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英字新聞の読み方



清泉女子大学教授 大杉正明先生に聞く ■

英字新聞を活用した初級・中級者向け学習法

——英語学習教材としての英字新聞
についてのお考えをお聞かせください。

大杉　まず最初に言えることは、一
つの読み物の中に、これだけ多岐にわ
たる内容が入っているものはないとい
うことです。私たちの言語生活は、日
本語であれ英語であれ、ほとんど新聞
に載っているようなことを話題にして
生活しています。つまり、私たちの日
常の生活、言語生活を最もよく反映し
ているのが新聞だということができる
でしょう。英字新聞は、それを英語で
読める、というわけですね。
学習面でいえば、トピックによって、
異なってくる語

ご

彙
い

の使い方や意味、さ
らには文体を学べるのが大きなメリッ
トです。例えば pitch という単語があ
ります。サッカーを扱った記事の中で
は「グラウンド」の意味ですが、これは
サッカーというトピックの文脈の中で
しかその意味になりません。言語学者
にとっては、pitch とは「音の高低」の
ことになってしまいますからね。
同様にして、政治に関するトピック

にはそれに合った語彙や文体が使われ、
経済や社会問題に関するトピックにお
いても同じことがいえます。そうした
すべてのトピックに関する語彙や文体
を、新聞というメディアではトータル
に学ぶことができるのです。

——週刊STの場合は週刊の新聞で
あり、またページ数の都合で幅広いテー
マを掲載することは難しいのですが。

大杉　そうですね。だから最も話題
になりやすい、典型的な記事を選択し
ているところがよいと思うのです。例
えばスポーツでいえば、一号の新聞の
中に、野球もサッカーも卓球もカーリ
ングも盛り込んでいる、というわけに
はいきませんよね。
近ごろ（注：取材時の２月半ば）話
題のトピックでいえば、やはりサッ
カーですよ。アジアカップで活躍した
ゴールキーパーの川島、途中出場から
でも勝利に大きく貢献した岡崎。そし
て何よりインテルに移籍した長友で
しょう。多くの人が日常生活の会話の
中で長友の移籍を話題にしている。だ
からこのあたりの会話のネタになる情
報を提供することが、学習紙にとって
は大事になるわけですね。

——学習者の立場に立てば、そのト
ピックについて英語で話してみたいと
いう動機付けにもなると思います。

大杉　英会話学校などで話題にして
みたいと思うような記事が載っている

と、読者にとっては学習に向けての格
好のモチベーションになりますよ。反
対に記事が厳選されておらず、網羅的
になっていると、学習者にとってはモ
チベーションを下げる要因になりかね
ませんからね。

——その意味では、ST の記事です
ら、すべて読む必要はないと思うので
すが。つまり、自分の興味関心で記事
を選んで読んでほしいと思っています。

大杉　その点は、学習者の側でも新
聞を使い分けることが大切でしょうね。
事実としてのニュースを網羅的に読み
たいのであれば、邦字紙を読めばいい。
手心の加わっていない本格的な英文記
事を読みたいならThe Japan Times。
そして外国人との会話に役立つ材料を
探すなら、STという具合ですね。
さらには、英文記事を読む際に、何
かテーマを持って臨むといいと思いま
すよ。実は私にとっても、STはいまだ
に勉強になることが多いのですが、例
えば、見出しで使われた言葉が、文中
では別の言葉に置き換わっているケー
スに着目するわけです。見出しではス
ペースに限りがあるために音節の短い
単語を使う。だから blast （爆発）だっ
たのが、文中では explosion になって
いる。つまり、同意語を見比べながら
読むことができるわけですね。
このように自らテーマを持って英字

新聞を読むようにすることは、ただ漫
然と記事に目を通すことに比べて、格
段の効果があると思います。

——初級者の場合は、どのような
テーマを設定したらよいでしょうか。

大杉　英文の細かい表現はさておき、
内容語（注：名詞、動詞、形容詞など）
を増やすことを心掛けるべきでしょう。
「街角で」の「で」は at なのか、on なの
か、byなのか分からなくても、「街角」
が corner だと分かればいい。
中級者はというと、このレベルの人

たちは仕事で英語を使う確率が高くな
る。英語を間違えると仕事に何らかの
マイナスの結果が生じる可能性がある
わけですね。この方たちには、英語の
構文に注意して記事を読んでほしいで
す。つまり、たくさんの構文を頭に入
れておくことが、実践の場では役立つ
からです。

—— そ の 意 味 で は、ST の Point 
Counter Point は、自分の意見を言
うためのさまざまな表現の仕方を学ぶ
ことができる企画だと思います。

大杉　そうですね。初級者にはちょっ

と手が届かないが、中級者なら、当然多
くのことが学べる企画ですね。この記
事が優れているのは、自分の主張を相
手の主張にうまく絡ませて、具体的に
展開する話し方を学べる点にあると思
います。
ネイティブの先生からよく聞く愚痴

