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ドイツ語教育 における教材制作 ：

     理念 ・開発 ・実践
一 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの場合 一

木村 護郎 ク リス トフ ・藁谷 郁美 ・平高 史也

1.は じめ に

 教材を手にしたとき，私たちはそれを授業でどう使 うかについては考え

るものの，それができあがるまでのプロセスに思いをめ ぐらせることはあ

まりない。教材の趣旨が序文や教師用マニュアルに申し訳程度に記 されて

いることはあって も，企画立案の段階から使用に至るまでの過程で どのよ

うな議論がなされ，教材化されてきたか というプロセスはまだあまり注 目

されていないのではないだろうか。しか し，そうした舞台裏の事情は，教

材を選び，使おうとする人にとってはもちろん，これから教材 を作成 しよ

うとしている人にとっても貴重な情報である。さらに，教材開発 をめ ぐる

議論は外国語教育学の構築にも深 く関わる。本稿は，慶應義塾大学湘南藤

沢キャンパス(以 下SFCと する)で 現在開発中の ドイツ語教材を題材 とし

て，教材制作の過程，いわばメーキングの現場を明 らかにし，そこに含ま

れる種々の問題点について考察することを目的とする。本稿での議論は単

なる教材開発の事例紹介にとどまらず， ドイッ語あるいは外国語教育学の

あり方を模索するものでもある。

  2.外 国語学 習 ・教 育 のプ ロセス ：教 材論 の枠組 み と して

 使用だけではな く，開発 も対象 として教材 を論 じる場合 は，外国語学

習 ・教育のプロセス全体の中に教材開発を位置づけるというスタンスが求
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め られ る 。 外 国 語 学 習 ・教 育 の プ ロセ ス を包 括 的 に把 握 す る に は
，Stern

(1983)，Edmondson/House (1993)な ど も参 考 に な るが ， こ こで は以 下 の

議 論 の 出 発 点 と してStrevens(1977)のlanguage learning/language teach -

ing processの モ デ ル(図1>を と りあ げ る 。 この モ デ ル が 有 用 な の は 次 の

3つ の理 由 に よる。

1PC

AN]

図1 Amodel of the LL/LT Process(Strevens(1977))
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(1)国 や地域だけではなく，大学や高等学校などの教育機関での外国語教

  育にもあてはめることができる。

(2)政 策 ・目的から始まり，学習者や評価に至る トップダウンの考え方を

  採っている。

(3)外 国語教育 ・学習に関わる要素をほぼ網羅：している。

教室作業では教材 とい うプロダク トばか りに注 目するあまり，図1に 示さ

れているように，それを取 り巻 く重要な要素が数多 くあることを忘れがち

であるが，教材開発や現場での授業 もこうした外国語学習 ・教育の大きな

枠組みに位置づけられるべ きものなのである。本稿では，教材論から見た

外国語教育のシステムとい う視点か らこのStrevensの モデルに多少の修正

を加え，次のようなフロー ・チャー トを提案する(図2)。 この図は大 きく

(1)理 念 ・前提，(2>開 発，(3)実 践の3層 からなっているが，この3

層は互いに独立しているものではな く，相互に関連のあるものとして考え

られている。特に，矢印が図の最下層 にある評価を含む実践から最上層の

理念 ・前提の部分に逆流 していることにも示 されているように，図2は 外

国語学習 ・教育のプロセスを教材開発や使用をめ ぐる大 きなサイクル とし

て示 したものともいえる。教員は実践のレベルに配されているが，当然教

材の開発にも携わり，関連諸科学の研究も行 うので，他の層にも置かれて

しかるべ きである。 しか し，ここでは学習者 とのインターアクションのパ

ー トナーとしての一面に主眼を置き
，実践の層に配 した。以下では，図2

の上から下へ という流れにしたがって論を進める。

3.理 念 と前提

 はじめに，教材開発 ・使用の前提であ り，理念 ともなる4つ の要素につ

いて考察する。
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図2 教材 論か ら見た外 国語 教育 の システム ：ドイ ッ語教材 の開 発 と使用

.印t
wicklung und Anwendung.

von Lehrmaterialien im DaF-Unterricht

3.1.政 策 と 目 的

 国や地域だけではなく，大学の外国語教育にも言語政策的な視点が必要

であることはすでに指摘されている”。これは言いかえれば理念ということ
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もできよう。中等教育段階で英語以外の言語の教育がほとん ど行われてい

ない我が国では，大学の言語教育をどのような政策 と目的をもって進めて

いくかは重要な課題である。SFCの 外国語教育の政策や理念についてはす

でに論 じられているので，詳細はそちらに譲 り2)，ここでは多言語主義 と発

信のための外国語運用能力習得 という2つ のキーワー ドを挙げるにとどめ

てお く。

 SFCの ドイツ語教育もこの理念を共有している。発信のための外国語運

用能力とは， 自らについて語ることのできる能力をいう。これまでの外国

語教育が力点を置いていた外国語を使 って海外の情報を得るという面だけ

ではな く，自身の持っている情報やコンテ ンツ，意思を聞き手に的確 に伝

える能力に重点を置いている。 したがって，外国語の運用能力のみならず，

それに内容を盛 り込んで発信 し，受信できるコミュニケーション能力の総

体の育成を目的 としている。ツールとしての外国語能力を磨 くことは大切

だが， コンテ ンツな くしてはツールとしての外国語 は存在 しえない。 この

ように現実に即 した発信のための言語能力の習得 を目標 として立てるのな

ら，アプローチや教材，教授法も当然その目標に見合ったものでなければ

ならない。例えば，いわゆる文法読本的な教科書 を使ってテキス トを逐語

的に訳 していくような授業では，この目標は達成できないのである。

 また，学生に2つ 以上の外国語を学ばせようという政策や理念を打ち立

てるのならば，それに見合った柔軟な制度が求められ よう。SFCで はここ

数年この点に変化が見られ，インテンシブコースを3期 まで必修 として課

していたキャンパス設立当初の制度か ら，学びたい学生は自分の レベルや

関心に合ったコースを自由に選択 して履修できる方向に変わってきている。

1)例 え ば ， 井 上(1995)， 平 高(1997)を 参 照 。

2)例 え ば ， 関 口(1993)を 参 照 。
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3.2.学 習者 の実態 の把握

 政策 ・目的と表裏一体をなすのが，学習者の実態の把握である。政策 ・

目的はいわば教える側，管理する側の視点であるが，教わる側 に立って，

学習者が何を学 びたいと思っているのか， ドイツ語 も含めた外国語の学習

履歴はどのようになっているのか，また，海外滞在経験はあるのか，など

の言語生活に関わる要素は，適切な外国語教育の政策や 目的を打ち出すた

めには知ってお くべ き必須の項目といえよう。SFCで は学生に語種登録の

際，選択理由や外国語学習歴などの情報を記入 してもらっている。本来は

さらに学習者のタイプや各自が好む学習スタイルなどについてのデータも

望まれるところである。こうしたニーズやすでに有 している言語能力の分

析は，到達 目標を設定 し，シラバスを策定するのに役立つばか りでな く
，

教材開発にも大 きな影響 を与える。学習者の大半が発話のための ドイツ語

能力を身につけたいと思っているのに，読解や翻訳に重点のある教材を開

発 したり，使ったりしても意味はない。少なくとも，学習者のニーズに応

えることはできない。 また，例えば大学卒業時における ドイツ語能力の到

達 目標 を設定するためには，実社会で求められている ドイツ語能力や 日本

語母語話者の ドイツ語によるコミュニケーションの実態等々についての調

査 も必要であろう。そうした実態が明らかになって初めて
，外国語学習 ・

教育の 目的も明確になる。 日本語を母語 とする話者の外国語能力(と りわ

け英語以外のそれ)の 実態調査はその意味でも急務であろう。

3.3.組 織 と制度

 3.2.で も少 し触れたように， どのような言語能力を備 えた学生 を世

に送 り出 したいか，そのためにはどのような言語をどの程度学ばせるべ き

か というのは大学の言語(教 育)政 策に関わる問題である。そして，それ

を実現すべ く考えられるのが制度や組織である。例えば，外国語を何単位

課すのか，必修とするのか， 自由科目とするのか，等々についての決定が
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これにあたる。事務部門の学事や教務担当などの授業 としての外国語教育

