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要 旨 大学で専門分野の勉強をする留学生にとって， 講義を聴き， 正しく理解することは必要不可

欠なことである。 しかし， 13本語能力が不十分なため， 講義がよく理解できないとL、う留学生が多い。

講義を聴く際， 留学生が難しいと感じるところはどこだろうか。 それを諮べるため， 必修科目である

『美術概論』の講義を録音し， 使用されている文型や表現， 語数のどの部分が留学生にとってわかりに

くいのかを尋ねた。 その結果， ポーズによる語句の説明の部分が開き取りにくいことと， 板護が講義の

流れを理解するのに有効なこと， 専門の分野での基本的な語数が理解の妨げになっていることがわかっ

た。

1. は じ め に

現在， 文化女子大学では約400名の留学生を受け入れている。 彼らの多くは臼本にある 日本語学

校で臼本語を学習しているが， 母国での 日本語の学習環境が整ってきたことにより， なるべく短期

間で 日本語の学習を終え， 専門分野の勉強を望む留学生も増えている。 留学生の 日本語のレベルは

様々だが， 大学で専門的な知識を身に付けようとする留学生にとって， それぞれの専門分野で新し

い情報を得られるだけの 日本語のカを養うことが， 大学における 日本語学習の尽標であろう。 しか

し実際には， 限られた学習時期の中で， 講義を理解し， 自分にとって必要な情報を取捨選択し

さらにそれを何らかの影で伝達できるだけの 日本語の力を獲得するのは難しい。 それは， 臼本語学

校で学習していた 日本語と， 実際に大学で必要となる 日本語力に大きな開きがあるからだ。 語奨に

関して雷えば， それまで学習していた基本的なB常語奨だけではなく， 書き言葉や専門用語が多く

使われるようになる。 聴く力に興していえば， 90分の講義を1 日に2 � 4 回聴かなくてはならない

わけだから， 当然聴く最も多く， 一文の長さも長くなり， 話されるスピードも阜くなる。 専門番を

読む場合には， 繰り返し読んだり， 辞書を引くことができるが， 講義の場合はそうはし、かなし、。 講

義の話し手が一方的に次々と話してくる音声を， 瞬時に認識し意味化し， 論瑳を構築してし、かな

ければならない。 留学生が 日々経験することの中で最も多くの時聞をかけ， 持てる 日本語力を駆使

しているのは講義を聴いている時ではないだろうか。

最近は， 臼本語教育と専門分野との研究協力が進み， 専門分野を学ぶための臼本語の教材や， 講
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義を聴く力を養うための教材も多く出版されるようになった。 文化女子大学でも， 専門分野の教師

