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Keynote 1 基調講演1         

Language and Culture in Foreign Language 
Teaching—Issues and Implica  ons 
TORIKAI Kumiko, Ph.D.
Professor Emeritus, Rikkyo University, Tokyo

This lecture is an a  empt to examine the way culture is treated 
in language classrooms, poin  ng out the risk of stereotyping, and 
suggest instead to foster Intercultural Communica  ve Competence 
within language teaching. This is crucial in light of the current 
interna  onal situa  on where pursuit of local autonomy is seemingly 
replacing globaliza  on, resul  ng in mul  cultural/mul  lingual 
society. 

Intercultural Communica  ve Competence, as you can see, 
consists of Dell Hymes’ no  on of “communica  ve competence” 
and “intercultural competence” proposed by Council of Europe. 
Communica  ve competence is widely known across the world in 
the form of Communica  ve Approach/ Communica  ve Language 
Teaching, although its basic principle is not necessarily fully 
understood. Intercultural competence is rela  vely unknown outside 
of Europe, with its defi ni  on not yet clear, and its concept perhaps 
too abstract in terms of curriculum designing and assessment. 

As such, what happens most commonly in foreign language 
classrooms is for teachers to off er some informa  on about specifi c 
culture of a language that students are learning—usually some 
visible and easy to understand culture, such as events, ar  facts, and 
customs among others. Even with English, deemed a lingua franca, 
rather than teaching students about intercultural communica  on, 
teachers tend to introduce specifi c cultural phenomena in English 
speaking countries.

In general, language teachers seem to feel it is a must to add some 
explana  on about culture separate from the four skills of language, 
namely listening, speaking, reading and wri  ng. In turn, students 
are more o  en than not become interested in learning about 
diff erent ways of living. However, it is also true that off ering cultural 
explana  on is fraught with possibili  es of pushing stereotypical 
views on learners and runs the risk of cultural essen  alism. This is a 
dilemma that any foreign language teaching faces. 

言語と文化の悩ましい関係言語と文化の悩ましい関係—外国語教外国語教
育の視座から育の視座から 
鳥飼玖美子鳥飼玖美子 立教大学名誉教授 

本講演で は、世界が 多文化多言語社会に向かっている現
代において、「コミュニケーション能力」(communica  ve 
competence)に加え「異文化能力」(intercultural competence) が 
必須で あることを指摘し、外国語教育において文化的要素を
ど のように扱うかという課題を異文化コミュニケーションの
視座から論じ る。 

　英国が EU 離脱を選択し、“America First”を標榜したトラン
プ 大統領が 米国に誕生するなど 、グ ローバ リゼ ーションの逆
流ともいえる現象が 世界を覆っている。世界平和への道筋も
予測で きない不確実な時代にあって、確かなのは、世界各地
で 自らのアイデンティティと自立を追求する闘いが 起こって
おり、普遍性より多様性へ向かっている現実 で ある。そのよ
うな中、「平和への対話」を推進するのに不可欠なのは、異
なる文化と言語をつなぐ 異文化コミュニケーションで ある。 

　ところが 、外国語教育において異文化コミュニケーション
能力を育成することは決して容易で はない。「コミュニケー
ション能力」育成については、コミュニカテイブ ・アプ ロー
チという指導法が 世界的に普及しているが 、原理を十分に把
握しないまま導入している現場もある。欧州評議会が 提示し
た「異文化能力」については、定義が 未だ 議論されている状
況で あるし、概念ど ころか用語自体が 知られていない。しか
も「共感」や「寛容性」など 他者理解を目指す抽象的な概念
で あることからカリキュラムに具体化するのが 難しい。従っ
て外国語教育で は、学習している言語独自の個別文化につい
て補足 的に説明を加えることになりが ちで ある。その場合、
「文化とは何かという議論にまで 立ち入ることはなく、目に
見えて分かりやすい顕在的な文化的現象を紹介することが  多
い。 

　英語は国際共通語として機能していることから、英語圏の
文化に拘泥せず 、「異質な 文化と邂逅した際の対応」を軸に
異文化コミュニケーションを取り上げ れば 良いはず で あるが 
、日本で は、例えば 「ファーストネームで 呼び 合う」という



Nevertheless, we have to admit language and culture are closely 
intertwined in communica  ve events in mul  ple and complex ways. 
In fact, culture is a feature of language, and we cannot dissociate 
culture from language teaching. 

One thing we should bear in mind here is that teachers do not have to 
concern themselves with teaching visible cultural elements separate 
from teaching language. Rather, we should focus on sociolinguis  c 
and pragma  c aspects of language, which is a refl ec  on of culture 
deeply embedded in language, hidden and invisible. This is clearly a 
vital part of intercultural communica  ve competence. 

I would also argue that foreign language teaching can be a place 
where students struggle with the diff erent “other,” since language 
itself is bound up with culture, implicit and out-of-awareness, 
manifested in communica  ve events. In language educa  on, it is 
both inevitable and essen  al to foster intercultural communica  ve 
competence, which enables communica  on across diff erent 
cultures. 

類の生活習慣の説明に終始していることが 多い。ファースト
ネームで 呼ぶ 際の暗黙の了解など 社会言語的な含意まで 説明
することは稀で ある。ところが 、このような習慣を「文化」
として一般化してしまうと、学習者の興味を喚起する一方で 
、ステレオタイプ を学習者に刷り込み、文化本質主義に陥る
可能性も孕んで いる。 

とはいえ、言語と文化は相互に密接な関係を有するので 、コ
ミュニケーションにおいて文化的要素を捨象で きないことに
鑑みれば 、外国語教育において文化的な要素を導入すること
は不可避と考えられる。 

本講演で は、このような、外国語教育の一環として文化を扱
うことのジ レンマに光を当てる。「文化とは何か」を種々の
定義から探った上で 、言語が 文化と複雑に絡むコミュニケー
ションの場で は、言語と言語使用そのものに文化が 埋め込ま
れていることを考察する。「ことば を教えること」が 「目に
見えない隠れた文化」を教えることになる可 能性を考えれば 
、外国語教育において「目に見える文化」をあえて紹介する
必然性はなく、むしろ外国語を習得すること自体が 、異質性
との格闘になると考えられる。 

　換言すれば 、外国語を学ぶ ことは他者との邂逅で あり、母
語とは異なる世界観に基づ くコミュニケーションを学ぶ こと
で ある。これは即ち異文化コミュニケーションそのもので あ
る。外国語教育が 表層的な個別文化の紹介から解き放たれ、
異文化コミュニケーションという視座に立脚することで 、異
質性を認識する場と変貌する可能性を検討したい。



Keynote 2 基調講演2         

Language, interculturality and dissolving 
borders
Adrian HOLLIDAY
Canterbury Christ Church University, UK  

When thinking about teaching a foreign language, a simplis  c 
connec  on that we need to move away from is ‘teaching L2 equals 
teaching C2’ – which implies the false no  on of ‘target language’ 
and ‘target culture’. The only  me when such a concept makes sense 
is when we are teaching a par  cular discourse for a par  cular, small 
social se   ng. What then is wrong with the L2-C2 concept? It denies 
cultural complexity and imagines a simplis  c large (e.g. na  onal) 
culture that equates precisely with large (e.g. na  onal) language. It 
derives from the myth of methodological na  onalism. It falls into the 
trap of branded textbooks and feeds narrow percep  ons of teacher 
specialism. It encourages neo-racism by enforcing Othering na  onal 
stereotypes. It encourages the damaging no  on that learning C2 
might create culture loss in C1 in which the new language a  acks 
the home culture.  

What therefore is the rela  onship between language and culture that 
we can work with? It does not seem to be the case that a par  cular 
language speaks a par  cular culture. There is considerable evidence 
that a par  cular language can embrace a diverse range of cultural 
reali  es given the opportunity. Language can certainly travel; 
and par  cular cultural reali  es can be expressed through diverse 
languages. Nevertheless, the way in which language is used, given 
possible diversity of uses, can represent par  cular cultural reali  es 
at a par  cular  me and in a par  cular manner. When I say ‘excuse 
my back’ in English, I am transla  ng from Persian; and in so doing, 
carrying the idea of a par  cular cultural prac  ce from one place to 
another. This implies that cultural prac  ces are neither exclusive to 
par  cular places or par  cular languages. I am interested in Karen 
Risager’s no  on of linguaculture, in which Danishness can travel and 
be expressed through other languages. 

While par  cular languages and par  cular cultural prac  ces may 
not map precisely onto each other, learning another language can 
heighten our understanding of how culture operates by heightening 
our understanding of how language works. Learning a language 

言語、間文化性言語、間文化性  (Interculturality)、そしそし
て、境界の消滅へて、境界の消滅へ
エイドリアン・ホリデーエイドリアン・ホリデー カンタベリー・クライストチ
ャーチ大学教授

外国語を教えることを考える時、「ある第二言語（L2）
を教えることはその言語の文化（C2）を教えることだ」
という単純な発想から離脱する必要がある。なぜならそ
れは「目標言語」や「目標文化」の誤った考え方を内包
しているからだ。そのような考え方が意味を成すのは特
定の限られた社会的場面の特定のディスコースを教える
時ぐらいである。
　では、一体、L2-C2概念の何が問題なのか。L2-C2の考
え方は、文化の複雑さを否定し、単純で大きい（例え
ば、国家を前提とした）文化を想起させ、それを大きい
言語（例えば「国語」）と同等にみなすことにつなが
る。このような考え方は、方法論的ナショナリズムの神
話に起因し、主流の教科書の術策にはまり、教師の専門
性の範囲を狭く捉えることになる。また、そのことによ
って国家に基づくステレオタイプが他者を疎外させるた
め、新しい人種主義（neo-racism）を助長することにもな
る。そして、C2を学ぶことがC を喪失させ、新しい言語
が自国の文化を襲う、という多大な損失を伴う概念をも
助長してしまう。
　それでは一体言語と文化の関係をどのように捉えるの
がいいのだろうか。ある特定の言語がある特定の文化を
示すということではなさそうである。ある特定の言語が
幅広い多様な文化のリアリティを包摂するということは
かなり裏付けられているし、言語はもちろん移動するこ
とができ、ある文化のリアリティは多様な言語で表現さ
れうる。しかしながら、いろいろな使い方のできるある
言語がどのように使われているかで、ある特定の時間に
特定の方法によってある文化を表現することはできる。
私が英語で ‘excuse my back’と言う時、私はペルシア語の
表現を訳しており、そうすることで、ペルシア文化の慣
習にある概念を移動してきているのである*。このことが
示すように、ある特定の文化はその場所やその言語に縛
られない。私はKaren Risagerのlinguacultureの概念に関心を



is certainly also an entry point into a par  cular society where the 
language is used. But it must never be imagined that that is all that 
either the society or the language can be. Language is part of the 
architecture of social life; but the architecture can be expressed on 
other ways and the language can be put to other uses, and each is 
far bigger than the other. New understandings of interculturality are 
useful here – not looking from one confi ned culture’ to another and 
being simply ‘tolerant’ about it, but, instead, being able crea  vely 
to fi nd oneself within the cultural lives of others. Fred Dervin tells 
us that interculturality is by no means straigh  orward and needs 
always to be explored and worked out. Learning and teaching 
Japanese must therefore be perceived as a massive opportunity for 
dissolving borders and exploring who we all are.