に関わる組織 もこれに該当しよう。

 さらに，大学内の組織としてのセンターや研究室の態勢 も教材の開発や

使用を左右する大 きなファクターである。SFCで は ドイツ語研究室だけで

はなく，どの外国語研究室にもTA (Teaching Assistant， 大学院生)， SA

(Student Assistant，学部生)が 置かれてお り，教員 とともに研究 ・教育 ・

管理の諸活動に参加 している。この教員と学生が一つになって研究，教育，

管理に関わる態勢こそが，他では例を見ないSFCド イツ語研究室の特徴 と

なっている。

 教員は専任，非常勤 を問わず，インテンシブコース，ベーシックコース

では同 じ教材 を使用 して教育にあたっている。それには，根底にある政策

や理念，また，後で述べ るアプローチや教授法について担当教員全員に共

通の理解が必要である。教員の個性の違いは生かされなくてはならないが，

教育に関する根本的な部分，すなわち，理念は共有するべきであろう。

3.4.関 連諸 科学

 言語教育は，言語の科学，心の科学，教える科学の3つ の柱が支えるも

の という考え方が長 く支配的であったが，近年はそれに個人を取 り巻 く社

会の科学と文化の科学が加わったと見ることができる。外国語教育の根底

をなす研究領域 としてStern(1983)は 言語教育史，言語学，社会学(お よび

社会言語学，文化人類学)， 心理学(お よび心理言語学)， 教育理論の5つ

を挙げている。 また， 日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議によ

る 『日本語教育のための教員養成について』は，「日本語教員養成において

必要 とされる教育内容」の 「コミュニケーション」を 「社会 ・文化 ・地域

に関わる領域」，「教育に関わる領域」，「言語に関わる領域」の3つ に分け，

さらに区分 として 「社会 ・文化 ・地域」，「言語 と社会」，「言語 と心理」，

「言語 と教育」，「言語」の5つ に分けている。この5つ の区分はStern(1983)

とほぼ重なるものといえよう。さらに，Henrici(1995)は 。DaF im Kontext
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anderer Wissenschaften“ と し て 次 の3つ のReferenzwissenschaftenを 挙 げ て

い る3)。

Referenzwissenschaften 1

-Zweitsprachenerwerbsforschung

-L2-Classroom Research

-angewandte Linguistik

Referenzwissenschaften 2

-Linguistik(kontrastive Linguistik
， Pragmatik， Psycholinguistik u.a.)

一Literaturwissenschaft

=Germanistik/Auslandsgermanistik

-Kultur-und Landeswissenschaft

Referenzwissenschaften 3

-Soziologie

-Psychologie

-P臈agogik (Didaktik
...)

一Medienwissenschaft

 これら3つ の先行研究から言語学，心理学，教育学，社会学，文化学な

どの諸科学が重要な関連領域 として浮かび上がって くる。さらに，Henrici

(1995)に は挙げられているが，近年日常生活の領域にも入 り込んでいるネ

ットワーク環境やIT関 連の科学 も加えておくべ きであろう。

 SFCド イッ語研究室では，これ までにも眼球運動の研究成果を取 り入れ

た ドイ ツ 語 教 材4)や ，ITを 学 習 環 境 に組 み 込 ん だ ドイ ツ語 発 音 導 入 ソ フ ト

の 開 発 の な ど に力 を 入 れ て い る 。 ま た
， ドイ ツ語 圏 で の 夏 季 研 修 に 参 加 し

た学 生 の 渡 独 前 後 の イ ン タ ビ ュ ー を分 析 す る プ ロ ジ ェ ク ト6)も 行 わ れ て お

 3)Henrici(1995：18)

 4)関 ロー・郎 ・斎藤 貴 臣(1993)参 照。

 5)藁 谷郁美 ・平高 史也 ・関ロー郎 ほか(2001)参 照 。
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り， そ の 成 果 は教 材 に も反 映 され て い る7)。

         4.開 発(教 材 ・教授法開発)

4.1.ア プローチ ー 問題発見 ・解決型 と発信型

 教材 ・教授法開発のプロセスにかかわる理念を具体化するもの として，

SFCド イツ語研究室では，問題発見 ・解決型アプローチ と発信型アプロ

ーチの2つ を重視 している。外国語教育では往々にして文法規則や語彙を

そのまま暗記，蓄積することが後の学習段階へ進む前提 となりやすい。そ

の場合，思考過程を経ずにただ暗記されただけの事項は応用力 を伴わず，

コミュニケーションの場に柔軟に適応する能力が身につきにくい。SFC

の ドイツ語教育では，学習者が受け手として ドイツ語を習得 してい くので

はなく，自ら問題 を発見 し，解決する，問題発見→解決のプロセスを基本

とする。後に述べる初級1お よび初級2の シラバスデザインの中で大きな

柱 となる文法 も，文法事項を最初か ら規則として与えるのではなく，まず

さまざまな場面設定 とそれに適した例文から学習者に文法規則を発見させ

ることを出発点 としている。文法規則だけではなく，語彙や表現法等 も問

題発見の対象として扱 う。解決へのプロセスは，文字のほかに写真やイラ

ス ト等の視覚情報，学習者の身の回 りに存在する情報や既習事項によって

導かれる。本来，知識 というのは，「単に事実を並べた ものではなく，むし

ろ，問題を解 くことを通 して自分のさまざまな経験やほかの知識 と組み合

わせ ることができるようになった，問題解決のための信頼できるよりどこ

ろ」8)である。この問題発見 ・解決プロセスを経た知識こそが，使える文法

知識，使 える語彙知識 となって学習者の中に蓄積されてい くべ きものであ

6)平 高 史也 ・藁谷郁 美(2001)参 照。

7)例 え ば，初 級3第2課 での 聞 き返 しや 言い よどみ の表現 の扱 い な どに は，

 この プ ロジェ ク トの研 究成果 が現 れてい る。

8)安 西(1985：201-202)
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るならば，外国語学習でも学習者それぞれが自分の コンテンツである経験

や知識を生かす ことこそが，きわめて効率的な学習法となるはずである。

だか ら，問題発見 ・解決型アプローチは，同時に学習者が 自分について話

す，あるいは自分の考えを話すといった自己発信型学習を促すことになる。

教師が質問して学生が答えるという一方向の学習ではな く，学生が問題を

発見してそれを問い として教師やクラスメー トに対 してまず発信すること

が重要である。受信の後に発信するのではなく，発信 してか ら受信すると

いうプロセスがあって初めて，学習者に自ら思考するという段階を踏 ませ

ることができ，コミュニケーション能力の基本である読む，書 く，聞 く，

話すという4技 能を応用力を伴った形で身につけさせることがで きる。

4.2.シ ラ バ ス デ ザ イ ン

 3.で 述べたことからもわかるように，外国語学習 ・教育では従来のよ

うな文法事項の積み上げばか りではなく，まず到達 目標 を設定したうえで，

そこか ら「どんな能力が必要なのか」を分析 してシラバスを立てるとい う考

え方 も大切である。その能力は文法に関するものだけではなく，機能や語

彙についてのそれも欠かすことができない。SFCの ドイッ語教育ではこ

れらに加えて，学習者にとって重要な接触場面9)も シラバスを構成する軸

の一つとして考慮 した。その結果，シラバスは文法のみ，あるいは機能の

みといった1本 の柱ではなく，文法 ・機能 ・語彙 ・場面 ・トピックを総合

的に組み込んだ複数の柱を土台にした ものとなっている。

4.2.1.到 達 目標の設定 とシラバスデザイ ン

 初級1，2を もって，いわゆる初級文法は一通 り終了する。初級2終 了

段階では，SFCの 外国語教育の理念を念頭 におき， ドイッ語 を使 って何

(コンテンツ)が 発信できるかに重点を置いている。ここでは自分の関心や

9)接 触場 面 につ いて はネ ウス トプニー(1995)を 参 照
。
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専門，生活環境を語 り， 自分の考えを発信で きる能力を身につけることを

到達 目標 としている。自分について語ることができるためには，場面や ト

ピックは既知の ものであったほうが よい。だか ら，この教材 を使って ドイ

ツ語を学ぶ学習者(日 本の大学で初修言語 として ドイツ語を学ぶ 日本語母

語話者)が 実際に日常生活で遭遇 するであろう場面を設定 し，その場面に

おける言語行動や トピックを素材 とする。初修言語 を学び始めて問もない

学習者の言語行動を架空の ドイツ語圏に設定するのは，私たちの理念には

そぐわない。例 えば，道案内のシーンを考えてみよう。習いはじめて数週

間の，まだ ドイッに行ったこともない学生に 「あなたは今 ミュンヘンのマ

リア広場にいます。オペラハウスへ行 く道を説明 してみましょう」という

ような課題を与えると，行ったこともない ドイッの都市の建物や道路を想

像で補いつつ，説明することになる。道案内に必要な言語表現の習得 に集

中させるのなら，学生の注意をそれ以外の要素に向けるのはあまり好 まし

いことではない。一・方，最寄駅から自分の大学 までの道筋は毎 日通ってい

る道なので，学生が知 っているということを前提 とすることがで きる。コ

ンテンツは既知なのだから，その分のエネルギーを言語形式の獲得に注 ぐ

ことができる。

 初級3で は，初級1，2ま でで身につけた ドイツ語のスキルを使って，

ドイツ語圏でどうやって生活するのか， という段階へ移 る。ねらいは初級

3終 了後に参加する海外研修へのステップアップである。 したがってこの

段階での場面設定は ドイッ語圏へ と移行する。ただ し，ここで重要なのは，

あ くまでも学習者が ドイッ語圏へ初めて渡ったときに遭遇するであろう場

面，行動， トピックが中心になって教材が作成 されるという点である。初

級3の 学習者像は，初級1，2の 学習プロセスを経て， ドイツ語圏の大学

へ初めて赴 くという状況を想定している。初級1，2に 較べてシラバスに

占める文法項 目の割合は低 くな り，逆に機能，言語行動，語彙， トピック

が より大 きなウェイ トを占める。初級3は 海外研修へのステップ，および

その後学習者が進む専門分野 との関連で用意されている中上級 レベルの ド
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イ ツ 語 科 目(ス キ ル モ ジ ュ ラ ー科 目 と コ ンテ ン ツモ ジ ュ ラー 科 目)へ の 橋