なのですが、日本人学習者の多くは、
Yes/No で答えられる質問をされてい
るのに、まず理由を長々と説明してし
まう。それで分かってくれという気持
ちが働いているのでしょうね。でも彼
らの論理の展開の仕方は日本人とは異
なりますから、その筋道を̶̶日常的
ディベートの方法とでもいいましょう
か̶̶きちんと通らないといけないわ
けです。
テーマもタイムリーだし、実践に役

立つダイアログの例としてはとても良
い素材だと思いますね。

——語彙や構文を覚えるために何か
いい方法はありませんか。

大杉　やはり、なるべく五感を活用
することに限るでしょう。英語につい
ては「努力は裏切らない」という言葉
が当てはまると思います。つまり、口
に出して言う、耳で聞く、目で読むと
いった作業をどれだけ継続できるかで
はないでしょうか。
その際、特に気にしてほしいのが、

コロケーションです。単に「犯罪」を 
crime と覚えるだけでなく、commit a 
crime というように、commitと相性
のいい言葉と一緒に覚えてしまうこと
です。そういう表現を見つけたら新聞
の該当箇所にマーカーを引き、ICレ
コーダーがあればその一文を自分で読
んで録音し、通勤通学の電車の中で聞
いてみるといいでしょう。インプット
には手間暇がかかるものですが、それ
を惜しんではいけません。

——最後に読者へのメッセージを。
大杉　英語学習は、そのプロセスに

こそ意味がある、といいたいです。資
格試験で高得点を取ることを目標にす
るのは、それはそれで結構ですが、そ
れよりも日々の努力が大切です。英語
学習とは人生の一部であり、それが私
たちの人生を素晴らしいものにしてく
れるものと思います。
もう一つは、毎日家を出るときに、

新聞でも本でもでもいいから、英語で
書かれたものを何か一つ、カバンの中
に入れていってください。多少の見栄
を張ることもいい刺激になるし、必要
だと思いますよ。

——どうもありがとうございました。

（聞き手：週刊ST編集長・玉川帰一朗）

昨今の社会情勢の変化を受け、あらためて英語の学習に取り組まれ
る方は多いはずだが、その際の素材に、英字新聞を使ってみてはど
うだろう。このインタビューでは、NHKテレビ・ラジオの英語番
組講師を長く務められた大杉正明先生に、英字新聞を活用した学習
法についてお話をうかがった。
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おおすぎ まさあき：静岡県生まれ。清泉女子大学教授。1998年～99年英国エクセター大学客員教授。1987年
からNHKラジオ「英会話」の講師を11年務めたほか、数々のNHKテレビ・ラジオ英語講座の講師を務める。



　何十年間も英字新聞業界にどっぷり漬
かっていた私が言うのも変だが、このコ
ラムのタイトルにも含まれている「英字
新聞」という言葉が昔から大嫌いだった。
世間でもそう呼ばれてきたが、取材先へ
の電話で「英字新聞ジャパンタイムズの
何
なに

某
がし

です」と名乗る自己紹介が、何とな
く自分を卑下しているように感じた。
　そもそも「英字新聞」とは何なのだろ
う？　英語で書かれている新聞なのは
自明であるが、それなら米国の The 
New York Times や The Washington 
Post、英国の The Times を英字新聞と
呼ぶだろうか？　そんなことはあり得
ない。アメリカの大手新聞とか英紙と
紹介しているはずだ。
　つまり「英字新聞」とは、「英語を母国
語としない国・地域で発行されている、
英語を主たる言語として使用している新
聞」のことなのだ。例えば、日本の The 
Japan Times や The Daily Yomiuri、
中国の China Daily、韓国の The Korea 
Herald などを指す。
　英字新聞が特殊なメディアかという
とそんなことはない。むしろ逆で、使用
言語が英語ということもあり、こと記
事（コンテンツ）に関しては、英語を母
国語としている米国や英国で発行され
ている新聞と同じ土俵で勝負している。
記事の文体や構成、また紙面の体裁な
どもそうだ。事実、英文ジャーナリズム

の世界はグローバル化しており、イデ
オロギーや価値観は別として、表現上
の基本的なルールは共有化されている。
もっとも、それぞれの国に特有な文化
的特性が反映されることは否定しない。

■「英字新聞」が世界基準

　あえて言えば、「英字新聞」は「世界基
準」準拠、グローバル・スタンダードで
あり、日本の邦字紙の方がローカル・
スタンダードで、欧米のスタンダード
からすると異質ということになるかも
しれない。いわゆる「ガラパゴス」状態
だ。これはどちらが正しいということ
ではなく、日本の英字新聞の立ち位置
がそうであると述べているに過ぎない。
　初回から理屈っぽい話になってし
まったが、これは今の時代、英字新聞を
読むことの意義とも深く関連している。
つまり、英字新聞を活用し、英文コンテ
ンツを読みこなすコツさえ身に付けれ
ば、紙であれネットであれ、グローバル
かつ無尽蔵に広がる英文情報に自由に
アクセスできる。
　インターネット時代にあって、ありと
あらゆる情報がコンピューターの前に座
れば簡単に入手できる今だからこそ、英
語で情報を入手するためにも、英文記事
を読みこなせる必要があるということだ。
ジャパンタイムズにせよ、中国で発行さ
れている英字新聞にせよ、紙面に掲載さ

