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視 聴 覚 教 育 と言 わ れ る もの は,二 つ に分 け る こ とで で き る。 一 つ は,視

聴 覚 媒 体 が 一 定 の カ リキ ュ ラ ムに よ っ て,教 材 と して 構 成 さ れ て い て,授

業 は そ の媒 体 を主 教 材 と して 進め られ る とい う もの。 も う一 つ は,普 通 の

教科 書 を使 用 す る授 業 で,視 聴覚 媒 体 が 補 助 的 に利 用 され る 場 合 で あ る。

前 者 に は,映 画 フ イル ム ・VTRテ ー プ ・ス ライ ド ・OHPト .ランス パ レ

ンシー 。録 音 テ ー プ ・レ コー ドな どが 利 用 され る。 後 者 で は,上 記 の 媒 体

の ほ か に,よ り広 汎 な 日常 的 教具 も使 わ れ る。 厳 密 な意 味 で 視 聴 覚 教 育 と

呼 ば れ るの は前 者 の方 であ って,近 年,盛 ん に研 究 が 行 わ れ,教 材 の 開発

も進 ん で い る の で,将 来 は,技 術 の進 歩 に つれ て,大 い に 普 及 す る で あ ろ

う と思 わ れ る。 それ に対 して,後 者 の 方 は 視 聴 覚媒 体 を授 業 に補 助 的 に利

用 す る もの で あ って,視 聴 覚 教 育 とい う よ りも,視 聴 覚 的 手 段 を取 入 れ た'

授 業 とで も言 うべ きで あ ろ う。 この 方 法 は 簡 便 で あ るた め,一 般 に広 く行

わ れ て い る。 しか し,簡 便 で あ るだ け に,便 宜 的 に,安 易 に 行 われ て い る

ぎ らいが あ る。 そ こで,本 講 では,後 者 の視 聴 覚 的 手段 を授 業 に取 入 れ る

場 合 につ い て,筆 者 の 体験 を交 えて 述 べ てみ よ うと思 う。

1.提 示の場合

学習者の母語あるいは他の外国語を使わないで教える,い わゆる直接法

による授業では,新 出語の意味を教えるとき,実 物 。絵 ・写真などを見せ

るという方法に頼らざるを得ない。 もっとも,課 が進んでいくにつれて,

既習の日本語を使って解説する,同 意語を与る,あ るいは例文を示すなど

一1一



の方法で,新 出語を処理することが多 くなってい くが・入門初期では・上

にあげたような視覚的手段に頼 るほかない。 したがって,そ の環階で提出

でぎる単語と言えば,実 物 ・絵 ・写真 ・身振 り・動作などによって示すこ

とのでぎる具体的なものに限 られ る。(動詞 ・助動詞 も当然最初から出て

くるけれ ども,こ れらは,単 語 としては提出されないで,文 型によってそ

れぞれの用法が教 えられ る。)それ ゆ えに,直 接法用の教科書では,抽 象

的な意味を表わす単語一一r授 業 ・勉強 ・意味」などとい う語すら,入 門

初期に提出することはできないQそ のような語を早 くから教えようとすれ

ば,ど うしても対訳によって意味を与えなけれぱな らないので,多 くの教

科書が,新 出語の対訳を載せている。そこで,こ のような教科書を使づて

教える場合には,視 覚的手段を必要 としないか と言 うと,決 してそ うでは

ない。上記のような教科書を使用す る教育で も,提 示の時から日本語で授

業が進められるのである。それは,日 本語の体系の知識のみを 目標とする

のではなく,日 本語の運用能力の修得を目標 とするので,提 示の段階から

日本語のみによる方が効果的であるという考えに基づ くのである.こ の方

法は,対 訳を与えている(印 刷の形によってであるが)の で,厳 密な意昧

での直接法とは言えないが,対 訳法 とも言えない。 しいて言えば,両 者の

長所を採 った折衷法とでも言えようか。

このような方法による授業では,提 示は次のように して行われ る。まず,

具体的なものを表わす語の意味を視覚的手段に訴えて与える。.次に,そ の

語を含む文型を提示する。そのときも・視覚的手段が採られる。 こうして

文型を導入しておいて,さ きの具体的意味の語を抽象的な単語に置ぎ換え

て い く1具 体 例 を 示 そ う。r本 ・新 聞 ・字 ・チ ョー ク,ペ ン」 な どは既 習,

r読む ・書 く ・勉 強 す る ・教 え る」 が 新 出 で・文型 と して は ・「 を一

ます 」 を提 示 す る もの とす る。

(本 を あ け て 目で 行 を追 い なが ら)

