ら 学習 に 取 り 組む こ と だ け で な く ， 対話 を通 し て 学習者 と サポ ー タ ー と が互 い の 信

頼関係 を徐 々 に 築 い て い く こ と も ね ら っ て いる。 こ れ は， 継続的 な 学習 に は重要な こ と である。 加 え て ，

相互のや り 取 り に よ っ て， サボ ー タ ー が， 学習者の 新 た な ニ ー ズ を 掘 り 起 こ す， 学習者が生活上で抱え

る問題 に気づ き ， 共 に考える問題 と し て 認識するな ど と い っ た こ と も 考 え ら れるが， こ れ ら の こ と も ，

対話 を し な が ら 学習 を進 める こ と の 大 き な 効用 だ と 考え ら れる。

5 .  2 .  2 r生活の中の漢字」 の作成 にあたって

「生活 の 中 の 漢字」 の 作成 に お い て は， ま ず， 各課で取 り 上 げる生活素材を 選定 し ， 次 に 教材化を行 っ

た。 表 2 は， 各課で取 り 上 げ た 生活素材 と ， そ れ ら の 素材 に 付随する技能 の 一覧である。

表 2 各課 の 生 活素材 と技能

B : ス ー パ ー の ポイ ン トカー ドの 申込書 日 付 ， 住所， 生年月 日 ， 住所， 電話番号 を 書 く
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1 
I B : ATM の 手数 料の 表示 ‘ 曜日 や時間帯別 の 手数 料を読み取 る

C: 回覧板
- 行事の 日 時 ， 目 的地な どを読み取 る
- 回覧板 を 回す 際 に 必要な 行動を確認す る

B : 食品の 表示 食品の量や価格 ， 消費期限を読み取 る
一 一- 一ー ーー 一 一ー 一 一ー ・ 一 一 一一一 ー 一一『一一ー・......‘ _..一一 日 ・一日....・日....... ..晶 '・・ 4酔 唱・・ ・a・ ・ー・ 4酔・a・ ・・・ ・ーー ・・ー ・ー ・・・・.....

2 IB : ス ー パ ー の売り 場案 内 各 食品の売り 場が どこ か を読み 取 る

C: ス ー ノ f ー の チ ラ シ 各 食品の 価格 ， 割引率な どを読み取 る

B : 飲食庖 の 営業時間案 内 庖 の 営業時間 や定休日 を読み取 る
一 ー ー一 一一一 一 一ー ー 一 ー一一一一ー 晶 晶一 一-_-_-_.- 日圃晶・日 ‘一一・叫 日 晶日目 日晶 ....... 晶 日 “ ・ 4酔 a‘・‘ ・ “ +・ . “ ・・・・・ ，・ ・ 合唱・ ・・ー ..... ......... ・・・合........... ・

3 1 B : パ ー ト・ ア ルバ イ トの 募集広告 仕事の 内容 ， 給 料， 勤務時聞 を読み取 る

C: 町 内会 の 行事の お知 ら せ 行事の 日 時 ， 集合 場所な どを読み取 る
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

B : 資源 回収の お知 ら せ・ ・m・ ・ 一 一 ・ 一一

B : ご み収集 日 を 表示 し た 看板
『 一一一 -一 一 一 一- 一 一 -一 一 一一 ・ー』・4・一・ ー・ ・』 ー ・一 一 一一一一 』 ー ・ ・一 色』 一 世 合』合合

B : カ ル チ ャ ー 教室 (親子教室) の 案 内

C: ご み ・ 資源 物の収集 カ レ ン ダ ー

B : 暖房器 ( フ ァ ン ヒ ー タ ー) の ボ タ ン
・ ーー ・....ー・ ーー，骨骨 骨骨 ..........・・ ーー...... ..............‘亭亭亭噂・‘.........‘ ‘・‘ ・......-... ・・ ・ ‘・‘・

B : 炊飯器 の ボ タ ン
日 時 晶 一一日 『圃 . .... ...__.......... 日戸圃 ・_...._- .....-_..・ ・m ・・一 一 一 ーー ー』ーー一 一ー 一 色