 

持っているのだが、その概念では、デンマーク性は移動
することができ、他の言語で表現することができる。
　ある特定の言語はある特定の文化・慣習と一致させる
ことはできないが、ある言語を学ぶことで、言語がどの
ように機能することがわかり、文化がどのように機能す
るかの理解を高めることができる。言語を学ぶことはそ
の言語が使われている社会に入るためのエントリーポイ
ントであるのも確かである。しかし、それだけがその言
語のありさまで、それだけがその社会のありさまなのだ
と考えてはならない。言語は社会的ライフを構成する一
部だ。その構造はほかの方法でも表現されるし、その言
語はほかの目的でも使われる。どちらも計り知れない巨
大なものだ。ここでは、間文化性（Interculturality)の新し
い理解が役立つ。ある特定の限定された文化内から外の
文化を見てそれを「許容する」のではなく、その他者の
文化内の生活・ライフの中に入り込む自分をクリエーテ
ィブに見出すことが間文化性なのである。Fred Dervinによ
ると、そのような間文化性は決して単純に獲得できるも
のではなく、常に模索し努力し続けなければならない。
したがって日本語を学ぶこと、教えることは、（国の）
境界を消滅させて自分が何者かを探索する壮大な機会で
あると捉えるべきであろう。

ペルシア文化の慣習では人に背を向けることを失礼と考え、列や座
席で自分の背を向けることになる後ろの人にこのような表現を使う
という。（訳と注釈は岩﨑典子）



PhD Workshop 大学院生ワークショップ         

PhD Workshop -- 大学院生ワークショップ運営委員
Scien  fi c Commi  ee ワークショップ企画委員会: 
Chihiro THOMSON (UNSW Sydney) -- トムソン木下千尋 (ニュー
サウスウェールズ大学) 
Emi OTSUJI (University of Technology Sydney) -- 尾辻恵美 (シド
ニー工科大学) 
Ikuko NAKANE (University of Melbourne) -- 中根育子（メルボル
ン大学）
Execu  ve Coordinator　実行委員長: 
Takuya KOJIMA (UNSW Sydney) -- 小島卓也 (ニューサウスウェ
ールズ大学) 
Alessandro MANTELLI (UCF) -- アレッサンドロ・マンテッリ
（ヴェネツィア・カフォスカリ大学）

ワークショップの趣旨
本ワークショップ、日本語教育の未来を担う世界各国の日本
語教育を専攻する大学院生が自らの研究への動機付けや今後
の研究の方向性を考える機会を得られるよう、優れた先輩の
研究者たちの研究や経験に接して新たな知見を得て視野を広
げるとともに、ワークショップの参加者と交流し、新たな知
見を発展させていけるようなネットワーク作りの場を提供す
ることを目的としています。本ワークショップの企画・運営
に対し尚友倶楽部から助成を受けました。この場を借りて感
謝申し上げます。

14:00 – 14:20大学院生ネットワーキング Networking
大学院生同士がつながりを作る活動をします。
Postgraduate students par  cipate in a networking ac  vity.

14:20 – 16:00 ３分間スピーチThree-Minute Thesis Speech
大学院生が研究を3分で発表し、お互いの研究にコメントや
フィードバックをします。
Postgraduate students present their thesis in 3 minutes and 
exchange comments and feedbacks.

16:00 – 17:00先輩に続け Career Workshop
若手研究者の方に就職活動やお仕事の話を聞き、大学院生が
キャリアについて考えます。
Following the talks on career of scholars, postgraduate students 
discuss their own future career.

講師の先生方
三代純平（武蔵野大学）Jumpei MIYO (Musashino Art 
University)
ブッサバー・バンチョンマニー（カセサート大学）Bussaba 
BANCHONGMANEE (Kasetsart University)

ティチアーナ・カルピ（ミラノ大学）Tiziana CARPI (University 
of Milano)
リデーン桑野充代（ストックホルム大学）

Mitsuyo KUWANO LIDÉN (Stockholm University)

17:00 – 17:20ハーベスト：振り返り/ Harvest: Refl ec  on
大学院生が本ワークショップの振り返りをし、成果の共有を
します。

Postgraduate students share their refl ec  on.

  

三代純平(武蔵野美術大学) 
Jumpei MIYO (Musashino Art University)

ブッサバー・バンチョンマニー(カセサート大学)
Bussaba BANCHONGMANEE (Kasetsart University)

ティツィアーナ・カルピ　(ミラノ大学)
Tiziana CARPI (University of Milan)

桑野リデーン充代 (ストックホルム大学)
Mitsuyo KUWANO LIDÉN (Stockholm University)



Japanese Language & Corporate 
Culture Symposium

 日本語教育と企業文化シンポジウム         

Scien  fi c Commi  ee: シンポジウム企画委員会
Marcella MARIOTTI (UCF) -- マルチェッラ・マリオッティ（AJE
会長，ヴェネツィア・カフォスカリ大学）
Keiko HORII (Musashino University) -- 堀井惠子(武蔵野大学)
Execu  ve coordinator  実行委員長：Akemi HAMADA (University 
of Tübingen) -- 濵田朱美（テュービンゲン大学）

【パネル１】平和な世界のための人材育成—企業要求とビジ【パネル１】平和な世界のための人材育成—企業要求とビジ
ネス日本語教育ネス日本語教育
Nurturing Human Resources for a Peaceful World: Corporate 
Demand and Business Japanese Educa  on
計画紹介: Marcella MARIOTTI マルチェッラ・マリオッティ
モデレーター：Keiko HORII 堀井恵子 

14:00-14:15伊勢田兼之 (在イタリア日本商工会) 『日系企業が
求める人材とビジネス機会についての考察』
Kaneyuki ISEDA (Japanese Chamber of Commerce in Italy) 
“Considera  on of what are competencies or skills required to 
those who are working in Japanese corpora  ons and the business 
chances for those who study Japanese language and culture”
14:15-14:30細田牧 (イタリア三菱商事)『企業側から見た日本
語人材のニーズ』
Maki HOSODA (Mitsubishi Corpora  on Italy) “Needs for Japanese 
Speakers from Japanese company’s point of view”
14:30-14:45八田香里 (漢検、ビジネス日本語能力テスト)『BJT
ビジネス日本語能力テストが測定する能力とBJTが果たす役
割』
Kaori HATTA (Kanken, BJT) “The skills measured by the BJT Business 
Japanese Profi ciency Test and the role of the BJT in Japanese 
language educa  on and business world”
14:45-15:00奥田純子 (ビジネス日本語研究会)『ビジネス日本
語教育・研究のこれまでとこれから』
Junko OKUDA (Business Japanese Research Group) “Business 
Japanese Educa  on and Research Trends”

【パネル２】ビジネス日本語教育実践の意味【パネル２】ビジネス日本語教育実践の意味—世界各地から世界各地から
の現状報告の現状報告
The Meaning of Business Japanese Language Educa  on Prac  ce: 
Relevance and Reports from around the World
モデレーター：Marcella MARIOTTI マルチェッラ・マリオッテ
ィ 

15:00-15:15ハラルド コンラット (イギリス、シェフィールド
大学)『海外の日本学卒業生における日本への就労準備につ
いて』
Harald CONRAD (The University of Sheffi  eld, UK) “How to prepare 
foreign Japanese studies students for employment in Japan”
15:15-15:30ウォーカー泉 (シンガポール国立大学)『シンガポ
ールにおけるビジネス日本語教育のの実践と意義』
Izumi WALKER (Na  onal University of Singapore) “Prac  ce and 
Signifi cance of Business Japanese Educa  on in Singapore”

15:30-16:00コーヒーブレイク

16:00-16:15古崎陽子 (エチオピア、メケレ大学)『エチオピア
における日本企業による投資活性化のための架け橋としての
日本語教育の可能性』
Yoko FURUSAKI (Mekelle University, Ethiopia) “Possibility of 
Japanese Language Educa  on in Ethiopia as a catalyst to invite 
more investment by Japanese companies”

16:15-16:30ジョーンズ佳子 (イギリス、ロンドン大学
SOAS)『ビジネス日本語コース及びビジネス日本語スピーチ
コンテストの報告』
Yoshiko JONES (SOAS University of London, UK) “Report on 
Business Japanese Course and Business Japanese Speech Contest”
16:30-16:45高見智子 (アメリカ、ペンシルヴァニア大学)『米
国大学における次世代グローバル人材の育成をめざす教育実
践』
Tomoko TAKAMI (University of Pennsylvania, America) “Cul  va  ng 
Future Global Professionals in Business Japanese Educa  on at an 
American University”
16:45-17:30【パ ネル1】と【パ ネル2】の登壇者とフロアー
デ ィスカッション Floor Discussion with Presenters from both 
panels



Secondary-level Japanese Language Educa  on in 
Europe and CEFR Signifi cance of Foreign Language 
Educa  on and Global Ci  zenship

 ヨーロッパ中等日本語教育とCEFR－外国語教

育の意義と世界市民の育成         

Scien  fi c Commi  ee: シンポジウム企画委員会
Yasu-Hiko TOHSAKU (University of California, San Diego, USA) 當作
靖彦（カリフォルニア大学サンディエゴ校）
Chisato OFUNE (The Japan Founda  on) 大舩ちさと（国際交流基
金）

第1部 14:00-15:05特別講演

The Educa  onal Value of Foreign Language Learning（外国語学習
の教育的価値）
Professor Michael BYRAMマイケル・バイラム（ダラム大学  名
誉教授）

質疑応答

第2部 15:05-15:40第2部・第3部趣旨説明（當作）

Karen RUDDOCK　カレン・ラドック　 (アイルランド教育技能
省ポスト・プライマリー・ランゲージ・イニシアティブ)　
「アイルランド中等教育における日本語教育の新しい方向
性」New direc  ons in the teaching of Japanese in second-level 
schools in Ireland

Kaoru MATSUO　松尾馨 (ドイツ、シュタインバート・ギムナ
ジウム）
「ドイツの中等教育においてCEFRの理念はどのように実現さ
れているか」
How are the ideas of the CEFR put into prac  ce at German 
secondary schools?