「本 を読 み ます 。」

(同 様 に新 聞 を使 って)
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r新 聞 を読 み ます6」

(チ.ヨー クを 取 り上 げ なが ら)

「チ ョー クを 取 りますo」

(ペ ンを取 り上 げ な力三ら)

rペ ンを取 ります 。」

(黒板 に チ ョー クで字 を 書 きなが ら)

「字 を 書 きます 。」

この よ うに して,「 一 を一 ます 」 と い う.文型 を視 覚 に訴 え なが ら導

入 す る。 続 い て,学 習者 自身 に 本 ・新 聞 ・ペ ンな どを持 たせ て,上 と同様

に言 わ せ る。 それ が 言 えれ ば,こ の文 型 を 学 習 者が 自分 の もの に した こ と

が 分 か る。 あ とは,対 訳 に よっ て教 え たr日 本 語 ・勉強 す る ・教 え る」 な

どを文 型 の 中 の語 と置 き換 え て いけ ば よ い 。

以 上 は ほ ん の一 例 に過 ぎ な いが,新 し く提 示 され る語 と文 型 を,音 声 と

して耳 で聞 ぎ なが ら,目 で は意 味 を 理 解 す る こ とが で き る。 さ らに,学 習

者 自身 が,本 ・新 聞 ・ペ ンな どを持 って,同 様 の文 を 言 う こ と}4よ って,

理 解す る と同時 に,表 現 の 練 習 へ と進 む こ とが で き る。 しか も,母 語 を 仲

介 と しな い で,理 解 と表 現 の 練 習が で き る の は,視 覚 媒 体 を 使 うか ら であ

るP

視覚 媒 体 と して使 用 され る もの に は,次 の よ うな ものが あ 喬。

.2.視 覚 媒 体

(ユ)実 物

教 室 内 の 備 品,教 室 に持 込 み 可能 の もの,教 師 自身 の体 ・身 振 り ・動 作

な ど。

(2)模 型

教 室 内 に持 込 め な い もの は,漢 型 を 使 用 す る。 お もち ゃ.にも利 用 で ぎる

ものが あ る。 季 節 外 れ の 花や 果 物 は 造 花 や ろ う細 工 で 代用 で きる。

(3)写 真 ・ス ライ ド
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模 型 よ りも広範 囲 にわ た る場 合 に使 用 で きる。 初 心 者 で も間 違 い な く写