と協力して作成した『専門用語テキスト(服装学科) .ßが留学生に配布され， 1年生を対象に，

門分野の教師によって解説が行われている。 しかし， 留学生のアンケートを見るとやはり， 講義が

よくわからないとし寸者が多い。 当然講義によっても難しさの度合いは違い， 実習のように実物を

見ながら指示を聞くことができるものは， 講義中心のものより理解しやすいとし、う。 本稿では， 留

学生が漠然と難しいと感じている講義を， 文字化し， 講義の特性を分析すると共に， 留学生にとっ

て何が理解の妨げとなるのかを考察していきたい。

2. 対象とした講義と調査方法

対象とした講義は生活造形学科2年次必修の『美術概論』である。 96年度， 筆者の担当していた

日本語の授業がたまたま2年生ばかりで， 生活造形学科の学生が多かったためである。 講義中心の

授業で， 留学生から難しいという声が多かったもののひとつでもある。 筆者自身， 留学生が受けて

いる講義に出ることは 日本語の授業主ど考えていく上でプラスになると考え， 小池寿子先生にお願い

して聴講させていただき， 講義を録音させていただいた。

講義は毎 回， 前半は時代背景， 美術史上の意義などの説明， 後半はスライドを見ながら絵の特徴

を詳継に解説するという形で進められた。 講義の流れをあらかじめ提示してから， 話が進むため，

講義の組み立てが分かりやすかった。(資料 1 ) また， スライドを見ながらの説明は， 絵師の知識

がなくとも， 絵をどのように見るかが理解でき， 日本人である筆者からすると非常にわかりやすし、

授業であった。

授業後， 韓国の留学生1 名， 台湾の留学生3名に協力してもらい， どんな点が難しかったかを尋

ねた。 韓国の学生は圏で世界史を勉強しており， r予備知識があるからだいたいわかるが， 語奨が

難ししづということだった。 台湾の留学生は「予備知識がない上， 語棄が難しくて， 何を言ってい

るかよくわからなしづということだった。 そこで， どんな言葉が聞き取りの際に問題になっている

かを知るため， 講義の録音テープをもう一度聞きながら， わからない語句や表現を挙げてもらっ

た。(資料2 ) 学生の空き時聞を科用して1屈の講義につき2 名ずつ行った。 講義の後半はスライ

ドを見ながらの説明で， 学生もその部分はほぼ理解できると言っていたので， 講義の前半部分を中

心に3回の講義を聞き， わからない語数が出てくる度に， その言葉の説明をしながら聞き取り調査

を進めていった。 テープを区切りのし、し、所まで開かせ， 学生にわからなかった語句や表現宏挙げて

もらった。 学生が音声をはっきり聞き取れなかったものも含まれている。 学生がわからないと白っ

た言葉は2 名ともほぼ同じであった。 まず， 講義の特徴を分析した後， 学生がわからないと言った

雷葉の儲向について述べたい。

3. 講義の中でよく使われていた表現

講義でよく使用される表現の先行研究についてはいくつかある。 小林1)(1989) は， 開き取りの

負担を軽くするため， 日本人が講義， 講演のどの部分を聞き流しているかといった観点から講義で

よく使われる表現を取り上げ， 教材化している。 羽凹2)(1990) は， 理工系の学生にとって理解が
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講義の聞き取りに関する分析と問題点

必要な実験講義での表現を， 講義の流れを理解するための表現， そして要約， 例示といった表現意

図ごとの定型表現のご種類に分けて抽出している。

講義というのは 日常会話と違い， 聞き手が話の流れをコントロールすることができない。 そのた

め， 開き手は様々な語棄・文法知識， 背景知識を総動員し， 次に話されることを予測しながら開い

ている。 また， 講義の特性上， 繰り返し聞くことができないので， 話し手も， 聞き手が理解しやす

いよう意識的に様々な工夫をしている。 例えば， 講義の流れを示す表現を使う， 前置きをして既習

の事柄を思い出させたりする， 重要な語勾は板書したり繰り返したり言い換えたりして説明する等

である。 時には学生に直接， 競間を投げかけたり， 語りかける。 このような話し手の工夫を聞き手

はうまく受け取りながら， 講義を聞いているわけであるo ここでは， 聞き手の理解を助けるという

観点から講義で使用されている表現を分類してみた。

( 1 ) 話の流れを示す表現 は分類に該当する表現部分

l 先週の授業との関わりを述べ， 本時のテーマを述べる。

「前回少しビデオの後でお話を始めたわけですが， 東方のピザンチンの美術に対して， 今度

は西ヨーロッパの美術のお話を始めます。J

「今聞は前回に引き続いて初期ルネッサンス， それから， 盛期ルネッサンスのお話をしたい

と思います。J

2 .  テーマに沿って説明する

「簡略に， あの， ~について説明しておきますと…」

「それで特にその~についてですね， 少し詳しくスライドを見ながら見ていこうと思いま

す。」

「それで， の内容なんで、すが， ...J 

「それで‘， との違いっていうのを， ま， 簡単に説明しておきますと， ...J 

3. 問題提起をして説明する

「で， 全体にどうやって解釈したらょうのかというのもあるんですが， 今まで、ずっとこうい

うふうに画面を昆て話していて， 一体この人はなんで空をかき回しているのかとし、う問題

なんですね。j

fで， 菅の人達はどうしてこんな絵をかいたのかというと， これ， 一種の謎解きとして…」

「つまり， どういうことかというとですね， …J

4. 横道にそれる前

「本当はこの話しをしだすと2 ， 3 時間必要になっちゃう， 非常に複雑なテーマなんで、す。

で， いろいろな美術史の上でいろいろな説が出ていますが， ここではかいつまんでね， だ

いたいのお話だけしておきます。」

「ま， そこの辺は没界史の援業じゃないので， あまり詳しい話をしてもわかりにくいと思う

んですが， 一」

「細かし、ことを言い出すと本当にきりがないんですけれども， …」
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I �という長い長いお話があるんですが， とりあえず簡単に聞いてくださればいし、ですけ