れている英文記事は、欧米の新聞や雑誌
の記事と基本的には同じルールで書かれ
ている。このルールを読み解くコツさえ
マスターすれば、ネット上にあふれてい
る英語のコンテンツ（英米などの新聞、
通信社、雑誌の記事を含む）をブラウジ
ングし、必要なものを選別できる。

■目指せ英検準１級

　まずは英字新聞を英語学習のツール
として活用することから始めよう。
　手元に財団法人日本英語検定協会が
発行している「英検 Can-do リスト」と
いうパンフレットがある。英検受験者
が目指す級（２級とか準１級など）に合
格すると「どのようなことができる可能
性があるか」を、試験の実施団体が調査
し、リスト化したもの。それによると、
英検準１級ではリーディング・スキル

として「社会性の高い分野の文章を理解
することができる」とあり、具体的には
「英字新聞で社会的な出来事に関する記
事を理解することができる（The Japan 
Times/The Daily Yomiuri/The New 
York Times など）」と明記されている。
　英検１級となると、「雑誌の社会的、
経済的、文化的記事を理解することが
できる」となり、米国のニュース専門誌
の TIME や Newsweek などが例示さ
れている。昔から「ジャパンタイムズが
スラスラ読めること」が英語学習の１つ
の達成目標として広く認識されていた
が、今でもそれが生きているようだ。
　ちなみに 週刊STは英検２級 Can-
do リストに登場。「日本語の注や説明
がついた英字新聞で、興味・関心のあ
る話題に関する記事を理解することが
できる」となっている。

 インターネット時代に入り、日本を
はじめとする先進国では紙媒体として
の新聞の衰退ぶりは目を覆うばかりだ。
ネットで世界中の新聞社のコンテンツ
がタダで読める時代。あえて紙媒体で
ある英字新聞を読むことに意味がある
のだろうか、と思われるのも無理はない。
 情報を入手する手段としてインター
ネットの存在は圧倒的であり、それを
無視してこれからの時代は生きていけ
ない。インターネットの世界には、あり
とあらゆる情報が流通しており、それ
もほとんどがタダで入手できる。皮肉
にも、インターネット上には世界中の
新聞のコンテンツもアップされている。
紙の新聞を購入して読まなくても、イ
ンターネット上で必要な情報（特に
ニュース）をタダで得られるわけで、紙
媒体の新聞を主な収入源としている新
聞社も、自分たちの将来像を描き切れ
ていないのが実態だ。
 日本も例外ではない。かつては大手
３大全国紙がそれぞれ日刊英字新聞を
発行しており、独立系のジャパンタイ
ムズと激しい読者獲得競争を展開して
いた。それが今では The Japan Times 

と読売新聞社が発行する The Daily 
Yomiuri の２紙になってしまっている。
経済力の相対的低下も相まって、世界
における存在感の希薄化が問題視され
ている日本だが、英語による日本情報
発信の役割を担ってきた英字新聞の数
が減ってきているのは残念なことだ。

■勢いのあるニュースサイト

 アメリカの状況はさらに深刻だ。
Newspaper Death Watch (http://
newspaperdeathwatch.com/) という
妙なサイトがあり、廃刊になった新聞
やデジタル化に特化した新聞などの情
報を扱っている。確かに、紙をやめてイ
ンターネットで生き残りをかけようと
している新聞社も少なくない。その一
方で、「インターネット新聞」とも呼ぶ
べきニュースサイトが数多く生まれて
いる。つい先日も、The Huffington 
Post（ハフィントン・ポスト）という人
気政治系ニュースサイトが米大手イン
ターネット・サービス会社の AOL 社
に260億円で買収されるというニュース
が米メディア界に大きな衝撃を与えた。
月間ユニークビジター（サイトにアク

セスする人を重複しないで算出した人
数）数が、全米で2600万人を超えており、
The New York Times などの大手新聞
社のサイトを猛烈な勢いで追い上げて
いる。紙媒体や電波媒体を持たないオ
ンライン・メディアのウェブサイトが、
これだけの読者を持つケースは珍しい。
また昨年、米メディア界で最も権威の
あるピューリッツァー賞を、ネット上
でレベルの高い調査報道を展開してい
る非営利団体のニュースサイト、Pro-
Publica（プロパブリカ、http://www. 
propublica.org/）が受賞して話題となっ
た。
 前出のハフィントン・ポストの共同
創設者兼編集長であるアリアナ・ハフィ
ントン女史はメディアの将来について、
こう語っている。
　“I firmly believe in a hybrid future 
where old media players embrace 
the way of new media ̶ including 
transparency, interactivity and im-
mediacy ̶ and new media compa-
nies adopt the best practices of old 
media, including fairness, accuracy 
and high-impact investigative jour-
nalism.”
 つまり、伝統的メディアはネット・
メディアの持つ透明性、双方向性、速報