せ るカ メ ラが 普 及 して い る の で,写 真 を教 育 に利 用 す る こと も以 前 よ り容

易 にな った が,そ れ で も,数 多 くの写 真 を 撮影 す るの は,経 済 的 ・労 力 的

に 負担 が 大 ぎい、 ぞ こ」Gグ ラ フ ・ポ ス タ ー ・カ タ ・ グ ・雑 誌 の 口絵 な ど

を利 用 す る。 必 要 な部 分 を 切 抜 い て,厚 手 の紙 に張 って倹 う。 数 枚 の 切 抜

ぎ を張 り合 わ せ て,一 つ の情 景 を作 り出す こ と もで きる。

(4)絵 画 ・図

絵 は,必 要 な もの を な ん で も描 い て示 す こ とが で きる。 また 対 象 を 単 純

化 し,強 調 して 示す こ と もで き る ので,概 念 を 与 え る こ とにお い て は,上

に あげ た もの よ りも有 利 で あ るが ・.それ に は技 術 を要 す る。 特 に 美 術 的 で

あ る こ とを 要 しな い。 教 室 で黒 板 に必 要 な絵 を 素早 く描 く とい う こ とは,

教 師に 必 要 な 能 力 で あ る。 略 画 の描 き方 を 練 習 して お くと よい。 略 画 事 典

な どが 参 考 に な る。

3.使 用 方 法

名詞 に つ い 七 は,上 位 概 念 を与 え よ う と して,下 位 概 念 の もの を 持 って

き て失 敗 す る こ とが あ る。 例 え ば,r花 」 とか 「果 物 」 とか は・ 数 種 類 の

ものを 併 せ 示 さな い と,花 や 果 物 の概 念 は 与 え られ な い.さ く ら の 花 は

「さ くらの 花 」 で あ っ て,r花 」 で は な い。r自 動車 」 「飛 行 機 」 な.ど も 同

様 にむ ず か しい。 これ らは,ま ず 下 位 分 類 に よ って,一 つ 一 つ の語 を与 え・

それ らを 総 称 す る もの と して・ 上 位 概 念 を表 わ す 語 を教 え る よ うにす る。

また,「 家 」 と い う語 を 教 え る の に,日 本 家 屋 の写 真一 枚 を示 す と,「 日

本 の家 」 と受 け 止 め か ね な い。 以 上 の よ うな場 合 は 訳 語 を 併 用 す る と よ

いo

地 名 が 出 て きた ら,必 ず地 図 を使 って,位 揖 を確 認 させ る こ とが 大 切 で

あ る。

形容 詞 では,形 ・色 ・状 態 な ど,視 覚 に訴 え なが ら提 示 で き る もの が 少

な くな いが,例 えぱ,大 小 ・高低 ・長毎 ・広 狭 ・深 浅 ・軽 重 ・遠 近 ・明暗
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な どの よ うに,対 照 的 な もの を同 時 江 示 して,比 較 に よ って教 え な い と理

解 で きな い 。

動 作 に よ って 動 詞 を示 す と きは,そ の 動 作 に 必 要 な モ/を 使 って しな い

と,単 な る身 振 りに な って しま う。 身 振 りは,民 族 に よ って 異 な る もの が

多 い ので 正 し く理 解 され な い ことが あ る。 「飛 ぶ」r泳 ぐ」 とい う動 詞 を 身

振 りで伝 え るの は 困 難 で あ る。「飛 ぶ 」 を 教 え るの に 「跳 ぶ 」 動作 を す れ

ば,誤 解 を 生 じる。 これ らは,む しろ絵 や 写 真 を 使 う方 が よい。 た だ し,

1枚 の絵 だ け で は,「 …… して い る」 とい う意 味 に解 され る お それ が あ る。

そ こで,動 作 を 始 め よ うとす る絵 と動 作 を 終 えた と 二ろ の 絵 を 示 し,完 了

形 も同時 に 教 え る と,そ の 動 詞 の意 味 が 明確 に な る。 例 えば,「 食 べ ます 」

を表 わ す のに,食 べ て い る絵1枚 では 「食 べ て い ます 」 に な って し ま う。

人が 食 べ 物 を 前 に 置 い た 絵 と,食 べ 七 しま っ て皿 が 空 に な った絵 とを 示 し

て,r一 を 食 べ ます 」r一 一を食べ ま した」 とい う よ うにす る方 が よ い 。

r行 く」 「帰 る」 は教 室 内 で 教 師 が 動 作 で示 して も,そ れ はr歩 く」 と

理 解 され るか も知 れ な い。 出 発点 か ら到 着 点 ま で を点 線 と矢 印 で 結 び,そ

の線 の上 を 人 が 歩 いて い る絵 を示 す こと に よ っ て ・「行 く ・帰 る」 を 表 わ

す こ とが で き る。 「行 く 。来 る」 を 対 比 す る に は,向 う向 ぎ に歩 いて い る

人 と,こ ち ら向 き に歩 いて い る人 とを対 照 して示 す 。 遠 近 法 に よ って,・人

の姿 が 遠 く小 さ くな った もの と,大 き く近 くな った もの とを 併 用 す れ ば よ

り的確 に表 わ す こ とが で き る。.

動 作 を 表 わ す に は,映 画 やVTRの よ うな,動 き ゐあ る視 覚 媒 体 を 使 わ

な けれ ば な らない と考 え る人 が あ る か も知 れ な いが,必 ず しもそ うい う も

のを使 わ なけ れ ば 動 作 が 表 わ せ な い とい う こ とは な い。 実 際 に使 って み る

と分 か る のだ が,む しろ静 止 した写 真 あ る い は絵 に よ る方 が,学 習 者 に 的

確 に伝 え られ る こ と さえあ る。

数 詞 ・助 数 詞 は 単 に数 を唱 えて覚 え させ た り,数 字 を 読 ませ た りす る の

み で は な く,(そ れ も必 要 で は あ るが)実 際 に 物 や 人 を 数 え てみ せ た り,

数 え させ た り しな けれ ば な らな い。 そ れ に は,数 え るモ ノを 用 意 しな1ナ
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れ ば な ら な い。 時 刻 ・月 日 ・曜 日な ど を 提 示 す る と ぎ も,必 ず 時 計 の