B : 洗濯機の ボ タ ン

C: DVD レ コ ー ダ ー の説明書

B : 天 気予報
............ .. ......................... .............. ・................. ・ ......・ H・ H・ ・ ..... ・ H ・

B : 電気使用量の お知 ら せ
・ ・・ ‘・ ・‘・‘ ・‘・‘ー，

B : 病院で も ら う 薬 の 袋 の 表示

C: 問診票

B : 通 信販売の 送 料
.........-・ ......... 亭 日時 四 .................. ....... ..................... ............ ー ...... ・p ・ ... ...-・一一 ー

B : 工事案 内の 看板

C: ATM の 表示

B : 注意書 き の 看板
一 一 一 一 一一 一 一一一-一一 一一一 一 一一一一一一一一 一 一 . ....._.....・

B : 車 検の チ ラ シ

C: が ん検診 の お 知 ら せ

B : 地域の 教室の お知 ら せ

B : ス ケ ジュ ー ル帳

C: 図書 館の 利用 案 内

B : 避難 所の 案 内 看板
.......... 骨 骨争 骨 骨骨......... 圃 晶a ・ ・ ・・ ‘ーー ー ‘・

B : 家計簿

C: 駐車 場案 内

回収時間 や回収 物 の種類を読み取 る
一 一 一 一 一 一 一・ “一 一・ 曲 目 一一 一h 一一. ‘一 “一一一吋 合. .... ...... ....._........- .......... ー 晶 日晶 日

収集す る ご み の種類 と 曜日 を読み取 る......... 曲 目台 骨 ..... ........... .................. ........・ .................._..._..... ....... ............. ・

教室の 内容 ， 曜日 と 時間， 問 い合 わ せ方法を読み取 る

収集す る ご み の種類 と 曜日 ， 分別方法を読み取 る

運転開始 ・ 終了 時 ， 温度調節時 の 使用 ボ タ ン を選 ぶ
一 一ー ーー ーー ーー ーー 一一 一 一一一一 一ー 一........_._一- 一 一ー 一一 一一一一一-一一一一一一一一一ー 一一一 一 一ー 一 ・・・ 一 一 一一一一一一' 一 一一 一ー 一一 ーー

炊飯開始時の ボ タ ン を選 ぶ， 各 ボ タ ン の 機能 を確認す る
一一 日 ・ ... .................... ............・ H・ ......_...

洗濯開始時 の ボ タ ン を選 ぶ， 適切な 洗剤 の 量を確認す る

番組 の録画予約方法 ， 録画番組の 視聴方法 を読み取 る

天 気予報の 内容 を読み取 る
..........四 日・ ......... ...................... ................・ ・.-..-・ P・--.._....._......... .....-...・ P・ ・目 .-..・ ・... ・...... 目・ .................... ・....... ・ ・.

該 当 月 ， 電気料金を読み取 る
日 昼日 早白 山 晶 晶 晶一ー.日昼 圃 晶 日 晶 ・ ‘ ・・a 一 一 一ー .日晶 一一・日昼 ・ ・ 晶 一 一 ・ ‘

何 日 分の薬か ， い つ 飲ま な け れ ば な ら な い か を読み取 る

- 問診票 を書 く
- どん な 場合 に 問診票を書 く の か を確認す る

地域ご と の 送 料を読み取 る
......-一 一一 .._- 圃._....... ..........・....... ...... ................・日明日 _...._..._..._..._...- ......... ............ ........ ・ .....................

工事期 間 ， 迂 回路を読み取 る

振込時の使用 ボ タ ン を選 ぶ， 手数 料を読み取 る

看板 の 内容を読み取 る
‘ ド 町酔 守 晶晶晶 晶晶 ・ 晶 晶 晶 .‘・ ‘・‘・‘・.‘・‘・‘・ .‘晶 ‘・‘晶 晶圃 ・・ ‘・・・ ‘・・ ・ ・・ ‘・・ ・・・・ ・・・ ・・ ・ ・ a ・・・ ‘ー.

