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著者名をクリックすると各項目へ移動します。



2002 21 COE

Center of Excellence

2 1

50

2000

LAN

21 COE

COE

21 COE

2003 9 30



1 14 2002

21 COE

2003 10 COE

1 TUFS

TUFS

TUFS

COE

IPA IPA Module

IPA 2002 9

IPA

IPA 2003 6 9

IPA



Pronunciation Module 1

TUFS P

2002 1 6 26

21 COE
2 COE

A  e-learning 

12

B

12

3

9 25

4 TUFS P

10 25

6 10 31 P

                                                 
Dialogue Module

21 COE 14 21 COE
2002 9 30



2002 11 12 2003

2 3

4

2003 4 25

6

Dialogue Module

1 6 26

2 8 1 D

3

9 25 TUFS D

6 10

31 D 50

2003



10

31

WWW XML

11 12

XML HTML, JAVA Script Macromedia FLASH

COE

2003 4 COE

2002 11 2003

2 3 2003 7 6 4

TUFS D

2003

9

2003 9

21 COE

2003 1 1 23



2 3 13

3 3 19

6 5 30

7

9

13 10 16

1

1 23

3 3 19

TUFS

21 COE

14 2002 9 30

COE

TUFS

COE

TUFS

TUFS



HP  http://www.coelang.tufs.ac.jp/ 

TUFS  http://www.coelang.tufs.ac.jp/modules/ 

IPA   http://www.coelang.tufs.ac.jp/ipa/ 

2003 12 10



IPA







, , , ,

TUFS



TUFS

1960

1980

CALL WBT e-learning

COE

17

Tokyo University of Foreign Studies TUFS TUFS

Language Modules

TUFS TUFS

TUFS



tout se tient



COE TUFS IPA

COE IPA

IPA

IPA

TUFS

21 COE

COE TUFS

1 2

3

1970



2002

2003

TUFS

COE TUFS

TUFS

TUFS



TUFS

TUFS TUFS

TUFS

TUFS

 Computerized Adaptive Testing

COE Usage-Based Linguistic 

Informatics usage

usage

usage

usage



usage

COE TUFS

usage

COE Usage-Based

usage

Usage-Based

11

2003

TUFS

COE

7
2002 pp.49-73.

6
2003 pp.69-101.





IPA 1

International Phonetic Alphabet IPA2

International Phonetic Association

IPA

IPA

LADEFOGED 1999:331 IPA

3

4

disordered speech

IPA ExtIPA: Extensions to the IPA

IPA 1949 Principles of the International Phonetic 
Association 40

1989 1993 1996

5 IPA

                                                       
1 IPA

IPA COE

2 IPA IPA

3 p.5ff.
4 p.4 1 4

5 19

pp.xx-xxi



, p.vi

IPA

IPA TUFS 1 P

IPA

IPA

IPA

6

IPA 21 COE

TUFS 7

IPA

IPA 2 1

2
8

                                                       
6

IPA IPA

7 TUFS

8 2
LADEFOGED 1999 1998 1997



2002 10  IPA

2002 10

2002 11 13  IPA

2002 12 1

2003 1 10  IPA 1

2003 1 20 2

2003 2  3  IPA 2

2003 2 12  COE 2 3

2003 2 19  IPA 3

2003 2  COE IPA 1

2003 4 25 1

2003 5 12 1

2003 5 17 2

2003 5 22 3

2003 5 1

2003 5 IPA 1

6  2

2003 6  3 2

2003 6  4 IPA 2

2003 6 IPA 2

2003 6  9  IPA

2003 2  1  IPA

2003 2 20

2003 2 20  COE 1

2003 2 25  IPA 2

2003 2 25  COE 2

2003 3

2003 3 3



IPA 5

1 INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION 1999: Handbook of the International Phonetic 
Association. A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

Handbook
IPA IPA

Handbook IPA

Handbook
pp.IV-V

2 LADEFOGED, Peter 1999:

A Course in Phonetics, Third Edition, 1993.

LADEFOGED

1999:vii

1 5

6 11

…

…

LADEFOGED 1999:iii-iv

3  1998:

…

 1998:iv-v

 1998:i-iii



4  1997:

…

 1997:1

1998

1 2 7

IPA

 1997:1

5  1989:

2

6 2003:

Handbook of the International Phonetic 
Association. A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet, 1999.

Handbook
29

… ,

P.286



7 PULLUM, Geoffrey K. and William A. LADUSAW 2003:

Phonetic Symbol Guide, Second Edition, 

1996.

…

:xv

1986

2 IPA

9

IPA

TUFS Web

IPA Unicode

IPA
10 “Lucida

Sans Unicode11” IPA

IPA

Lucida Sans Unicode

IPA

                                                       
9 pp.341-342
10 2002:41
11 http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html Font



IPA

1997

2
12

IPA 13

1 2 3

3  1997:72-79

5 14  1997:25
15

1

2
3

4

                                                       
12 1997:57-61

13 2
 1997:61-63

14 LADEFOGED 1999:210-211
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1997 4
cf. LADEFOGED

1999:192-195
15



5

5

1
 Voiced glottal fricative 

1
16

2
 Voiced retroflex fricative 

2 17

                                                       
16

LADEFOGED 1999:170-173
breathy murmured whispery

pp.75-76 IPA
17 ,

14 IPA
cf. p.235



18

3
 Voiced palatal fricative 

 Voiced palatal lateral approximant 

3

 1997:25

19

20

4
ð  Voiced dental fricative 

                                                       
18 1997:19-20, 25 1998:37-69 LADEFOGED 1999:8-11, 190-200, 211 pp.10-11

19 , f, v cf. 1997:39-55
20 1998:36-37



 Voiced dental or alveolar tap 

1

4 ð

2

1

21

1997 …

IPA 22

“stricture”

5
 Voiced palatal nasal 

5

                                                       
21 tap trill flap

cf. 1998:33-34 LADEFOGED 1999:204-207
22 approximant



23

IPA 2 2

IPA

1

2

IPA 2

IPA

TUFS

Credit

IPA

Handbook IPA

1

IPA
24

2

                                                       
23 3-2.
24 1998:5-6, 29



25 p.10ff.

3

26

LADEFOGED 1999:6

1998:30, 38-41

1997:12-13

IPA

IPA

IPA IPA

1

IPA

IPA

                                                       
25 LADEFOGED 1999:6-7

1997:12-13 1998:30, 40
1997:75

1998:92
26



INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION 1999: Handbook of the International Phonetic 
Association. A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge University 

Press, Cambridge. Handbook
LADEFOGED, Peter 1999:

A Course in Phonetics, Third Edition, 1993.

PULLUM, Geoffrey K. and William A. LADUSAW 2003:

Phonetic Symbol Guide, Second Edition, 1996.

 1998: 6

2003:

Handbook of the International Phonetic Association. A Guide 
to the Use of the International Phonetic Alphabet, 1999.