模 型(文 字 盤 だ け で い い)や カ レン ダー の実 物 を使 っ て 教 え る こ と で あ

'る
o

4.、 自動 詞 ・他 動 詞

日本 語 の 自動 詞 の意 味 。用 法 を教 え るの は なか なか 難 しい。 学 習 者 が 苦

労 して,「 見 え る ・見 る,あ く ・あ け る,し ま る 。しめ る」 な ど と,自 他

の対応 を丸 暗記 す る こ とが で きて も,実 際 に 使 って教 え な けれ ぱ,用 法 は

飲 み込 め な い.1と ころ が,ち ょっ と した 道 具 を 痩 って 教 え る こ とに よ って,

自動詞 の意 味 ・用法 を確 実 に習 得 させ る こ とが で き るの で あ る。

例 をr見 え る ・見 る」 に取 ろ う。r見 る」 は 「一 を一 ます 」 の 文 型

に よ って 容 易 に教 え る こ とが で き る が,r見 え る」 の 方 は 単語 と して対 訳

を与 え て も うま くい か な い。 で は,ど うす るか と言 うと,ま ず,赤 ・青 。

黄 色 な ど の色 の セ ・ハ ン紙 を 用意 す る。 は じめ に,白 い 紙 を 見 せ て,rど

ん な色 で す か 」 と学 習 者 に き く と,「 白 い です 」 と答 え る,次 に ・ 赤 い セ

・ハ ン紙 を 通 して見 させ て,r赤 く見 え ます か」 と き く と,一 瞬 戸 惑 っ て,

r赤 く見 え ます 」 と答 え るだ ろ う。 も し答 え なか っ た ら,「 赤 く見 え ます 」

と教 えて 言 わ せ る。 青 いセ ロハ ンを通 して見 させ て,同 様 に き く と,r青

く見 え ます 」 と答 え る。 この よ うに して,次 々に学 習 者 に セ ロハ ンを 通 し

て見 させ,同 じ質 問 を繰 り返 し,「 見 え ます」 を使 って答 え させ る。 そ こ

で,こ ん どは レ ンズ を持 た せ て,細 か い字 を見 させ る。 そ し て,r大 き く

見 え ます か 」 と き くと 「大 き く見 え ます」 と答 え て くれ る。「見 え る」 を

単 語 と して教 え る前 に,学 習 者 は,ち ゃん とr見 え ます」 を使 って答 え る

か ら妙 で あ る。 さ らに,お もち ゃの望 遠鏡 を 渡 して ・遠 くの方 を見 させ ・

r何 が見 え ますか 」 と ぎ くと,「 何 々が 見 え ます 」・「遠 くに見 え ま す か 」

「近 くに見 え ます」 な どの 問答 をす る。 この よ うに して ク ラス を一 巡 す る

ころ には,完 全 に 「見 え ます」.の用 法 を 会 得 す る、

「聞 こ え るゴ を 教 え るに は,小 さ な ポ ケ ッ トラジオ を 使 い,音 量 を大 ぎ
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く した り,小 さ く絞 った り して,「 聞 こ え ます か」 「聞 こえ ます」 「聞 こえ