車 検時期 ， 予約方法を読み取 る ， 持ち 物を確認す る

検診 の 対 象者 ， 日 時， 料金 ， 申 し 込 み方法を読み取 る

教室の 内容， 日 時 ， 持ち 物を読み取 る

ス ケジュ ー ル を 書 き 込 む

利用方法 ， 本 の 返却方法 ， 開 館時聞を読み取 る

どん な 場合 に 利用 す る も の か を確認す る
一.......................・ H ・ H・リ .............................._...................‘.............刊圃 ...... 晶圃.... . ....._...日晶圃 日昼戸一ー ー一 一ー 一 一

項 目 名 を理解す る ， 家計簿を書 く

料金 ， 割 引 シ ス テ ム を読み取 る

生活素材 の 選定 にあた っ て は， ま ず， 学習者 に と っ て 身近だ と 考 え ら れる生活場面 を取 り 上 げ， そ こ

で必要 と な る読み書 き に 関 わる素材 の う ち ， 既習漢字や既有知識を用 い て 何 と か必要 な 情報を読み取る

こ と が で き る レ ベ ル の も の を 選ん だ。 様 々 な 背景 を 持つ学習者の 使用 が想定 さ れる 「教材」 の 性質 上，

で き るだ け 多 く の 学習者 に 共通 し て 必要 だ と考え ら れる素材 を 選ぶ よ う 留意 し た。 た だ本来は， 本教材

の 素材 を 参考 に し な が ら ， そ れ ぞ れ の 支援者が各学習者の 背景や生活 に 合わ せ た生活素材 を 準備するの

が， よ り 良 い学 び の た め に は 有効 だ と 考 え ら れる。 そ こ で， 可能であれ ば各学習者 に 合 わ せ た素材を準

備する こ と が望 ま し い と い う こ と を ， サポ ー タ ー に 向 け た メ ッ セ ー ジ で示 し て いる。

各課 に素材を配置する にあた っ て は， r ご みJ r電気製品」 な ど， 同ーの生活場面か ら 取 り 出 し た 素材

を可能な 限 り 一つ の 課 に ま と め ， 学習者が学 びやす い よ う に し た 。 た だ， 当該課の 学習漢字を含む も の

と い う 観点 か ら も 素材 を 選ぶ必要があ っ た た め， 異なる生活場面か ら 取 り 出 し た素材 を組み合 わ せ て い

る課 も ある。

5 . 3 サボー タ ーヘ 向 け ての メ ッ セー ジ

『 こ こ 漢』は， サポ ー タ ー の支援 を 受 け な が ら 学習 を 進 める こ と を 想定 し て いる。 そ こ で， 冒頭の 「 こ

の 本 を つ く っ た わ け」 で外国人 の 読 み書 き に 関 わる状況や識字教育の 意義や 目 的 を 述べた上で， そ れ に

続 く 「 こ の本を使 っ てサポ ー ト するみ な さ ん へ」 で， 識字教育の枠組 み で の 『 こ こ 漢』の 目 的， 教材の

内容， 実際の活動 の 進 め 方や留意点 を詳 し く 述べて いる。 ま た ， 本文 中 で も ， 該 当 箇所 に 吹 き 出 し を つ

け . rサボー タ ー の み な さ ん へ」 と し て 活動 を 進 める際 の ポ イ ン ト を 細 か く 示 し て いる。 こ れ ら の メ ッ セ ー

ジ は ， 1 ) 識字教育の 意義や識字教育 の枠組み の 中 で の サポ ー タ ー の 役割 に 関 わる も の と ， 2 ) 活動 を

進める際の方法 に 関 わる も の と が あ る 。
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1 ) の 例 に は， 以下の よ う な も の がある。