 2002: IPA 31/11:38-41

 1997:



:

p

!
t k s

p 
b 

 
 

 
 

t 
d 

 
 

 
c 

 
k 

g
q 

 
m

 
 

 
 

 
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
r 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
f 

v 
 

ð 
s 

z 
 

ç 
 

x 
 

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

j 
 

 
 

 
 

l 
 

 
 

 
 

 





TUFS P 1

P Web

21 COE

Web TUFS

Pronunciation Module P

Dialogue Module D 2002

2003 Web

P

TUFS

17

2

1 Web CD

2

Web

4 Web Web

P

                                                 
1 2002 1 TUFS Language Module 1

2002 6 26



Web

CALL Web CD-ROM

4

1) CALL 2

CALL

CALL

1 16 8

2) Web 3

Pierre Martin

1 2

3 3

3) Institute for American Universities (Aix-en-Provence, France)
4

15

4) Transparent Language Learn French Now!

CD ROM TUFS

Web CD-ROM CD

Lancien 1998: 24-32 3

1 multicanality

                                                 
2 http://sage.media.kyoto-u.ac.jp/call/soujin/Grammaire/Grammaire.html
3 http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/ 
4 http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique/Aix2000/phonetique.html



2 multireferenciality

3 interactivity

4 1

 IAU T.L.

/ /

/ / /

/

IAU T.L.



T.L

IAU

exposure

Champagne et al. 1993

1 2

3 4

2

4

 IAU T.L.

”Keep Practicing/ Good Job/WOW! 3

1 2

T.L

1

IAU 2 P



P

1 3

P 4

4

1

2

3

4

P

Web P

CD-ROM Web



CHAMPAGNE-MUZAR, C.M., E.I.SCHNEIDERMAN et J.S.BOURDAGES 1993 :“Second 

language accent : the role of the phonological environment”, IRAL 2 
LANCIEN, Th. 1998: Multimédia, CLE International, Paris. 





PP

V

D

V

D

V

P-module:

DG
P

P-module



P

Minimal pairs for English RP

P

Minimal pairs for English RP



V G D

V G D

V G D

V G D







TUFS P 1

P 2002

10 25 10

31

11 8 12 20 40

P

P

10 25 1

                                                 
1 2002 4 TUFS Language Module 4 2002

10 25



1

2

3

4

5

6

1

2 3

4 5

1 6

TUFS

BOREL & BILLERES 

1989

TUFS

P



accuracy

fluency

Wenk 1983

trailer-timed

leader-timed

1

i y u
e ø o

   
 œ 

a

i, y, u 3

3 2

e, ø, o , œ, 

                                                 
2 a, WALTER1978, LEON 1992



LEON 1992

1 3

e/  ø/œ o/

10 25

P

10 31 P

BOREL, A. & BILLERES, M. 1989: “L’évolution de la norme phonétique en français 

contemporain,” La linguistique, 25, 2/1989, 45-62. 

LEON, P. 1992: Phonétisme et prononciations du français, Nathan, Paris. 

WALTER, H. 1977: La phonologie du français, PUF, Paris. 

WENK, B.J. 1983: “Effet du rythme dans le français parlé,” Recherche sur le français parlé,Vol.5, 

Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 147-162. 



P D

120

120

P

120

120

80

120

P



120

/  / [   ]

[   ]



120

/  / [   ]

[   ]

         

         

         

         

         

         

         

         



TUFS P

2002 11 12 2 P

P P

P 2002 10 31

6

IPA

P

6 2002 10 25 P

5

P

1

2

3

4

5

6

7



IPA

8

9

P

10 25

P 26 27

2

P

(1)

(2)

(3)



(4)

(5) e-learning

e-learning

(6) (D) (G) (V)

P

Petar Guberina 1950

Verbo-Tonal Method

Krapez

1971 1990

P 3 1 2
1 3

2

                                                 
1 2 Brown (2001:268)



P P

2 10 28 P

P

10 31 P

11 11 P

12 20

2



3

(1) 3 30

(2)

(3)

(4) 3

2002 9 2 P

P

P

Brown, H. Douglas 2001: Teaching by Principles, second Edition, An Interactive Approach to 
Language Pedagogy, Addison Wesley Longman, White Plains, NY. 

Krapez, M. 1971: “An Introduction to the Verbotonal Method,” in: Black, J. W. and Strumsta, C. 

(eds.), Studies on the Verbo-Tonal System, University of Tennessee, Knoxville, TN, 1-18. 

Wiley, Kaye 2002: Fast Track Phonics Teacher’s Guide, Longman, White Plains, NY. 

1990  – 

 VT .

                                                 
3

Wiley 2002



1

2

1 male

2 female

Hoy la tierra y los cielos me sonríen; 

hoy llega al fondo de mi alma el sol; 

hoy la he visto..., la he visto y me ha mirado. 

¡Hoy creo en Dios! 

-----Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) 

r

3

1.

2.

3.



1.1

u

a, e, i, o, u 5 u

1. u u

2. tú
3. uno 1

4. atún

5. Buenos días.

A B

1. A  B uno B

2. A luz  B A

3. A  B puro B

4. A  B cubo B

5. A cuando  B A

1.2

A B



1. A  B uno B

2. A casa  B A

3. A  B ese B

4. A  B casi B

5. A camino  B A

A B

1. A  B alcohol B

2. A  B medias B

3. A  B cafetería B

4. A  B merluza B

5. A (San Francisco) B A

1.3

r rr

r 2

rr

rrrrrr.... d t drrrr... trrrr...

1. pero   perro

2. caro  carro

3. cero   cerro

4.

5.

1.4

l

l

l, r, rr

l, r, rr



rr l r

l

1  pelo   A pelo B pero

2  ala   A ala B ara

3

4.

5.

1-4

1.5

ll y

1. lleno

2. allí
3. desarrollo
4. ya

5. yen



1.6

j gi, ge

1. jamón

2. juego

3. joya

4. gente

5. gigante

1.7

qui, que gui, gue güi, güe

1. quemadura

2. quiosco

3. merengue
4. pingüino

5. vergüenza

1.8

h

h ch

1. hotel

2. hospital

3. chihuahua

4. cohete

5.



1.9

z ci, ce [ ]

th

z ci, ce

s

s

1. zapatos

2. veloz
3. gracias

4. cenicero

5.

1.10

n ñ

1. español

2. niña

3.

4.

5.

1.11 

b v

f v b

1. bebida



2. uva

3. venta

4. vida

5. cuervo

1.12

l, n, s r rr

r r rr

l, n, s r rr

1. rico

2. rosa

3. alrededor

4. honrado

5. Israel

1.13

un hotel

h ”unotel”

en un hotel ”enunotel”

1. el hotel

2. un hotel

3. en el hotel

4. en un hotel

5.



2.1

bueno

u ue

ai, au, ei, eu, ia, ie, io, iu, oi, ou, ua, ui, uo

1. vente /veinte 20

2. penado /peinado

3. siete u ocho 7 8

4. se calla y escucha

5. ayer por la tarde u hoy

2.2



2

ro-sa to-re-ro lu-nes e-xa-men

pa-pel mu-jer ja-ba-lí
3

á-ni-mo fá-bri-ca nú-me-ro

4

10 1 2

1. Japón y el japonés

2. España y el español

3. Francia y el francés

4. Italia y el italiano

5. La República de Corea

1. amo/amó /

2. busco/buscó /

3. regreso/regresó /

4. estudio/estudió /

5. parpadeo/parpadeó /

A B

1. la calle  A la calle B la callé A

2. lástima  A lástima B lastima A

3. la sábana  A la sábana B la sabana A

4. célebre  A célebre B celebre A

5. seria  A seria B sería A



2.3

1.