ど， J

「このメロビングというのは~王朝なんですが， もし音楽が好きな人がし、るならば， えー，

ワグナーとし、う作曲家がですね， 作ったオペラ ー中に含まれています。」

「一応あの， このメルクリウスはですね， …J

5. 横道にそれた後

「ま， それはともかくとして…J

「そういう細かし、ことはともかくとして…」

(2) 前置き一関連性を持たせながら説明するため， 以前に言ったことを思い起こさせる表現

「先程し、L、ましたようにJIさっき言いましたようにJ

「先程言いました(名詞)J

「さっきも黒板に書きましたようにJ

fこの前も触れましたように」

「福音書って部分， これはいつかお話ししたようにJ

「ここに空を飛んでいる男の子がギリシャ時代のお話をした時触れましたキューピット」

「三美神というのが踊りを始める， で前回説明しなかったかな?J

「もう忘れちゃったかもしれないけど， 古代ローマの彫刻をお見せした・一。J

「名前は聞いたことがあるかな?J

「古代ローマギリシャの神話がルネッサンスでもう一間取り上げられるってのは再三お話し

ているわけですが， J

(3) 直接語りかけ， 開き手の注意を喚起する表現

1 .  Iてくださしづ「ていただきたし、」などの表現を使う

「洋服着ているでしょ， これちょっと覚えといてね。J

「ビーナスつてのは裸とそれから洋服を着ているっていうニつの方法で捕かれるというのを

ちょっと覚えといてください。J

「スライドを見ながら， 私が典礼書だとか聖務 日課書だっていうふうに奮いますから， それ

はこういった， 先程ちょっと説明したような内容を指すんだというふうに考えてくださ

い。J

「もう一回繰り返しますね。J

「今， 衛単にお話しただけで， 少しはわかっていただけたとは患うんですが， 一.o J

「どうしてそれ程貴重なのかつてことが， わかっていただけるのではなし、かと思うんです。」

I�とし、うふうに記憶しておいていただければよいのではなし、かど・・。」

2 .  I皆さん」とし、う言葉を使う

「あの， 年表の方には書いてないんですが， いつか皆さんに紹介した中には少し細かく時代

区分が醤かれていますけれども …。」

「皆さんもやったことがあるからわかると思うんですけれども， (鏡文字の説明)o J
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講義の開き取りに関する分析と問題点

「皆さんの中で疑問が起こるのが， なんでその， わざわざ手で議くかということなんです

ね。J

3. 間意を求める

「恋をした経験のある人ならなんとなくわかるでしょ。j

f不思議な絵でしょ。」

4. 質問する

「ブルゴーニュワインって開いたことがあるかな?J 

f芋本一冊ってどれぐらいの値段すると思う?J

「図踊の時開とかで木版闘とかを膨らされたことある?J

このように講義では様々な言い回しが使われている。 文科系の講義は話に奥行きや広がりを持た

せるためにしばしば横道にそれることがあるが， その捺も聞き手が話の流れを理解しやすいように

配躍した表現が使われていた。 また， 講義の流れを述べる表現だけでなく， これから話すことの前

置きをすることによって以前習った事柄を思い出させる表現， 直接的な語りかけなどが多く用いら

れている。 以上のような表現について， 学生はかなり理解できていた。 もちろん「かいつまんで」

「ともかくとしてJといった知らない言葉はあったが， 調査したのが2年生だったこともあり， こ

れから何について話すか， だれに対して話しているかなどはほぼ理解できていた。 しかし学生達

がそれらの表現を最初から知っていたわけではない。l年開かかって少しずつ習得してきたのであ

る。 学生はこれらの表現を1年生の時点で知っていたら， 講義の聞き取りの助けになったと思うと

答えていた。 もちろん， すべての講義に間じことが当てはまるとは言えないが， このような定型的

な表現を教えておくと， その部分を聞き流し， 大切な部分に集中して聞くことができる。 また， 正

確に聞き取れなければ， 大切かどうかを判断するのは難しいが， 見極める擦の助けになるだろう。

また， 講義の流れを把握することによって， 次に続く内容を多少なりとも予測できるので， 聞き取

りの負担が幾らか軽減されるのではないだろうか。

4. 抜書の効用

前述のような表現以外に， 話の流れを示すという点で板書の果たしている役割は非常に大きいと

感じた。 講演と違って， 講義ではよく板書が科用される。『美術概論』の授業では本時のテーマを

述べた後必ず板蓄をしていた。 板書の内容は美術の専門用語， 歴史上の出来事， 人名， 地名が主な

ものである。 地名は必ず地図と共に書かれた。 台湾の留学生は「ていじゅう」と最初聞いた時は，

わからなかったが， 板番「定住Jを見ることによって理解できた。「とうげし、」と聞きまちがえた

ために意味がよくわからなかったものも， 板書に「工芸Jとあったので， 開きまちがし、に気付いた

ことがあったとし、う。 また， 新しい話題に移る時は必ずといってし、し、ほど板書されていたので， 話

のトピックが追いやすいという利点もあった。 ここで， 実際に行われた板番の具体例を講義内容と

ともに二つ挙げてみよう。
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〈板欝例1> 〈板饗例2>
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く板書例1 の講義内容〉

先程， まず皆さんのなかで難問が起こるのが， なんでその， わざわざ手で書くかとう非常に単純

な答えはそうだと思うんですね。 今私たちが使っている本というのは， 先程言いましたように(1手

書き」と板書する) 印刷とし、う技術を使っているわけですよ。 それでこの印刷つてのが先緩から手

きていうのとの違い， ( 1印刷Jと被害する)， ていうのをま， 簡単に説明しておきますと， 印刷

っていうのは基本的に一つの字を原板， ( 1原桜Jと板書し， 図を書く)こうして版を作るんですね，

小学校の時とかに， 図画の時期とかで木版画とかを彫られたことある? ね。 基本， いちばん簡単

な形が版画なんですよ。 印刷に関していうと。 で， 版画彫ったことがある人は， ま， わかると思い

ますけど， 木を闘ってですね， ま， 表面にこういうでこぼこを作るわけですね。(図を書く)