性を獲得し、ネット・メディアは旧メ
ディアの長所である公平性、正確さ、影
響力の強い調査報道を取り入れるとい
う形で、双方融合、いわばハイブリッ
ド・メディアに将来がある̶̶という
のである。

■英字新聞を読みこなせることの意義

 非英語圏である日本にとって、海外
の情報を入手したり、日本情報を世界
に発信したりするためには、今や世界
共通語となっている英語は避けられな
い。というより、英文コンテンツを読み
こなし、書くという知的な営為の必要
性が、グローバル化が進む今、かつてな
いほど高まっており、英字新聞を読み
こなせる力を獲得することのメリット
は想像以上に大きいといえよう。
 英文記事には独特のルールがあり、最
初は若干の戸惑いがあるかもしれない
が、基本的には平易な文体（会話体に近
い）で書かれており、そのルールさえマ
スターすれば、紙であれインターネッ
トであれ、膨大な量の英文コンテンツ
へのアクセスが可能となり、自分に必
要な情報を選別できるようになる。ま
た、入手した情報を、その日から外国人
相手の仕事や会話などに応用できると
いう実用的なメリットもある。

紙媒体とインターネット

いちばん新しい英字新聞の読み方いちばん新しい英字新聞の読み方 岡田恵介（ジャパンタイムズ元編集局長）

ネット時代の英字新聞の役割
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日本を含め、世界でさまざまな「英字新聞」が発行されている。� YOSHIAKI�MIURA�PHOTO



　この10年ほどで、海外、特に欧州諸国
では、新聞のサイズが小ぶりになって
きている。いわゆる新聞フォーマット
のコンパクト化という流れだ。
　伝統的に新聞の標準的なサイズには
２種類あって、１つはブロードシート
（broadsheet）と呼ばれる大判サイズ。
日本でいうと朝日・毎日・読売の三大
全国紙ほかがこれに当たるが、欧米の
サイズは日本の新聞より横幅が若干狭
く、逆に縦は長めになっている。これは
新聞用紙の規格（スタンダード）の違い
による。
　欧米では、ブロードシートが高級紙
（quality newspaper）というイメージ
を持っているのに対し、サイズがちょ
うどその半分となるタブロイド版（tab-
loid）の新聞は大衆紙、スポーツ・芸能
紙と呼ばれてきた。ゴシップやセン
セーショナルな話題を売りとする大衆
紙 を tabloid newspaper や tabloid 
journalism と揶

や

揄
ゆ

的に呼ぶのも、その
紙面サイズからきている。イギリスの
代表的大衆紙　The Sun がその典型で、
発行部数は290万とイギリス最大を誇る。

■欧州では高級紙もタブロイド化

　ところが、欧米の高級紙ですらコン
パクト化、タブロイド化の流れに抗せ
なくなったのだ。１つには、読者の利便
性。通勤電車のなかで大判の新聞を広

げて読むことが好まれなくなった。新
聞社側には用紙代、印刷代を削減した
いという経営上の都合があった。さら
に環境意識の高まりを受けて、紙の無
駄遣いを止めようという世論への配慮
もある。欧州ではこの10年ほどで雪崩
を打ってコンパクト化が進んだが、イ
ギリスでは2003年の The Independent 
に続き、2004年には The Times が219
年というブロードシートの歴史に終止
符を打ち、タブロイド・サイズに移行
したのは衝撃的だった。
　イギリスとは対照的に、アメリカで
はまだまだブロードシートが主流だ。
もっとも、従来のサイズよりは若干ダ
ウンサイズしているケースが多いよう
だ。いずれ、The New York Times や 
The Washington Post、Los Angeles 
Times などがタブロイド版になるのだ
ろうか。日本の新聞界でもブロード
シートがまだまだ全盛。英字新聞の 
The Japan Times、The Daily Yomi-
uri も同様だ。

■ロゴと格調高いスローガン

　さて、ジャパンタイムズを例にとっ
て、英字新聞の紙面構成を見ていこう。
　まずは第一面（フロント・ページ）だ。
右上のイメージは今年３月12日付の第
一面。ページの一番上には The Japan 
Times という社名題字（ロゴ〔logo〕ま

たはマストヘッド〔masthead〕と呼ば
れている）が配置してある。ロゴの上に 
ALL THE NEWS WITHOUT FEAR 
OR FAVOR（恐れず、おもねらず、す
べてを報道する） という格調高いス
ローガンが掲げてある。ニューヨーク
タイムズが、 “All the News That’s Fit 
to Print” というスローガンを、題字左
側に毎日掲載しているのは有名な事例
だ。ただ、どの新聞社もスローガンを紙
面に掲載しているわけではない。
　ロゴの右と左には長方形で四角く
囲った広告が入っているが、これを「耳」
（ear）広告と呼んでいる。題字の下の欄
には左の端に紙齢と号数（115TH YEAR 
NO. 40,172）が示してある。この日、
2011年３月12日発行の号は、創刊以来