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo

que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.

2.

Cum-ple –a -ños fe -liz 

Cum-ple –a -ños fe -liz 

Te de-se –a -mos to -dos 

Cum-ple –a -ños fe -liz 

3.

Cam-pa-na so-bre cam-pa-na 

Y so-bre cam-pa-na u-na 

A-só-ma -te a la ven-ta-na 

Ve-rás al ni-ño en la cu-na 

Be-lén, cam-pa-nas de Be-lén 

Que los án-ge- les to-can 

¿Qué nue-vas nos tra-éis? 

2.4

2.4.1



2.4.2

2.4.3

2.4.4

1. Perdón.

2. Perdón.

3. Buenos días.

4. Buenos días, señor.

5. Hola.  ¿Qué tal?

3.1

a e

1. para el coche

2. ¡Para el coche!

3. hasta el final

4.

5.

3.2

a a



1. una hamaca

2. la abre

3.

4.

5.

3.3

r l, s

1. alrededor

2. Israel

3.

4.

5.

3.4

r pr, br, tr, dr, cr, gr, fr 6

Cristo

1. tren

2. crédito

3. padre
4. pregunta

5. transporte

3.5

d, m s



d, m s

1. Buenos días

2. mismo

3. desde la niñez

4.

5.

3.6

d

d [ ]

1. Madrid
2. ciudad
3. verdad
4.

5.

3.7

w

w u b gu

1. Wáshington

2. wáter

3. whisky

4. Wagner

5.



3.8

s

s

sa, su, se, so

si

1. solamente

2. simpático

3. siesta

4. secreto

5. buena suerte

3.9

b d g

b, d, g b, d, g

1. bebé

2. dedo

3. lago

4.

5.
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Learn PORTUGUESE Now!, Transparent Language,Inc. 



1-

2-

1-

1

2



TUFS D
*

e-learning TUFS-D Dialogue

e-learning

2002 2002

8 1 1

8 1 6 26

D

                                                 
* 7 2003 2002 9

1 A e-learning 14208014
B

14310218
21 COE

COE



 Dモジュールの基本となる構成単位（Dモジュールユニット）を探るために，まずは既
存のタイプの異なる日本語教科書 3種のシラバス分析を行った。
 分析の対象とした教科書は「Situational Functional Japanese vol.1」「しんにほんごのきそ」
と厳密には教科書ではなく素材集であるが「教科書を作ろう」の 3冊である。この 3冊を
選んだのはそれぞれが「機能シラバス」｢場面・話題シラバス｣「文型（構造）シラバス」
の代表的なものであるからであった。
 「Situational Functional Japanese」は主に筑波大学の日本語教官を中心に作られた教科書
で 1991年に発行された。｢Notes｣と「Drill」の 2冊から構成され，文法知識のみならず，
コミュニケーションスキルの養成にも寄与することを目的としているものである。
 「しんにほんごのきそ」は海外技術者研修協会によりそれまでの「にほんごのきそ」を
改訂して 1989 年に発行されたものである。海外技術者研修協会が作成したものであるた
め対象は技術研修生であるが一般の日本語学習者の間でも広く使われていた2。
 ｢教科書を作ろう｣は国際交流基金日本語教育センターが，海外で日本語教育に携わって
いるものが中等教育段階の学習者向けの教材を作成する際の参考になるようにと開発し
た教科書や教材を作るための素材集であり，1999年に刊行された。「れんしゅう編」と「せ
つめい編」の 2冊から構成されている。素材集であるため 85の項目が 12のブロックに分
けてまとめられているという構成を取っている。
 それぞれの分析の結果を簡単にまとめると以下のようになる。

 機能シラバスで単元が編成されている日本語初級教科書として，その代表格である
「Situational Functional Japanese」の vol.1 を取り上げ，教科書の構成上の特徴から｢機能｣
「場面」「タスク」「文型」「文法」「会話のストラテジー」｢日本語･日本文化｣という項目
に分けその構成を一覧表化し整理･分類した。以下に抜粋して一部を示す。

                                                 
2 現在では「しんにほんごのきそ」を，対象を技術研修生だけでなく，一般学習者にも拡大した「みんなの日本
語」（1998年発行）が広く使われている。こちらではなく｢しんにほんごのきそ｣の方を分析の対象としたのは文
型シラバスの特徴がより強く出ているからである。



機能 場面 タスク 文型 文法 会話のストラテジー 日本語・日本文化

1紹介する パーティー 自己紹介する ～です。

係助詞「は」

「も」（1）

パーティなどでの

会話の始め方 初対面の挨拶

学校 他者紹介する ～ですか。 終助詞「か」 自己紹介の仕方 名刺

   

職業・国籍など

を尋ねる／答え

る （名詞）の（名詞）接続助詞「の」会話の切り上げ方 呼称

    （名詞）と（名詞）接続助詞「と」

疑問文のイント

ネーション

 場面（話題）シラバスで単元が編成されている日本語初級教科書として，厳密に言えば
教科書ではないが，素材集の「教科書を作ろう（中等教育向け初級日本語素材集）」を取
り上げ，その構成上の特徴から「話題（場面）」｢タスク｣｢文型｣「文法」｢語彙｣という項
目に分け，その構成を一覧表化し整理･分類した。以下に抜粋して一部を示す。

話題（場面） タスク 文型 文法 語彙

1 わたし（家） 好きな数字を言う。 Nは Nがすきです。接続助詞「と」（並列）

相手の考えた時刻を当てる。 Nです。 終助詞「か」（疑問） 時刻

好きなものを言う。 Nです。

接続助詞「と」（並列）・

終助詞「か」（疑問）

Nは Nがすきです。接続助詞「と」（並列）

テープの自己紹介を聞いて

問題に答える。

自己紹介をする。 Nです。 係助詞「も」

Nは Nがすきです。

起きる時刻と寝る時刻を

尋ねる／答える。

格助詞「に」（時）・

終助詞「か」（疑問） 時刻

文型シラバスで単元が編成されている日本語初級教科書として，その代表格である「し
んにほんごのきそ」の vol.1を取り上げ，教科書の構成上の特徴から「文型」｢文法｣｢語彙｣
「練習会話の場面」｢会話の内容｣という項目に分け，その構成を一覧表化し整理･分類し



た。以下に抜粋して一部を示す。

文型 文法 語彙 練習会話の場面 会話の内容

1 Nは Nです。 係助詞「は」 会社 自己紹介

Nは Nではありません。 動詞｢ます型」の否定形

Nは Nですか。 終助詞「か」

NもＮです。 係助詞「も」

 1－1 のようにして各テキストにおける各章の構成要素を取り出した。しかし｢文型｣｢場
面｣についてはすべての教科書が章の構成要素として取り上げていたが，「機能」について
直接取り上げているのは機能シラバスに基づく「Situational Functional Japanese」のみであ
り，その分類概念も大まかなものであった。そこでまず，概念･機能シラバスの提唱者で
あるウィルキンズの｢伝達機能の種範疇｣の分類項目を参考に，それぞれの｢文型｣がどれに
当てはまるか（当然ある一つの文型が複数の機能に，ある一つの機能に複数の文型が当て
はまることもあった），また，それと｢場面｣がどのように組み合わされているかについて
整理を行った。