（休憩15:40～16:00）

第3部 16:00-17:30

Noriko SATO　佐藤紀子 (ハンガリー、ブダペスト商科大学)
「CEFRに準拠した日本語教科書『DEKIRU』とハンガリーの中
等教育における異文化間コミュニケーション能力育成の現状
と課題」 
Japanese language textbook „DEKIRU” compiled in accordance 
with the CEFR and the current intercultural communica  ve 
competence development needs in secondary schools in Hungary

Tomoko HIGASHI　東伴子 (フランス、グルノーブル・アルプ
大学)
「中等教育・高等教育・社会をつなぐ評価とは-バカロレア日
本語試験からの考察」 
What is evalua  on connec  ng secondary educa  on, higher 
educa  on, and society like? - considera  on from the Baccalaureate 
Japanese Examina  on

Jean BAZANTAY ジャン・バザンテ (フランス国立東洋言語文化
大学、INaLCO)
「中等教育の日本語教師に今、求められるもの －教師養成の
視点からの考察－」
What is required of Japanese teachers in secondary schools - 
From the perspec  ve of teacher educa  on

16:45-17:30　ディスカッション・質疑応答 



Project  企画委員長：Noriko IWASAKI (SOAS University of London) 
--  岩﨑典子（ロンドン大学アジア・ア フリカ学院）

概要
今回ICJLE2018ヴェネツィアでは、国立国語研究所の宇佐美ま
ゆみ先生が談話研究について、山崎誠先生が日本語コーパス
を利用した研究についてそれぞれ二つずつの講義をしてくだ
さいます。昨年、国立国語研究所の副所長の窪薗晴夫先生か
ら、国立国語研究所が海外での日本語研究を推進する活動を
考えていらっしゃることを伺いました。そこで、ヨーロッパ
日本語教師会からICJLEで日本語研究の方法についての連続講
義をすることを提案してお願いしたところ、講師の先生方の
派遣を快諾していただきました。世界各地からいらっしゃる
ICJLEの参加者の方々の中で新たな研究方法を模索されている
方もいらっしゃれば、日本語教育を実践しながら、または日
本語教育に携わることを目指しながら日本語の研究をしたい
と思われている方々は数多くいらっしゃることと思います。
ぜひ参加者の方々の今後の日本語研究の参考にしていただき
たいと思います。

2018年8月3日（金）August 3rd, 2018
講義 1 16:00～16:45『談話研究と言語教育』宇佐美まゆみ
（国立国語研究所）
NINJAL Lecture 1: “Discourse Studies and Language Educa  on”
Mayumi USAMI (Na  onal Ins  tute for Japanese Language and 
Linguis  cs, NINJAL)
講義 2 16:45～17:30『総合的会話分析による研究－BTSJ日本
語自然会話コーパスを例に－』宇佐美まゆみ（国立国語研究
所）
NINJAL Lecture 2: “Studies in the framework of ‘Integrated 
Conversa  on Analysis’：using “BTSJ Japanese Natural Conversa  on 
Corpus” as examples”
Mayumi USAMI (Na  onal Ins  tute for Japanese Language and 
Linguis  cs, NINJAL)

2018年8月4日（土） August 4th, 2018
講義 3 9:00-9:45「日本語コーパスの紹介」山崎誠（国立国
語研究所）
NINJAL Lecture 3: “Introducing Japanese Corpora”
Makoto YAMAZAKI (Na  onal Ins  tute for Japanese Language and 
Linguis  cs, NINJAL)

講義4 9:45-10:30「コーパスを利用した研究」山崎誠（国立
国語研究所）
NINJAL Lecture 4 “The use of corpora in linguis  c and educa  onal 
studies”
Makoto YAMAZAKI (Na  onal Ins  tute for Japanese Language and 
Linguis  cs, NINJAL)

Na  onal Ins  tute for Japanese Language and 
Linguis  cs, NINJAL Lectures Series for ICJLE 2018

国立国語研究所ICJLE2018 連続講義         
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AM

【シンポジウム】日本語教育と企業文化シンポジウム
（前半）

   A 【パネル１】平和な世界のための人材育成-企業要求と
ビジネス日本語教育

司会：Keiko HORII

Kaneyuki ISEDA 日系企業が求める人材とビジネ
ス機会についての考察

Maki HOSODA 企業側から見た日本語人材のニ
ーズ

Kaori HATTA BJTビジネス日本語能力テストが
測定する能力とBJTが果たす役割

Junko OKUDA ビジネス日本語教育・研究のこ
れまでとこれから

【パネル２】世界各地からのビジネス日本語教育実践
の意味と現状報告

司会：Marcella MARIOTTI

Harald CONRAD 海外の日本学卒業生における日
本への就労準備について

Izumi WALKER シンガポールにおけるビジネス
日本語教育の実践と意義　

2B

【口頭発表】文法

座長：Mina KOBAYASHI

A1 Soeun KIM 可能の種類と状態性の関わり
　―心理動詞の可能表現を中心
に―

A2 Naoko MAEDA 授受動詞の使用実態と教室指導
の工夫

A3 Jun TAKAHASHI ポライトネスとしての「可能表
現＋テイル形」

3A
【口頭発表】アイデンティティー

座長：Eriko ISHII

A1 Kenji SOEJIMA
Simon Peter 
BAHAU

日本人学生の日本語・日本事情
の学びによるグローバル思考へ
の契機

A2 Akane SHIRATA 実践報告：日本語継承語教育が
もたらすアイデンティティーと
学習者の前向きな姿勢

A3 Yukiko SEO 「たぶん私のやってることは間
違ってるな」－補習校教師の「
支えとするストーリー」の構築
と変容のプロセス

Parallel Session A セッションA
August 3rd 14:00-15:30 8月3日

A1: 14:00-14:30     A2: 14:30-15:00      A3: 15:00-15:30
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3B
【口頭発表】学習者の動機

座長：Hsiao Chin LO

A1 Aiko OTSUKA あるアメリカ人ろう者の経験か
ら見る日本語学習

A2 Qing XU 中国における日本語専攻大学生
の動機減退要因の構造

A3 Ni Wayan PRILYA-
SINTA

インドネシア人日本語学習者の
動機付け ―２回のアンケート
調査と長期的な学習日記調査か
ら―

4A

【パネル】平和につながる「対話」教育の基礎とは？
－自然会話の分析を通して－

司会：Mayumi USAMI

A1 Mayumi USAMI
Makoto YAMAZAKI

自然会話の分析がなぜ平和のた
めの対話教育につながるのか？
－自然会話コーパスの分析から
言えること－

A2 Fumiko NAZIKIAN 「引き込み」のメカニズ ム：「
で しょう」と「よね」の比較か
ら

A3 Suwako WATANABE 対話力養成のために：コミュニ
カティブ・コンピテンス再考

5A

【パネル】OJAE（Oral Japanese Assessment Europe）
ヨーロッパ生まれの日本語コミュニケーション能力
テスト：測る＞伸びる＞育む―対話力を鍛えて「こ
とば」のできる世界市民となる―

司会：Koji HAGIHARA

A1 Yoriko YAMADA-BO-
CHYNEK 
Koji HAGIHARA 

コミュニケーション場面論基
盤のOJAEテストで「対話力」
を鍛える

A2 Yasuko SAKAI テストがクラスのあり方その
ものを変えていく

A3 Michiko TAKAGI
Yumiko UMETSU

AJE-SIGとしてのOJAEウェブプ
レゼンス―OJAEウェブページ
を有効に共有するために―

6A

【パネル】日本語教師の成長を促す「方法」につい
て考える－３つのアプローチから－

司会：Mari HAMADA

A1  Tomoko KANEDA 日本語教師の研修における「
我が事」感の喚起－研修用マ
ンガ教材の可能性－

A2 Yo USAMI 「演じる」という参加過程か
ら振り返る自らの価値観

A3 Hiromi SAITO
Mari HAMADA

「記述した実践」の語り直
し―アノ実践をイマ振り返る

Parallel Session A- August 3rd / 14:00-15:30
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7A
【口頭発表】日本語継承

座長：Chihiro KINOSHITA THOMSON

A1 Midori INAGAKI 「信念対立」を乗り越えて「共通
了解」の成立を目指す日本語教育
の実践 ―アイルランドで「複言
語育児」を実践する親たちの事
例から―

A2 Ryozo SASAKI
Yutaka FUKIHARA
Yasuhiko SUKEGAWA

情報弱者に対する教育情報支援：
子どもたちのライフコースにより
そった教育情報提供の試み

A3

7B

【口頭発表】音声（言語学）

座長：Giuseppe PAPPALARDO

A1 Kenta YAMAMOTO アクセント型及び促音位置の違い
が促音の知覚範疇化に与える影響

A2 Han Sik KIM パターン別アクセントの習得に関
する考察　―上級者の知覚と生成
の相関を中心として―

A3

8A

【口頭発表】日本語教育の発展

座長：Maggie LEUNG

A1 Florinda Amparo A. 
PALMA GIL
Sachiko KUWANO
Bernade  e HIEIDA

21世紀型スキルの育成を組み
込んだ外国語教育を目指して 
―『にほんご人フォーラム（
フィリピン）』の実践―

A2 Jumpei MIYO 公共性とことばの学び：産学
共同プロジェクトの実践研究

A3 Azumi YU
Naomi SAWADA
Hsiao Chin LO

日常生活におけるコミュニケ
ーション能力の評価のあり方
を考える ー人・地域文化をつ
なぐ日本語教育の可能性—

8B
【口頭発表】オノマトペとカタカナ語

座長：Ikuko SUGIYAMA

A1 Eiko GYOGI
Noriko IWASAKI

日本語オノマトペへの意識と
感覚を培う初級クラスの翻訳
活動：広告のオノマトペを使
って

A2 Rie OSAWA 日本語オノマトペの有契性に
関する印象調査とその分析―
韓国語母語話者である日本語
学習者および日本語母語話者
を対象として―

A3 Naoko HOSOKAWA Teaching katakana loanwords 
as the linguis  c the ‘New Wild’: 
Toward coexistence in the rapidly 
interna  onalizing society

Parallel Session A - August 3rd/ 14:00-15:30
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9A
【口頭発表】筆記表現