く板書例2 の講義内容〉

それで， 写本の内容なんですが， 基本的には聖書の内容を写していくといった形を取っていま

す。 それでね， 聖書の中でも特にスライドが出てきた特に， 参考にしていただければし、L、んですけ

れども， 聖書の中でも， 特に福音書ってし寸部分， (1福音書」と板書する) これは， いつかお話し

した， いつかお話ししたようにイエスの(1イ且スの生涯と教え」と板書する) イエスの生涯と教

え， 生躍と教え， 教えを書いた部分ですね， で， 聖書の中での福音書つてのが， 写本の中の内容と

しては数が多い， で， それからあのう2 番自としてはですね( 1典礼書」と板書する)2 番目とし

ては， 典礼奮というのがあるんです。 で， これはあのうキリスト教の場合にはー・…要するに教科

書， テキストがある， それを典礼書って雷います。

講演会のように視覚的な情報のない場合は， 記情している話の要素を頭の中で再構築しながら開

かなければならないが， 講義の場合は板書を手掛かりに， 話の内容と照らし合わせ， 視覚と聴覚を

使って話を再構築しながら開くことができる。 日本語では主語が省略されることが多いが， 少なく

ともトピックが何であるかは， 板番を見れば一良瞭然である。 また， 板書されている雷葉や事柄に

ついては， 話し手が具体例や現在との関わりなど細かく説明してくれるので， それが専門用語や知

らない言葉であっても理解を深めることができる。 学生は自分のノートの「典礼書j の横に， 教師
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講義の筒き取りに関する分析と照題点

の説明を開き取り「テキストj とメモしてあった。 このように克てくると， 専門用語が必ずしも盟

解の妨げになっているわけで、はないことがわかる。 では， 留学生にとってどんな言葉が理解しにく

いのだろうか。

5. 学生が難しいと感じた言葉とその理由

『美術概論』の授業を開いて， 学生がわからないといった言葉の傾向について述べたい。 聞き取

り調査は前述の通り， テープを区切りのし、し、所まで開かせ， 学生にわからなかった語句や表現を挙

げてもらう形で、進めた。 話し手は講義をする時， 聞き手がわかりやすいように重要な言葉， 書き言

葉や耳慎れない言葉など理解の難しそうな言葉は， 言い換えて説明している。 言い換えて説明して

いるような言葉は， 比較的ゆっくりポーズを取ってはっきりと話される傾向にあるため， 耳に積り

やすいようだ。 そうし、う意味で学生が未知の語句だ， わからない， 難しいと感じたものは， 音声の

面では開き取りが比較的容易だと思われる。 しかし言い換えたもので、理解がで、きたのは， 説明の

言葉がごく基本的なものに限られる。 実例を挙げると以下のようになる。

*下線部は学生がわからないと言った言葉で、ある。

「海抜下， すなわち海よりも低L、」

「着飾っている， つてのは要するに身を飾る自分を美しく見せようとするということで」

「人間のいろいろな本性というか， 本質的な性格を分析したんですが…。J

上記の例は， 言い換えの説明を開いて， 学生が理解で、きたものである。「要するにJíつまりJíと

いうか」など言い換えだとわかる言葉が使われているものは， 素早く言い換えだと判断し， 知らな

い語句に捕らわれることなく， 開き進めている。 しかし実際には少しポーズを入れるだけで言い

換えることが多く， 教師が言い換えて説明しても学生はわからなかった。 この原悶としてはし、くつ

か考えられる。 まずは， 頭で話を再構築していく中で， 言い換えによる説明だと気付かず再構築で

きない場合である。 わからない言葉にぶつかって， その雷葉が壁になり， 後に続く話についていけ

なくなったことも考えられる。 また， 説明の中にもわからない語句が出てきて， わからない言葉が

増えてしまったと言うこともあるだろう。 いずれにしても， ポーズによる言い換えが多いこと， そ

して， ポーズによる雷い換え方のパターンを知ることによって， 未知の語句が続いて出てきた時の

対処に役立つのではないだろうか。 そこで， ポーズによる言い換えの方法を分類することにした。

〈ポーズによる言い換えの方法〉

1. 同じ漢字の訪11読み， 音読みの他の熟語などを使う

「それで、だんだんその本が磨滅してしまう， 磨り減ってしまうと， �J 

「衣て寸ね， 衣服を作ったり」

2. 言葉を分解する

「香炉， あのお香をたく炉ですけれどもj
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「馬具， 馬の道具を作っていた会社J