機能（ウィルキンズの分類に基づく）初級テキストに見られる文型・定型表現 初級テキストに見られる場面（話題）

評価

estimate（評価する） （わたしは）Nがすきです/きらいです。家（わたし）

value（…の価値を評価する） 形容詞+名詞 町（外出）

形容詞です。 町（外出）

（程度副詞）＋形容詞/動詞 寮 大学

assess（…の価値を推定する） （程度副詞）＋形容詞/動詞 寮 大学

その後，そこから初級教科書で取り上げられている項目のみを抜き出し，「Situational 

Functional Japanese」での機能分類と対応する形にウィルキンズの「伝達機能の諸範疇」の
分類を整理し，更に必要があれば同じウィルキンズの「意味･文法範疇」「法的意味の範疇」
を参考にして整理した下位分類も加えいくつかのステップを繰り返し「機能」「文型」｢場
面｣をまとめて一覧表化した。



伝達機能 意味・文法・法 初級テキストに見られる文型・

定型表現

初級テキストに見られる場面

（話題）

質問・確認 （金額） （金額）をいただきます。 レストラン

報告・連絡・説明 （金額） （金額）になります。 レストラン

報告・連絡・説明 （経験） Vたことがあります。 町（旅行） 友人宅

報告・連絡・説明 （程度） （程度副詞）

＋形容詞/動詞 寮 大学

報告・連絡・説明 （行為のやりもらい） Vてあげました/

くれました/もらいました

報告・連絡・説明 （やりもらい） （人）に（もの）をあげました/

もらいました/くれました。 会社

これを基に，それに更に｢話題･タスク｣｢文法事項｣「語彙」を 1－1－1 で作成したテキ
ストの分析表から組み合わせていき，最終的に作成されたものが D モジュールユニット
（添付資料）*である。「話題・タスク」を｢場面｣にまとめず独立させたのはその方がより
細かい単位でユニットが設定できるということと，テキストのシラバス分析の結果から
｢文型｣「文法」に対応させるには「機能」のレベルより「タスク」のレベルのほうが適切
であると判断したからである。また，同様に「機能」についてはウィルキンズの「伝達機
能の諸範疇」「意味･文法範疇」「法的意味の範疇」の分類では概念的過ぎ，ダイアログの
基本単位を設定するという本研究の目的としては見出しとしては適当ではないと判断し，
「金額を確認する・支払う」「経験を尋ねる･答える」のようにそのユニットでの｢話題･タ
スク｣がどういった実際的な機能を担っているかを判断し，見出しとしてつけることとし
た。なお，｢話題・タスク｣「語彙」に関しては，前述の 3つのテキストからのものを最大
限に利用したが，該当例がないケースや変更した方が整理がつくケースはこちらで考案，
変形したことはここで補足して説明しておく。
また，｢場面｣についても再整理が行われた。分析した 3つの日本語教科書では場面とし

て「学校（大学）」｢デパート｣｢郵便局｣「会社」｢工場｣などがランダムに取り上げられて
いたが，これらは大きく分類すると「学校」「会社」｢街で（郵便局，デパートなど）｣と
分けることができた。これらを｢機能｣｢文型｣と照らし合わせてみたところ，｢街で｣に関し
てはそこで用いられる｢機能｣｢文型｣は欲求の表現であったり，所在を尋ねる表現であった
りと割とはっきり独立していたが，｢学校｣｢会社｣では同じ機能に対する対応する二つの表
現，例えば，｢許可を求める｣という機能であれば「～てもいい？」と「～てもよろしいで

                                                 
* この「Dモジュールユニット」は出典である。『日本語教育研究』第 7号（東京外国語大学 2003）には添付さ
れているが，本報告書に転載する段階で紙幅の都合上添付されてはいない。



しょうか。」が使い分けられていた。このように，話し相手との上下関係や心理的距離で
言葉の使い方（表現形式）が変わるというスピーチレベルの変化の現象は日本語の特徴の
一つであるといえる。そのため，D モジュールユニットにおいても，「学校」と｢会社｣は
できる限り併置し，親しい友人と，仕事上の付き合いの同僚とのスピーチレベルの差を示
すこととした。なお，表 5 の段階では独立した項目として取り上げた｢挨拶」については
ダイアログスキットを作る段階で取り入れるほうがよいと判断し，今回の「Dモジュール
ユニット試案」からは排除した。

 以上のようにして「Dモジュールユニット試案」を作成したが，これが果たして十分に
妥当なものか，その｢妥当性｣を検証する必要があると考えられた。この｢妥当性｣には二つ
の種類が考えられる。まず，「D モジュールユニット試案」における機能と場面で，果た
して本当にその｢文型｣が現れるのかという，内的妥当性の問題である。もう一つは果たし
てこの「Dモジュールユニット試案」が現実の言語使用をある程度十分に反映しているか
否かという｢外的妥当性｣の問題である。この｢外的妥当性｣に関しては｢日本語｣ではどうか，
という問題と更に大きく｢他言語｣との間ではどうかという問題の二つが挙げられるが，こ
こではまず，問題を｢内的妥当性｣に絞り，ほんの一例であるが，果たして本当にこの状況
でこの文型は出現するのかを，日本語母語話者にスキットを作ってもらう作業を通じて検
証のための予備実験を行ってみることとした。予備実験であるということは，これはあく
まで今後 D モジュール作成がより進んだ段階で行われるべき調査のためのテストケース
という意味である。その意味で本調査では被験者数も少なく，手続き的にも不備があるこ
とは前もって断っておく。
 日本語母語話者に依頼した作業は次の通りであった。

「次の状況での簡単なスキット（10行程度）を作成してください。日本語母語
話者の感覚としてできるだけ｢自然な」会話でお願いします。」
ケース 1：「親しい学生の友人同士の会話です。Aさんは明日ある授業を休みま
すが，その授業の中で夏休みの課題が言われるかもしれません。友人の Bさん
に，まずその授業に出るかどうか聞きます。B さんは授業に出ると答えます。
そこで Aさんは夏休みの課題が言われたら後でその内容を連絡してくれるよう
に頼みます。Bさんはそれを引き受けます。」
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言える。

2-1 の結果を踏まえながら日本語母語話者から得られた資料をもとに，「単純性」と｢真
証性」のバランスを考慮し，ケース１の友人同士での会話に限り，次のようなスキットを
作成してみた。

A: Bさん，明日の○○先生の授業出る？
B: うん，出るよ。 何で？
A: 私ちょっと用事があって出られないんだよね。でさぁ，明日あの授業最後で
しょう。夏休みの課題についてなんか言ってたら後で教えてくれない？