ませ ん」 を繰 り返 しなが ら,机 の あ いだ を歩 く。 こ の よ う に し て 「見 え

る 。聞 こえ る」 が 使 え る よ うに な っ た と き,動 詞 に 自動 詞 と他 動 詞 の 区別

が あ る こ と,自 動 詞 に は助 詞 「を」 で は な く て,rが 。は 」 が 使 わ れ る こ

とを教 え る。r一 を歩 く」 の よ うな もの は別 に教 え る。

「あ く ・しま る ・あ が る ・さが る」 な どは 少 々工 夫 を 要 す る。 「あ く」

を教 え る とき,教 師 が ドアを 自ら あ け て,「 ドアが あ き ます 」 と言 うの で

は,「 あ け る」 との違 い は理 解 さ れ ま い 、 も と も と,自 動 詞 は,他 の力 が

加 え られ な いで,そ の もの 自体 が 動 作 す る こ とを意 味す る の で あ るか ら,

教 師が 手 を 使 っ てあ け て お い て,「 あ き ま した 」 で は,学 習 者 は 「あ け ま

した」 との 区 別 が つ か な くな る。 こ こは ど う して も,自 発 的 に 動 作 を す る

一 少 な くと もそ う見 え る よ うな モ ノを使 わ な けれ ば な らな い 。 ふ た が 自

動 的 に あ き,自 動 的 に しま る箱,そ ラい った仕 掛 の あ る も の を見 付 け て く

るか,自 分 で 作 るか しな けれ ば な らな い。 筆 者 は,弾 力 性 の あ る鋼鉄 の針

金 とご ムひ もを 手 ごろ な箱 に取 付 け て,留 め金 を 外 す とふ たが 自動的 に 開

き,開 い た ふ たが 自動 的 に しま る よ うに した。 こ の箱 を 使 っ て,「 あ く ・

しま る」 の演 示 を した上 で,学 習 者 に持 たせ て,同 様 に 演 示 しなが ら 「ふ

た が あ きま した」rふ た が しま ります 」 な ど と言 わ せ るの で あ る。 ふ たが

跳 ね る よ うに 開 くとき の音 と手 に伝 わ る感 触,そ うい った ものが,「 あ く」

とい う自動 詞 を感 覚 的 に会 得 させ る の で は ない か と思 う。

「あが る ・さが る」 を会 得 させ る ときは,次 の よ うな 工 夫 を した。 まず

30セ ソチ ぐ らい の細 い棒(竹 で も木 で もい い)を 使 って,テ ン ビ ンを 作 っ

た.両 端 に浅 い受 け皿 を ひ もでつ る した。 受 け皿 に は,イ ンス タ ン ト ・コ

ー ヒー の大 び ん のふ た が ち ょ うどよか った 。 棒 の 中央 に ひ も をっ けて,手

に持 ち,受 け 皿 に,重 さの 違 う物 を載 せ る と,一 方 は あが り,他 方 は さが

る。 こ の場 合,物 を の せ るの は人 の手 で あ るが,上 が り 。下 が りす る の は

人 の 力 に よ る ので はな い 。 この よ うな 物 を学 習者 自身 が 使 って,「 あが る 。

さが る」 とい う こ とば を 使 ってい る うち に,意 味 ・用 法 は 体験 的 に会 得 で
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ぎるわ け で あ る。