座長：Duoyou CHEN

A1 Aiko TAKANO
Keisuke KAMIMURA

学術的文章における文体差に関
する認識 －日本人学生・日本語
学習者を対象とした調査から－

A2 Kiyoshi NOGUCHI
Kazuko TANABE
Shigeru OSUKA
Aya OKADA

クリティカルシンキングを採り
入れたリレー式創作文活動 －上
級作文クラスからの実践報告－

A3 Jaeho LEE 作文力と言語知識の関連性

9B

【口頭発表】コーパス

座長：Ryoko HAYASHI

A1 Naotaka NAKAMURA 母語話者コーパスにおける「と
ても」及びその類義語の使用頻
度と会話教材で使用される語彙
について：学習者の自然な会話
表現力の向上を目指して

A2 Yukiko HATASA
Chisato YOKOYAMA

日本語母語話者と日本語学習者
のアカデミック・スピーキング
における結束性の検討

A3 Goran VAAGE
Ryoko HAYASHI
Toshiyuki SADANOBU

プロフィシェンシーとしての「
間」－「私のちょっと面白い話
コンテスト」を用いた授業の実
践事例から－

9C

【口頭発表】留学体験の言語化

座長：Ikuko KOMURO-LEE

A1 Akiko MURATA 「留学体験の言語化」プロジ
ェクトが日本語教育にもたら
す可能性

A2 Hitomi KOBAYASHI
Genya ONUMA

留学経験の価値を言語化する
ワークショップ開発とファシ
リテーター養成の実践

A3

10
A 【口頭発表】教師の語り

座長：Hiroaki KENKO

A1 Miyuki TADA
Yumi KONDO
Kanako KAWASAKI

主教材変更という外的要因の
変化をどう受け止めたかー各
教師の語りからみえた揺らぎ

A2 Ayako FURUUCHI
Hiroko TAKAGI
Aya SATO
Yohei KATANO

日本語教育コーディネーター
から見る日本語教師としての
熟達化とキャリア形成

A3

Parallel Session A - August 3rd / 14:00-15:30
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10
C 【口頭発表】社会言語学

座長：Mitsuyo KUWANO LIDÉN

A1 Takahito ABE
Mieko ABE

「やさしい日本語」の授業が
学生にもたらすこと　－計量
テキスト分析による自由記述
の分析から－

A2 Tian JI 日本語における他者修復開始 
—「え？」を中心にして—

A3 Yasue KODAMA 体験談における日本語の引用
の型とその使われ方

Parallel Session A - August 3rd / 14:00-15:30
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Parallel Session B セッションB
August 3rd 16:00-17:30 8月3日

B1: 16:00-16:30     B2: 16:30-17:00      B3: 17:00-17:30

AM

【シンポジウム】日本語教育と企業文化シンポジウム
（後半）

B 【パネル２】世界の５地域のビジネス日本語教育実践
の意味と現状報告

司会：Marcella MARIOTTI

Yoko FURUSAKI エチオピアにおける日本企業に
よる投資活性化のための架け橋
としての日本語教育の可能性

Yoshiko JONES ビジネス日本語コース及びビジ
ネス日本語スピーチコンテスト
の報告

Tomoko TAKAMI 米国大学における次世代グロー
バル人材の育成をめざす教育実
践

【パネル１】と【パネル２】の登壇者とフロアーディ
スカッション

2B

【口頭発表】漢字学習

座長：Eriko ISHII

B1 Bussaba BANCHONG-
MANEE

日本語学習者の漢字学習スト
ラテジーにおける意識に関す
る一考察 －タイ教育機関にお
ける教師と学習者の相違点を
中心に-

B2 Kazuko SHIMADA 自律的な漢字学習をめざす～
教材作成と効果的な授業の進
め方～

B3 Yorika HIRAOKA
Norito HIRAOKA

「漢字運用力」を育てる教授
法の提案 --　高度人材をめざ
す学習者のために

3A
【口頭発表】アイデンティティー

座長：Emi OTSUJI

B1 Miho ZLAZLI 複言語環境で育つ子供たちの
言語アイデンティティ：トラ
ンス・ランゲージングを活用
した日本語教室の経験から

B2 Junko DOSAKA 台湾の高校生初級日本語会話
クラスでの平和学習の意義と 
取り組みについての実践報告

B3 Mari YAMAMOTO インタビューにおける日本
語学習者の「聞き手」とし
ての相互行為能力
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3B
【口頭発表】学習

座長：Kaori UEMURA

B1 Mai MACHER 「ことばの学び」としての日本
語学習 ―プライベートレッスン
における学習者の「気づき」を
事例に―

B2 Junko MORITA 日本語教育における「インフォ
ーマル学習のすすめ」―「青空
文庫」読書会の事例

B3 Tomomi SUEYOSHI
Akihiko YAMAMOTO
Tomoyuki TAKEGUCHI

ケース分析によるポートフォリ
オ学習での教師の働きかけ－上
級日本語学習者の自律的学習を
目指した活動の中で－

4A

【特別講義】国立国語研究所講義シリーズ1, 2
司会：Noriko IWASAKI

B Mayumi USAMI 談話研究と言語教育

Mayumi USAMI 総合的会話分析による研究
―BTSJ日本語自然会話コーパス
を例にー

5A

【口頭発表】CAN-DO
座長：Michiko TAKAGI

B1 Riikka LÄNSISALMI “Can-feel” rather than “Can-do”?

B2 Keiko NAKAO
Chiharu NAKANISHI

ブルームの改訂版を用いた教
師のための発問デザインCan-
doリストの開発

B3 Yuhan HUANG 日本語教材と運用能力養成に
関する考察 －CEFRとJF Can-do
の観点から－

7A

【口頭発表】中等教育

座長：Maggie LEUNG

B1 Tzuching CHEN 台湾の高校における第二外国
語としての日本語学習の試
み―日本語パートナーズの支
援を例に―

B2 Azhariyah AYU Mo  ves of Japanese language ed-
uca  on development in second-
ary educa  on in Indonesia

B3 Monika UNKEL ドイツ中等教育向けの日本
語教員養成課程　

Parallel Session B - August 3rd / 16:00-17:30
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7B
【口頭発表】音声（実践）

座長：Motoko UEYAMA

B1 Sunyoung CHUN 音声コミュニケーション教育
における実践的知識―教材およ
び実践活動の内容分析に基づい
て―

B2 Naoko KINOSHITA
Chris SHEPPARD

音声の専門家による発音評価に
ついて

B3 Jun SUDO 上級日本語学習者による音声学
習の実践―音声の基礎知識とピ
ア・ラーニング

8A

【口頭発表】日本語教育の未来

座長：Takuya KOJIMA

B1 Kanako GOTO 感じること・伝えること・つな
がること - 21世紀の日本語教育と
日本語学習の目指すものとは

B2 Yukiko HANAWA 歴史性と未来性：批判的「希
望」の「現在」は何時？

B3 Shuichi KUCHIKATA
Yuko SUZUKI
Yu MITSUMORI

平和への対話をめざす日本語教
育実践 ―「ゆるキャラコンテス
ト」開催へ向けて―

9A

【口頭発表】筆記表現、評価

座長：Etsuko NAKAYAMA

B1 Mari TANAKA
Yukari TSUBONE
Aiko SASAKI
Yoko KAGEYAMA
Shin ABE

ライティング評価におけるフ
ローチャートの開発：評価の
一致を目指す場合

B2 Momoko FUJITA
Yoshimi YOSHIDA
Kazumi MITSUI
Jaehee CHUNG

レポートに必要な要素に関す
る一考察 ―ルーブリック評価
から見られた受講生の気づき
から―

B3 Etsuko NAKAYAMA 表現力を高める副詞の習得ー
語彙学習の試み

9B
【口頭発表】オンライン学習

座長：Daisuke HAMATSU

B1 Nozomi TAKAHASHI
Yumiko KONDO
Naoko SAKURAI
Yuko SUZUKI

距離を超えた学びの場の構築 
－「オンラインで行う目的別
教師研修」に向けて－

B2 Shoko ADACHI 対面授業のオンラインコース
化とその運用 ―「JFにほんごe
ラーニング　みなと」の俳句
コースとビブリオバトルコー
スを例に―

B3

Parallel Session B - August 3rd / 16:00-17:30
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9C
【口頭発表】リテラシー

座長：Shinji SATO

B1 Noriko HANABUSA 絵を読む：多読授業における視
覚情報の重要性

B2 Yunjung CHONG ことばでつないでことばをつむ
ぐ -日本語作文の教師の語りから-

B3 Kyoko LOETSCHER
Keiko OKAMOTO

CBIを使ったLiteracy-Based Langua-
ge Teachingの試み

10
A 【口頭発表】教師

座長：Ikuko KOMURO-LEE

B1 Kogetsu GAN 日中両言語による教師成長尺度
の開発―台湾の大学で働く日本語
教師を対象として―

B2 Nao SAKAI
Yuki NAGAMATSUYA
Junko NAKAGAWA
Shinko HATTORI

留学生・日本人学生混合クラス
で教師に求められるものとは 
-PAC分析による大学初年次文章表
現授業の教師の振り返り比較-

B3 Masaki SEO 言語教育の商品化に対する教師
の意識―香港の民間日本語学校で
働く教師へのインタビューから

 10
C 【口頭発表】言語社会学

座長：Jumpei MIYO

B1 Yosuke MIKI 消滅の危機に瀕した八丈語を
次の世代に伝えるための方策
の探求

B2 Masahiro KOGA 戦争と平和のはざまに残された
日本語　―NHKアーカイブスに
おける中国残留日本人の語り
から―

B3 Hyeun YUN 自己変容をもたらす実践共同体
における学び ―外国人介護人材
のポジショニングに着目して―

Parallel Session B - August 3rd / 16:00-17:30
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Parallel Session C セッションB
August 4th 9:00-10:30 8月4日