3. 他の言葉て古味を説明する

「毘1lC， 最も重要な画家の一人です。j

「プラトニックラブって開いたことがあると思いますが， 全然肉体的物質的欲求抜きにした

恋のあり方です。J

「携帯用のですね， 要するにーという形ではなくて， 持ち運びの可能な携帯用の美術J

4. 類義語に置き換える

「プノレゴーニュ公園の範図， ま， 領域を指さします。J

「なるべくディテール， 細部を細部をて寸ねj

「非常に線がきれい， 繊細な線で絵をかく踊家」

I(へルメスの説明)速くかける， 速く走る， 飛ぶことができるんですね。J

「一種の理想郷， アルカディア， ユ…トピアを描いた」

5. 具体的に侭をするかを挙げる

「一種の謎解きとして， 部屋にかけとくでしょ。 皆で集まって， これはどうし、う意味だ， ど

うし、う意味だって議論するためにかけとくんです。」

上記のような例をもとに， 学生にインタビューしてみると， 1臣匠」の説明などはわかるはずだ

が， それが言い換えであると気付かなかったとし寸。「速くかけるj も予想できそうなものだが，

これは「書くJの可能形と誤った判断をした結果， 文のつじつまが合わなくなり， 1かける」がど

ういう意味かわからなくなったとし寸。 留学生がわからないと言った言葉の中に， このような言い

換えによる説明の雷葉が少なくなし、。 従って， 今まで述べたような言い換えの方法があることを示

し， 1磨滅一磨り減るJ1滅亡一滅ぶj とし、った音訓の対応， 1衣服， 衣類， 衣料， 衣」などの類義

語などに焦点を当てて， 漢字の指導をしていくことが必要ではないだろうか。

6. その他のわからなかった言葉について

外周人が 日本語を学習する際の指針として， Ií 日本語能力試験の出題基準』がある。 その中で 1

級の語重量7， 800語， 2 級の語重量4， 800語が認定されている。 学生のわからなかった言葉が， 日本語学

習者にとって基本的なものかどうかを調べるために， 和語， 漢語それぞれ く表1)のように分類し

てみた。 ただし15. 言い換えによる説明」の部分で説明されている言葉は除いてある。 外来語に

ついては， 単独で使われていた外来語で， 学生がわからなかったものは「アングロサクソンJ1パ

ピルスJ1タイムトリップJだけだったので， この表には外来語を入れなかった。 書かれたものと

違って， 音声だけからではどの部分が外来語か判断できないため， 使用頻度の高いものは当然教え

ておいたほうがし、いだろう。

動詞は講義の中で使われていた活用形のままを表にしたが， 講義の中では受け身形が使用される

ことが多いので， 受身形に習熟しておくことも必要だ。

1， 2 級の語棄に該当しているものは， 日本語学習の上で基本的な語数と言える。 それを習得す
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講義の開き取りに関する分析と問題点

表1 留学生が意味がわからなかった言葉

和 圭口五口 漢 語

滅ぶ かすむ 復興させる 忠実
めくる 導かれる 分裂する 回関
剥くや 満たされる 復活した

っかさどる 栄える 便宜上
級 かける 築く 世紀米的(1世紀Jのみl級)

狩り 趣 主題

失う 炎 接関する 運河
2 補う 機(1臓燭」のみ2級」 原産 地上(1地Jのみ2級)

たまる 触れる 支配する 水蒸気

級 茂る 祖先

t主しご 共同体(1共同Jのみ2級)

議す すかす 主流 敬遠する

該 象る 透ける 構図 受難
さ自 身せられる まとう 調教 壊葬する
な もやがかかる 奏でる 開花した 特異
し うずもれる(1うずめる」は 1 級) 拠点 表返する