B: うん，わかった。
A: ありがとう。

 このスキットでの談話展開には①予定を確認する，②想定される状況での予定を確認す
る，③依頼するの 3つの要素が含まれているが，それぞれに対応する「Dモジュールユニ
ット試案」の部分を見てみると，文法項目としてそれぞれ①動詞の「普通型」非過去とそ
の機能，②条件表現，③動詞の「て型」とその機能，が，語彙項目として①学校場面の動
詞，②天気の言葉，③依頼の前置き表現，が挙げられている。将来実際に作成されるであ
ろうWEB上の Dモジュールのページからは関連する Gモジュール，Vモジュールへのリ
ンクが張られることになるが，このダイアログスキットで行く限り，文法項目としてはダ
イアログに関連項目がすべて出現しており，問題はないが，語彙項目に関しては「②天気
の言葉」，というのはここでは関連性がないと判断せざるを得ない。また，「出られない」
という可能型の表現もこのダイアログでは出現しており，それに関する文法的な説明もリ
ンクできればよりよいかと考えられる。このように，実際に G モジュールと V モジュー
ルを D モジュールにどうリンクさせるかは，「D モジュールユニット試案」からはある程
度予測はできるものの，ダイアログスキットを作った上で再検討する必要があると考えら
れる。

 以上，日本語テキストを分析し，再統合することで「Dモジュールユニット試案」を作
成し，その妥当性をダイアログスキット作りの作業を通して検証してきた。しかし，Dモ
ジュールの最終目標は「日本人は日本語を通して各国語を，外国の方はその母語を通して



日本語を学べるようになっているもの」3というところにある。そこで，ここで日本語テキ
ストを基に作成した「Dモジュールユニット試案」と｢ダイアログスキット例｣が他言語に
おいてもそのまま翻訳可能なものであるかどうか，韓国語母語話者で韓国語教師の経験の
ある友人と，中国語母語話者で中国語教師の経験もある友人に意見を聞いてみた。
まず，韓国語での意見を聞いてみたところ，スキットについてはこのまま直訳で行ける。

また，Dモジュールユニットも目を通してみた印象では韓国語でもこのまま通用するとの
事であった。さらに，韓国語の初級教科書で，どの程度これらの機能が取り上げられてい
るか，また，ここに取り上げられていないもので韓国語初級教科書に取り上げられている
機能はあるか否かについても調査してもらったところ，Dモジュールユニットにある全 52

機能中，48 機能は韓国語初級教科書でも取り上げられているもので，逆に D モジュール
ユニットにはないが，韓国語初級教科書にはある機能というものは見られない，という結
果が得られた。
 次に同様に中国語での意見を別の友人に聞いてみたところ，スキットは基本的には直訳
で行けるが，Dモジュールユニット表については中国語では基本的にスピーチレベルの対
立はないので，｢学校｣と｢会社｣の場面を対立させる必要はなく｢学校｣のみで十分であると
の話であった。しかし，更に詳しく場面・話題シラバスに基づく中国語初級会話教科書 2

冊に現れる場面・話題と Dモジュールユニットのそれとを比べてもらったところ，中国語
教科書には見られるが Dモジュールユニットには見られない場面・話題として「医者に見
てもらう」「電話をかける」「タクシーを呼ぶ」「バスに乗る」「芝居を見る」「watching a sports 

exhibition」「hair cut」などが見出された。これらの場面でどのような機能，どのような文
型が導入されているのかまでは今回は分析できなかったが，これらの教科書は中国に留学
している学生が中国国内を旅行する際に使える会話ということで編成されており，対象を
どのように設定するかで取り上げる場面も変わってくる，という事実を指摘しているよう
に思われた。また，交通機関などはその国の交通事情を反映しているというようにも考え
られた。

 以上，機能シラバス，場面／話題シラバス，文型シラバスに基づく日本語初級教科書を
分析し，それを統合し，Dモジュールユニット試案を作成し，その内的妥当性について簡
単な調査を行い，その Dモジュールユニットとダイアログスキットが他言語でも使用可能
なものであるかどうかという外的妥当性についても簡単に調べてみた。その結果，｢機能｣
｢場面｣｢文型｣の統合はその他の「話題･タスク」｢文法事項｣｢語彙｣などと合わせても，割
合スムーズに組み合わせることができ，Dモジュールユニット試案は比較的容易に作成す
ることができたが，しかし，｢文型｣に関してそのような状況で果たしてその文型が本当に
                                                 
3 COEプロジェクト代表者，川口裕司氏からの私信より。



使われているのかという内的妥当性を調査したところ，実際の言語使用はそのような単純
なものではないということが分かった。さらに，他言語でも使用可能なものかという外的
妥当性に関しては，機能についてはある程度共通点が見られるが，それと対応する場面に
関しては文化や学習者としてどのようなものを想定するかで変わってくることが確認で
きた。
このことから，まず，内的妥当性に関しては，教科書（特に初級教科書）に用いられて

いる文型は極力単純化されたもので，現実の複雑性，多様性が取り除かれたものであると
いう事実が指摘できる。教育・学習である以上，特に初級の段階ではできる限り単純化し
たほうが望ましいのだろうが，現実から外れてしまったのでは意味がない。TUFS－D モ
ジュールが｢単純性｣を重視すべきものなのか，それとも複雑であっても｢現実らしさ（真
証性）｣を重視すべきものなのかについては汎言語のシラバス作りは可能か否かという外
的妥当性の問題とも共に，今後の議論が必要なものであると言える。

 最後に，今後の課題として，以下のようなことが挙げられる。まずは，ここで提示した
「Dモジュールユニット」の内的妥当性，外的妥当性の検証をより進め，修正，改善して
いくという作業である。特に，妥当性については，今回は教科書を分析して取り出したと
いう意味で，本当に直接に現実の言語使用場面を調査して取り出されたものではないとい
う事実を忘れないでおく必要がある。ロールプレイなどの形で現実場面での言語使用の必
要度とその形式を調査し，その結果と今回の結果との一致率を見ることなどが方法として
考えられる。そして，そのようにして「Dモジュールユニット」がある程度改善された段
階で，今度はそれぞれのユニットに対応して，スキットを作成していくという作業も必要
である。その際には先に述べた妥当性の調査の結果とも踏まえて，表現の｢単純性｣を重視
するか，「真証性」を重視するかという議論が必要になると思われる。また，スキットを
作成していく際には，談話の展開という観点から，一つのスキットで，複数の「Dモジュ
ールユニット」が取り入れられる（先に作成したスキット例のように）ことも考えられる。
ユニット作りで排除した｢挨拶｣の項目をどう取り入れるかとも合わせて，その組み合わせ
を｢談話の展開｣という観点から考察することも必要になるだろう。更にそのようにしてダ
イアログスキットを作成した上で，Gモジュールと Vモジュールとのリンクについて再確
認するという作業も必要になる。
また，最後になるが，もう一つの大きな問題が残されていたことをここで指摘しておく

必要もある。それは今回は全く触れることができなかったが，今度はこのユニットをどの
ように，どの順番で学習していくのがよいかという「配列」の問題に関する議論である。
この問題は外国語学習者の第 2言語の発達段階や，発達段階の評価の問題とも関連付けて
議論される必要があると考えられる。