渡 しと して の 役 割 も同 時 に担 って い る。

 こ の よ う に， シ ラバ ス を デ ザ イ ンす る た め に は ， 初 級1，2，3の 各段

階 で そ れ ぞ れ 異 な る 目標 を掲 げ ， 何 に重 点 を置 くの か を明 らか にす る必 要

が あ る。SFCの ドイ ツ語 教 育 で は， 上 述 の よ う な学 習 者 の ニ ー ズ に合 わ

せ て(1)文 型 ・文 法 ，(2)表 現 ・機 能 ，(3)ト ピ ッ ク ・場 面 の3つ の

観 点 か らシ ラバ ス を設 計 して い る。 そ の 際 ，Council of Europe(2001)に 見

られ る シ ラバ ス の 考 え方 ，特 に公 的 ・私 的 場 面 状 況 か らな る ドメ イ ン とい

う概 念 が 参 考 に な っ た10)。

4.2.2.初 級1，2の シ ラ バ ス

 すでに述べた通 り，初級1お よび初級2は 学習者の日常生活が場面状況

として設定 されているので， ここでは公的場面状況 として大学(SFC)

を，私的場面状況 として自宅等，大学以外の場を想定 している。初級1の

教員用シラバスを図3に 示す。初級文法が一・通 り終了する初級2ま での段

階では，シラバスは文法 中心 にデザ インされてはいるが，同時 に，テー

マ ・トピック ・機能(lnhalte ， Funktionen)が 文法事項の学習進行に合わせ

て組み込まれている。その際，話す力，聞 く力，読む力，書 く力を養成す

るための教材がさまざまな形で学習者に提供されるが，この段階で重点が

置かれるのは自己発信のためのコミュニケーション能力である。場面設定

が大学生活 を中心 とした，学生にとって至極 自然な接触場面であることか

ら，学習者は既知のコンテンツを材料にコミュニケーシ ョン能力 を伸ばす

ことに集中で きる。ここでは学習者 自身が実際に体験 している内容だけを

コンテンツとして扱 うばか りでなく，特 に初級2後 半では，そうした体験

を踏まえて自分の意見を述べた り，他の学習者 とのディスカッションをす

ることで，発信 と受信 を繰 り返すコミュニケーション能力の養成が可能に

10)Council of Europe (2001：48-49)
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な っ て い る。

図3 初級1の 教授 用 シラバス
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4. 2. 3.初 級3の シ ラ バ ス

初級1か ら初級2ま でを1年 間学習 したうえで，次の段階，初級3へ と
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進む。初級3の 学習者用 シラバス(図4)に 明 らかなように，ここでそれ

までの文法を中心としたシラバスから，機能や トピック(図4で はVideo)を

中心 としたシラバスへ と移行する。学習者はすでに一通 りの初級文法を終

えているか ら，初級3で の文法事項は，新出の文法事項の導入 よりもむし

ろ既習の文法事項の応用に力点が置かれる。 シラバスデザインの柱である

場面設定 とトピックは，ここで初めて 日本か らドイツ語圏へ と移 される。

しか し，学習者のおかれた環境か ら逸脱 した場面ではなく，一貫 して現実

的な状況が接触場面として設定されている。

 具体的には， 日本での ドイツ語学習を一通 り終えた学生が，春休みや夏

休みを利用 して ドイツ語圏の語学研修に参加するという状況が想定されて

いる。自分で研修の申し込みを済 ませ， ドイツの大学に行き，学生寮に入

り， ドイツ語圏での学生生活をスター トするところから，いろいろな体験

を経て帰国するまでに遭遇するであろうさまざまな接触場面が選択 されて

いる。このような場面設定の中で，既習の文法事項が ドイツ語圏でのコミ

ュニケーションで どのように応用で きるのかを学習するのが初級3の ねら

いでもある。教材の内容は，初級1，2の ように話す，聞 く能力の養成 を

めざすだけではな く，読む，書 く能力を培 うための要素を増やしたものに

なっている。

 ここで特に重要 な作業は，この ドイツ語圏での接触場面の設定である。

SFCで は春休みおよび夏休み期間中に行われる海外語学研修は単位認定

の対象 とされる。 したがって初級3を 終 えて(場 合によっては初級2終 了

の段階で)語 学研修への参加 を希望する学生は少な くない。11)SFCで 初級

3ま で終えた学生が ドイツ語圏においてどのような接触場面に遭遇するの

か，その現状をより詳 しく把握するために，研修参加希望の学生 に対 して

研修申し込みの段階か ら帰国するまでの期間，日誌を書 くことを義務づけ

ている。 また，研修参加学生は，異文化，異言語と接触 してどのようなご

11)毎 年春 ・夏あ わせて平均20名 前 後の学 生が語学研 修 に参加 してい る。
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とがらに気づ き，興味 を抱 くのか，あるいは失望 した り，ショックを受け

た りするのか 一 学生の視点から体験するこれ らのさまざまな場面をデ

ータとして蓄積 し，教材における接触場面の設定に反映させている。

図4 初級3学 習者用シラバス
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4.3.教 材 ・教 授 法

 ドイ ツ語 教 材 は 初 級1，2，3の 各 課 と も に 「問 題 発 見 コー ナ ー」， 「キ ー

セ ンテ ン ス」， 「文 法 」， 「ス ケ ッチ練 習 」， 「ス ケ ッチ 」， 「パ ー トナ ー 練 習 」，

「文 法 練 習 」， 「応 用 練 習 」等 の 部 分 か ら成 り立 っ て い る 。 実 際 の授 業 の 流 れ

につ い て は次 章 を参 照 さ れ た い 。 こ こで は各 パ ー トの担 う意 味 に つ い て述

べ る。

4.3.1.「 問 題 発 見 コ ー ナ ー 」

 このパー トはSFCド イツ語教材 ・教授法のアプローチを示す典型的な

部分のひとつである。すでに言及 したように，ここでは新 しい文法事項や

表現方法の規則 を学生 自身に発見 させ るのがねらいである。ヒントとなる

のは絵や写真，文字，場合によっては学生が既に持っている，例えば英語

の知識等であり，それ らを使って新たな文法等の規則性 を導 き出させるの

である。この段階では，まだ新出事項の文法説明を行っていないが，だか

らこそ学生は臆することなく，これまでの知識 を駆使 して問題を発見 し，

解決を図ろうとする。こうして「みんなで」導 き出 した文法の規則性が，後

の「文法」コーナーで整理される。

4.3.2.「 キーセンテ ンス」

 教材 ・教授法の中で核を成すのが 「問題発見コーナー」の前後に扱われ

る「キーセンテンス」である。どの課 も，常にキーセ ンテンスのビデオで始

め られる。学生達はまず最初にキーセンテンスを聞 き，音声に合わせた発

音の反復練習を行う。この段階では文法説明を一切おこなわず，学習者が

リラックス した状態で発音練習に集中することがで きるように工夫 してい

る。12)「キーセンテンス」にはその課で学ぶ重要な10余 りの文が収められてい

  12)こ のサジェス トペディアを応用した方法は関口(1993：62)で 述べられ

  ている。
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る。「キーセンテンス」には2つ の意味がこめられている。1つ は，後に勉

