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学習者のページ
がくしゅうしゃ

2 数
す う じ

字
●教

きょうしつ

室の連
れ ん ら く さ き

絡先
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学習者のページ
がくしゅうしゃ

2 数
す う じ

字
●お金

か ね

●いくらですか？

日
に ほ ん

本の値
ね だ ん

段

￥

￥
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￥

あなたの国
く に

の値
ね だ ん
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支援者のページ
パートナー

2 数
す う じ

字
●教

きょうしつ

室の連
れ ん ら く さ き

絡先
まず、教室の電話番号をパートナーの
あなたが書いてください。
学習者が自分の住所や電話番号が言え
る場合は言ってもらって、数字の練習を
しましょう。

緊急時の電話番号
119 番と110 番を覚えましょう。

学習者に「欠席する時は、教室に連絡してください」と伝えているところは多いです。
教室の連絡先、電話番号を使って、数字を学習しましょう。
また、災害にあった時や緊急時にかける電話番号はとても大事ですね。
他にも、外国人相談窓口の電話番号もチラシなどを使って伝えるなど、工夫をしてくだ
さい。
数字の読み方を練習する場合も、表を順番に読むより、身近な例を使って楽しみながら
練習しましょう。

電
で ん わ ば ん ご う

話番号　☎　　　　-　　　　-　　　

100,000

1,000,000

10,000,000

100,000,000

救急車
☎ 119

火事
☎ 119

警察
☎ 110

数字の一覧表を使って、数の練習をする
のもいいですが、ここで一覧表の数を全
部言えるようにする必要はありません。

発音は学習者自身が自分で空白に書き
こむといいでしょう。
2 つの言い方がある数字
＊ 0 （ゼロ・れい）
＊ 4 （よん・し）
＊ 7 （しち・なな）
＊ 9 （きゅう・く）
＊ 14 （じゅうよん・じゅうし）
＊ 17 （じゅうしち・じゅうなな）
＊ 19 （じゅうきゅう・じゅうく）
＊ 70 （しちじゅう・ななじゅう）と

「びゃく」「ぴゃく」や「ぜん」など、
読み方が変わるところに 網掛け をして
います。
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支援者のページ
パートナー

2 数
す う じ

字
●お金

か ね
日本のお金の種類、言い方を紹介しま
しょう。

お金は、あれば実物を使ったほうがわか
りやすいかもしれませんね。

学習者の国のお金の話も聞いてみま
しょう。

学習者の国にもありそうなものやサー
ビスを例にあげて、値段をくらべてみま
しょう。

日本はまだまだ物価が高い国です。
お金の種類がわかるようになったら、お互いの国のお金の話や値段を比べるなど、会話
をはずませましょう。例にあげているのは水やハンバーガーなどですが、ほかにも具体
例をあげて話をしましょう。その時に、学習者の国の通貨を円に換算して、大体の金額
がわからなければ、どちらが高いか安いかわからない場合もあるかもしれませんね。

二千円札は最近あまりみかけませんが、時々おつりでもらうことがあります。日本のお
金の種類を紹介するときには、二千円札のことも忘れずに紹介しましょう。
ちなみに、日本のお札には左下に目の不自由な人にもわかるように、　や●、　などの
形の凹凸がありますよ。ご存知でしたか？

●いくらですか？

日
に ほ ん

本の値
ね だ ん

段

￥

￥

￥

￥

あなたの国
く に

の値
ね だ ん

段

ペットボトルの水

ハンバーガー

デジタルカメラ

散髪

ここで、
「いくらですか？」
「○○円です」
「高いです」
「安いです」
などのことばを使って会話ができるよ
うになればいいですね。
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学習者のページ
がくしゅうしゃ

2 数
す う じ

字・・・時
と け い

計
●何

な ん じ

時ですか？（何
な ん じ

時に～ますか？）

? ?

? ?

? ?

? ?



20

学習者のページ
がくしゅうしゃ

2 数
す う じ

字・・・時
と け い

計 （時
じ か ん

間）
●何

な ん じ

時から何
な ん じ

時までですか？

?

→
?￥ ￥

●何
な ん じ

時　何
な ん ぷ ん

分 ??