f中たがL、をする(1仲直り」は 2級) 土砂 凸商鏡

ることはいうまでもないが， それ以外の語句をどうやって習得してし、くかが開題になってくる。 こ

れらの語句は， 日常語とも言えないし， 専門用語とも言い切れない。 話し手も， これらの語句に関

して特別な説明はしていない。 つまり， これらの語勾は当然知っている語句とみなされているた

め， 強調されたり繰り返されたりすることがなく， あまり目だたないのである。 目立たない語句

は， 当然開き逃すことも多くなるが， 目立たなくても理解を深める上で重要な語句も多い。 この中

のいくつかは講義の中で、何回か使われており， 美術史とし、う学問分野では重要な言葉と蓄えるもの

もある。 小宮3)(19 95) は専門教育の前提となる基本的な専門語の重要性を述べている。 日本人な

ら誰で、も知っているが， 留学生は知らないといった基本的な専門語を指導していく必要がある。 上

記の中で美術に関連する言葉は「象るJr透けるJrまとうJr主流Jr構図Jr開花するJr拠点Jr衰

退するJ r受難Jr埋葬Jr特異Jなどである。「受難Jr埋葬」などは美術と痘接関係ないと思われ

るかもしれないが， 西洋美術史はキリスト教と密接に結び付いており， キリストの受難を描いたも

のも多く， そうしたキリスト教の背景知識とそこで使われる語句は知っておく必要がある。

1 ) 和語について

山本4)(1995) によると， 初出の耳慣れない漢語で情報値の高い漢語は一般に冒頭に発話され，

顕著なプPミネンスがつくので開き取りやすい。 一方， 和語は速度も速く， 弱く発音される傾向が

あるため， 基本的な和語の方が講義を開き取る際の有力な言語知識となっているのではないかとい

う指摘がある。 確かに専門用語や漢語は板書されたり， 言い換えて説明されることが多いが， 和語
なめ

は「鞍す」のような特別なもの以外はほとんど説明されなかった。 しかし， く表1)を見ると， w美

術概論』の講義の場合は漢語が多用されており， 漢詩も和語と同様に学生にとって聞き取りが難し
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く， 理解の妨げになっていると思われる。

また， 和語の動詞は単独で、使われるだけでなく， 複合動詞となって用いられることが多い。 しか

し 学生の多くはそれを全く他の言葉だと思い込んでしまうようだ。 表l には入れなかったが， 学

生がわからなかった複合動詞は「住み着く， 持ち運び， 築き上げる， 打ち立てる， 磨り減る， 着飾

る， 入り組む， 酔いしれる」などである。「住むJI着くJI持つJ I運ぶJ I減る」などどれも 日本

語学習の初級段階で学習済みの言葉である。 もちろん複合動詞も， 言葉によって， 動作の方向性を

示したり， 動作の始動を示したり， 強意をそえたりと厳密にいえば， 意味の変化は複雑だ。 しか

し「磨り減る」がわからなくても「減るJを知っていればそこから多少なりとも意味が予測でき

るのではないだろうか。 講義における聴解力をつけるためには， 護合動詞の知識を増やし， 複合動

認を正しく聞き取り， 理解することが必要だ。

2 ) 漢語について

漢語は開音異義語が多いとし、う特徴があるため， 間違って解釈されてしまうことがある。 本来な

ら， 文脈から違いを判断しなければならないのだが， 講義のように瞬時に判断しなければならない

ものは自分が知っている語句を探して理解していくことになる。 学生が「とくしづはわかるという

のでどう書くか開いてみたら「特異な画家」というのを「得意な画家Jだと思っていた。 書かれた

ものをゆっくり読む場合は， どこか変だと気付くだろうが， 講義の中ではそれができなし、。 このよ

うな同音異義語が多い語句は， アクセントなども特に留意して教える必要がある。 そして， 漢語を

教える際には， それを音で開いてすぐ意味と直結できるようになるまで何回も繰り返し開く練習が

必要だ。 上記の漢語の多くは， 文字を見ると， 学生はすぐ意味がわかり， 講義の内容を改めて理解

したようだった。 漢字圏の学習者は漢字とし、う視覚情報に頼る傾向があるため， 耳から学習する機

会を増やす工夫が必要である。

7. まとめと今後の課題

講義では聞き手の理解を促すために， 様々な表現が使われ工夫されていた。 話し手によって細か

い表現の違いはあるだろうが， このような表現を留学生に教えることで， 講義の流れや話し手の意

図を意識した開き取りができるようになるのではないだろうか。

また， 講義の中で， 話し手は重要な事柄や， 聞き手がわかりにくいだろうと思われる事柄は， 必

ず何らかの前置きをして提示していた。 そうすることによって， �習の事柄を思い起こさ佼たり，

与えた多くの情報に関連性を持たせようとしたりしていた。 重松5)(1 987) は留学生の講義の聴解

における問題点として， 話の挿入部とそうでない部分の区別が難しいことを挙げている。 前置きは

話の挿入部にも， 使用されることが多かった。 前置きの部分を正しく聞き取ることは， 講義の理解

を深める上で役立つのではなし、かと思われる。 今後この前置きの部分が， 講義の流れの中で果たし

ている役割を分析していきたい。

今回調査した『美術概論』の講義で， 留学生が難しいと感じたのは文型， 表現ではなく諾棄だっ

た。 これは， 限られた時間の中で， 西洋の美術の歴史を概観するという目的のもと， 聞き手が知ら

ない情報を大量に与え統けなければならないというこの講義の特性も関係していると恩われる。 講
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講義の開き耳元りに関する分析と問題点