強するスケッチ ビデオを理解するための「キー」となっていることである
。

スケッチはキーセンテンスを骨組みとして成 り立っている
。次に， どのキ

ーセンテンスも基本的な文法事項を含んでお り
，さまざまな場面や トピッ

クに応用できるいわば雛型ともいうべき文となっている。

4.3.3.「 文 法 」

 先の問題発見コーナーの，いわば答えとなるのが「文法」である。ここで

学生達は自分達のおこなった思考プロセスをあらためて確認する。 ここで

の文法説明でも例文はキーセ ンテンスやスケッチに出て くる文が示される
。

この段階では じめて，学生は最初に発音練習を繰 り返 したキーセンテンス

の文法構造 と意味を把握するのである。

4.3.4.「 ス ケ ッチ 練 習 」と 「ス ケ ッチ 」

 学習者は「スケッチ」を見る前に，まず「スケッチ練習」を行 う。「スケッチ」

の内容に関する問いが10問 か ら15問ほど穴埋めや質問の形で載せ られてい

る。この練習を経 ることによって，次のスケッチビデオをどう見たらよい

かについての心構えができる。つまり，どの部分に注意 して聞けばいいの

か，ス トーリーの中で問題になっているのは何か，これらをあらか じめ意

識 してスケッチを見ることによって，漫然 とではなく，ポイントを押 さえ

た見方，聞き方ができるようになる。スケ ッチビデオはその時の状況によ

って何度繰 り返 して見せても構わない。この段階で学生は既に習った厂キー

センテンス」が，スケッチ内で繰 り広げられるコンテクス トの中で自然なコ

ミュニケーションとして機能していることを確認する。

4.3.5.「 パ ー トナ ー 練 習 」

 スケッチの理解ができたら，「パー トナー練習」でスケッチに類 した状況

を想定し，キーセンテ ンスを使った対話例をペアで作成する。これによっ



上ゴッ語教育における教材制作 ：理念 ・開発 ・実躍 69

て学生はキーセンテンスを音とリズムで体験 し，まずは基礎 となる雛型を

身につけることに集中する。

4.3.6.「 文 法 練 習 」 と 「応 用 練 習 」

 上述のパー トナー練習までで週8時 間の授業時間のうち半分を費やすこ

とになるが，後半の4時 間は，日本語母語教員による文法を中心とした基

礎練習 とドイツ語母語教員による応用練習に2時 間ずつ充てられる。基礎

練習では各課の新 しい文法事項を確認するための練習を行う。 ここでは穴

埋め問題や書 き換え等，単純な文法習得のための練習 をすることで新出文

法を定着 させ るのが目的である。教材作成の基本にあるのは「学生が先生 と

いっしょになって， ドイツ語を使いながら授業時間を楽 しくすごす」13)こと

である。具体的な教材例は5.2.で 紹介するが，内容はペアワークやグ

ループワークの形 を多 く取 り入れたものとなっている。これらの練習によ

って，応用練習では実際の生活で自分の意志を伝達 した り，他人 との交渉

をしなければならない場合のシミュレーシ ョンをすることが可能 となる。

ときには日本語母語教員の時間に宿題 としてレポー トを課 し， ドイツ語母

語教員の時間に学生は自分のレポー トを添削 してもらうという場合 もある。

4.3.7.そ の 他

4.3.7.1.教 授月1マニュアルとローテーション ・システム

 教材開発に含 まれる重要な要素 として，教授用マニュアルの作成がある。

これは教材に含 まれる練習問題の解答を記載 したものではなく，それぞれ

の教材が何を意図して作成されているのか，その本質を教員全員が共有 し，

理解するためのものである。例 として初級1第7課 の教授用マニュアルを

見てみよう(図5)。 このマニュアルは，各教員が自分の担当部分を理解す

13)関 口(1993：68)
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図5 教授用マニュァル
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IMONTAG lﾜbungen 2
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るためだけに使用するのではない。教授用マニュアルも含めた教材構成全

体の中で，それぞれの教員が担当する部分が どのような意味を担っている

のかを説明するもので もある。そして，このマニュアルの背景にあるのが

教員態勢のあ りかたである。SFCで はキャンパス開設以来，全クラスを

ドイツ語研究室の教員全員で担当するローテーシ ョン ・システムを採用し

ているw 共通の教材を扱い，複数の教員がいわばチームとなって授業を進

める方法である。そのためには常にチーム内での綿密な情報交換 を維持 し

てい くことが前提 となる。授業の度に他の教員へ申し送 り事項を連絡 し，

問題点を話 し合いなが ら進めていく，この煩雑な作業を維持するには，こ

れらの作業を一つのシステムとして機能させてい く必要がある。is'.このシス

テムによって教員個人のクラスワークや運営の差，非効率的な授業 などの

弊害は回避される。この システムを円滑に機能させていくには，教員間の

連絡が不可欠となる。それぞれの教員が授業を終えて帰宅 してか らEメ ー

ル等で連絡 を書 くことも勿論行 ってはいるが，この場合，往々に して仔細

14) 関 口  (1993；73)

15)教 員 間 の 連 携 が 欠 け て い る場 合 の 問 題 に つ い て は 鈴 木(19991133-134)

 に 簡 潔 に 記 され て い る 。
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を忘れがちにな り，記憶を辿って書 くことの負担も大 きい。そこで昨年導

入 したのが「連絡ノー ト」の利用である。教材の誤植や，実際に使用 した時

の欠点をすべての教員に毎時間後，報告 して もらう。報告内容は教材に関

するこうしたコメントにとどまらず，その使用方法や教室での学生の反応

に至るまで多岐にわたる。この記録をもとに教材の再検討すべ きところは

検討し，改訂すべ き部分は次の教材作成の参考資料 とする。このプロセス

を継続することによって，教材が学習者の実態とかみあわなくなる，とい

う状況が避け られる。先に挙げた図2の 示す ところでも明らかなように，

「教材開発」の場 と「実践」の場が乖離することなく，絶えず循環することに

よって，常にその時々に合った教材，教授法を更新できるのである。

5.実 践 SFCの 事例から

 本章では，SFCに おける ドイツ語の学習 ・教育環境およびインテ ンシ

ブ ・コースの一週 間の授業の具体的な紹介をとおして，実践段階について

考える。SFCの ドイツ語教育については関口(1993：49-75)に も紹介され

ているが，本稿ではその後の変化 を含めて，図2の 流れにそって新たに書

き下ろした。

5.1.学 習 ・教 育 環 境

 上述のとお り，SFCド イツ語研究室では，授業 を個々の教員が独 自に行

うのではな く，教員，TA， SAの 緊密な連携によって ドイツ語教育を進

めてい く態勢 をとっている。SFCド イッ語研究室は2002年 春学期現在，

ドイツ人訪問講師1名 を含む専任4名 と非常勤講師10名 の計14名 の教員と

3名 のTA，12名 のSAに よって運営 されている。教員は学期はじめの全体

会合およびメーリングリス トによる情報交換のほか， ドイツ語の授業のあ

る週4日(月 ，火，水，金)は ドイッ語共同研究室に専任が少なくとも1人

は常駐 し，授業の前後に意見 ・情報交換ができるようになっている。連絡

ノー トは複数の教員が同一教 材 を分担 して授業を行 うインテンシブ ・コー
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スおよびベーシック ・コース16)についてコースごとに設けている。