115年目、通算で４万172号となる。右端
に版（EDITION）と１部売りの価格
（180円）を示してある。版というのは、
その紙面の鮮度を示すもので、大手邦
字紙の朝刊の場合は、毎日夕方から当
日の夜明け近くまで、10以上もの版を
重ね（＝紙面に新しいニュースを入れ）、
全国隅々まで紙面を届けている。現在
ジャパンタイムズの場合、東京本社で
組み上げた紙面を伝送し、東京、名古屋、
大阪、九州で印刷。3rd Editionと4th 
Editionの２版体制で全国をカバーして
いる。総選挙や重大ニュースが発生し
た場合、通常の最終降版時間より遅く
まで紙面を開けておき、最新ニュース
（breaking news）を入れる 5th Edition 
もある。

ジャパンタイムズの紙面構成（前編）

　邦字紙と英字紙では紙面の構成や記
事の書き方で、いくつか特徴的な違い
があります。以下にその代表的な例を
挙げてみましょう。
・１面の構成について
　英字紙では最も読者に伝えたいこと、
最も重要だと思われるニュースをでき
るだけ取り上げるために、原則として
１面に広告は掲載しません（『ウォー
ルストリート・ジャーナル』は右下に

小さな広告を載せることがあります）。
また、一面に載せ切れない記事は、文
末に continued on page ～ （～ペー
ジに続く）という断りを入れて、後の
ページに続きを掲載します。
　一方、邦字紙では普通、１面の下に
書籍の広告を載せています。また、天
気図を載せたり、２面以下の重要記事
を簡潔に紹介する目次のようなスペー
スがあります。

・１面の写真の大きさ
　邦字紙に比べて、英字紙では１面の
写真を比較的大きく扱います。「１枚
の写真は1000語の記事に相当する」

（『ニューヨーク・タイムズ』）、といっ
た考え方がベースにあるためです。
・ニュースの発生日について
　邦字紙では日付で表し、英字紙では
曜日をもって示します。これは欧米の
生活が１週間を単位として考えられて

いるためです。
・情報源の示し方
　英字紙ではしっかりしたニュース
ソースへの取材をもとに記事が書かれ
ていることを示すために、情報源を記
述するためのさまざまな工夫がなされ
ています。情報源を明かしたくない場
合 は、on condition of anonymity 

（匿名を条件に）といった断りの一文
を入れたりします。

① 英字新聞の特徴
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　新聞の記事を書く場合、記者によっ
てまちまちな基準に基づいていては、
統一感のある紙面は作れません。
　そこで英文による報道記事の教科書
として広く活用されているのが、『AP
スタイルブック』と呼ばれるものです。
　AP（Associated Press）とは、ア
メリカに本部を置く通信社で、世界各
国の新聞社などに記事や写真の配信を
行なっており、その記事の書き方の

ルールを示したのが『AP スタイル
ブック』なのです。ジャパンタイムズ
が発行する新聞もこの『APスタイル
ブック』のルールをベースにしていま
す。以下にその例を挙げてみましょう。
・１から９までの数字はスペルアウト
し、10以上はアラビア数字を使うこ
と。ただし、年齢やパーセントを表す
場合は、10未満の場合でもアラビア
数字を使う。

・名詞としてUnited States を使う場
合は、そのままの表記を使うが、形容
詞として使うときは短縮形である 
U.S. を使う。
・日付を表す場合、アラビア数字を使
い、-st、-nd、-rd や -th などの序数詞
は使わない。
　『APスタイルブック』は毎年改訂さ
れており、その内容は「言葉の今」を
映すものとして一般のニュースでも取

り上げられるほど。
例を挙げれば、昨年の春には Web 
site （ウェブサイト）の表記を web-
site に改めています。今年の春には 
electronic mail （イーメール）の表記
を e-mail から email に、cell phone 

（携帯電話）を cellphone に、smart 
phone （スマートフォン）はをsmart-
phone に変更することが発表されま
した。

　前のページにある３月12日付 The 
Japan Times の第一面は、東日本大震
災発生の翌日ということで、当然のこ
とながら、大震災関連のニュースが紙
面の大半を占めている。第一面の下に
は石原慎太郎知事の東京都知事選４選
出馬表明や、菅直人首相への在日韓国
人からの違法献金問題を扱った記事が
配置されていたが、かすんでしまって
いる。通常、一面には５本前後の異なる
テーマを扱った記事が掲載されている
が、重大ニュース発生時には、一面すべ
てを関連する記事と写真で埋め尽くす
場合もある。見出しのことをヘッドも
しくはヘッドライン（headline）という
が、この日のトップ記事にはバナーヘッ
ド（banner headline）と呼ばれる全段
大見出しが使われている。 
　さて、世界中のどの新聞も、独自の紙
面レイアウトを展開している。ジャパ
ンタイムズの第一面で特徴的なのは、左
端の１コラム（column。コラムとは
ページの段数を指す）を割いて、その日
のお勧め記事を紹介していることだ。
これを業界用語で ティーザー（teaser、
または teaser trailer)と呼んでいる。新
作映画などの先行宣伝、予告編からき
た表現だ。ジャパンタイムズのティー
ザーでは中ページに掲載している重要
記事を数本、キーワードと１パラグラ
フの短いテキストで紹介している。