国際交流基金日本語教育センター編（1999） ｢教科書を作ろう 説明編｣ 国際交流基金
国際交流基金日本語教育センター編（1999） ｢教科書を作ろう れんしゅう編｣ 国際交

流基金
（財）海外技術者研修協会編（1990）「しんにほんごのきそⅠ」スリーエーネットワーク
筑波ランゲージグループ編（1991）Situational Functional Japanese Vol.1 Notes 凡人社
筑波ランゲージグループ編（1991）Situational Functional Japanese Vol.1 Drills 凡人社
D.A.Willkins.（1976） Notional syllabuses. Oxford University Press. 島岡丘訳（1984）「ノー

ショナルシラバス－概念を中心とする外国語教授法」桐原書店



TUFS Dモジュール開発「試作版」

サイトの構築と他モジュールとの関連性

TUFS言語モジュールの 4つの「モジュール」のうち，本発表が取り扱うのは Dモジュ
ール，すなわち会話モジュールである。現時点で，会話モジュールに対しては少なくとも
以下の項目を実現するべきだという要求がなされている。
・10行程度のスキットを素材とした日常会話の教材
・動画・音声も利用したマルチメディア教材
・英・独・仏・西を始めとする 17言語を共通の枠組みに基づいて開発
・ソフトは web上に公開し，TUFSの言語教育の補助教材として利用する
本発表では，このような要件を満たすものとして開発された会話モジュール試作版につい
ての報告を行う。

まず，会話モジュールの開発に先立って行われた 2つの研究発表についてまとめる。こ
れらの発表はいずれも会話モジュールの核となる，「スキット作成」に焦点を絞った考察
であった。以下個別に見る。

「Dモジュール開発のための場面シラバスと機能シラバスに関する基礎調査」（以下「結
城発表」と略す）は，市販 CALL 教材のモニター調査の結果から，「機能と場面の結びつ
きを考慮」したスキットの作成，およびその「適切な配列」の重要性を主張している。

「初級日本語教科書のシラバス分析と D モジュールの設定に関する考察」（以下「松本
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 1: Bettina:  Hallo, Andrea!

 2:    Wie geht's?

 3: Andrea:  Hallo.

 4:    Das ist Vera, aus Brasilien.

 5: Bettina:  Hallo, Vera.

 6:    Komm doch zu uns.

 7:    Hier ist noch ein Platz.

 8: Vera:  Danke.

 9: Bettina:  Ich heiße Bettina.

 10: Vera:  Hallo, wie geht es Ihnen?

 11: Bettina:  Sagen wir doch "du" OK?
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6 4

2
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1991:272
5 Dentro de la escuela española, lo había sostenido ya, tajantemente, el Brocense (como era de esperar): “Oratio sive 
Syntaxis est Finis Grammaticae; ergo non Pars illius” (lib. I, cap. II). Y lo había repetido, con igual rotundidad, Correas: “La
orazión es ojeto, sujeto, i fin de la gramatica” (p. 102). Y tantos otros: “Es la Oracion el fin principal de la Gramatica, y las
partes de que hasta aora hemos tratado, son los medios que nos conducen a él. Estos son los materiales, aquella es el 
edificio.” (Billet p. 113) (LOPE BLANCH 19842:80)



6

 1996:1169

2 1

1

LOPE BLANCH 1984:46

Villalón7

 “oraçion, es vna composicion de nombre y verbo y pronombre como de partes prinçipales: y 

de otros muchos vocablos y diciones, como de partes menos prinçipales” (p.50)  

 “se liga y vñe de partes nombre y verbo como de prinçipales: y de otras menos prinçipales” 

(p.56)

Francisco Sánchez de las Brozas (Francisci Sanctii Brocensis)8

 “Plato... aperte docet, sine nomine et verbo nullam constare orationem” (lib. I, cap. 12)  

  “Ex Nomine et Verbo, tanquam ex materia et forma, quae brevissima sit, constituitur oratio” 

(lib. II, cap. 2)  

Gonzalo Correas: “Desta orazion, que io llamo gramatical, habla prinzipal i 

propiamente la Gramatica, aunque no la veo definida en las Artes: io la defino, descrivo i declaro 

desta manera: Orazion es la rrazon i sentido ó habla conzertada que se haze con nombre i verbo de 

un mesmo numero i persona, el nonbre en nominativo, i el verbo en cadenzia ó persona finita, no 

infinitivo, i se adorna con la particula si quiere, i con otros casos destas partes, i con ellas mesmas 

repetidas. Las partes forzozas desta orazion son el nombre i el verbo. La particula es azesoria”

Real Academia Española: “No puede haber oración ni sentido alguno donde falte verbo regido por 

un nombre sustantivo, ó pronombre expreso ó suplido” Alarcos Llorach: “Gramaticalmente, en 

[expresiones oracionales] no tenemos más que un sujeto y un predicado, conectados por la relación 

predicativa que es la que constituye toda oración y es señalada por ciertos indicios formales (la 

                                                 
6

7 Villalón, Licenciado: Gramática castellana. Amberes, 1558. (la ed. facs. de Constantino García, Madrid, 1971) 
8 Sanctii Brocensis, Francisci: Minerva, seu de causis linguae latinae commentarius. (la ed. de Ulyssipone, 1760) 



llamada concordancia de número y persona) ” Gili Gaya9: “El núcleo de la unidad sintática (sic) es, 

para nosotros, un verbo en forma personal...” Juan Alcina y José Manuel Blecua10: “organizan 

todos sus constituyentes en relación con un verbo conjugado en forma personal”

1 LOPE BLANCH (1984:52-53) Pedro

Pablo Billet, Juan de Iriarte, Real Academia Española

 Pedro Pablo Billet (1688)11: “Oracion, es la vnion adequada de algunas, o muchas vozes, que 

concuerdan entre si, y forman vn sentido” (p. 116) 

 Iriarte12: “Oracion es el conjunto de diversas palabras bien ordenadas, que hace sentido 

perfecto” (p. 4) 

 Real Academia Española13: “Dos o más palabras, y a veces una sola, con que se expresa un 

concepto cabal, forman lo que en gramática se llama oración” (p. 6) 

Real Academia Española Gramática 1880 “la palabra o reunión de 

palabras con que se expresa un concepto cabal, se llama en Gramática oración” (p. 8)

i) < >  < > ii) < >

< > 14 ii)

i)

1 i) <

>  < >

                                                 
9 Gili Gaya, Samuel: Curso superior de sintaxis española. México, 1943 (la 8a ed., Barcelona, 1961) 
10 Alcina Franch, Juan y José M. Blecua: Gramática española. Barcelona, 1975 
11 Billet, Pedro Pablo: Gramática francesa. Madrid, 1688 
12 Iriarte, Juan de: Gramática latina. 6a ed., Madrid, 1804 
13 Real Academia Española: Gramática. ed. de 1867 
14 1996:1169
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 this CL writing-brush not can write letter. 