義の中で留学生にとって未知の言葉が多く出てきたが， 専門用語が必ずしも理解の妨げになってい

るわけではないこともわかった。 未知の語句が続いて出てきた時は， 言い換えである可能性が高い

ことを考慮しそのうちの一つをまず推測することが大切だ。 重要な事柄は， 話し手もゆっくり，

はっきり話し繰り返すことが多いので，

う。

、換えの方法を知っておくと， 推測しやすくなるだろ

日本語の初級， 中級の学習段階では， 文法， 文型の習得を中心に進めることが多し、。 しかし専

門分野の教育を受ける段階では， 基本的な専門分野の語棄の習得， その分野で必要となる背景知識

に対する理解も重要になってくる。 今屈の調査をもとに， 専門用語というほどではないが， 美術の

歴史を概観していく上で知っておくべき言葉を抽出し， 留学生に対する 日本語の指導の中で生かし

ていきたし、。

i主

1) フォードj順子・小林典子(1989) 1聴解授業『講義・講演を聴く』を行って一関き取りの負担を緩くするた

めに-J r日本語教育論祭第5 号』筑波大学留学生センター

2) 羽田野洋子(1990) 1中・上級の聴解教材J日本語教脊学会予稿集

3) 小宮千鶴子(1995) 1専門日本語教育の専門語一経済の基本的な専門語の特定をめざしてJr日本語教育jJ 86号

4) 山本富美子(1995) 1講義， 対談等の耳昔、解のメカニズムーテクスト分析を通して-J r日本語教育jJ 86号

5) 重松 淳(1987) 1大学講義のス タイノレ分析J r日本語と日本語教育jJ 16号
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2) 重松 淳・長谷川恒夫(1988) 1講義の聴解指導J r日本話教脊jJ 64号

3) 新屋映子(1993) 113本語中上級学習者の聴解の能力についてJ r日本語教育jJ 79号

4) 山本震美子(1994) 1上級聴解力を支える下位知識の分析ーその階腐化構造についてーJ r日本語教育jJ 82 

号

5) 仁科事喜久子(1997) 1日本語教育における専門用語の扱L、J r日本語学jJ 2 
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資料1 講義の文字化原稿
1996. 7. 8 の講義