1：01
：02
：03
：04
：05

1：06
：07
：08
：09
：10

1：15
1：20
1：25
1：30
1：35

1：40
1：45
1：50
1：55
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支援者のページ
パートナー

教室の時計や腕時計を見て、「今、何時で
すか？」と聞いてみましょう。
うまく答えることができるでしょうか？

絵を見ながら、あなたが何時にするか、
時計の針を書いてみましょう。

学習者の人にも書いてもらいながら話
しましょう。

? ?

? ?

? ?

? ?

学
がっこう

校へ行
い

く 寝
ね

る

会
かいしゃ

社へ行
い

く お風
ふ ろ

呂に入
はい

る

朝
あさ

ごはんを食
た

べる 晩
ばん

ごはんを食
た

べる

朝
あさ

起
お

きる 学
がっこう

校から帰
かえ

る

2 数
す う じ

字・・・時
と け い

計
●何

な ん じ

時ですか？（何
な ん じ

時に～ますか？）

学習者の人が働いている場合と働いていない場合、夫や子どもがいる場合といない場
合などで、一日の行動にも違いがありますね。時計の針を書きながら、「何時に起きます
か？」など聞いてみましょう。
外国では、朝にお風呂に入る（だいたいはシャワーを浴びるだけという習慣）のが一般
的です。イラストの順番どおりではない人も多いかもしれませんね。
時計の針を書いただけでは、朝か夜かわからないときは、8 ページの あさ  ひる  よる
のイラストを使ってください。
絵のほかにも、何時に何をするか、色々な場面を考えて話しましょう。

ここでは、時間の言い方を練習しますが、１日の行動について色々話がはずむと、文化
や習慣の違いなど、おもしろい話がきけるのではないでしょうか。
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生活の中で、「何時から何時まで」とい
うことが必要な場面はたくさんありま
すね。
例えば、銀行の開く時間と閉まる時間
を時計の針を書いて話しましょう。

教室の学習時間を例にあげてみま
しょう。

郵便局や、いつも買い物をするスーパー
の利用できる時間についても「何時から
何時まで」か話しましょう。

支援者のページ
パートナー

2 数
す う じ

字・・・時
と け い

計 （時
じ か ん

間）
●何

な ん じ

時から何
な ん じ

時までですか？

長く日本に住んでいる外国人の方でも「いっぷん（１分）、にぷん（2 分）・・・」と言って
しまうことがよくあります。
時計の読み方を一度にすべて覚えることはできません。間違えても意味はわかるから
大丈夫と励ましてあげるのも大事ですね。
また、もともと自分の国のことばでも、時計を読むことができない人もいます。パート
ナーの方は相手のことを理解しながら学習を進めるよう心がけましょう。

時間の感覚は、日本人と外国人では違うことが多いですが、仕事や待ち合わせなど、
いつも遅刻ばかりしていると信用をなくしたり、相手が怒ったりしてしまいます。
時間のことを色々話しながら、日本の習慣をわかってもらうきっかけになるといいで
すね。

?

→
?

●何
な ん じ

時　何
な ん ぷ ん

分 ??

1：01
：02
：03
：04
：05

1：15
1：20
1：25
1：30
1：35

開
あ

く 閉
し

まる

教
きょうしつ

室 郵
ゆうびんきょく

便局 スーパー 会
かいしゃ

社

￥ ￥

1：40
1：45
1：50
1：55

時計の読み方を練習してみましょう。

「ぷん」と読むところは 網掛け にしてい
ます。

「8 分」は「はっぷん」と「はちふん」の両
方の言い方があります。
初めての人には「ふん」だったり、「ぷん」
だったり、むずかしいですね。

「30 分」は「半
はん

」という言い方もありま
すね。

1：06
：07
：08
：09
：10
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学習者のページ
がくしゅうしゃ