Topic-prominent
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 he wash ASP one CL cloth 
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基礎語彙と英語

 英語を外国語として学習する者にとって語彙の習得は重要な要素の 1つである。また英
語を指導するものにとっても教材選択のうちで語彙の選択は，学習を能率化するための重
要な問題となりえる。本論では，基礎語彙指導に関して注意すべき点，英語基礎語彙につ
いての先行研究の紹介，基本語彙選択に際して参考になるであろう，語彙リストの特徴を
まとめる。

 英語は，インド・ヨーロッパ語族ゲルマン語派の西ゲルマン諸語の 1つである。もとも
とケルト民族の国であったブリテン島を，紀元前 1世紀から紀元 5世紀にかけて，ローマ
人が支配した後，5～8世紀には，ゲルマン系のアングル族・サクソン族・ジュート族が侵
入し，定住するようになる。このゲルマン諸部族の言語が土台となり，古英語が形成され
てきたのである。英語史の時代区分の概要は以下のとおりである。

  古英語  700～1100年
  中英語  1100～1500年
  近代英語 1500～1900年
  現代英語 1900年以降
 
古英語はそれ以降の英語と比べ，ゲルマン語の特色を多く維持していた。しかし，英語

史上最大の出来事ともいえる 1066年のノルマン人の征服により，数世紀間イギリスでは，
フランス語と英語の 2言語併用状態がもたらされる。この時期に，行政・宗教・軍事・芸
術など様々な分野に大量のフランス語が流入し，英語語彙の大きな特色の一つとなってい
る。また 15～17 世紀のルネッサンス期には，ラテン語，ギリシャ語を中心とするヨーロ
ッパ諸語から科学・医学・人文科学関係の語彙が多数借用された。
現代英語語彙の語源についてそのうちわけをみてみると，使用頻度の高い語 2万語に関

しては，（1）本来の英語 19％，（2）ラテン語 15％，（3）フランス語 36％，（4）ギリシャ



語 13％，（5）北欧語 7％，（6）イタリア・スペイン語 1％，（7）その他 9％である。一方，
基本語 1,000語と比べてみると本来語約 55％，ラテン語，フランス語からの借入語は，約
35％である1。

 基礎語彙を指導する際，ある英語の語彙に対し日本語訳を与えて指導すると，大きな弊
害が伴い，日常的な基礎語彙ほどその弊害は大きい。基礎語彙はそのカバーする意味領域
が広く，その領域が日本語と英語で必ずしも一致しないからである。それに加え，日本語
と英語は，全く系統の違う言語であり，その文化的背景も異なる。ここでは，基礎語彙指
導，学習において特に注意すべき点を考察する。

類義語が多いということは，その言語の豊かさを表すが，基礎語彙の学習，指導の際に
は，その類似点よりむしろ違いに注目する必要がある。類義語同士の違いは主に，意味領
域の違いと文体的特徴の違い，の 2つに分けることができる。

・意味領域の違い
例）injuryと wound

いずれも，「傷，怪我」などと翻訳される語であるが，学習者には，意味領域の違いを
その例文も含め，指導する必要がある。例えば，OALD5 はそれぞれ次のような定義を与
えており，injure は，事故など不意に傷，怪我を負ってしまう場合，wound は，意図的に
相手を傷つける場合に用いられることが分かる。

injure v 1 to hurt oneself / sb / sth / physically:  

He fell off his bicycle and injured himself / his arm.  

She was slightly / seriously / badly injured in a road accident. 

wound n 1 an injury to part of the body, esp one caused by a weapon with cutting or tearing of the 

flesh:

a knife / stab wound  

He died after receiving two bullet wound in his chest. 

His wounds healed slowly. 

 wound v (esp passive) 1 to cause a wound: 
Ten people were killed and thirty seriously wounded. 

                                                 
1 長嶋（1985: 3）



The guard was wounded in the leg. 

また，NOTEとして，両者の意味の違いを対照させて説明を加えている。

NOTE 

Wound and injure are both used in talking about damage to the body. They are often used in the 

passive. A person can be wounded by a knife, gun or other weapon. It is a deliberate action, 

connected with fighting or war.

 In an accident, for example involving a car or a machine, a person might be injured.

Five people were seriously injured in last night’s train crash. 

He was wounded in the civil war. 

Soldiers shot and wounded a man crossing the border.

 学習英和辞書（ルミナス）は，injury の項目のところに日英語義比較を次のように提示
している。

injury  (事故などによる)

wound  (武器・凶器などによる)

負傷
怪我

・文体の違い
意味において本質的な大きな違いはないが，その文体において異なる類義語もある。そ

の主な例が，大きい，小さいと big, large; little, smallであり，服部（1968）はその差異につ
いて次のような点を指摘している。

・ 小さい子どもにとっては，全てのものが，big or littleである。e.g. big ball 

・ large, smallは多少威厳がある。
・ 知的にみせようとする時は large, smallを使う。
・ large, smallは，記述的，big, littleは，感情を表す。

cf. a big lake / a large lake 

 日本語には，多くの外国語からの借用語，特に英語からの借用語が氾濫しているが，英
語での意味とカタカナ語の意味が全く同じである場合は稀であり，本来の意味を正しく理
解しておく必要がある。例えば，日本語にすっかり浸透している「ジュース」を例にあげ
てみる。「ジュース＝juice」という誤解を招いていることが多いが，実際の意味の重複は
一部で，全く意味領域が重なるわけではない。OALD5は次のように定義している。
juice n 1 [U,C] the liquid obtained from a fruit; a drink made from this: 



juice squeezed from a lemon 

Two tomato juices, please. 

2 [U, C] the liquid that comes from a piece of meat when it is cooked. 

Use the juices from the meat to make gravy. 

3 [C usu pl] body that helps sb to DIGEST food: 

gastric / digestive juices 

つまり，英語の juiceは，果物，野菜等の果汁，肉汁，消化液などの総称であるのに対し，
日本語のジュースは，果物，野菜等の果汁，そしてソフトドリンク全般をさす。

意味の分析 / 言語の音声と意味 / 意義素の構造と機能 / 意義論 / 言語

コレ，ソレ，アレと this, that / 大キイ，小サイと large, big ; small, little / 太イ，細イ; 厚イ，
薄イと thick, thin / 衣服に関する基礎語彙 など
コロケーション

・ 日本語では，大きい声，小さい声というが，英語では，a big (or large) sound (or 

voice), あるいは a small sound (or voice)とはいわずに，
loud ＜大きい＞
high ＜高い＞
low ＜低い，小さい＞
strong ＜強い，力強い＞
weak ＜弱い，弱々しい＞
faint ＜かすかな＞
soft ＜やさしい＞

などの形容詞を使う。

広イ，狭イと wide, broad ; narrow 

 広い wide, broad / 狭い narrow と訳すが，日英両語のこれらの形容詞のもつ意味は
かなり違う。



＊ 日本語
「大きい，小さい」 形を客観的に問題にする。 e.g. 大きい池，大きい紙
「広い，狭い」 ①人間がその中に入れるもののひろがりの大小を問題にする。
e.g. 広い池，*広い紙
②形でなく空間，広がり，を問題にする。e.g. 広い壁，広い窓  cf. 大きい壁，
大きい窓
③形のつかめないものにも使える。 e.g. 広い海，広い空

