
日本語
に ほ ん ご

・日本語教育
にほんごきょういく

を研究
けんきゅう

する 

 

 接続詞
せつぞくし

というのは、なかなかやっかいな品詞
ひんし

です。第二言語
だいにげんご

の場合
ばあい

はもち

ろん、母
ぼ

語
ご

習
しゅう

得
とく

でも 難
むずか

しい部
ぶ

類
るい

に入
はい

ります。接
せつ

続
ぞく

詞
し

は、幼
よう

児
じ

期
き

の言
げん

語
ご

習
しゅう

得
とく

でもっとも遅
おそ

く習 得
しゅうとく

される品詞
ひんし

の一
ひと

つとされていますし、小 学
しょうがく

生
せい

の

作文
さくぶん

でも、「そして」や「それから」のような、一
ひと

つか二
ふた

つの決
き

まった接続詞
せつぞくし

しか使
つか

えないために、単 調
たんちょう

で読
よ

みにくくなっている文 章
ぶんしょう

をしばしば目
め

にし 

ます。 

 

日
に

本
ほん

語
ご

学
がく

習
しゅう

者
しゃ

の作
さく

文
ぶん

を読
よ

んでいても、接
せつ

続
ぞく

詞
し

は、日本語教師
にほんごきょうし

が手
て

を入
い

れ

たくなるところの 上
じょう

位
い

に入
はい

るでしょう。とくに、上
じょう

級
きゅう

・ 超
ちょう

級
きゅう

学
がく

習
しゅう

者
しゃ

の作
さく

文
ぶん

で 誤
あやま

りが目
め

につきます。これは、もちろん、上
じょう

級
きゅう

・ 超
ちょう

級
きゅう

学
がく

習
しゅう

者
しゃ

だけが接
せつ

続
ぞく

詞
し

を間
ま

違
ちが

えるということではありません。初
しょ

級
きゅう

・ 中
ちゅう

級
きゅう

学
がく

習
しゅう

者
しゃ

の作
さく

文
ぶん

では、助詞
じょし

をはじめとする他
ほか

の文法的
ぶんぽうてき

な 誤
あやま

りが多
おお

く、相対的
そうたいてき

に接
せつ

続
ぞく

詞
し

の 誤
あやま

りが目
め

立
だ

ちにくいこと。また、初
しょ

級
きゅう

・中
ちゅう

級
きゅう

学
がく

習
しゅう

者
しゃ

は 難
むずか

しい接
せつ

続
ぞく

詞
し

を避
さ

けるためにかえって間
ま

違
ちが

わないことなどの理
り

由
ゆう

があるので 

しょう。 

 

 日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

師
し

だからといって、接続詞
せつぞくし

に自信
じしん

があるわけではありません。

不自然
ふ し ぜ ん

な接続詞
せつぞくし

を添削
てんさく

し、学 習 者
がくしゅうしゃ

に返 却
へんきゃく

したところ、「なぜこの接続詞
せつぞくし

で



ないといけないのですか」と言
い

われ、絶
ぜっ

句
く

することもしばしばです。学
がく

習
しゅう

者
しゃ

の指摘
してき

どおり、よく 考
かんが

えたらその接続詞
せつぞくし

でも大丈夫
だいじょうぶ

な気
き

がしてくるときも

ありますし、どうしてもダメだという場合
ばあい

でも、その理由
りゆう

をきちんと説明
せつめい

す

ることは困難
こんなん

です。また、専門家
せんもんか

の記述
きじゅつ

を参考
さんこう

にしようとしても、接続詞
せつぞくし

の

研究自体
けんきゅうじたい

が遅
おく

れており、参考
さんこう

にすべき研 究
けんきゅう

がなかなか見
み

つからないのが

現 状
げんじょう

です。 

 

 ただ、2000
にせん

年代
ねんだい

に入
はい

り、ようやく接続詞研究
せつぞくしけんきゅう

が質
しつ

・ 量
りょう

ともに徐々
じょじょ

に増
ふ

えるきざしが見
み

えてきました。今回
こんかい

は、私自身
わたしじしん

の研 究
けんきゅう

を例
れい

に、日本語
に ほ ん ご

の接
せつ

続
ぞく

詞
し

研
けん

究
きゅう

の一端
いったん

を読者
どくしゃ

のみなさまと共 有
きょうゆう

したいと思
おも

います。 

 

 「文 章
ぶんしょう

で使
つか

われる接続詞
せつぞくし

は、総文数
そうぶんすう

の何割
なんわり

ぐらいにつくのですか」と 私
わたし

は学生達
がくせいたち

に聞
き

くことがあります。みなさまはどのくらいだとお 考
かんが

えになる 

でしょうか。 

 

 この質問
しつもん

には、日本人学生
にほんじんがくせい

は３
さん

から５
ご

割
わり

、留 学 生
りゅうがくせい

は２
に

から４
よん

割
わり

と答
こた

え

ることが多
おお

いようです。現
げん

実
じつ

には１
いち

から３
さん

割
わり

ですから、いずれもそれを上
うわ

回
まわ

っているのですが、留
りゅう

学
がく

生
せい

のほうが正
せい

解
かい

に近
ちか

いことがわかります。外
がい

国
こく

語
ご

として見
み

ている方
ほう

が正確
せいかく

に対象化
たいしょうか

できるのでしょう。 

 

 私
わたし

が調
しら

べた範
はん

囲
い

で接
せつ

続
ぞく

詞
し

の頻
ひん

度
ど

がもっとも高
たか

いのは、 ①
 いち

講
こう

義
ぎ



（ 3 6
さんじゅうろくてん

. 9
きゅう

％
パーセント

）、つぎは②
に

論文
ろんぶん

（ 2 5
にじゅうごてん

.5
ご

％
パーセント

）です。以下
い か

、③
 さん

エッセイ（ 1
じゅう

3
さんてん

. 3
さん

％
パーセント

）、④
よん

新聞
しんぶん

の社説
しゃせつ

（ 1 2
じゅうにてん

.2
に

％
パーセント

）、⑤
ご

小 説
しょうせつ

（ 1 0
じゅってん

. 4
よん

％
パーセント

）、⑥
ろく

新聞
しんぶん

のコラム（ 7
ななてん

. 9
きゅう

％
パーセント

）、⑦
なな

ドラマのシナ

リオ（ 3
さんてん

. 0
ぜろ

％
パーセント

）の 順
じゅん

になります。極 端
きょくたん

に多
おお

いドイツ語
ご

会話
かいわ

の講義
こうぎ

、

極 端
きょくたん

に少
すく

ない対話
たいわ

のシナリオは別
べつ

として、書
か

き言葉
ことば

ではせいぜい 1 0
じゅっ

％
パーセント

前後
ぜんご

、もっとも多
おお

い論文
ろんぶん

でも全体
ぜんたい

の 4
よん

分
ぷん

の１
いち

にしか接続詞
せつぞくし

はつきません。

接続詞
せつぞくし

のこうした実態
じったい

を知
し

っておくことは、作文指導
さくぶんしどう

のさいの教師
きょうし

の武器
ぶ き

と 

なるでしょう。 

『日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

育
いく

通
つう

信
しん

（国
こく

際
さい

交
こう

流
りゅう

基
き

金
きん

）』 

 