C1: 9:00-9:30     C2: 9:30-10:00      C3: 10:00-10:30

AM

【特別講義】国立国語研究所講義シリーズ3, 4

司会：Noriko IWASAKI 

C Makoto YAMAZAKI 日本語コーパスの紹介

Makoto YAMAZAKI コーパスを利用した研究

2B

【口頭発表】教材（漫画、アニメなど）

座長：Ikuko SUGIYAMA

C1 Fusae IVARSSON マンガのメタ正書法的表記 
〜日本語表記用生教材として
のマンガ〜

C2 Hiroko YAMAMOTO
Saeko KOMORI
Ma  hew 
LANIGAN

アニメは日本語教育に使える
か　―Co-Chuを使ったアニメ
の分析―

C3 Miyuki YONEMURA
Koji OKUDA

平和思想とサブジェクティビ
ティ 　――宮崎駿のアニメー
ション映画に焦点をあてて――

3A
【口頭発表】ビジネス

座長：Harald CONRAD

C1 Keiko IKEDA
Keisuke YOSHIDA

国内就職を目指す外国人留学
生の語学教育 ―ビジネスコミ
ュニケーション能力を培うプ
レミアム・インターンシップ
の開発―

C2 Shiano OYAMA
Rina KUWAHARA

留学生の就職状況の変化と日
本語教育機関におけるキャリ
ア支援の試み

C3
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3B
【口頭発表】二国間双方

座長：Ikuko NAKANE

C1 Kaoru ISHIDA 旧チェコスロヴァキアの日本語
教科書における動詞活用導入

C2 Hiroko TAKAGI
Izumi WALKER

二国間双方「共修活動」と学習
者間相互作用分析から見る教育
デザインの可能性

C3 Tomoko TAKAHA-
SHI

バイリンガルビデオレターによ
る継承語教育の実践 —韓国在住
の日本にルーツを持つ子どもた
ちの事例から−

4A

【パネル】地球規模で考え探究する新しい日本語教育

司会: Kazuo TSUDA

C1
Kazuo TSUDA ニューヨークでの新しい地球規

模で考え探究する日本語教育の
実際

C2 Tatsuki SAKAMOTO
Ayako ITO

地球規模で考え探究する共同体
の構築－SDGsに基づく学校紹介
プロジェクト学習の報告－

C3 Yoshiyasu HORINO 地球規模で考え探究する日本語
教育の実際 ―マスターテクスト
アプローチによる、学校紹介プ
ロジェクトと「探読教材」の実
践報告－

5A

【口頭発表】対照言語学

座長：Hiroaki KENKO

C1 Saori INOUE 文章における接続表現の使用
頻度に関する日韓対照研究

C2 Hidemi RIGGS 「として」に於ける省略の特
性: 運用論的視点からの解釈

C3

6A

 【パネル】平和な社会に向けて取り組む日本語教育
と教師の役割 　―日本・ドイツ・韓国の大学におけ
る異なる学習環境に応じたトピック選択―
司会: Yukiko OKUNO

C1
Shizuka MOTODA 多様な母語の学習者に対する

内容言語統合型学習に基づい
た 「PEACEプログラム」の実
践と教師の役割

C2 Yumiko MURATA 未来につなぐナチスの歴史を
題材にした日本語教育実践と
教師の役割

C3 Shin MORIYAMA 対話による日韓の共生をめざ
す「日韓大学生国際交流セミ
ナー」と教師の役割

Parallel Session C - August 4th / 9:00-10:30
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7A
【口頭発表】子供への日本語教育

座長：Sei MIWA

C1 Satomi MIYAZAKI 『まるごと』を基にした子ども
日本語講座実践報告

C2 Chiaki YONEZAWA 複言語環境で育つ子どもの「学
び」へとつなげることばの支援
に関する一考察 ―大阪府公立小
学校の日本語支援教室での実践
から―

C3 Yoshiko MORI Learner mo  va  on, parental sup-
port, and family variables in Japa-
nese heritage language learning in 
the United States

7B

【口頭発表】音声（母国語別）

座長：Giuseppe PAPPALARDO

C1 Thi May SAI 日本語の発音の問題点に対する
ベトナム人日本語学習者の認識

C2 Yutaro ODO ドイツ語母語話者とイギリス英
語母語話者の日本語アクセント
の生成

C3

8A

【口頭発表】テクノロジー

座長：Alessandro MANTELLI

C1 Takako AIKAWA VR（仮想現実）/ AR（拡張現
実）技術による将来の言語教
育へのインパクト

C2 Yoshiko KAWAMURA 読解教育および学習支援のた
めの機能表現抽出ツールの開
発と運用実験

C3

8B

【口頭発表】学習者

座長：Jumpei MIYO

C1 Tomoki FURUKAWA
Mayuko TEZUKA

日本語教育における学習者特
性が学習成果と反転授業評価
に及ぼす影響－構造方程式モ
デルを用いて－

C2 Tatsuhiko MATSUSHITA
Naoko SATO
Yosuke SASAO
Masumi TAJIMA
Mika HASHIMOTO

日本語学術共通語彙の習得
　－第一言語による違いに着
目して－

C3 Mahiru MATSUZAKI
Hideharu 
ISONO
Yutaka 
FUKIHARA
Yasuhiko 
SUKEGAWA

多言語・多文化先進地域の言
語表示－韓国安山市多文化通
りの言語景観が示す多言語・
多文化社会の実際－

Parallel Session C - August 4th / 9:00-10:30

RO
O

M

RO
O

M

RO
O

M

RO
O

M



9A
【口頭発表】CEFR
座長：Hsiao Chin LO

C1 Chieko SHIROTA
Tomoko HIGASHI

CEFRに基づいたオンライン日本
語テストの開発と分析-ヨーロッ
パの学習者を対象として

C2 Hsiao Chin LO 台湾での国民教育12年制化にお
ける日本語教材開発の一試案―
若年層学習者の社会・生活文脈
を取り入れたデザインを目指し
て―

C3 Naoko SAKURAI 社会参加を目指すCEFR B1レベル
教科書の作成 -仲介活動を含めた
課題先導型教材の一例-

9B

【口頭発表】第二言語習得

座長：Mitsuyo KUWANO LIDÉN

C1 Fuyuki MINE テキストの時間的流れを表すア
スペクトの習得について

C2 Kaoru KOYANAGI 第二言語習得における日本語学
習者の動機づけ形成過程

C3 Wenxin LI
Shingo IMAI

中国人日本語学習者の形容詞コ
ロケーションにおける誤用の原
因 −【容器】スキーマの依存度
から−

9C

【口頭発表】語用論

座長：Ikuko KOMURO-LEE

C1 S. M. D. T.
RAMBUKPITIYA

日本語学習者に必要な感謝表現
と感謝場面についての語用論的
指導―日本とスリランカの日本
語教科書における感謝場面の会
話分析を通してー

C2 Fusako 
BEUCKMANN

日本語学習段階による「断り」
表現の発達　—中間言語語用論
分析を通して—

C3 Naofumi 
TATSUMI 

褒め言葉に対する返答と思い
やり

10
A 【口頭発表】留学

座長：Takuya KOJIMA

C1 Robert CROKER
Nanako MACHIDA

Peace begins from friendship: 
Short-term exchange students’ 
Japanese language social net-
works in Japan

C2 Haruka MATSUMOTO
Masumi TORAMARU
Nobuko YANEHASHI

日本における留学生のキャ
リア意識形成をめぐる一考
察 −大学の留学生・大学教員
の語りから−

C3 Masumi TORAMARU 留学を意味づける人・経験・
環境とは何か －M-GTAを用い
た留学生活とキャリア形成に
関わる語りの分析から－

Parallel Session C - August 4th / 9:00-10:30
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10
C 【口頭発表】異文化コミュニケーション

座長： Ryoko HAYASHI

C1 Naomi YANAGIDA 非母語話者は母語話者の「説
明」をどのように評価する
か―評価に影響を与える言語
行為の分析―

C2 Takae 
HAGIWARA
Kiyomi 
IKETANI

苛立たない舌打ち―タイ人の
マルチモーダルインタラクシ
ョン―

C3

Parallel Session C - August 4th / 9:00-10:30
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Parallel Session D セッションD
August 4th 11:00-12:30 8月4日

D1: 11:00-11:30     D2: 11:30-12:00      D3: 12:00-12:30

AM

【プロジェクト報告】日本語教育グローバルネットワ
ーク（GN）

D 司会：Chihiro KINOSHITA THOMSON
Agus S. SURYADIMULYA 
(ASPBJI)

日本語教育国際研究大会の
開催

Kazuhiro YONEMOTO
Tomoko SHIBATA
(CAJLE)

多様な日本語話者の言語と経
験に対する理解促進を目的と
したウェブサイトの開発

Hiroaki KENKO
(KAJA)

「日本語教育における中等教
育と高等教育の連携」

Chisato OFUNE
Yasu-Hiko TOHSAKU
(NKG)

バリICJLE2016におけるGN企画
のシンポジウム
ヴェネツィアICJLE2018におけ
るGN企画のシンポジウム

Chihiro KINOSHITA 
THOMSON
Takuya KOJIMA
(JSAA)

ICJLEにおける大学院生ワーク
ショップの開催

Kazunari IWATA
Hideaki ITO
(NKG)

日本語教育グローバルネット
ワークウェブサイトの運営

Suwako WATANABE
Hsiao Chin LO
Yasu-Hiko TOHSAKU
(AATJ)

日本語グローバルアーティキ
ュレーションプロジェクト
(J-GAP)報告

Ryoko HAYASHI
Toshiyuki SADANOBU
(AJE)

最終報告：「面白い話」で世
界をつなぐ

Michiyo FUCHS-SHIMIZU
Sei MIWA
(AJE)

最終報告：複数言語・文化環
境に生きる子どもたちへの日
本語学習サポートプロジェ
クト

3A

【口頭発表】ビジネス

座長：Masako SUZUKI

D1 Kiyoko EGUCHI
Yoshihiko SUGIMURA
Fumie SHIRAISHI

バングラデシュ国ICT技術者向
け日本語教育プログラム用教
材開発： ビジネス日本語再考

D2 Chikako 
KETCHAM 

日本の職場における外国籍社
員のインターアクション

D3 Akiko HATTORI 日台ビジネス関係者間の日本
語会話における文化的情報差
を埋める相互行為

4A
【パネル】日本における「多言語」の表層と深層

司会：Shohei OKADA

D1 Shohei OKADA 日本における「多言語」言説
の系譜―研究者と国会関係者
の場合―

D2 Manami YAGI 「日本語の多様性」をテーマ
とした大学学部生対象の「日
本語教育入門」

D3 Yoshio NAKAI 現代日本の「多言語」状況を
生きる第二言語使用者の言語
使用とアイデンティティ
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5A
【パネル】「学びやすく、質の高いアカデミックな日
本語学習」のためのシラバス再構築の試み ―コーパス
に基づいた文法項目の選定とその技能別活動

司会：Yoko OTA

D1 Yoko OTA
Naoko NAGATANI
Yuko NAKAISHI

本研究の概要と文法項目厳選の
試み

D2 Yukiko OKUNO
Aki SHIBUKAWA

会話・聴解の場面・機能から見る
学習シラバス

D3 Rika NINOMIYA
Mayumi MIYABE

読解・作文の言語活動から見る学
習シラバス

6A

【パネル】複言語環境で育つ子どもにとっての日本語
の位置付けの多様性と平和教育の重要性 －ドイツ、ブ
ラジル、日本の事例報告と家庭内言語政策の実態を踏
まえながら－