学生がわからなかった語句

務畿のテ | それで， 前回すこしビデオの後， お話を始めたわけですが， 東方のピザンチンの美術に対して

ーマ l今度は西ヨーロッパの美術のお話を始めます。 それで年表のですね， ロマネスグゴシックという

部分は， 前回， 前回のピデオの部分に入っていたわけですが， その前の10世紀までですね， で，

年表の方には初期中世というふうに書き込んでもらっただいたい7世紀 8 世紀 9世紀10世紀とい

う部分のお話です。 いいですか。

時代背景i それじゃ， 先週少 し お 話 を 始 め ま し た よ う に ， え ー商ヨーロッパ の 方 で は ， 476年 に

ローマ帝国が滅亡した後ですね， 北の方からさまざまな北方民族が南へ移動してきたわけです。

それで， それでですね， 今日のイギリスにはアングロサクソンと呼ばれる人種がほぼ9世紀ごろ

までに定住します。 それから今日のドイツにあたる部分にゲルマン人とL、う民族が定住します。

今日のフランスにあたる地減にフランク民族， そして今日のスペインにあたる地域にゴート， 特

に東ゴートなんですけれども， あ間違えた頭ゴーストなんですけれども， 今挙げた民族だけでは

なくて， その他にもさまざまな民族が住み着くことになります。 え， でこれは今お話ししてきた

地中海に文化を築いた人達のことをラテン民族というふうに言いまして， この地中海一体に住ん

だ地中海文化を築き上げたラテン民族にたいして， �とから移住してきた人逮を北方議民族という

ふうにして区別しているんですね。 それでこの7役紀から10世紀までという間に彼らは独自の国

とまでは行かないけれども， 一つの共同体というものを築き上げてし、くんです。

当時の美| で， この時代を， 特に初期中世と呼んでいて， 美術史の上ではて申すね， 前回お見せしたロマネ

術の特徴| スク， ゴシックのような， え…彫刻及び建築を中心としたヨーロッパ美術が花開く前に， もっと

その携帯用のですね， 喜害するにその， その土地と結び付いて建物を建てて， そして， えー， その

建物を， 彫刻とかで装飾するという形ではなくて， 持ち運びの可能な携帯用の美術というのが，

主に， ま， 彼らの財産として残されるわけです。 それで， あの， これ年表の方に惑いてないんで

すが， いつか皆さんに紹介したカラー版西洋美術史ていう本の中には， え一少し細かく時代区分

が警かれていますけれども， 特にあの， 特にですね， 5t佐紀から7世紀まで， というのはこれ，

あのーフランス， 今Bのフランスを中心としてメロビングという一つの王朝を築き上げました。

それは特にメロビング王戟の美術， そしてその次にですね， カロリングとし、う王朝が成立して，

この時代をカロリング王朝美術， で次いで今日のドイツを中心としてオットー王朝という支朝が

成立しまして， それをオットー王朝の美術というふうに一応長切りしているんです。

時代背景| それでは， 簡略に， あのー， 特にメロピング， カロリング， オットーという3つの王朝につい

3つの王| て説明しておきますと， (板番)で， このメロビングという今日のフランスを中心として発達し

朝 ! た， まー王朝なんですが， もし音楽の好きな人がいるならば， え…， ワグナ…という作曲家がで

すね， 作ったオベラというのは， このメロビング戟の人たちをテーマにしたものがその中に含ま

れています。 それで， 彼らはほとんど， え一美術作品を残していない， ですけれども， 特に工芸

品とですね， 幾つかの写本が今日伝わっています。 それで， そのメPピング朝が， 滅びてから西

暦800年ですね， カルロスという一人の非常に強力な人物が， えー， カロリング朝という王朝を

打ち立てるんですね。 で， このカノレ戸スは800年に西ローマ帝国というかつてさっきも黒板に書

きましたように476年に滅亡した残ローマ帝国を復興させて， そして新たな， ま， 5ロ…マ帝国

という， 王国を建てることになるんです。 しかし そこの首都はですね，

一ブェンという今日のドイツですね， えー， フランスとドイツの， ま， 国境に位践するアーフェ

ンとし、う町を首都としてカロリング朝とし、う王朝を建てることになるわけです。 え…， で， この

カルロスとし、う人物の後， ま2代に渡ってこのアーブェンを中心としてカロリング朝美術という

のを展開するのですけれども， その後， 特にそのカノレロスの孫にあたる人達がですね， 仲たがい

をして， そして， ま帝国が分裂してしまうんです。
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講義の聞き取りに関する分析と問題点

王朝のそ | ま， そこの辺は世界史の授業じゃないので， あんまり詳しくは詳しい話をしてはわかりにくい

の後 | と思うんですが， ま， このカノレロス大帝の孫にあたる人達が帝国を分裂させたことによって，

え， 今日のですね， プランス， ドイツそして中部ヨーロッパという3つの留の基礎になる部分が

出来上がっていきますね。 ちょうどですね， このカノレロスの孫にあたる人逮が今日のフランス，

今日のドイツ， それから， 今日のベノレギーとかオランダとかですね， それからスイスといった地

域にあたる中部ヨ一戸ッパというふうに帝国を， ま分裂させてしまうわけなんです。 で， そこで

カを失ったこのカロリング朝に代わって今度はですね， 全く人種の逢う， ま今日のドイツ人の祖

先で あ る一族の う ち オ ッ ト- 1 i!tと い う の が で す ね ， 新た に名前を変え て ， え ー ，

いう清国を打ち立てるんです。 で， そこの首都中，心となっている町というのは

あまり今日では知られていませんが， マグデブルクというんですね。 ドイツの北の田舎町です

ね。 そこを中心として神袈ローマ帝国という帝国を築き上げるんです。

時代背景 | で， ま， 皆さんの頭の中では， だいたいこの中世初期という時代にメロビング朝， カロリング

まとめ i朝， オット一戦という3つ王朝が支配してそして， 今までお話してきたピザンチン帝国の美術と

は全く趣の異なった美術を残したといううふうにですね， 記憶しておいていただければよいので

はないかとー・。

本論「写 | それでー， その中で特に今日扱うのはですね， 写本と工芸です。 それで先程奮いましたように建

本jにつ | 築， 彫刻そして， まー皆様いちばんなじんでし、る絵商， そういった大型の美術はこの頃はまだ作

いて | られずに， 先程言いましたように持ち運びができる携常用の小型のですね， 美術というのが彼ら

の主流になって来るわけです。 それで特にその写本についてですね， 少し， 詳しくスライドを見

ながら見ていこうと思います。(板番)
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資料2 学生がわからなかった嘗葉
プングロサクソン 炎のついた 回国
住みえ雪く 射る (草木の) 茂っている
築く 射られた 開花した
築き上げる (速く) かける ~を踏まえて
共同体 務教 拠点
携帯用 馬具 フランダースの犬
持ち運び 香炉 補って
滅びて 着飾ってる 補うべく
打ち立てる 水路 範函
復興させて 入り組んでいる 領域
国境 水蒸気 原産
展開する かすむ 運河
f中たがL、をして しっとりとした 入り組んだ
分裂して もやがかかった 土砂
カを失った 巨匠 たまって
支配して 謎解き うずもれて
ともカミくとして プ.ラトニッグラフ* 衰退して
越の異なった はしご 世紀末的
主流 導かれて 他に伊jを見ない
磨滅 復活した タイムトワップ
際り減ってしまう (文化に) 触れてる 栄える
めくっていく 地上 便宜上
パピノレス 満たされて 主題
草案して 砕いしれている ディテーノレ

長。ぐ 高み 細部
衣 繊細 特異
衣服 まとってし、る 敬遠
中とじ 奏でている 忠実
1鼠 すかす 凸面鏡
象る 透ける 受難
構図 狩り 埋葬
対になって 理想郷
かし、つまんで アノレカディア

可る ユートピア
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