2 数
す う じ

字・・・カレンダー
●何

な ん が つ

月

●何
な ん に ち

日

●何
な ん よ う び

曜日

２がつ
５がつ
８がつ

11 がつ

３がつ
６がつ
９がつ

12 がつ

１がつ
４がつ
７がつ

10 がつ

1 月
が つCALENDAR

にちよう
び

げつよう
び

かよう
び

すいよう
び

もくよう
び

きんよう
び

どよう
び
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8 9 10 11 12 137

15 16 17 18 19 2014

22 23 24 25 26 2721

29 30 3128

ついたち ふつか みっか よっか いつか むいか

ようか ここのか とおか じゅういち
にち

じゅうに
にち

じゅうさん
にち

なのか

じゅうご
にち

じゅうろく
にち

じゅうしち
にち

じゅうはち
にち

じゅうく
にち

はつかじゅう
よっか

にじゅう
に　にち

にじゅう
さん　にち

にじゅう
よっか

にじゅう
ご　にち

にじゅう
ろく　にち

にじゅう
しち　にち

にじゅう
いち　にち

にじゅう
く　にち

さんじゅう
にち

さんじゅう
いち　にち

にじゅう
はち　にち
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学習者のページ
がくしゅうしゃ

2 数
す う じ

字・・・カレンダー
●今

き ょ う

日は何
な ん が つ

月何
な ん に ち

日ですか？

おととい きのう きょう あした あさって

●わたしの誕
た ん じ ょ う び

生日

●いつ日
に ほ ん

本にきましたか？
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支援者のページ
パートナー

2 数
す う じ

字・・・カレンダー 教室にカレンダーがあれば使いましょう。

ほとんどのカレンダーで、祝日は日曜日
と同じ色の字です。学校や銀行など日曜
日と同じように休みだということを伝
えましょう。

日本のカレンダーは日曜日が左端にあるものが多いですが、外国のカレンダーは月曜
日が左端にくるものが多いようです。
最近では、日本でもカレンダーや手帳に外国と同じように月曜日が左端になっている
ものもあります。教室のカレンダーや手帳のカレンダーはどうですか？学習者の国で
はどうでしょう？
日にちの読み方はむずかしいかもしれませんが、「日本語はおもしろい」と感じる人も
います。17日は「じゅうしちにち」とだけ書いていますが、「じゅうななにち」という場
合もありますね。27日も同様です。
曜日の学習では、週に１度の教室開催の曜日だけでも覚えられるといいですね。学習者
にとって普段の生活に必要なことから練習できるように工夫してください。

●何
な ん が つ

月

●何
な ん に ち

日

●何
な ん よ う び

曜日

できれば曜日の練習もしてみましょう。

２がつ
５がつ
８がつ

11 がつ

３がつ
６がつ
９がつ

12 がつ

１がつ
４がつ
７がつ

10 がつ

1 月
が つCALENDAR

にちよう
び

げつよう
び

かよう
び

すいよう
び

もくよう
び

きんよう
び

どよう
び

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 137

15 16 17 18 19 2014

22 23 24 25 26 2721

29 30 3128

ついたち ふつか みっか よっか いつか むいか

ようか ここのか とおか じゅういち
にち

じゅうに
にち

じゅうさん
にち

なのか

じゅうご
にち

じゅうろく
にち

じゅうしち
にち

じゅうはち
にち

じゅうく
にち

はつかじゅう
よっか

にじゅう
に　にち

にじゅう
さん　にち

にじゅう
よっか

にじゅう
ご　にち

にじゅう
ろく　にち

にじゅう
しち　にち

にじゅう
いち　にち

にじゅう
く　にち

さんじゅう
にち

さんじゅう
いち　にち

にじゅう
はち　にち

日にちの読み方で、特別な読み方をする
ところ（1 ～ 10、14、20、24）に、 網掛け   
をしています。

学習者にとっては、むずかしいです。
一度におぼえようとしなくてもいいで
すね。
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支援者のページ
パートナー

2 数
す う じ

字・・・カレンダー
●今

き ょ う

日は何
な ん が つ な ん に ち

月何日ですか？
最初に真ん中の□に今日の日にちを書
きましょう。
ひとつ左の□には昨日の日付を、その左
横にはおとといの日付を書きましょう。

同じように、今日の日付の右には明日の
日付を、その右横にはあさっての日付を
書いてみましょう。

　  注意
国によって 2 月 1 日を 2/1 と書いたり、
数字を逆に 1/2 と書いたり違います。

「今日」「昨日」「おととい」「明日」「あさって」
が練習できればいいですね。

あなたの誕生日をおしえてあげましょう。

学習者の誕生日を聞きましょう。

何月何日と言えたでしょうか？

教室のある日の曜日が言えるようになって、「来週休みます」ということが言えたらい
いですね。□の中に入れる日にちを変えて、練習してみてはどうでしょう。少しむずか
しいかもしれませんが、「先週」と「来週」は教室ではよく使うことばですから、試してみ
てください。
誕生日の話から話題がひろがるかもしれません。年齢を聞くのは、相手が女性でも失礼
ではない国もあります。あなたの年齢を聞かれるかもしれませんね。
いつ日本に来たかは、よく聞かれる質問なので、答えることができるように練習できた
らいいですね。