① 「 こ の 本 を使 っ て 外国人を サ ポ ー ト するみな さ ん へ」 で の メ ッ セ ー ジ 例 * ( ) は筆者注

• 1 3 . こ の 本の 目 的 は ? J よ り

こ の 教材 を使 っ た 活動 を通 し て ， 学習者が識字学習 を継続的 に行 う の に ， 時 に 寄 り 添い， 時

に 導 い て く れるサボー タ ー を 学習者が得る こ と も ， 大 き な 目 的 の一つ だ と わ た し た ち は考え

て い ま す。

• 1 4 . そ れ ぞれ の 課 の 構成 は ? ど う や っ て 使 っ た ら い い ? J よ り

(1生活 の 中 の 漢字」 を 素材 に し て ) 対話 を 通 し て 相手 の こ と を よ く 知る こ と で， ( 中 略) お

互 い の 信頼関係 を作 っ て い く こ と に も つ な が り ま す。

• 1 5 . サポ ー ト の コ ツ い い伴走者 に な ろ う 」 よ り

外国人か ら は 「一人で は と て も 勉強 を 続 け ら れ な い」 と い う 声を よ く 聞 き ま す。 サ ポ ー ト す

る側 の 大 き な 役割 は ， 相手の 学 び に 寄 り 添 う こ と だ と ， わ た し た ち は 感 じ て い ま す。 た だ相

手 に 知識 を 受 け 渡す と い う の で は な く ， 時 に 外国人 と と も に考え， 時 に ア ド、 バ イ ス し な が ら ，

相手の ペ ー ス に 合 わ せ て サ ポ ー ト し て い く と い い と 思 い ま す。

②本文 中 の 「 サ ポ ー タ ー の 皆 さ ん へ」 で の メ ッ セ ー ジ 例

• 1生活 の 中 の漢字」 の 「サ ポ ー タ ー と 一緒 に 話しま し ょ う 」 に つ い て

自 分 の こ と も 話 し ま し ょ う 。

• 1作文」 に つ い て

(作文 を 書 く 前に サ ボ ー タ ー と 話す段階で) お 互 い の 学校や教育制度 の 違 い を 見 つ けるの も

い い で、す ね。

• 1作文」 に つ い て

サ ポ ー タ ー も 自 分 の こ と を話 し て ， 書 き ま し ょ う 。 そ れ を 外国人参加者 と 一緒 に 読ん で み て

も い い ですね。

② の 本文 中 の メ ッ セ ー ジ にある 「 自 分 の こ と も 話 し ま し ょ う 」 と い う の は， 自 身 を 「教える人」 と 固

定 し て 位置づ け が ち な サ ポ ー タ ー に ， 自 身 も 学習者 と 共 に 学ぶ人で、ある と い う 意識 を 喚起するた め に

繰 り 返 し 記 し て いる。 「違 い を見つ けるの も い い です ね 」 と い う メ ッ セ ー ジ も ， 一方的 に 学習者の こ と

だ け を 聞 く の で は な く ， 互 い に 情報 をや り 取 り する と い う 姿勢をサボー タ ー に促す も の である。 こ れ ら

1 ) に 挙 げ た サ ポ ー タ ー へ の メ ッ セ ー ジ は， 外国人 の 読 み 書 き 教育 を識字教育 と 位置付 け， 支援者 も 含

め て 「何の た め に ， 外国人が読み書 き を 学ぶ の か， そ の 意義 ・ 権利 と 共 に ， 外国人の習得 に 関 わる困難

さ を学ぶ」 こ と を 目 指す 『 こ こ 漢』の特徴 的 な も の と 言えるだ ろ う 。

2 ) の 例 で は， 以下 の よ う な も の がある。

① 「 こ の 本 を使 っ て 外国人 を サ ポ ー ト するみな さ ん へ」 で の メ ッ セ ー ジ 例

• 1 4 . そ れ ぞ れ の 課 の 構成 は ? ど う や っ て 使 っ た ら い い ? J よ り

(1漢字 の意味 と 読み方を覚 え ま し ょ う 」 に つ い て ) こ の リ ス ト に は ， で き るだ け学習者が理

解 しやす い生活 に 密着 し た こ と ば を取 り 上 げ て い ま す。 で も ， 外国人が こ と ば の 意味 が わ か

ら な い場合 は ， そ の こ と ば を使 っ た 例文 を た く さ ん挙 げ て み た り し て ， 意味を確認 し ま し ょ

う 。 辞書 を使 っ て も い い です。

. 1 5 . サポ ー ト の コ ツ 」 よ り

サ ポ ー ト する側が一方 的 に 話す の は避 け ま し ょ う 。 説明するば か り で は な く ， で き るだ け 外

国人 に 問 L 、 か け て ， 相手が答 え ら れ な か っ た ら こ ち ら か ら 提示する と い う こ と を 心が け ま

し ょ う 。

② 「サ ポ ー タ ー の み な さ ん へ」 よ り

・ (学習者が質 問 の 答 え を ) わ か ら な か っ た ら ， す ぐ に 答 え を言 わ ず に ， ヒ ン ト を 出 し た り し て
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ち ょ っ と 待 っ て み ま し ょ う 。

• (1生活 の 中 の 漢字」 の 「サポ ー タ ー と 一緒 に 話しま し ょ う 」 に つ い て ) 今 ま でした 仕事で大変

だ っ た こ と ， 楽しか っ た こ と な ど， こ れ (筆者注 : 教材で示した質 問項 目 ) 以外 に も 話 を広 げ

ま し ょ う 。

・ (1生活 の 中 の 漢字J に つ い て ) 書 い てある内容を 全部理解する必要 はあ り ま せ ん。 一緒 に ( 1 )