■ティーザーは記事の「予告編」

　例えばこの日のティーザーでは、下
に示したように、経済ページから「タカ
ラトミー、米玩具会社 RC2 を買収へ」
という記事を紹介している。

■経済ページ
 「玩具メーカーのタカラトミーは米国
の玩具・乳児用製品会社であるRC2社
（本社：米国イリノイ州）を株式公開買い
付けにより買収することについて合意」
 記事は７ページ
　という意味で、興味がある方は７ペー
ジを開き、その記事を読んでください、
という編集者からのメッセージが込め
られている。
　ティーザーの変形としては、題字（ロ
ゴ）の上もしくは下に写真と組み合わせ
て中ページにあるお勧め記事３～４本
を紹介するスカイボックス（skybox）と
いうのもある。
 ティーザー欄の下には MARKET 

DATA 欄があり、東京証券取引所にお
ける主要な株価指数の TOPIX（Tokyo 
Stock Price Index）および日経平均
（Nikkei Stock Average）、ニューヨーク
の ダ ウ 平 均（Dow Jones Industrial 
Average）および米ベンチャー企業向け
の株式市場であるナスダック（National 
Association of Securities Dealers 
Automated Quotations）の NASDAQ100
指数の前日の終値。さらには円、ユーロ、
ドルの外為レート（foreign exchange 
rates）も確認できるようになっている。

■インデックスは便利な道しるべ

 その下にあるのがINDEX（インデッ
クス）だ。本でいう目次のようなもので、
その日の紙面のページガイド。各面の
内容を示したもので、この日は、

　となっている。
　ページタイトルはアルファベット順
に並べてあり、Business は経済ニュー
スで、国内と国外に分かれている。
Classified Ads は求人を中心とする案

内広告欄を指す。Community は在日外
国人読者向けの情報ページ。News 
ページには Asia-Pacific（アジア太平
洋）、National （国内）、World（国外）が
ある。Observer は、ジャパンタイムズ
が特約（特別契約）している英 The 
Observer 紙から毎週１回、読みごたえ
の あ る ニ ュ ー ス 解 説 記 事（News 
Analysis）や読み物記事（Features）を
厳選して掲載しているページを指す。
Opinion は 論 評 ペ ー ジ（ 社 説 は 
Editorial）、Sports はスポーツ。Stocks 
は東証の主要銘柄を網羅した株式欄。
Television とは邦字紙でいうラテ欄（ラ
ジオ、テレビの番組表）で、最後の 
Weather は天気予報となる。
　紙面構成が毎日変わるのはいうまで
もない。たまたまこの日にはなかった
が、英字新聞ならではの企画として、世
界各国の独立記念日、建国記念日に特
集を組んでおり、毎日のように INDEX 
には、どこどこの国の National Day、
Independence Day といった形で登場
する。それ以外にも、さまざまなテーマ
の特集（Supplement、Special）が組ま
れている。
 また、どのページにも最上段にその
ページのタイトル（ロゴ）がデザイン化
されている。一般的に、ニュースページ
は紙面の前半に固めてあり、読み物や
論評関連が後半に組まれている。ジャ
パンタイムズの場合、最終面（バック
ページ）はスポーツになっている。

ジャパンタイムズの紙面構成（後編）

②APスタイル
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　４月１日（エイプリル・フール）付
けの紙面にイタズラの記事を載せるの
は、欧米の新聞ではごく普通のこと。
ジャパンタイムズでも数々のイタズラ
記事が４月1日付け新聞の紙面に登場

（米ソ冷戦中の1955年に「ソ連の爆撃
機が羽田に着陸」、88年には「東京
ドームを40メートル移動へ」、2007
年には「渋谷のハチ公像が盗まれる」
など）しているのですが、「ジャパンタ

イムズ自体のパロディ新聞が発行され
た」という、日本の新聞業界における
エイプリルフール最大級の「事件」が
ありました。
　1993年４月１日、８ページ建ての 
“The Japan Times….not” という英
字新聞が発行された（首都圏各地で配
布された）のです。” not” が付いてい
るだけで、体裁も使っている文字も本
物そっくり。そして１面のトップ記事

は、” New Kansai Int’ l Airport dis-
appears in heavy rain” （大雨で関西
空港が水没）。関空は当日のうちに、

「係員を現場に派遣したところ、実際
には沈没していなかったので、喜ばし
い」という声明を発表したそうです。
　そのほか、「わいろの受け取りを拒
否した代議士を捜査 千葉県警」「カ
レーライスを厚生省（当時）が禁止」な
どなど、ユーモアあふれる記事が満載