おととい きのう きょう あした あさって

●わたしの誕
た ん じ ょ う び

生日

●いつ日
に ほ ん

本にきましたか？

絵を見て、いつ日本にきたか聞いてみま
しょう。
必ずしも日にちで答える必要はありません。
何年前という言い方でこたえるかもし
れませんね。
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学習者のページ
がくしゅうしゃ

2 数
す う じ

字・・・物
も の

をかぞえる
●かぞえてみましょう
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学習者のページ
がくしゅうしゃ

2 数
す う じ

字・・・物
も の

をかぞえる
●どこにありますか？

7F
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B1

B2
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支援者のページ
パートナー

2 数
す う じ

字・・・物
も の

をかぞえる
●かぞえてみましょう

始めに、前のページの＜かぞえかた＞
（助数詞表）をみましょう。

声にだして、かぞえる練習をしましょう。

絵をみてかぞえる練習をしましょう。
わからない時は助数詞表を使ってく
ださい。

日本語にはたくさんの助数詞があります。
なかには日本人にとってもむずかしいものがありますね。ここでは簡単な「個」「枚」

「人」「本」「階」を練習しますが、他にも学習者に身近なものがあれば、どんどん増やして
いってください。ただし、学習者が必要なことばかどうか、興味をもっているか、むずか
しいと感じて学習意欲をなくしそうかを判断し、それぞれの学習者に合った学習の仕
方で、臨機応変に対応ましょう。もし、学習者がむずかしいと感じていたら、助数詞が言
えなかったら、「指で数字を示して　 『パンを１

い ち

ください』と言っても相手がわかれば
大丈夫」というくらいに、むずかしくて頭をかかえてしまうことのないようにしてはど
うでしょう。ただし、人数に関しては、「1人（ひとり）」を「1個（いっこ）」とかぞえるのは、
さけたほうがいいでしょうね。

　　　　　　＜絵の解説＞
りんご＝ 1 個

こ

シャツ・ブラウス＝ 2 枚
ま い

ボール＝ 3 個
こ

人
ひ と

＝ 4 人
に ん

ビン＝ 5 本
ほ ん

パンや飴
あ め

など＝ 6 個
こ

写
し ゃ し ん

真＝ 7 枚
ま い

傘
か さ

＝ 8 本
ほ ん

皿
さ ら

＝ 9 枚
ま い

鉛
え ん ぴ つ

筆＝ 1
じゅっ

0 本
ぽ ん

ビルの 1 階
か い

・2 階
か い

・3 階
が い

・4 階
か い
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支援者のページ
パートナー

2 数
す う じ

字・・・物
も の

をかぞえる
●どこにありますか？

デパートに買い物にでかけたつもりで、
会話しましょう。

買いたい商品が何階にあるか、たずねて
みましょう。

エレベーターの階の表示は日本では 1 階なら「1」または「1 Ｆ」ですが、国によっては
1 階が「Ｇ」、2 階が「1」と表示するのが一般的というところもあります。
そうした国からきた人は、最初は少し戸惑うかもしれませんね。

デパートでは商品の売り場はだいたい絵のようになっていて、地下は食料品の売り場
になっていることが多く、「デパ地下」ということばもよく耳にしました。でも最近で
は１階に食料品があり「デパ 1」というそうですよ。

あなたや学習者が行くデパートの話題などで、物の名前や数え方を楽しく学習してく
ださい。

前のページで学習した助数詞もうまく
いえるでしょうか？

絵をみて話すときに、“人や動物”は「い
ます」、“物”は「あります」と言い方が違
うことを伝えましょう。

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

B1

B2