� ( 5 ) (筆者注 : 1考え ま し ょ う 」 の質 問) を考え な が ら ， 必要な 部分 に 注 目 して 読ん で も ら

う よ う にしま し ょ う 。

こ れ ま で筆者 ら は， 自身が コ ー デ ィ ネ ー タ ー と して 教室活動全体 を 進行する 中 で， 学習者がサポ ー タ ー

と l 対 1 で学習 を行 う と い う 形式 の 教室で の 地域 日 本語教育実践を行 っ て き た。 こ の 実践 の 中 でサボー

タ ー の 学習支援 の 様子 を観察して いる と ， 非 日 本語教育専門家のサボー タ ー に と っ て は， 活動 の 進 め 方

を具体的 に 示 さ な い と ど う 行動した ら い い の か わ か ら な い の だ ろ う と考え ら れるポ イ ン ト が， 複数のサ

ポ ー タ ー に 共通して 見 ら れ た。 2 ) の メ ッ セ ー ジ は こ れ ら 進 め 方の留意点 を 示した も の であ り ， 教材の

各段階 に お い て 細か く 示す よ う に し た 。

6 . おわ り に

地域教室 で生活者 に 対する読み書 き 教育 の 実践を 重ねる 中 で， 識字教育 と い う 枠組 み で， 学習者 の 漢

字体系の習得の しやす さ に も 配慮、した教材 の 必要性を感 じ ， w こ こ か ら は じ める漢字 100 ーシス テ ム で

学ぶ生活 に 役立つ漢字 一』を作成した 。 本教材 の 特徴 は ， 継続的 な 学習 に つ な げる こ と を 大 き な 目 標 と

して 掲 げ て ， 漢字のシス テ ム と 生活漢字 を 結 ひ'つ け ， そして， サポ ー タ ー が学習者 の 学 び を支援する こ

と を想定し， サポ ー タ ー に 向 け た メ ッ セ ー ジ を教材全体 に 配して いる こ と である。

こ のサポ ー タ ー の 在 り 方が， 識字教育 と して の地域 日 本語読み書 き 教育 に は， 重要である。 サボー タ ー

の 在 り 方が， 読み書 き を ， 単なる 「教え 込 む」 教育か否か を 分 ける一つ の分岐点 に なる と 言 っ て も 過言

で は な い だ ろ う 。

サポ ー タ ー 教育 は ， ま ず支援者 (サボー タ ー ) 養成講座 に 始 ま る。 養成講座 の 内容 と 方法の詳細 に つ

い て は， 紙幅 の 関係 で 別 の 機会 に述べるが， そ こ で最 も 力 点 が置 か れるの が 「何の た め に ， 外国人が読

み書 き を 学ぶ の か， そ の 意義 ・ 権利 と 共 に ， 外国人の習得 に 関 わる困難 さ 」 を ， ホ ス ト 社会側 の 日 本人

が学ぶ こ と である。 こ の 「習得 の 困難 さ 」 と は ， 彼 ら の 認知 的 な も の だ け で な く ， 社会文化的 な 面か ら

も考え ら れ な け れ ば な ら な L 、 。

本教材 に は， 5 .3 で示した よ う な メ ッ セ ー ジ で， サポ ー タ ー の支援 の 手 引 き をし， そ れ に よ り 識字教