＊ 英語
道，川，谷など縦に長いものの幅が広いか，狭いかを表し，日本語なら「広い，
狭い」で表すであろう，部屋，運動場，国などには，large, small, bigを用いる。
また，日本語でも縦に長いものについて「広い，狭い」を用いるが，（e.g. 広い
道）その場合でも幅というよりは，空間としての広がりを指す。

欧米の言語学界 / 外国語教育の改善について / ドリルについて / 英語の学習について

・ ある 2つの違った言語において意味が完全に同じ 1対の単語は殆どありえない。例え
ば，日本での英語教育で，しばしば「head＝アタマ」と教えられるが，実際この 2 つ
の単語の意味はかなり違っている。
アタマ（頭）＝人体において，頭髪の生えている部分（および額も含むことがある）。

顔とは対立する。ただし，顔は額を含む。
   head＝基本的には，首より上の頭部全体，すなわち頭と顔を併せた部分。faceは head

の 1部分。
 基礎語彙の指導では，翻訳だけでなく，意味の相違の説明，それに関連する文化の相

違に関する説明もされるべきである。

・ コロケーションについて。我々が母国語の意味を正確に知るようになったのは，色々
な場面において，類似の事物を，これとそれは同じ単語で呼ぶが，あれは別の単語で
呼ぶ，というふうに教えられたり，訂正されたり，同時にまた，この単語とこの単語
とは結び付け得るがこれとこれはそうではない， 例えば，ツメタイミズとはいうが，
サムイミズとはいわない等 と習得してきた。しかし，教室ではそのような様々な場
面設定をすることは困難なので，日本語によって色々な単語の結合に関する制限や実
例を補うことも大切である。



日本語 英語
（例）タカイ （人，木が） tall 

（山が）  high 

（鼻が）  big 

 500 万語を集約した書き言葉のみのコーパス。頻度数は手作業でカウント。英語を第 2

外国語として教える際，まず指導すべき基本 2000語をリスト。2000語の選択に関しては，
頻度数のみならず，その語の難易度，必要性，文体（あまりにも文語的，口語的な語は 2000

語レベルでは必要ない）も考慮にいれられている。また頻度の高い基本語ほどそのもつ意
味も多様であるため，本リストでは，意味ごとの頻度率もカウントされている。意味分け
に関しては，OED（The Oxford English Dictionary）に基づいている。

 本リストの特徴は，British National Corpusという電子コーパスを用いたことにあるが，
これはあらゆるジャンルの言語資料からなり，書き言葉のみならず，話し言葉も含み，ま
た最新の資料を用いている，という点で従来のものは大きく異なる，といえる。

・ 1億語の現代イギリス英語の集約された電子コーパスで，4,124種類のテキストからな
る。

・ 言語資料には，書き言葉，話し言葉ともに含まれており，その比率は書き言葉 90％に
対し，話し言葉 10％。

・ 書き言葉に関しては，1960年以降の資料，話し言葉に関しては，1991年以降のもので，
BNC全体の 93％以上が，1985-94年の間の資料に基づいている。

・ 書き言葉については小説などのフィクションと，説明文などのノンフィクションに分
けられる。（フィクション：ノンフィクション＝19：71）

・ 話し言葉については，会話と演説，講義，スピーチなどの公的活動に分けられる。会
話は話し言葉の 40％を占め，年齢（15 歳以上），社会階級，性別，出身地など，均等
になるように選ばれた 127 人の人が 2 日～7 日間テープレコーダーを持ち歩き，全て
のやりとりを録音し，出来上がったもの。



 BNC全体で，757,087種類の語が現れる（語形変化したもの，例えば動詞の過去形など
も 1種類とカウント）。このうち，10回以上現れる語は，124,002語で，これは全体の 16.38%

にすぎない。また 1度しか現れない語は 397,041語あり，これは全体の 52.44%をも占める。
本リストでは，見出し語が 100 万語につき 10 回以上の頻度で現れているもののみを取り
上げている。（ただ，アルファベット順のリストでは，全コーパスの中で 10回以上現れて
いる語形はリストされている）

＊Word=見出し語とその変化形
＊PoS=Part of speech 

 BNCには文法タグがついており，同じスペルで，品詞の違うもの，例えば，likeという
語に関して名詞と動詞に分けられている。

＊Freq=Frequency

 100万語中何度現れるか。
＊FrS=Frequency in spoken texts 

 書き言葉の中での頻度。分母は 100万語。
＊FrW=Frequency in written texts 

 話し言葉の中での頻度。分母は 100万語。
＊Ra=Range

 BNC全体，100部門のうち，いくつの部門にその語が現れるか。
＊Di=Dispersion

 部門の中でどの程度均等に現れるか。

Freq  Ra  Di 

HIV 16  62  56 

keeper 16  97  87 

lively 16  97  97 

 
＊LL＝Log Likelihood 

 ある 2 種類の言語資料を比較した時の頻度の違いの大きさ。LL 値が高い程どちらか一
方で際立って使われている。



List1. BNC全体における語の頻度数をリストにしたもの。
  1-1. アルファベット順に。
  1-2. 頻度数順に。
List2. 話し言葉と書き言葉を比較
  2-1. アルファベット順に。
  2-2. 話し言葉のみ対象。頻度数順に。
  2-3. 書き言葉のみ対象。頻度数順に。

2-4. 話し言葉と書き言葉を比較し，その LL値順に。
List3. 話し言葉のみ対象。会話と公的活動を比較。
  3-1. アルファベット順に。
  3-2. LL値順に。
List4. 書き言葉のみ対象。フィクションとノンフィクションを比較。
  4-1. アルファベット順に。
  4-2. LL値順に。
List5. 品詞ごとにわけ，頻度数順にリストにしたもの。（名詞，動詞，形容詞，副詞，代名

詞，限定詞，前置詞，接続詞，間投詞）
List6. 語彙リストでなく，どの品詞の頻度が高いかをリストにしたもの。

 この語彙リストは文部省検定教科書『英語 I』（平成 12年度用）48種類の使用語彙のう
ち，頻度が 1の語（全体で 1度しか現れなかった語）を除き，頻度 2以上の 5,776語が頻
度，レンジ（何種類の教科書に現れたか）とともに入っている。例えば，（9,165  48  to）
は‘to’という語は全体で 9,165回，48種類の教科書に出現したことを意味する。分析対
象は各レッスンの英文全てで，速読用，補足用のレッスンも含む。動詞の規則変化の過去
形や過去分詞形（-ed），三人称単数現在（-s,-es），現在分詞形（-ing），名詞の規則的複数
形（-s,-es），形容詞の比較，最上級形（-er,-est）は全て原形に戻してカウントしてある。

・ 英語初学者に指導すべき基本語彙の選択に際しては，頻度のみならず，その文体や，
専門性が高くないか，なども考慮する必要がある。

・ 日本語と英語においてある 1 組の単語のもつ意味が全く同じということは，特に基本
語のレベルでは，殆どありえないので，訳語を与えるだけでなく，その意味や使い方
の違いを日本語で補足説明する必要がある。



・ 内容語に関しては，基本語ほど意味が多様で，その語のもつ背景や使われる文脈とと
もに指導することが望ましい。
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