司会：Hiroshi NOYAMA

D1 Sei MIWA 複数の文化・言語の中を生きる子
どもたちの日本語の学びの支援に
ついて考える―ヨーロッパの教育
理念から見えてくること―

D2 Seiji FUKUSHIMA 複数言語状況における政治性と
管理

D3 Hiroshi NOYAMA CLD児童・生徒の言語環境の整備
と平和教育 －「何のために日本
語を学ぶのか」という観点から－

8A

【口頭発表】コーパス・コンピューター

座長：Mina KOBAYASHI

D1 Akiko SAKODA 学習者コーパス(I-JAS)の対
話に見られる授受表現の使
用傾向－韓国語話者・中国
語話者と日本語母語話者と
の比較から－

D2 Jun ARISUE 初級から漢字で入力しよ
う！　−　English IME Dic  o-
naryの紹介　−

D3 Kazuaki 
NAKAZAWA

オンラインICTリテラシートレ

ーニングの効果の調査

9A

【口頭発表】CEFR・地域

座長：Aya MARIKO

D1 Haruno 
HIKOSAKA

台湾の大学会話授業における
ルーブリックを用いた自己評
価活用の試み

D2 Tomoko OKIMOTO
Natsumi 
ITO
Takami 
MOHRI
Tomohiko 
IWASHITA

自律的レベル判断指標として
のCan-do statementsの可能性と
課題―漢字系・非漢字系学習
者の違いに焦点を当てたJ-CAT
とCDSの相関分析―

D3 Boye 
KIM

韓国における山口喜一郎の日
本語教授法の再評価

Parallel Session D - August 4th / 11:00-12:30
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9B
【口頭発表】創作活動

座長：Hiromi KAMESHIMA

D1 Atsuko 
MITO

谷川俊太郎『生きる』を使っ
た初級学習者による創作活動
の試み

D2 Tomoko 
GEHRTZ-MISUMI

地域と作る演劇と日本語教
育　-平和に向けた対話の視点
から-

D3 Yu 
HIRATA

日本語初級学習者3名の筆記
テスト時と会話時の脳活動 － 
fNIRSデータによる前頭前野部
と言語野の比較 －

10
A 【口頭発表】留学

座長： Akemi HAMADA

D1 Yuhko 
KAYAMA
Akiko 
TAKAHASHI

交流により進める相互理解：
アジアからの留学生と日本人
学生の関係

D2 Miho SUZUKI 短期留学プログラムにおける
異文化交流の取り組み  -日本
人学部生の留学生サポートの
実践-

D3 Yuka MATSUHASHI
Sachie BANKS
Hideko SHIMIZU

学習者と日本人学生のインタ
ーアクションによる つながり
と外国語学習のプロセスを考
察する -ソーシャルネットワー
キングアプローチの観点から-

Parallel Session D - August 4th / 11:00-12:30
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Parallel Session E セッションE
August 4th 14:00-15:30 8月4日

E1: 14:00-14:30     E2: 14:30-15:00      E3: 15:00-15:30

AM

【シンポジウム】ヨーロッパ中等日本語教育とCEFR－
外国語教育の意義と世界市民の育成（前半）

司会：Yasu-Hiko TOHSAKU
司会：Chisato OFUNE

第１部【特別講演】

E Michael BYRAM The Educa  onal Value of Foreign 
Language Learning

第２部（前半）【口頭発表】

Karen RUDDOCK アイルランド中等教育における
日本語教育の新しい方向性

Kaoru MATSUO ドイツの中等教育においてCEFR
の理念はどのように実現されて
いるか

2B

【口頭発表】字幕

座長：Hiromi KAMESHIMA 

E1 Toshiko HOSAKA
Megumi SHIMADA
Seiko ITO

字幕翻訳で失われる「呼称」
の社会文化的要素 －相互理
解を目指した『君の名は。』
の分析－

E2 Katei TEI 字幕翻訳における削減現象お
よび異文化要素の翻訳ストラ
テジー －映画「おくりびと」
の中国語訳を例として－

E3 Natsumi SUZUKI 日本語字幕映像が学習者のリ
スニング能力に与える効果

3A

【口頭発表】ビジネス

座長：Keiko HORII

E1 Yun MENG ビジネス上の接触場面における
コミュニケーション困難点の解
明：日本企業の中国人ビジネス
関係者を中心に

E2 Mikako SUETA 誤解に基づく非難に対する言語
行動－ビジネス場面における
日本語学習者の表現形式に着
目して－

E3
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3B
【口頭発表】移民への日本語教育

座長：Takuya KOJIMA

E1 Chiho SAKURAI 文化言語の多様な児童のための
多読プロジェクトの実践

E2 Keiko OKUMURA オーストラリアのコミュニティ
ランゲージスクールにおける日
本語教育のあり方

E3 Makiko SHINYA 日本における移民女性のリテラ
シーの実態とその背景 ―被差別
部落出身女性や在日コリアン女
性との比較から

4A

【パネル】複数言語環境に生きる人の継承言語の意識
とアイデンティティ形成 −「対話」の視点から−
司会：Ikuo KAWAKAMI

E1 Ikuo KAWAKAMI 複数言語環境で成長した子ども
は、どのように複言語人生を振
りかえるのか −「対話」を視点に
した語りの分析−

E2 Noriko IWASAKI 複数言語環境で成長する子ども
を支えるトランスランゲージン
グ −移動する母親の語りから−

E3 Kazuko MIYAKE 複数言語環境を生きる女性の日
本語の獲得と喪失をめぐる語り 
－自己との対話から生まれる経
験の意味づけ－

5A

【パネル】ICT/AIと日本語教育－これから考えていか
なければならないこと－

司会：Hideaki ITO
E Hideaki ITO ICT/AIと日本語教育－これから

考えていかなければならない
こと－

Nanae KUMANO ICTを利用したeラーニング開発
と学習者ニーズ

Jun ARISUE ICTの開発と日本語教師の挑戦－
日本語教師個人ができること－

Tomohisa YAMADA 日本語教師とICTの付き合い方に
ついて考える

Shingo IMAI AI Nihongo Senseiの開発報告と
AI時代の教師の役割についての
議論

6A

【パネル】シティズンシップ教育としての日本語教育
の確立をめざして: ヨーロッパの挑戦は東アジアに共
生をもたらすか

司会：Shin MORIYAMA

E1 Saeri YAMAMOTO 民主的な市民性の育成は、言語
教育とどのように関わるか: ヨー
ロッパにおける理論的達成と、
東アジアへの応用可能性

E2 Shin MORIYAMA シティズンシップ教育としての
複言語・複文化プログラム分析

E3 Xiaoyan LI 多文化グループワークによるシ
ティズンシップ教育

Parallel Session E - August 4th / 14:00-15:30
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7A
【口頭発表】読解のストラテジー

座長：Kayato SEMBOKUYA

E1 Hisashi NODA
Minoru SHIRAISHI
Akiko NAKAJIMA
Yumiko MURATA

ヨーロッパの日本語学習者の読
解における推測ストラテジー

E2 Miyuki FUJIWARA
Michiko NAKAKITA

小説読解における上級日本語学
習者の誤読の特徴 －中国語母語
話者，韓国語母語話者，英語母
語話者を対象に－

E3 Yukie HORIBA
Young YI

「読んで書く」タスクにおける
語彙知識とストラテジーの関わ
り

7B

【口頭発表】発音ツール

座長：Motoko UEYAMA

E1 Chieko NAKAGAWA
Naoko KINOSHITA

インターネットツールによる日
本語発音学習法の問題点とその
解決に向けて

E2 Nobuko WANG
Meiko OTSUKA

「ボイスサンプル」を応用した
日本語音声指導と教師研修 ―音
響的分析と実践報告―

E3

8A

【口頭発表】SNS
座長：Tiziana CARPI

E1 Yury PANCHENKO 相互理解と平和の価値の教育
における『インスタグラム』
というソーシャルネットワー
クの使用について

E2 Noriko KUROSAKI
Miho IMOTO

短期留学生と日本人学生サポ
ーターとの継続的な交流につ
いて

E3 Seda DEDEOGLU SNSを通した会話に見られる修
正について —日本語母語話者
とトルコ人日本語学習者を被
験者として—

9A

【口頭発表】教室

座長：Yoshie NISHIOKA

E1 Miki TAKII
Yasuko KOSHIYAMA
Yumiko IIJIMA

大学の日本語クラスにおける
学習支援インターンシップ—
日本人と留学生の双方向の「
学び」

E2 Hiroe AKIMOTO Prac  cal Report on 3 Ps (prod-
ucts, prac  ces and perspec  ves) 
Model in the Language Class-
rooms

E3 Hisae MATSUI 教室でしかできないこと、教
師にしかできないこと：反転
授業の先に見えるもの

Parallel Session E - August 4th / 14:00-15:30
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9B
【口頭発表】談話

座長：Etsuko NAKAYAMA

E1 Aki ITOH アメリカ人日本語学習者による接
触場面での意見一致のやりとり

E2 Ahran KIM 親密度と談話の展開に関する一
考察

E3 Fumiko NAZIKIAN 日本語の会話における「引き込
み」のメカニズム：「でしょう」
と「よね」の比較から

9C

【口頭発表】語用論・異文化

座長：Akemi HAMADA

E1 Maiko ISSHIKI 韓国人日本語学習者による「不満
表明」分析

E2 Hong YANG 初対面会話における感動詞「へ
ー」「えー」と「唉“ai”」「哎
呀“aiya”」の比較

E3

10
A 【口頭発表】留学

座長：Kaori UEMURA

E1 Hiroko SHIBUYA
Rie SUGANAGA
Yoko NAKAI

先輩留学生の体験談を生かし
た教材の開発と実践 －国内外
の日本語学習者に対するキャ
リア形成支援教育に向けて－

E2 Chisako UMEDA 留学生の正課外での学びと
成長－一人の留学生のアルバ
イト経験に見る「社会人基礎
力」－

E3 Keiko OKUMURA 交換プログラムに参加する学
生の異文化適応研究

10
C 【口頭発表】初級学習

座長：Ikuko SUGIYAMA

E1 Kyoko HAYAKAWA
Yumi NISHIMURA

初級学習者の作文内容に働き
かける推敲活動―学習者の対
話を主体とした相互活動の新
たな実践と提案―

E2 Atsuko TAKAHASHI よむよむビギナーズ！つなげ
る、つながる、日本語１年生
１学期目学習者の多読本作成
プロジェクト

E3 Ikuko NAKANE Syllabus implementa  on in a 
large-enrolment beginners’ Jap-
anese subject in Australia: Con-
straints and issues

Parallel Session E - August 4th / 14:00-15:30
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Parallel Session F セッションF
August 4th 16:00-17:30 8月4日