育 の 意識喚起 を 多 少 な り と も 促す仕組 み が な さ れ て いる。

識字教育 と し て の読み書 き 教育を 実践 し て み て ， サポ ー タ ー に よ っ て支援が学習者へ の エ ン パ ワ メ ン

ト の 萌芽 を 感 じ さ せる も の であ っ た り ， 反対 に エ ン パ ワ ー ど こ ろ か， デ ィ ス カ レ ッ ジ さ せる も の であ っ

た り ， い ろ い ろ 観察で き る。 教師 (本実践 で は ， コ ー デ ィ ネ ー タ ー ) の 役割 も 重要であ ろ う 。 サポ ー タ ー

の ど の よ う な支援が， コ ー デ ィ ネ ー タ ー の ど の よ う な 仕掛 けや教育的介入が， エ ン パ ワ メ ン ト に よ り よ

く つ な がるの か， 今後 の 実践の 中 で調査を 続 け て ， 地域 日 本語教育 に 意味のある提言 をして い く こ と が

今後の課題である。

注
( 1) 基本的 な 漢字の シ ス テ ム を簡単に提示す る た め に ， I山J I木」 な どの 漢字 の 例を挙げて は い る が ， I学習漢字」

と し て取 り 上 げ た 漢字 は な し、。

( 2 )  表 l で は 便宜上 「 へん ・ っく り 」 な どの部首名 を記 し て い る が ， 教材で は部首が漢字 の どの 部 分で あ る か と い

う こ と は 問題 と し て お ら ず ， I上下で わ が れ る J I左右で わ か れ る 」 な ど， 字形 の 構造の パ タ ー ン に の み着 目 さ せ

る よ う に な っ て い る 。
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(3) I酒」 の 部首 は 「酉」 だが， I洗J I油」 な ど部首が 「 さ ん ず い」 の漢字 と 併せ て 取 り 上 げ た方が， I さ ん ず い」

の意味を理解す る 上で も ， I酒J を 覚え る 上で も 効果 的 で あ ろ う と い う 判断か ら ， I洗J I油」 な ど と 同 じ グ ル ー

プ と し て こ こ で取 り 上げて い る 。

(4) 新矢他 (1998) で も ， 非漢字系学習者 に 対す る 入門期 の 漢字教育 の 実践 に つ い て ， I書 け る よ う に な る こ と は

漢字認識能力 が十分 に 発達 し て か ら 期待すべ き 能力 で， ま ず認識能力 の 発達が字形習得 の 第一段階で あ る と 考え

た。 こ の 段 階 で 「書 け る こ と 」 を 目 指す こ と は 学生 の 負 担 を 増加 さ せ， 有効 な 指導方法で は な い と 考え ら れ る 」

と し ， I本 プ ロ グ ラ ム で は し ば し ば漢字を 書 く と い う 活動 を 行 う が， こ れ は 書 け る よ う に な る た め に 書 く こ と を

目 指 し て い る の で は な く ， 漢字の字形認識の た め の 活動で あ る 」 と し て い る 。
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