 履修者名簿 ・成績の管理および毎週行う10分 間テス トの採点 ・講評など

の教務補佐は大学院生などからなるTAが 行 う。そ して，授業前の教材準

備や コピー，ダビング，座席表作成およびホームページの管理，また新入

学生の語種選択のための ドイッ語紹介やクリスマス会などのイベ ントは学

部生のSAが 中心 に行っている。学期中， SAは 授業のある時間帯の問，

シフ ト制で ドイツ語共同研究室につめている。このようなTA， SAの 活

用は，一単に効率化 をはかるのみならず，教員が教材 ・教授法開発および教

育活動により専念できるとともに，大学院生，学部生がそれぞれ ドイッ語

教育および組織運営を実習するという教育上の意義も大きいだろう。

 次に学級 ・教室環境についてみていこう。インテ ンシブ ・コースのクラ

ス数は近年では，選択必修の初級1，2が 各4ク ラス，自由選択 となる初

級3が3ク ラス となっている。1ク ラスあた りの人数は初級1、2で は25名

強と，少人数とはいえないが，後述するようにペア ・ワークの導入などに

よって密度の濃い練習がで きることをめざしている。初修者は初級1か ら

受講するが，高校での ドイツ語学習者や ドイツ語圏滞在経験者などの ドイ

ツ語力をより効果的に伸ばすため，希望者には資格試験：によって初級2以

上への編入 を行っている。2002年 秋学期か らは，既習者の進度によりきめ

こまか く対応するため，初級1に ，初歩を終えたところから出発する既習

者 コースを設置 している。既習者コースはベーシック ・コースの1学 期修

了時の レベルである第7課 からは じまるように設計され，ベーシック ・コ

ースか らインテンシブ ・コースに移ることを希望する学生に対応できるよ

うになっている。

 教室は，学習者にとって受信が主 となる全クラスの合同授業(後 述)で

はビデオと書画カメラが設置 されている大画面つ きの大教室 を使用する。

16)ベ ー シ ック ・コー ス(旧 称 ：教養外 国語)2ク ラス は 日本 人専任1名 と

  ドイ ツ人非常勤 講 師2名 で受 け持 って いる。時 間数 は90分 授 業が週2コ

 マ であ る。



74

机は教壇に向いた固定机である。 これに対 して，学習者か らの発信を重視

するクラス別授業では移動の自由なアームチェアのある30人 規模の小教室

を使用することによって，ペアワーク，グループワークやディスカッショ

ンなどのために臨機応変に机 を配置できるように している。小教室には

OHP機 器，ビデオのほか，教室の前後に黒板が設置されている。学生の視

点を一個所に集中させて授業をより効果的に進めるため，クラス別授業で

はOHPが 積極的に活用され，配布教材(付 録資料参照)は すべてカラー版

OHPが 用意されている。

 教室外の学習支援環境 としては， ドイツ語共同研究室が週4日 開放され，

質 問 へ の応 対 や 補 助 教 材 の 貸 し出 しを行 っ て い る。 また メ デ ィア セ ン ター

内 に設 け られ たMMLS(Multimedia Muldlingual Space)で は イ ンテ ン シ

ブ ・コー ス の ス ケ ッチ ・ビデ オ を は じめ とす る ビデ オ 教 材 やCD-ROM教 材

の 視 聴 ， ドイ ツ語 の 新 聞 ・雑 誌 の 閲 覧
， ドイ ツ語 の テ レビ放 送 が 受 信 で き

る。

5.2.一 ・週 間 の 授 業 の 流 れ

 イ ンテ ン シ ブ ・コー ス の カ リキ ュ ラ ム は ， 一 学 期 ご と に12課 で3学 期 間

(それぞれ初級1，2，3)か けて，50分 ×2コ マの授業4回(計8時 間)

で一・週間に一課進むように設計 されている。以下では，初級1の 第5課 を

例に一週間の授業の流れを追い，教材と学習者と教員の三者の相互作用を

みていこう。なお，授業時間はすべて午前中に設定されている。

 授業サイクルの第1日 目である火曜日の一時間目は全クラス合同の授業

形態とすることによって効率化 を図っている。まず前課の内容理解をチェ

ックするための10分 間テス トを行 う。また，この合同授業では前回実施 し

た10分 間テス トの返却 と講評 も行 う。これによって，学生は各課 を終える

ごとに，各自の理解度を確認することができる。ひきつづいて新 しい課に

入 る。合同授業では，主として文法事項や表現の達成目標の確認とビデオ

による今週のキーセ ンテンスの発音練習を行う。達成目標の確認は，一方
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的に教 えこんで覚 えさせるのではな く，学生にも学ぶ内容の意味 を認識さ

せるうえで大切だと考えている。配布教材には，学期はじめに配布するシ

ラバスのほかに各課ごとに 「今週の配布教材 とポイン ト」 とい うプリン ト

をつけている。5課 の場合，文法 としては所有冠詞，表現 としては 「物を

評価する表現」があげ られる。発音練習は，一週間を導 くキーセンテンス

との最初の出会いである。ビデオのキーセンテンスをまずは通 して聞 き，

それからビデオに録音 された声のあとについて発音する。

 試験やグループワークなどに関するさまざまな伝達事項 もこの時間に扱

う。 ドイツ語圏の地誌に関するビデオをみせることもある。また，学期 に

数回，学習者が自らの学習の進度をチェックし目標 を再確認するための学

習 ダイアリーもこの時間に行っている。

 二時間目はクラス別に分かれての授業 となる。文法規則などを自ら発見

して理解 してもらうための 「問題発見コーナー」を踏まえて文法およびキ

ーセンテンスがとりあげられる。 ここでキーセンテンスを理解することが

水曜 日のスケッチ理解の前提となる。5課 の 「問題発見コーナー」ではこ

の課の文法事項である所有冠詞について， どの所有冠詞がどの人称代名詞

に対応するかを学生自身に推測させ る。そのうえで所有冠詞の語尾を，既

習の冠詞の語尾を手がか りにしてあてはめ させて，所有冠詞の語尾のつけ

方が不定冠詞 と同じであることを発見 してもらう。「問題発見コーナー」で

学生が 「発見」 した所有冠詞は，「文法説明」(Grammatik 1)で 語尾 ととも

に改めて整理される。そ して，表現 については物事を評価する言い方が，

キーセンテンスの例文をも加えて扱われる(Grammatik 2)。 これらの文法

の理解をふまえて 「キーセンテンス」に解説が加 えられる。教材は，以前

は進度にあわせて毎時間授業 ごとに少 しずつ配布 していたが，授業時間を

より有効に使 うため，現在ではこの時間に一課分をまとあて配っている。

 水曜 日はビデオ ・スケ ッチを理解 してその中か ら自らの発信のための

「表現資源」を抽出して実際に使ってみることが課題である。ここではキー

センテンスおよび会話の行われている状況のあ らゆる情報(視 覚 ・聴覚 ・
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背景知識)を 総合的に活用 してビデオを理解 しようとする力の育成を重視

している。 したがって，初級1の 段階か ら手加減せず 自然な会話の速度で

録画されている。これによって，最初か らドイツ語母語話者の話 し方の特

徴に慣れることができる。授業では発音や聞 きとりの際の留意点やプロソ

ディーにも適宜，注意を喚起する。

 スケ ッチの理解はまずスケッチに関連する問いに答えていくことによっ

て進められる。「スケッチ練習」は会話の内容に関する質問に答える形式や

穴埋めなど，課によって異なるが，5課 では正誤を問う問題になっている

(Sketch-Obung)。 この場合，授業の進行は，まず 「スケッチ練習」に目を

とお して聞き取 りのポイントを頭にいれた後，ビデオをみて，「スケッチ練

習」の一つ一つの文について正誤を，理由とともに学生が述べあい，協力

しておお まかな話の流れを確認 してい く。それか ら，学生の間で意見が分

かれたところなどに特に留意 しながらさらにビデオをみてい き，より細か

い内容を把握する。内容の理解はあくまで もビデオを中心に行 うが，その

後，OHPで スケッチのスクリプ トを示し，文法事項や構文などを解説する。

日本語訳(Ubersetzung)は 配布するが，授業では通常は直接 とりあげない。

スケッチを理解 した ら，次は 「ペアワーク」(Partnerarbeit)で ある。毎回，

スケッチをもとにした対話例の骨格が用意されているが，中身は学生の想

像力 ・創造力に委ね られている。5課 では持ち物や服を相互に評価 しあ う

ことになる。学生が自分でパー トナーをみつけて練習 し，教員は学生の間

をまわり，質問に答える。最後は，何組かが 自分たちの会話例を発表した

り，代表 して何人かに全員のまえで新たに別のパー トナーと対話をしても

らったりしている。

金曜日は日本語母語教員が担当して，語彙を拡張するとともに，文法や表

現に関する基礎練習を行 う。5課 の場合，服装の名前や色，評価の形容詞

を増や し，表現の幅 を広げる。そしてその語彙 を使 った表現練習を行 う

(W6rter und Wendungen 1，2)。質疑応答の練習(Fragen und Antworten)

ではOHPで 提示された写真の人物の服装について語 り合い，ついでクラス
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内で互いの服装を評 しあう。持ち物の評価についての練習(lch habe…)では

学生が持 っているものや服についていわば自慢大会を行い，クラスメー ト

がそれぞれの物について感想を述べる。色に関する練習(Farbe)で は，特に

色に焦点をあてて練習を行 う。これらの練習ではもはや水曜日のペアワー

クのような決まった会話の枠組みはな く，それぞれの練習に示されている

例文 を参考にして学生が 自由に会話 を作ってい く。教員は学生の表現の試

みを促 し，支援するのが主要な役目となる。

 そして ドイツ語母語教員が担当する月曜 日は，その課の総仕上げとして

これまでに学んだことを総動員 して ドイツ語で発信 し，実際にコミュニケ

ーションをとる応用練習を行 う。たとえば初級1の4課 には学生が互いに

相談 していろいろな物を持ちより，Wohngemeinschaft(ル ームシェアをす

るグループ)を つ くる練習がある。学期の折 り返 し地点に近い5課 では，

総合練習 として，1課 から5課 を総復習す る内容になっている。まず学生

生活や持ち物，趣味などについて質疑 を行う(総 合練習1Fragen)。 次に，

音声のみで ドイツ人学生の話を聞いて質問にそって大まかな内容をお さえ

る(総 合練習2H6rUbung)。 この教材はさらに読解練習 として も扱 う(総合

練習3Lesetext)。 最後は， Lesetextを 参考にして自分についてレポー トを

書 く(総合練習4SchreibUbung)。 この課ではレポー トは課の最後に置かれ

ている。 このように，話 し，聞き，読み，書 くといういわゆる4技 能 を確

かめて次の課に進む。

 正規の授業は以上だが，授業外の自主学習活動 を支援するために，毎週

火曜日にTAに よる学習相談の時間(チ ュー トリアル)が 設けられている。

また学生が各 自のラップ トップやMMLSを 利用して練習できるようなC

D-ROM教 材を配布 している。さらに，初級2で は ドイツ語を用いたグ

ループワークの課題があり，学期末に発表会が行われる。2002年 には自作

自演の ドイツ語劇などの大掛か りな作品も見られた。
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5.3評 価