でした（記事だけではなく、新作映画
『ゴジラ対ハローキティ』の広告も掲
載されていました）。
　これだけ手の込んだイタズラをする
には、相当の労力とお金と知恵が必要
と思われ、当時の編集局長は「感服し
た」とのコメントを出しました。
　この「事件」後、ジャパンタイムズ
には “The itazura aliens” 名での「犯
行声明」の手紙が届きました。

■英文ニュース記事の構成

　「英字新聞が難しい」とされる理由の
一つが見出し（headline）の難解さだ。
英語が母国語ではない私たちは、英字
新聞の見出しに使われる独特の用語や
言いまわしの意味をつかむのにひと苦
労する。40年以上も英文記者、編集者を
務め、それなりの記事が英語で書ける
と自負する筆者でも、英語を母国語と
する読者に通じるであろう立派な見出
しだけは書けなかった。見出しについ
ては後に詳しく説明することにして、ま
ずは英文ニュース記事の構成や特徴の
説明から始めよう。
　英字新聞の記事にはさまざまな種類
があるが、基本はニュース記事だ。その
ニュース記事は、（１）見出し（head-
line）、（２）リード　(lead paragraph 
または lead) 、（３）本文　(body)で構
成される。ジャパンタイムズでは右に
例示した記事のように、リードの真上
にその記事の筆者名、出典を明示して
ある。dateline とか credits と呼ばれる
もので、何という報道機関に所属する
誰それという記者が、どこから発信し
ている記事であるかを示している。発
信場所についてだが、外国ニュースで
あ れ ば Washington、Los Angeles、
New York、London、Beirut、Kabul、
Seoul、Beijing、Sydney など、首都や

主要大都市名が表示され、国名は明記
されないが、Peshawar, Pakistan と
いったように、そのニュースやトピッ
クが起きている地名を国名と併記する
場合もある。日本国内のニュースでは、
国政に関するものや東京発のニュース
の場合は省略され明記しないが、Osaka、
Nagoya、Utsunomiya Tochigi Pref.、
Ishinomaki Miyagi Pref. のように、東
京以外は原則として発信元の地名が明
記される。
　発信場所に加え、その記事がどの通
信社や新聞社から配信されたものかも
明記している。日本の通信社では 
Kyodo と Jiji、外国の通信社では AP、
AFP、Bloomberg が中心となっている。
通常は読み物や評論ページに使われる
ことが多い特約先の The Washington 
Post の記事が、ニュースページに掲載
されていることもある。
 その記事を書いた記者の名前も明記
するのは署名記事 (byline)方式と呼ば
れていて、その記者が社員の場合には
名前の次に STAFF WRITER、社外ラ
イターの場合には SPECIAL TO THE 
JAPAN TIMES（ジャパンタイムズへ
の寄稿）と明記している。

■「逆ピラミッド・スタイル」とは

　さて、ニュースであれ読み物であれ、
一番重要なのがリード。見出しもそうだ

が、パンチのある言葉、なおか
つ簡潔な文体で、読者の関心を
引き付けられるかどうかが勝
負だ。筆者の体験からして、ほ
んの短い記事であっても納得
のいくリードが完成するまで
何時間もかかる場合がある。
リード・パラグラフだけ読ん
だ読者が、そのニュースの要点
を把握できるようにするとい
うのが鉄則で、これは英文
ジャーナリズムの優れた特色
だ。ちなみに邦字紙の記事の場
合、最初の数パラグラフを読ん
で初めてニュースの概要が把握できると
いうことも多いのではないだろうか。も
のによっては、最後まで読まないと分か
らないという記事すらある。
　駆け出しの英文記者が先輩諸氏やネ
イティブのエディターから最初にたた 
き込まれるのは、リード・パラグラフ 
には「５Wと１H」の要素が含まれてい
なければならないということだ。「５W
と１H」とは、
　1.　Who （誰が）
　2.　What （何を「した」）
　3.　When （いつ）
　4.　Where （どこで）
　5.　Why （なぜ）
　6.　How （どのように）
　前述した記事冒頭の dateline で
ニュースの発信場所が書かれていれば 
Where は省略される。また、限られた字
数で６つの要素をすべて表現することが

困難な場合は、重要度が相対的に低いこ
とが多い Why と How を第２パラグラ
フ以下に回すこともある。
　英文ニュース記事でもう一つ特徴的
なのは、最も重要な事項をリードに書
き、パラグラフが下がるに従って、関連
事項や補足的情報を重要度の高い順に
付け足していくというスタイルだ。こ
れを逆ピラミッド型、逆三角形型 (in-
verted pyramid style) と呼んでいる。
 多忙な読者の立場からすると、見出し
とリードだけ読めばそのニュースの要点
がつかめるというメリットがある。新聞
制作工程という意味では、限られた紙面
スペースにより多くのニュース、情報を
盛り込むために、ある記事を下のパラグ
ラフからカットしても最低限の情報を伝
えられるというメリットがあるわけだ。

英文ニュース記事の特徴

③エイプリルフール
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英語レベルや好みに合わせて選んでみよう