F1: 16:00-16:30  F2: 16:30-17:00  F3: 17:00-17:30

AM

【シンポジウム】ヨーロッパ中等日本語教育とCEFR－
外国語教育の意義と世界市民の育成（後半）

司会：Yasu-Hiko TOHSAKU, Chisato OFUNE

F 第3部（後半）【口頭発表】

Noriko SATO CEFRに準拠した日本語教科書
『DEKIRU』とハンガリーの中等教
育における異文化間コミュニケー
ション能力育成の現状と課題

Tomoko HIGASHI 中等教育・高等教育・社会をつな
ぐ評価とは-バカロレア日本語試
験からの考察

Jean BAZANTAY 中等教育の日本語教師に今、求め
られるもの －教師養成の視点か
らの考察－

ディスカッション・質疑応答
2B

【口頭発表】「日本語教育」の位置付け

座長：Daisuke HAMATSU

F1 Makiko KOGA
Noriaki FURUYA
Minae OBATA

テレビ番組に表象される日本
語教育の社会的位置づけの変
遷 ―NHK番組アーカイブスを
利用した史的研究の試み―

F2 Mari KOMORI 日本語教育学を専門としない
学生は日本語教育系科目から
何を学ぶのか

F3 Yasuhiro NAKAGAWA 「生成としての日本語教育」
の実践に向けた理論的考察の
試み

3A
【口頭発表】ウェブとビデオ

座長：Yoshie NISHIOKA

F1 Hiroyoshi IWASAKI ウェブ会議システムによる日
本語教育実践での対話環境デ
ザインの考察　

F2 Kenji KAWAMOTO
Miho FUKAGAWA
Kanae MIURA

「深い学び」に至る対話につ
いての研究 ―ビデオ会議ディ
スカッションと哲学カフェに
おける「私的な話題」に注目
して

F3
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Parallel Session F - August 4th / 16:00-17:30

4A
【パネル】ビジネスコミュニケーション能力の育成を
目指した「ケース学習」の継続的実践—　ファシリテ
ーターの役割と学習者の異文化間理解についての考察

司会：Kyoko KHOSLA
F1 Kyoko KHOSLA

Reiko SUHARA 
Yoshiko KURISAKI 

グローバル化を背景としたビジ
ネスコミュニケーション教育「
ケース学習」における教師の役
割　-「教える人」から「ファシ
リテーター」へ –

F2 Yasuko TAKEUCHI ビジネスコミュニケーション教
育「ケース学習」におけるディ
スカッションの分析 – 教師の役
割と気づきの形成プロセス

F3 Nozomi YAMAGUCHI ケース学習を用いた継続的な試
み：学習者と日本人留学生によ
る協働活動に観察された、異文
化間理解に関する考察

5A

【口頭発表】ビリーフ

座長：Aya MARIKO

F1 Takuma KITA
Jiwon SHIN
Koyo AKUZAWA

教師ビリーフは変化するのか：
ボランティア、教員養成講座、
日本語教師の比較

F2 Ikumi OZAWA
Yukari TSUBONE
Yukie TAKEGATA
Yayumi KANAME

初級後半の会話授業に関する日
本語教師のビリーフ —日本の大
学で教える教師への質問紙調査
の結果から—

F3

6A

【パネル】言語景観と生態学的アプローチ：「平和
への対話」をめざした言語文化教育

司会：Shinji SATO

F1 Yuri KUMAGAI
Emi OTSUJI 
Shinji SATO

「セミオティック景観」と批
判的なことばの教育：「学習
者」から「景観行為者」へ

F2 Momoyo SHIMAZU 「言語景観に学び、自分を作
る」ことばの教育：他者と関
わり、環境と交わり、社会と
つながり、平和な世界を知る

F3 Neriko DOERR 理解できない言語景観にどう
対応するか：インクルーシブ
な共同体を目指した教育

7A
【口頭発表】日本研究

座長：Kayato SEMBOKUYA

F1 Shihoko AOKI 東西文化交流における活字の
歴史　―ホフマン活字を中心
に―

F2 Takashi KAWAKAMI 雑誌編集による日本語力の向
上と社会的視座の獲得

F3
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8A
 【口頭発表】eラーニング

座長：Tiziana CARPI

F1 Ming-Jan CHEN 日本語非専攻学習者の映像翻訳
授業 ―文化理解を授業目標にし
た試み―

F2 Sheng Wen HUANG 台湾の高校の国際交流における
日本語使用場面調査 ―eラーニン
グの教材作成を目指してー

F3 Tanapat SONTIRAK 教室内における日本語学習のた
めのスマートフォン使用実態 ―
タイ人日本語学習者を対象に―

9A

【口頭発表】教室の活動

座長：Sawako NEMOTO

F1 Kazuhiro IMAMURA 速読学習における深い学びを導
く創造的な対話

F2 Tomoko NIHEI 
Yuki NAKAO

生徒の思考力を育成する効果的
な教師の質問とは －海外外国人
日本語教師の日本文化紹介の授
業の分析から－

F3 Takuya KOJIMA
Chihiro KINOSHITA 
THOMSON

つながる場としての日本語教
室：教室実践コミュニティの可
能性を考える

9B

【口頭発表】対話のストラテジー

座長：Masako SUZUKI

F1 Orna SHAUGHNESSY Literary interven  ons in discours-
es on Japanese nuclear issues

F2 Sally CHAN Who’s superior? The examina  on 
of power rela  onships and its 
eff ect on learners in peer inter-
ac  on 

F3 Hyunyoung OH 話題展開に見られる自己開示 
―日本語母語話者と韓国人日
本語学習者の初対面から3回の
会話を通して―

Parallel Session F - August 4th / 16:00-17:30
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Poster Session A ポスターセッションA
August 4th 11:00-12:30 8月4日

PA_01 Makiko IKEGAMI 社会とつながる日本語教育を実践する人材を育成する試み-修士課程での教育実習
を事例として-

PA_02 Yukiko KOGUCHI 
Ayuko SUMA

A case study of ac  ve learning in Japanese teacher training courses: Analysis of two-way 
reac  on papers

PA_03 Hiroko IKEDA
Aya SAKAI

日本語教師が教師研修に求めるものは何か ―大学日本語教育センターと日本語学
校の日本語教師の比較から－

PA_04 Yoshiko KUBOTA ノンネイティブ日本語教師のビリーフの変化と成長過程－縦断的インタビュー調
査の結果－

PA_05 Chika TOHYAMA
Saki OHIRA
Chitose NONOGUCHI

日本語支援プロジェクトにおけるメンバー間の認識の共有ー「プログラム評価」
の視点を導入してー

PA_06 Mieko THOMPSON
Miki TAKAHASHI
Amonrat MANOBAN

チーム・ティーチングに対する協働的内省の様相-タイ初中等教育における日本語
教育実習生の事例から-

PA_07 Naoe KAWAKAMI 大学院前期課程における副専攻レベルの日本語教師養成プログラム

PA_08 Noriaki FURUYA
Makiko KOGA
Minae OBATA
Xuejiao SUN
Chihiro TSUZAKI
Yoko TATEOKA

日本語教師の専門性を問い直す―「専門性の三位一体モデル」をもとに―

PA_09 Miki Y. ITO
Keisuke TAKAHASHI
Kei ITO
Taku OKUNO

日本語話者が日本語非母語話者を意識した書き換えを通して得る学びについての
考察

PA_10 Chika SHINTANI
Bernade  e HIEIDA

フィリピンの中等教育日本語教師の日本語習得とその動機づけ



PA_11 Ryoko HAYASHI
Kazuhiro ISOMURA
Shin ABE
Motoko UEYAMA
Kumi KANAMURA
Tomoko SHIBATA
Chieko NAKAGAWA
Aaron Lee ALBIN
Hiroaki HATANO
Nobuaki MINEMATSU
Natsuya YOSHIDA
Makiko MATSUDA 

日本語韻律学習のための音声アーカイブ構築

PA_12 Takuya OZURU 
Nobuaki MINEMATSU
Daisuke SAITO 
Mayumi SHIRAYORI

学習者アフレコ音声からの音韻的誤りと韻律的誤りの自動検出

PA_13 Mamoru FUJITA 中国人日本語学習者の中国語と日本語の音節持続時間の特徴 -母語の特徴を活用し
た日本語CV音節の長さの改善策とその効果-

PA_14 Michie YAMAMORI 日本語で学ぶことの意味を考える－内容重視の批判的言語教育に対する中上級日
本語学習者の反応から－

PA_15 Mina KOBAYASHI
Yuumi MIZUI

「私の日本語」の個別性と共通性：「辞書作り」の活動を事例に

PA_16 Junko YAMASHITA JSL / JFL上級日本語学習者の自律的学習行動：テキストマイニングによる可視化の
試み

PA_17 Asadayuth CHUSRI 東南アジア地域の大学における日本語学習者を育成する国際交流活動

PA_18 Roelia ALVAREZ
Junilo ESPIRITU

Exploring an Alterna  ve Method of Teaching and its Eff ect on Students’ Self-effi  cacy in 
Learning Kanji  

PA_19 Yoko MUKOYAMA
Setsuko MURANO
Yoshiaki MURASAWA
Mariko YAMABE

日本企業で働く外国人社員に対するインタビュー調査 ―ビジネス日本語教育用教
材開発のために―

PA_20 Taizo MIZUSAKI
Kiyoshi KUNITA

改定日商簿記検定の日本語指導への影響に関する考察 －簿記専門用語の活用のあ
り方－

PA_21 Kyoko OKUMURA
Ai NOMURA
Keiko OKUMURA
Mamiko KATO
Jiro NISHIGORI

教室内と教室外をつなぐ場のデザインの重要性－介護の専門日本語教育の実践を
通して－

PA_22 Mariko INAMURA
Masako HAYASHI

非漢字圏・漢字圏混合クラスにおけるアカデミック漢字・語彙の指導実践例

PA_23 Atsushi MORI
Kazunari IWATA
Akinori NAKAJIMA

日本語教育基本語彙における外来語の充実を目指して
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 PA_24 Rika KISHITA 価値判断のモダリティ「べき」の命題内容条件 ―可能形式を中心に―

PA_25 Kaoru FUJIMOTO 日本研究科目におけるサブカルチャー授業—日本人学生と留学生の協働学習の意
義と可能性—

PA_26 Chia-Hua LIN
Ming-Jan CHEN
Eriko OKABE (IWANE)