 実践をもって学習 ・教育のプロセスを終わ りとせず，図2で 示 したサイ

クルを進めるうえで鍵 となるのが評価である。評価についても図2に あげ

た3要 素である学習者，教員，教材それぞれの評価が必要となる。順に，

学習評価，授業評価，教材評価 ということになろう。SFCド イツ語研究

室ではそれぞれ次のように行われている。学習評価は毎週の10分 テス トで

筆記お よび聴解のチェックを行う他，学期ごとに筆記(聴 解を含む)と 発

話試験の二部か らなる中間 ・期末試験 を行っている。成績は相対評価であ

るが，就職活動や留学などの必要に応 じて，外部向けには授業内容および

到達度を説明する能力証明書を発行 している。学習者自身の自己評価を促

すために2001年 度秋学期に学習ダイアリーが導入されている。 これは自分

で自分の学習を反省 し，管理するメタ認知的能力の養成 を目的 としたもの

で，3～4週 間に一度A4版 プリント1枚 に記入するという形で行 う。学

生は前回に記入 したシー トと今回記入する提出用 シー トの2枚 を受け取 り，

前回との比較 を通 して，自己の学習プロセスを反省する。

 授業評価はSFC全 体の授業評価システムによって紙媒体のアンケー ト

形式で各学期末に行われていたが，2002年 春学期か ら電子化され，オ ンラ

インで記入することになっている。教員は学生の声に対 してコメントを記

入する。また新 システムでは，学期途中でも同様に学生の授業評価 を求め

ることができる。

 教材評価は，教員によって上述の連絡ノー トで行われる他，学生には不

定期ながらアンケー トを行っている。

 そしてこれらの評価 をふまえてふたたび理念 ・前提 を再考 してい くこと

になる。

6.今 後の課題

本稿では，教材制作 を中心にすえて，SFCド イツ語研究室の場合 を例
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にドイツ語教育のあり方を示 してみた。今後の課題は山積 してお り，道未

だ半ばといった感が強い。教材そのものに関して述べれば，質の充実を目

指すだけでな く，他大学 ・機関でも使用 していただけるような汎用性を持

たせる必要があろう。

 しか し，それ以上に課題の多いのが学習者に関する部分である。日本語

を母語とする話者の ドイツ語による言語行動の記述，ニーズ分析 といった

学習者の実態把握 を目的とした調査や，自動学習のできる環境や システム

の拡充，多言語環境設計の支援，学習 ダイアリーで始めたメタ認知ス トラ

テジーの開発など研究テーマは多い。

 さらに，上級を含めたコースの設計 も求め られよう。また，今回は触れ

なかったが，遠隔授業 も拡充していかなくてはならない。

 これ らすべてを統合 して外国語教育学の構築に寄与し，新 しい学問体系

を作 り上げられればと思 う。
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付 録 資料 初級1 Lektion 5 教 材

1.EKTION 5 今週の配布教材とポイント

DIENS「AG MI↑mFOCH
囗 争週の配帯教材とポイント 口SKE7CH{〕8UNG

ロ 問題発見コーナー □8KE1「C胴

口SCHLOSS置LS敵7ZE 〔コSK田 ℃凋の8ERS配U閥G.
口ORAM眦 町1K 1，2 口 蹴㎜ERARBEr

FR日 τAG MOMAG
□WOR「ER U閥DWE騰DU惘G団1 □ 総岔練習 1F絶9● 絢

囗WORI艱 刪D WE閥OU閥GE閥2 口 総合練習 2”6r藍 加ng
口 Fra騒on驢nd Anb彫orto“ 自 総合練習  3 ㎞ 滋
口loh hahg一.

口Farわo
口 総合練習 4S6hrolbObung

反法のポイント

所 有冠詞

 「誰々の～」という、英語のmyやhi8に あたる所有冠詞を勉強 します。

 「問題発見」でも靂きましたように、「所有代名詞」という文法用語を用いる参考唇や教
科塞が今でもありますが、 これは間違 いです。

 気をつけていただきたいのは発音です。ihr.1hr、 un6er、 euerな ど、語末がrで 終わる
所有冠詞です。単独では「イーア」「ウンザー」「オイアー」のように、rを 母音のように「ア」
「アー」と発音 しますが、θやenの 語尾がつくと、子謇としてのrが 復活して、「イーレ」
「ウンゼ レン」のよ うにな ります。

be88era山3 …

形容詞の比較変化については先でまたまとめて勉強しますが、簡単な比較表現については、

すこしずつなれておくことにしま しょう。今週まず勉強するのは、英語のbetter thanに あ

たるbe8ger 818で す。使い方は英語と同じです.

 ドイツ語の形容詞の比較変化は英語とほとんど同じで、形容詞の語尾にerを つけ、 than
のかわりにa18を 用いるだけです。 gllt⇒be8serの ような不規則な比較変化があるのも、英
語のbetterを 思い起こせば容易に理解できることです。

 ただし、altω ⇒ 削terの ように、幹母音が変音することもありますが、これ につい
ては出てくるたびにチ ェックす ることにしま しょう。

 現 の ポ イ ン ト

物や 人 を評価 する表現

 すで に勉強した身の回りの品や服装を中心に、今週は 「物を評価する表現」を中心に練習
します。人間については、 複数形とともに、次週 もうすこし詳 しく勉強 します。
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LEKTION 5 問題発見 コーナ ー

今週は英語のmyやhi8に あたる 「誰々の～」という 「所有冠詞」を勉強します。先生によ
っては 「所有代名詞」と言うひともいますが、代名詞というのはer 、8ie(人称代名
詞)の ように物事や人のかわりに単独で用いられるもので、名詞の前におかれ

て定冠詞や不定冠詞と同じような変化をするものはあくまでも 「冠詞」です
。それぞれ

の人称代名詞に該当する 厂所有冠詞」を自分たぢで発見してみよう。一種の暗号解読と競馬の読みをい
っしょにしたような問題発見だ。

所有冠詞
1人 称 ich

w辻
2人 称 Sie

du

ihr

3人 称 er

e§

Sle

sie

 れでは次の問題発鳧 これまでに習った 「冠詞」の語尾変化の規則を
もとに、どんな語尾がつくかを下線部に記入してみよう。語尾がつかな
いものもたくさんあるが、その場合にはXを 記入すること。

Das ist mein _肱sche. Und das ist se血 丁海sche.

Wh suchen皿nser _Auto. Ah， da ist unser Auto.

Ich suche mein
_CD-Spieler.

Er sucht sein _Fahπad. V西)ist sein Fah皿ad?

Haben Sie Ihr Stift?Wb ist Ihr Sti負?

Das ist i血r Kamera.

Wb ist unser _CD-Spieler?

Wir suchen unser
_CD-SpieleL
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LEKTION 5 SCHI.USSELSATZE

物 を 騨 価 す る 寂

Ist der Laptop neu?

Wie ist er?

Er ist sehr klein.

Er ist zwar teuer， aber er ist Ieic

Ich finde ihn sehr praktisch.

Mein

Ist das K：eyboard nicht zu klein?

ht。

1、aptop ist unpraktisch， denn er ist zu schwer .

服装をめぐる衷現

Warum ist die Mode in

Seine Jacke ist schwarz，

Deine Socken sind rot.

Die Hose ist viel zu kurz.

           1雛巍
           .懸.

Japan so dunkel?

，.1...1

neu新 しい klein小 さ い  zwar_， abeL..た しか に_だ が ...だ   1eicht軽 い

zu_ ...す ぎる   schwer 重 い  waru皿 なぜ  eModeフ ァ ッシ ョン

dunke瓦 暗い   8chwarz黒 い   S㏄ken(pD ソック ス(普 通 は複 数 で使 い ます)

rot赤 い    eHo臼e ズ ボン    viel zu一.あ ま りに_な   kurz短 い
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LEKTION 5 Grammatik 1

所有冠詞のmein 英語の仞γにあたる

男性 中性 女性
1格 mein

 ●

mem
 ●
me1鹽e

4格  ●
memen

Me藍n Laptop ist unprak厩sch.

Das ist mein Fahrrad.

Wb ist me㎞e Tasche?