なお,こ の テ ン ビ ンを 使 って,「 重 け れ ば 下 が ります」 「軽 け れ ば上 が り

ます」 な ど と言 って,条 件 の言 い 方 の提 示 や 練 習 をす る こと もで ぎ るな ど,

工 夫 を すれ ば,ま だ まだ い ろ いろ の 場 合 に 使 え るの で あ る。

自動 詞 に は,自 発 的 に す る動 作 を表 わ す もの の ほ か に,外 か ら の働 きか

け に よって,あ る動 作 を す る性 質 を 持 って い る こ とを 表 わ す ものが あ る。

ライ ターの 火 が つ く,錠 が あ くな どが そ うで あ る。 ガ スの 切れ た ライ ター

を渡 して,「 つ け て くだ さ い」 と 言 う と,学 習 者 は二,三 回試 み た上 で,

き ま った よ うに,「 つ け る こ とが で ぎ ませ ん 。」 と言 う。 錠 に 合 わ な い カギ

を渡 してrあ け て くだ さい 」 と言 うと,こ れ も必 ず と言 っ て い い く ら い

「あ け る こ とが で き ませ ん」 と言 うの で あ る。 これ らは そ れ ぞ れ,「 つ ぎ

ませ ん」rあ き ませ ん 」 と言 うべ ぎ であ る と教 え る。 こ の よ うな と き,「 つ

き ませ ん 」「あ き ませ ん 」 と言 わ な けれ ば な らな い とい う こ と は,こ とば

だ け'の説 明で はな か な か 身 につ か な い もの で あ るが,こ うした モ ノを 使 っ

て指 導 す る と き は抵 抗 もな く,容 易 に 会 得 で き る ので あ る。

5.練 習 の場 合

口頭表 現練 習 で は,表 現 す べ き内容 を絵 ・写 真 ・ス ライ ドな どで 示 す こ

とが で き る。 授 業 が進 む に従 っ て,よ り複雑 な 内 容 の表 現 を要 求 す る よ う

に な る と,枚 数 を 増 や せ ば よい。 こ の方 法 は,外 国 語 で 内容 を与 えて 対 訳

的練 習 を行 うの と違 って,学 習者 各 自 の発 想 を表 現 に 織 り込 む こ とが で き

るの で あ る。 同 じ 目的 で,絵 や写 真 の代 りに録 音 テ ー プで 音 を 聞か せ て,

表現 練 習 を させ る こ と もで き る。 聞か せ る の は,こ とば で は な く・ いわ ゆ

る効果 音 の よ うな もの であ る、 例 え ぱ,ド アを しめ る音,廊 下 や歩 道 を靴

で歩 く音,下 駄 で 歩 く音,電 話 の ベ ル,街 の 騒音,自 動車 。電 車 ・ジ ェ ッ

ト機 の発 進 音,バ ス や トラ ヅ クの 走 る音,急 ブ レーキ の音,駅 の ス ビ ー カ

ー,小 鳥 の鳴 き声,雨 の 音,風 の音,雷 鳴 な どな ど。 これ らを 聞 いて,な

ん の音,ど ん な 場 合 の 音 な どを言 わ せ る。 さ らに,こ の うち の い くつ か を
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粗み合わせて聞かせ,そ れに基づいて話 させる。または作文をさせる。 こ

うすると,学 習者の個性的な発想の違いで,種 々の内容の ものが得 られ

る。これは発想を刺激することのできる練習である.

問答練習も,実 物 ・絵 ・写真などを使って行えば,こ とばだけの場合 と

違って,具 体的な,実 際的な問答が行われ る。 ことばによる想定に基づ く

のではなく,現 実の場面を踏 まえた,生 きた問答が行われ るのである。

学習者自身に選ばせた実物 ・絵 ・写真 ・絵葉書などを使 って,自 由に話

をさせる。または作文に基づいて話させる。母国の写真,旅 行 の際 の写

真 ・絵葉書 。みやげ物などがよく選ばれる。

日本の交通事情 ・車の渋滞 ・歩道橋 ・駅の放置自転車そのほか,現 代 日

本の特徴的な風俗の写真などを示 して,外 国人から見ての感想 ・批判など

を述べさせることもできる。作文を書かせるのもよい。

従来,教 師 と学習者は,そ れぞれ教科書を仲立ちとして問答を行ってき

たが,視 覚的手段を教授法に導入することによって,教 師と学習者は,モ

ノを仲立ちとして問答を行 うようになり,実 際の場面に即 した,生 きたこ

とばによる学習が行われるようになる。中級以上の読解学習は別 として,

口頭言語能力の修得を目的とする授業では,提 示であれ,練 習であれ,つ

ねに教師と学習者とが共有する場面に基づいて対話が行われなければなら

ない。その場面を形づくるのに欠 くことのできないのが視聴覚的手段であ

ると考える。場面に基づ く対話は,学 習者の発想を刺激 し,個 性的な内容

の表現を促すことになるのである。

6.注 意 事 項

(1)視 覚 媒 体 は,そ の課 の授 業 に最 も効 果 的 で あ る と考 え られ る もの を

重 点 的 に選 ん で 使 うべ ぎで あ る.多 種 多 様 の も のを無 計 画 に 寄 せ集 め の 状

態 で使 えば,学 習 者 の 集 注 力 は散 漫 に な る。 目先 が 変 って,見 て い て飽 き

な い と い うこ とを ね らい と して は な らな い 。 た だ し,あ る方 針 に従 っ て,

地 図 ・ポ ス タ ー ・列 車 時 刻表 ・乗 車 券 ・写 真 ・ス ケ ッチ な どを系 統 的 に順
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序 立 て て 使 用す る の は よ い。

(2)多 種 多様 な もの を集 め るの で は な く.,同 じ種 類,同 じ 目的 の も の を

多数 用 意 す る。 一 つ の もの を,繰 り返 し使 えば,刺 激 は弱 くな り,効 果 は

薄 れ て くる。 た だ し,一 度 使 った もの は 捨 て な い で整 理 ・像存 し,他 の機

会 に ま た使 え る よ うに してお く。 そ して,新 しい もの を補 充 して い く。 他

の教 師 と共 有 の財 産 とす る こと も賢 明 な 方法 云 あ る。

(3)見 せ るだ け で は な く,学 習 者 に 使 わせ る こ とが 大 切 であ る。 ク ラス

中 まん べ ん な く使 わ せ るた め に も,同 種 類 の もの を多 数 用意 す る こ とが 必

要 で あ る。

(4)授 業 の途 中 か ら使 う もの は・ 使 うま で見 せ な い でお く。 使 う前 に教

卓 の 上 に並 べ て お い て は,い ざ使 う とき に新 鮮 味 を失 う。 使 うまで は,バ

ッグか 箱 の中 に し ま って お く。 き ょ うは,何 が 入 って い るか と,期 待 感 を

持 た せ る のが よい 。
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