台湾の大学と日本の地方自治体及び企業(秋田県横手市)による国際交流の取り組み

PA_27 Shino TAKAHASHI
Rumiko MUKAI

大学のグローバル化に向けた日本語教育の役割と課題

PA_28 Emi MURATA-MARGETIC クロアチアにおける継承語としての日本語学習 ― モチベーション向上の試み

PA_29 Takanori AIDA 南洋群島の「ボーイ制度」に関する考察 ―「当時の日本語学習者に与えた影響」
に着目して―

PA_30 Aiko KITAMURA 書道パフォーマンスで話そう、伝えよう！：「ウェルフェア・リングイスティク
ス」の理念の実践例

PA_31 Jihyun YOON 
Junichi HARUGUCHI

日本語学習者の語りからみる「非母語話者性」のドグマ―日本語の公共圏を構築
するために―

PA_32 Sumiko HACHIWAKA
Yoko IKEDA

元交換留学生のライフストーリーに見る日本留学の意義

PA_33 Rika INAGAKI
Yupaka FUKUSHIMA
Noriaki MATSUO

二週間の日本留学による日本語学習への効果:  学習動機・学習ストラテジー・学
習リソースに着目して

PA_34 Noriaki MATSUO
Nanae FUKUTOMI
Jun KATO
Are HAJIKANO 

超短期プログラムの学習への影響−帰国した留学生への質問紙及びインタビューに
よる追跡調査から−

PA_35 Makiko KOMIYA 複数言語環境で成長した大学生にとっての大学留学の意味とことばの学び

PA_36 Kazuo HASHIMOTO 多文化共生社会における市民教育としての憲法教育の方法

PA_37 Aya SATO
Yoko KUWABARA

専門教員へのインタビューを通じた大学における日本語教育のあり方の検討

PA_38 Miwa ISHIKAWA マインドツリーを用いた「不安」と「希望」の共有        − 中級作文クラスにおける
『他者との関係づくり』としての試み −

PA_39 Yuko ABE 多言語環境における言語使用ダイナミックスの違いが留学生と日本人学生の相互
理解・関係性に与える影響

PA_40 Chika MARUYAMA
Ikumi OZAWA

日本に住み、働き続ける径路に表れる日本留学、日本語学習経験

PA_41 Megumi FUJITA
Kumiko KANENIWA
Eri KAZUNO
Koichi SHIMAHARA
Nobuko IKEDA
Chika MARUYAMA

開発型評価を取り入れた日本語教育プログラム評価の実践 ―新規開講の漢字クラ
スを対象に―

PA_42 Pei-Han CHENG 台湾におけるホスピタリティー‧マネジメント学科の日本語教育の事例研究
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PA_43 Yukiko YAMAMOTO 留学生向け日本語教育を日本人向け言語系教養教育に生かすこと

PA_44 Minako TAKAHASHI
Akiko HONDA
Hiroko YABE

日本語学習者にみられる日本語のジェンダー規範意識 －相手言語接触場面と第三
者言語接触場面の談話分析から－

PA_45 Mitsuko TAKEI 接触場面における「共通語としての日本語」話者の役割からみる国際共修への示
唆

PA_46 Eunhee SAWA 韓国人留学生と日本人チューターのLINE会話の分析 ―学習支援のための関係づく
り―

PA_47 Takashi YOKOTA 教室外活動における参加者の意識変化についての調査

PA_48 Heesu OH バイリンガルにおけるライフストーリー ―3人のバイリンガルの人生における言
語の意味に注目して―

PA_49 Sachiko KITAGAWA
Yuri ASANO
Yukiko KAWASUMI
Miharu AKIMOTO

点字を使用する日本語学習者のノートテイキングの実態調査
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Poster Session B ポスターセッションB
August 4th 16:00-17:30 8月4日

PB_01 Yayoi OSHIMA
Tomomi NABATAME

人文・社会科学系分野の資料分析型・複合型論文に頻出する表現の習得を支援す
るアカデミック・ライティング教材試案

PB_02 Yukiko KAWASUMI
Sachiko KITAGAWA
Yuri ASANO
Megumi FUJITA

視覚に障害のある学習者から見たICT教材のアクセシビリティに関する一考察 ―既
存のデジタルコンテンツへのアクセシビリティの検証―

PB_03 Leaksmy LOCH 「東南アジアの高等教育における日本語学習者のためのビジネス日本語教育の
教材開発のための調査研究―タイ、ラオス、インドネシア、カンボジアの大学と
ー」

PB_04 Are HAJIKANO
Natsuho IWATA

日本語での雑談に現れる自己卑下の分析：連鎖上の働きに注目して

PB_05 Hiroko FUJIMORI 異文化理解とタスクの実践―アカデミック日本語初級レベルの事例から―

PB_06 Yumi ONISHI
Samal BORANKULOVA
Madina SHADAEVA

カザフスタンにおける観光業のための日本語教材の開発

PB_07 Qiao LING 日本語教育における漫画の教材としての適性に関する考察 ―オノマトペの実証的
分析を通じて―

PB_08 Satoko FUJITA 自律学習で増やす漢字・語彙   ―上級漢字・語彙クラスにおける教材作成とその
実践―

PB_09 Ryoko KATO Quizletを使った漢字学習支援の試み

PB_10 Naoki NAKAMATA 動詞のコロケーション知識を増やすためのクイズ活動

PB_11 Hiroyuki MIZOKUCHI 日本語教育のための音楽教材「他動詞・自動詞の歌」で学べること

PB_12 Emanuel LELEITO
Kiyohisa NISHIYAMA
Atsushi HATTORI

理系留学生のための英日理系基礎単語集の作成

PB_13 Tomoko IKEYA（SHIRAISHI）
Kunihiro KUROKI 
Toshihisa TATSUKI

日本語学習者のための「日本語連声データベース」の作成

PB_14 Ma  hew LANIGAN
Hiroko YAMAMOTO
Tae HOMMA

日本語テキスト分析システムCo-Chuの開発と分析事例

PB_15 Tetsuya TOYOTA
Etsuko TOYODA
Tatsuhiko MATSUSHITA
Roger EDGECOMBE

読解支援システムMOLE-Jの開発と改善



PB_16 Kumiko MORIYA
Chunchen LIN

日本語および中国語学習者間のEタンデムにおける訂正フィードバック

PB_17 Yuchen CHEN コーパスにおけるオノマトペのコロケーションに関する－考察 —日本語母語話者
と日本語学習者を比較して－

PB_18 Yukari HASHIMOTO
Hiromi KUBOTSU

言葉の壁を乗り越えて対話から生まれるもの －多言語・多文化化する小学校にお
ける「子どもパネルディスカッション」の効果－

PB_19 Masae SUGAHARA
Hiromi SAITO

外国人児童の「意見文を構成する力」の発達－小学6年生の作文の分析を通して－

PB_20 Nozomi SHIKINAMI 公共性の観点からみた定住外国人のための日本語教育における課題―静岡県での2
つの教育実践を例に―

PB_21 Soonhyung LEE 対話運用能力としての共話的反応 ―韓国人日本語学習者とインドネシア人日本語
学習者を対象に―

PB_22 Mieko SAKAI
Tomoko NAKAMIZO
Yumi KANAMORI
Kotaro OIWA

わかりやすいプレゼンテーションのためのe-learning教材の開発 ―聞き手に配慮し
た言い換えの提案―

PB_23 Hiromi NISHINA 専門科目におけるグループでの話し合いに対する日本人学生と留学生の意識と態
度

PB_24 Anna KOBAYASHI
Eri KAMIYA

2国間における動画共有ピア・フィードバック活動

PB_25 Yoko NAKAI 会話データ分析の手法を学ぶための教材開発 －学部授業における試用の分析から
の考察－

PB_26 Chika SAITO 「孤立環境」における会話授業の意義を考える ―『まるごと 日本のことばと文化 
中級1（B1）』「会話する」の部分を取り入れた試み－

PB_27 Zhen CHEN
Chenxin LI

上級日本語学習者の任意の終助詞「ね」の理解について

PB_28 Hui LI 中国人日本語学習者における日本語の母音/a/と/e/の知覚

PB_29 Yayoi AKAGI
Wakana ONOZUKA
Sukero ITO
Keiko HORII
Akiko HONDA
Nobuko YANEHASHI

BJ-CATの測定対象能力の記述―ビジネス日本語Can-do statementsを用いて―

PB_30 Megumi SHIMADA
Hiroko YABE
Yuan SUN
Toshiko HOSAKA
Aki SHIBUKAWA

真正性の高い日本語聴解テストの開発

PB_31 Koichi OSAWA 大学修学能力試験「日本語 I 」の得点等化のための基礎的研究

PB_32 Kikuko YUI
Osamu KAMADA

機能シラバスと接触場面分析に基づいた口頭能力テストのためのテーマ設定

PB_33 Mitsuko KIDO 上級日本語学習者の作文の添削から見た文章レベルの誤用分析 －学習者視点の誤
用説明の必要性
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PB_34 Yoko KAGEYAMA
Aiko SASAKI
Mari TANAKA

欧州日本語学習者によるライティングのレベル別サンプル －ホリスティック評価
とマルティプルトレイト評価から見える多様性－

PB_35 Rumiko MUKAI
Kaori NAKAMURA
Hiroko KONDO

論理的な文章作成のための効果的な学習活動

PB_36 Kumiko KANENIWA 日本語学習者のメール文における配慮表現の課題

PB_37 Sanae OHNO
Yan ZHUANG
Xiaohong LUO

日本人学生と中国人学生の母語による意見文の構造の違い

PB_38 Mizuki FUNAHASHI
Junko HINO
Ko SENGOKU

日本語による「書く/打つ」言語行動の実態－国外在住の日本語母語話者と国内外
の非日本語母語話者に注目して－

PB_39 Haruka SAKAI
Yuki SEKIGUCHI
Seiya NIIYAMA
Satomi TAKEMOTO

人文系学術論文における文末動詞の能動形／受動形による用法の検討 ―思考・判
断動詞「考える／考えられる」を例に―

PB_40 Vicky RICHINGS 日本文学を用いた日本語授業の実践研究―学習者対象アンケートから見えてくる
もの

PB_41 Kris  na HMELJAK-SANGAWA グローバルなオンライン社会への積極的な参加を促すウィキペディア協働翻訳の
試み

PB_42 Yukiko SHUKURI 動作主のキャラと表現に関する日本語学習者の誤用について

PB_43 Hiroko TAKEUCHI EPAに基づく外国人介護人材が捉えた職場におけるコミュニケーション

PB_44 Etsuko NAGAOKA
Hyeseon JUNG

学習者の視点からみた汎用的能力の再考：異文化理解に対する外国人留学生の意
識調査をもとに

PB_46 Yuka KAWAKAMI ことばや文化を越えて人と人とが仲良くなる瞬間：多文化環境ランチミーティン
グの分析から
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