Ich suche me童nen CD-SpieleL

所有冠詞(1格)
男性 ・中性 女性

1人 称 私の～

私たちの～

ich

w廿

  ●

meln

unser

  ・
meme

unsere

あなたの～ Sie Ihr Ihre
2人 称 君の～   du

   君たちの～ ihI

dein

euer

αe洫e

euere

   彼の～   er

   それの～  es

3人 称 彼女の～  sie

sei皿

sei11

皿塾r

seine

seine

ihre
彼らの～  sie 血r ihre

● 男 性の場 合 に は4格 で 一enの 語 尾 をつ け る。
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LEKTION 5 Grammatik 2

物事や人を評価する表現

Vlie ist der(das， die)～? ～はどのようですか。

一Er(Es
， Sie)is七'”   それは一 ・・です。

Wie ist der Laptop?一Er ist gut.

W藍eist das R血rad?一Es ist sehr teuer.

Wie藍sωie跳che?一Sie ist nicht so gut.

Wie ist das Keybo肛d?一Es ist zu kleh1.

覇efinden Sie～4?  あなたは～4をどう思いますか。
一Ich finde～4 …    私は

～4を……だと思います。

Wie饅nden Sie〃 跏 θη ε峨?

一 Ich∬ 皿“e訪 πsehr sch6n .

Wie虚ndest du 5θゴπ飽 粥 認

一 Ich finde醐schick .

Wie五ndet dein vater 4♂ ηθ1砺 伽9?

一 Er竈ndet 3'θsehr hasslich
.

3人 称 については 「彼 の」「彼女の」 といった訳語 にこだわ らないよ うに。

besser a㎏ ～   英語 の 加`飴r朸8η ～

Ich fhlde皿Een Laptop besser als me血en Laptop .

  比較級についてはまたあらためて勉強 します。
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匝 曝T塾6貢 一5『-

Richtig oder fhlsch?

□

□

□

□

□

□

□

SKETCH一 面 醐

Herr Wiesmann hat einen Compute鵈

Sein Computer ist ganz neu.

Herr Wiesmann丘ndet seinen Computer

unprak伽ch.

Goro hat auch einen：L叩top.

Sein]Laptop ist sehr leicht.

Goro血ndet seinen：Laptop nicht praktisch.

Herr Wiesmann血ndet sein Keyboard zu klein .

□

□

□

口

口

□

Michada行ndet die Mode血1 Japan langwe搬 董g.

Gor面ndet die Mode in J鋤pan nicht elegant.

Sein Hemd ist rot.

Seine Socken sind blau.

Michaeh血ndet seine Hose z皿k皿rz.

Gom bat keine Wascbmasc血ine.
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LEKTION 5 SKETCH

KETCH 1

Goro

Mein Laptop ist unpraktisch

Herr Wiesmann

Goro

Herr Wiesmann

Goro

Herr Wiesmann

Oh， ist der Laptop neu?

Ja， er ist ganz neu.

Wie ist er?Ist er gut?

Er ist zwar ein bisschen teueちaber er

ist leicht. Und er ist sehr klei皿. Ich

五nde ihn sehr praktisch.

Mein Laptop ist㎜praktisch， de㎜er

ist zu schwe二Ich finde Ihren I」aptop

besser als meinen. Aber sagen Sie， ist

das Keyboard nicht zu klein?

Naja， es ist zwar ein bis8chen klein ，

aber ich丘nde es nicht zu klein .

SKETCH 2

Ich finde das sehr elegant

Michaela Sag mal， Goro. Warum ist die Mode in Japan so

        dunkel?

Goro  Dunkel?Was meinst du?

Michaela Schau mal， hieL Seine Jacke ist schwarz
， seine

        Hose ist grau. Und die Schuhe silld natarlich

        auch schwarz. Ich finde das sehr langweilig.

Goro Findest du?Also ich且nde das sehr elegant .

Michaela Aber deine Kleid㎜g ist doch so bunt . Dein Hemd

Goro

ist blau， de血e Hose ist weiB und de血e Socken

sind rot. Und die Hose ist viel zu kurz.

Naja， meine Sachen 8ind schmutzig， denn meine

Waschmaschine ist kaputt. Ich habe mlr noch

das.
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1」EKTION 5 UBERSETZUNG

ケ ッチ 瓏

私のラップ トップは使いにくい

五 郎 ； あ っ、 このラ ップ トップ新 しいん

    です か。

ヴ ィースマ ン ：ええ、とても新 しいですよ。

五 郎= それ 、どうです か。い いで すか。

ヴィースマ ン ；確か にち ょ っと高 いけど

       ね、で も軽 いんです よ。

       しかもす ごく小さいで し

       ょ。 私はとて も便利だ と思

       いますよ。

五郎 ，

ヴ ィースマン

ぼくのラ ップ トップ は使いに くい

んで すよ、重 すぎぢ ゃって。あな

たの ラップ トップのほ うがぼ く

のよ りいいですね 。でも、ね え、

このキ ーボー ドは 小さすぎ ませ

んか?

  ；まあね 、確かにち ょっと小

   さいけど、で も小さす

   ぎるとは思わな いです よ。

ケ ッチ2

それすごくエ レガントだと思うよ

ミ ヒャエラ ；ね え、五郎、どう して日本の

      フ ァッシ ョンって地 味なの

      か しらね 。

五郎 ： 地 味 って?ど うい うこと?

ミ ヒャエ ラ ；ち ょっとこれ見てよ。この人

五 郎'

  のジ ャケ ッ トは黒、 ズボンは

  グレー。靴だ って当然黒 。こ

  れ ってす ごく退屈だ と思う

  わ。

そ う思 う?ぼ くはこれす ごくエレ

ガン トだ と思うけ どな あ。

ミヒャエラ=だ けどあなたの服はとても派

五郎

  手じゃないの。シャッはブル

  ーでズボンは白、ソックスは

  赤でしょ。しかもそのズボ

  ン、あんまりにも短すぎる

  わ 【

そりゃまあねえ、ぼくの汚れてる

んだよ、洗濯機が壊れぢゃってて

さ.これしか着るものがないんだ。

圖
ein bi8日chen「 少 し」「ち ょっ と」   Leicht ⇔8chwer  pτakti㏄h⇔ ㎜prak贓8ch

Ichfinde lhrenL温ptopbe88era18 me洫en.こ のmeLnenの 後 に屶性 名詞1≧apbDpが 省 略 され てい

ます。 Sagen Sie，… 直訳すれ ば 「お っ しゃって くださ い亅ですが 、 「ね え」程度 の軽 い問い

か けの言葉 です。 Sag ma1：1二 のSagen Sie，，..と使 い方は おな じですが 、 duで 話す 場合 の言い

方で す。Schau ma1もSchaueロSie malのduの 場 合の言 い方 です。8chauen≡sehen

meiロe S㏄ken Sockenは 次の 課で勉強 す る複 数形 です(「匝数形 はeS㏄ke>。

彡容 詞 に つ い て の お 。

第5課 に入ると、特にネーテ ィブの先生の授業で皆さんはいろいろな疑問を持たれるように

なるでしょう。たとえば、さきほどまでlch f血de皿1re Bhse 8ehr eL曙ant.と言 っていた先

生が、今度はSie tragen eine elegante Blu8e，というような場合です。奚は、 ドイツ語の形

容詞は名詞の前におかれると、一eや 一enな どの語尾をとるのですが、これについては今勉

強すると混乱するので、来学期の始めにやる予定です。従 って、ネーテ ィブの先生のロから

こんな語尾が聞こえたら、気楽に聞き流してください。

皆さん 自身が作文などでどうしても使いたくなったら、一eで も 一enで も、その 日の気分

ですきなものをつけてお きまし ょう，Ich habe eine elegante Blu8e .ノIch habe eine

eleganten B且u8e.この場合の正解は前者ですが、発音したらたいした違いはあ りませんし、

これで人生が変わるわけでもありません。ちなみに、留学時代のぼくの南欧の反達には、 ド
イツ語にこんな規則があることさえ知らない連中が多く、Ich habe eineθ1egant Blu母e，と言

って、平気な顔をしていました。
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LEKTION 5 Partnerarbeit

次の流れの対話例を作成してみよう。

相 手に 「～ を持 ってい るか 」と

質問 して みよ う。

た とえ持 って いな くて も、 虚勢

を は って、 断 固 「持 ってい る」

と答 えよ う。

その品がどんなものか質問。
答 える。

今度は自分の着ているものや、

持っているものを自慢し、相手
の感想を聞いてみよう。

Wie血 αes重du

  m血en(me血 ， me血e)_?

答 え る。

懲
ほ めて くれ た ら、 お礼 を。

け な した ら。

皿；ch崩s!