★このような方におすすめ
　 ●時事英語やビジネス英語に触れる機会が多い
　 ●外国人が関心を持ちそうな話題を探したい
　 ●日本のメディアが報じていないニュースを知りたい

★このような方におすすめ
　 ●今世界で起きていることを押さえておきたい
　 ●時事英語やビジネス英語のレベルをもっと上げたい
　 ●グローバルな視野を身につけたい
　 ●重要なところには日本語の注釈があるとうれしい

★このような方におすすめ
　 ●英語で書かれた、身近なニュースや最新
　　の映画・有名人の話題に興味がある
　 ●日本語の訳や解説が豊富にあると安心
　 ●ボキャブラリーや読解力をみがきたい

英文週刊紙　土曜日発行　タブロイド判　20ページ
1,100円／月（1部290円）

日刊英字新聞16〜24ページ
4,480円／月（1部180円）

英語学習紙　金曜日発行　タブロイド判　24ページ
1,100円／月（1部290円）

5,000yen

gift card
12-month subscription３ヶ月以上の

ご購読で
３ヶ月以上のご購読で特製
ジャパンタイムズ オリジナルペン　プレゼント！※先着150名

または

http://jtimes.jp/method
■詳しい内容、購読・試読のお申込みは※応募受付 2011年9月1日～11月30日

※ギフトカードは1,000円～5,000円相当
　（ご購読期間によります）

オンラインAmazon
ギフトカード　プレゼント！

はじめる
なら

　 今！！

▶リーディングもライティングも
飛躍的に
アップする
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英字新聞を読みこなすためのメソッド■■

じっさいに英字新聞を読んでみよう

■ジャパンタイムズ編

つまみ食いメソッド
 ——■ 気になる記事を毎日ひとつ
ピックアップする
まず一面から終面まで、見出しから

気になる記事をピックアップしましょ
う。 かならずひとつは、みなさんの好
きなテーマを扱っている記事が見つか
るはずです。自分に必要な情報を紙面
から選び出していくアプローチ。
つぎに選んだ記事をザッと読みま

しょう。わからない単語や表現があっ
ても気にしないこと。 わかるところ
から記事全体の意味を推測するのが、
リーディング力アップの秘訣です。

言葉探しメソッド
 ——■気になる時事用語のオリジナ
ル英語を探す
2011年3月11日の東日本大震災以来、

日本のメディアでは毎日のように新し
い単語・用語（とくに原発関連）が飛
び交っています。それを記事のなかで、
どのように表現しているのかチェック
していくアプローチ。
例 え ば ｢計 画 停 電 ｣ は rolling 
blackoutsと訳します。2001年の米国
カリフォルニア州電力危機に際して実
施された、緊急措置として地域ごとに
順番に停電させた「輪番停電」に由来
する言葉で、planned blackouts と直
訳はしていません。

ジャパンタイムズでは、海外のニュー
スも幅広くフォローしています。
2011年８月冒頭には、米国が債務不
履行（default）の危機に直面しました。
問題となったのが連邦政府の債務上限
引き上げですが、これをジャパンタイ
ムズではどう表現していたのでしょう
か。外電では債務上限をdebt ceiling 

とかdebt limitとしていたので、正解
は an increase in the U.S. federal 
government’ s debt limit （ceiling）と
なります。
外国人や海外の取引先との情報交換
などで役立つボキャブラリーが確実に
増えていきます。みなさんのライティ
ング力が飛躍的にアップすること請け
合いです。

■ジャパンタイムズウィークリー編

お気に入りカントリーメソッド
 ——■みなさんの好きな国のニュー
スを毎週探し出す
ジャパンタイムズウィークリーには
海外のニュースや読み物が掲載されて
います。その中から、米国や英国、韓国・
インド、ヨーロッパの小国など、みなさ
んの好きな国、興味をもっている国の
ニュースをチェックするアプローチ。
邦字紙の外電ページにも出ていない

ニュースが、みなさんのグローバル力
を向上させます。

■週刊ST編

国内ニュースを英語で読むメソッド
 ——■馴染みのあるニュースや話題
を探す
国内で起きているニュースや話題は、
日本のメディアでフォローできます。
それを週刊STで探すアプローチ。
すでにニュースの内容をつかんでい
るので、英文記事でもスラスラ読むこ
とができます。政治や経済もいいです
が、事件や事故など社会ネタから入る
のがコツですね。気になるニュースや
話題を英語でどう表現しているかを毎
週チェックすることで、ボキャブラ
リーを増やしていきましょう。

ジャパンタイムズ本紙や週刊紙の編集長時代に、多くの日本人読者から｢時間が足りなくて、
とても読み切れない｣という相談を受けました。そのときは、｢すべてのページ・記事を読もうとしないこと｣
｢ひとつでも、『読めた！』『面白かった！』という記事があったら満足すること｣とお答えしていました。
じつは、作り手であるわたしたちも、紙面全体を完全に読んでいるわけではありません。
そういう気楽なアプローチをしてみてはどうでしょうか？

岡田 恵介（おかだ けいすけ）

元ジャパンタイムズ編集局長
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