● 今度は立場を逆にしてやっ

てみよう。
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1、EKTION 5 WORTER UND WENDUNGEN 1

emd面mg服 装
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L、EKTION 5 WORTER UND WENDUNGEN 2
.

gut 善 し悪 し schlecht

teuer 値段 billig

neu l modern 新 旧 alt

bequem 快適さ unbequem

sauber 清潔 さ schmutzig

praktisch 便利さ unpraktisch
，
1ntereSSant お もしろ さ 1angweilig

sch6n

美 しさ hasslichh廿bsch

elegant

schick

modisch 流行 altmodisch

⑫
お

評
「    色Far]be

w・iβ  漕

groB 大小 klein

lang 長短 kurz

scbwer 重量 1eicht

hell 明暗 dunkel

weit
.(服の).ブ カ ピチ

eng
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1.EKTION 5 Fragen und Antworten

Wδ 賁er und W6ndungen 2の 様 々 な形 容 詞 を使 って 質 問

に 答 え て み よ う 。

VVie fillden Sie ihr K韮eid?

Finden Sie ihr Kleid billig?

覇eviel kostet ihr Kleid?

一Ich glaube
， es kostet._.Ybn.

Und die Schuhe?Wie finden Sie sie?

さあ、今 度はク ラスで 自由1

V職eviel kostet d

Ist dein/delne...

Wie且nden Sie seinen Anzug?

Finden Sie seine Krawatte schick?

Und das Hemd?

Finden Sie es elegant?

           こ 会 話 し て み よ う 。

        Wie findest du mein Hemd?

    ein l deine...?

'   t
euer l billig?

Und wie findest du...?
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1、EKTION 5 Ich habe..，

第3課 のW6rter und Wend脇nge皿 を使って

自分の持ち物や服装を自慢 してみよう。

1ほ かの人はそれにたいして感想を述べてみよう。 1

●Wa曲ast伽hier?

Olch habe Mer e血en Kuge且schreibe監

●Wie ist er?

OEr is重sehr gut!

●lst er teuer?

ONein， er is¢gar nicht teueπ ち

 Er ist sehr binig!

●Wie城e置kostet er?

OEr kostet nur 80 Yb皿.

●Wie血ldest伽ihn?

Olch翫nde ihn藍a皿tastisch1
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1.EKTION 5 Farbe

五郎、ミヒャエ ラ、ヴ ィースマ ンさんの持 って るもの

は何?そ れ は何色?写 真 をみて 隣の人 と話 し合 って

みよ う。

讐 紬.

.「

.，.酉

  鳶
  1...

Gom hat ein W6rterb岫 腿nd ein He飾.

Sein He鮒st gr血 隙。 Und das W6rterbuch?

Mic血 翁e置a bat eine Mappe。{st die Mappe schwarz?

1st ihre Tasche grnn?

Ist ihre Jeans bunt?

丶Vie findest⊂lu ihre Jeans?

Herr Wiesmann hat e血en Sch血 ・m.

Ist er grau?

Findest du sei臓en Schirm schδn?

Ist sei皿e Jacke schwarz?

Wie伽 “esω 馴sie?

eFarbe色
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LEKTION 5 総合練習1 Fragen

次の質問にドイツ語で答えてみましょう。

Wie価nden Sie die Keio-Univers瀲?

Wie血n6en Sie die Se皿inare㎞er?

Finden Sie sie interessant oder langwe丗9?

Wie血nden Sie亘hre Wohn皿ng?

夏st Ihre Wohnung neu oder a臆?

Ist Ihre Wohnung sch6皿oder h5sshch?

Was haben Sie Mhrer Wohnung?

Sie habeo 100.000 Y¢n. Was k跚 伽Sie da衂?

Was machen Sie gern in Ihrer Freizei重?

Wie面mchen Sie das?

Haben Sie Freunde?

Wie ist Ihr Fre皿d l I血re Freundin?

Wie俑nden Sie ihn l sie?

Hat er l sie Hobbys?

Was isst er l sie gern?
灘
..

艶
憶

..il醤葵

Koc血en Sie gem?

Was essen Sie am hebsten?Was t血ken Sie am hebste皿?

Was essen Sie皿ich重gem?Und warum?

KOMMENTARE

Seminare ゼミ(P1) interessantお も しろ い  1a㎎weil扈 たい くつな

eWohnung 住宅

hIhrer Freizeitあ なたが ひまな ときに 今 自分 の場合 は in melner Frelzeit

wle oft～?何 回くらい  kochen料 理する   am liebstenも っとも好 んで

Freunde反 人 〔PD←rFreund [Freundinnen〔P1)←e Freundin]
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1」EKTION 5
総合 練 習2 1{6r廿bung

テープを聞き、He並 君と友達についての情報をメモしてください。「文」
ではなく、メモをてがかりにそれをロ頭で再現するのがポイントです。

Hehlz君 のマ ンシ ョンへの道の り

Heinz君 が自宅 に持 ってる もの は?

Sohreibdsoh

Motor「ad

K血hlsohr跚k

Fernseher  Sta曲sauger  S劇血l  Computer

Fahrrad  Videokamera   Bett   Rega且

Auto Lampe Video駄amera CD-Spie且er

血ro君 について



ドイツ語 教育 におけ る教材 制作1理 念 ・開発 ・実践 97

LEKTION 5 総合練習3 Lesetext

Guten Ihg!1ch heiBe He血z Sohmiαt. Ioh komme

aus B『emen 血1 No『ddeu重schla皿d.夏ch stu丗 αe

Pohto且ogie und W廿tscha飾an der Keio-Universi齔

夏ch五nde die Keio・Uni sehr gut. Und ich血n“e das

Pohto互ogiese血ar beson“er5血teressant

夏ch wohne je倣in Mac圃a. U皿d so fhlden Sie mehle W6hnu皿g=亘n

Machida ist ehl JR・Ba血nho五Dor重gehen Sie rechIs und dann die

Ibkyu-Stra6e immer gera“e跚s. Sie gehen die dMtte Stra6e血ks
，

dann die zwe置te Str昆6e rechts-da sehen Sie ein Pos重a皿t und einen

Supermarkl. Das IPostamt ist随 皿ks und der Supermarkl ist rechts .

M鋤e W6hnung is重 gleic血 daneben. Das Haus he概

”Nikoniko-Mansion“. Es ist ganz neu und modem.1ch血de es sehr

sch5皿und saube耽

Meine W6hnung hat die Nummer 304. Sie ist nich重50 gro6。 Ioh h&be

e血e皿Tisch， ei皿e皿StuhL e血Bett un“einen Schrank. Aber ich habe

noch keinen K軸 置schrank皿d ke血e W血sc血 皿aschine」ch h5re gem

Rock・aber ich habe je戯ke㎞e皿CD-Sp巨e且e[も1ch kaufb ba且d e血en

CD-Spiele展Ich spie且e zweimal pro W6che Tセ皿nis. Oft ge血e ich

5chw㎞men u皿d Karaoke s血gen.

丁垣ro量s¢me血Freund』r stu伽 質Enviro皿ental hfbrma“on und

且emt Deu重sch. Er spricht se血r gut De櫨sch』r ko皿mt a囎Kylls血u

un“wohnt let離in Shonandai. Er hat ein Motorrad. Das Motomd ist

gro6， aber es ist of亡kaput重.■ 識ro ist se血r netちaber ich finde洫n nic血t

sehr saube鵈Seine Kleidung ist oft ehl bi6schen schmu頓9.

夏ch koohe sehr gut und esse gem japanisch。 Dreima且pro W6che ge血e

ich es5en・Ic血esse Nuぱehh oder Fisch・Mehl Ffeund I為ro is5t gem

Gyudon. Aber io血finde Gyuαon zu f¢t重. Und ich esse nicht gern Natto .

1ch esse heber Ibmpura oder Sush馬aber“as ist sehr重eue鵬

注)zweim緯l pro Wo¢he l「 週 「こ2度 」
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LEKTION 5 総合練習4  SchreibUbung

テ キ ス ト に つ い て 答 え て み ま し ょ う 。

Studiert He血 亘z Soziologie?

W6 wohnt er?

Wie o童spielt erτbnnis?

Hat Ihro ein Fahrrad?

Isst Heh鮎 颪gem Gyudon?

さあ、今度はあなた自身について書いてみましょう。

Guten■ 註9!豆c血he田e_

頁ch ko㎜e aus...

Ich studiere。..

夏C血wohne jetz血_

Meine▼ 》6h亘ung is重..。

1ch血abe...

Aber ich h曲e皿och keinen(kein， keine)_

Ich h6re gem_

Ich kaufb ba且d...

1C血esse gem_

Aber ich esse皿icht gern_

匚====睡mein Freund/meine Freun血 ，

Er l Sie st巴丗ert_

Er l Sie kommt aus..。

     und wO㎞tjelzt in_

1cb竈nde血n'sie sehr...


