
　
日
野
町
に
住
む
外
国
人
は

6
8
2
人（
令
和
2
年
12
月
末
）で
、

平
成
27
年
度
か
ら
約
2
倍
と
な
っ

て
い
ま
す
。
外
国
人
住
民
の
比
率

は
3.2
％
と
県
内
で
も
6
番
目
に
高

い
割
合
で
す
。
ブ
ラ
ジ
ル
国
籍
の

方
が
1
番
多
く
、ベ
ト
ナ
ム
、フ
ィ

リ
ピ
ン
、中
国
、韓
国
と
続
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
国
籍

や
民
族
な
ど
の
異
な
る
人
々
が
互

い
の
文
化
的
差
異
を
認
め
合
い
、

地
域
社
会
の
構
成
員
と
し
て
共
に

生
き
て
い
く
「
多
文
化
共
生
」
の

地
域
づ
く
り
が
必
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
町
が
事
務
局
を
務
め
る
日
野
町

国
際
親
善
協
会
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル

国
エ
ン
ブ
市
や
韓
国
恩
山
面
と
定

期
的
に
姉
妹
都
市
交
流
を
行
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
町
内
の
ご

家
庭
で
一
泊
二
日
の
ホ
ー
ム
ス
テ

イ
を
受
け
入
れ
て
い
た
だ
く
ス
タ

デ
ィ
ツ
ア
ー
や
外
国
語
講
座
、
国

際
文
化
を
学
ぶ
研
修
、
氏
郷
ま
つ

り
〝
楽
市
楽
座
〞
へ
の
出
店
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
国
籍
や
ル
ー
ツ
に
関
係
な
く
、

す
べ
て
の
人
が
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
「
多
様
な
社
会
の
あ
り
方
」
を

一
緒
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

●
日
野
町
の
印
象

　
東
京
で
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ

り
、
日
野
町
は
東
京
と
は
雰
囲
気
が
違

い
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
日
本
に
来
る

前
か
ら
、
田
舎
に
住
む
こ
と
に
憧
れ
が

あ
り
ま
し
た
。
畑
を
し
て
い
て
、
花
が

咲
い
た
ら
わ
く
わ
く
し
ま
す
。
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
が
咲
く
の
が
春
の
楽
し
み
で
す
。

　
静
か
で
い
い
所
で
す
。
フ
ィ
リ
ピ
ン

に
帰
っ
た
と
き
、
う
る
さ
く
て
眠
れ
な

か
っ
た
で
す
。

　
ま
た
、
周
り
の
方
が
す
ご
く
優
し
い

で
す
。あ
い
さ
つ
し
て
も
ら
え
る
と「
私

の
こ
と
気
に
し
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
」

と
う
れ
し
く
な
り
ま
す
。
野
菜
や
お
米

を
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
、
と
て
も
助

か
り
ま
す
。

●
困
っ
た
こ
と

　
夫
が
支
え
て
く
れ
た
の
で
、
車
の
免

許
を
と
っ
て
か
ら
は
特
に
困
っ
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
、
関
西
弁
は
難

し
か
っ
た
で
す
。「
ほ
か
す
」「
え
ら

い
」
っ
て
な
に
？ 

と
な
り
ま
し
た
。

　
日
本
語
は
、
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
の
「
ド

ラ
え
も
ん
」
を
見
て
覚
え
ま
し
た
。
子

ど
も
が
見
る
用
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で

覚
え
や
す
い
で

す
。
漢
字
は
少

し
読
め
て
、
ひ

ら
が
な
、
カ
タ

カ
ナ
は
読
め
ま

す
。
書
く
の
は

少
し
苦
手
な
の

で
、
も
し
日
本

語
学
校
な
ど
が

近
く
に
あ
れ
ば

通
い
た
い
で

す
。

●
集
え
る
場
所
が
あ
れ
ば

　
子
ど
も
が
学
校
に
入
学
す
る
前
、

友
人
か
ら
「
日
本
語
を
話
せ
な
く
て

い
じ
め
ら
れ
た
」「
授
業
に
つ
い
て
い

け
な
く
て
困
る
」
と
聞
き
す
ご
く
心

配
で
し
た
。
幸
い
子
ど
も
は
い
じ
め

も
な
く
学
校
に
通
っ
て
い
ま
し
た

が
、
何
か
相
談
で
き
る
相
手
や
サ
ー

ク
ル
な
ど
集
ま
れ
る
場
所
が
あ
れ
ば

良
い
な
と
思
い
ま
す
。

●
今
後
し
て
み
た
い
こ
と

　
外
国
人
同
士
が
集
ま
れ
る
場
所
が

あ
れ
ば
、
日
本
語
や
日
本
で
の
暮
ら

し
方
、
日
本
料
理
の
作
り
方
な
ど
を

教
え
た
い
で
す
。「
子
ど
も
が
給
食

で
食
べ
た
も
の
を
家
で
食
べ
た
い
と

話
し
て
も
、
親
が
作
り
方
を
知
ら
な

い
」「
飲
食
店
に
入
る
の
も
、
ど
う

い
っ
た
店
か
わ
か
ら
な
い
の
で
不
安

が
っ
て
入
れ
な
い
」
と
聞
き
ま
す
。

日
本
の
料
理
は
本
当
に
お
い
し
い
の

で
、
そ
う
し
た
良
さ
を
知
る
こ
と
で
、

日
本
の
楽
し
み
が
わ
か
る
と
思
い
ま

す
。

　
日
本
の
外
国
人
人
口
は
約
2
8
7
万
人
（
令
和
2

年
12
月
末
）
で
、
過
去
最
高
を
記
録
し
ま
し
た
。
社

会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
な
か
日
本
の
人
口
減
少

が
進
み
、
外
国
人
の
皆
さ
ん
が
地
域
で
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
は
、
喫
緊
の
課
題
と
い
え
ま
す
。

5
年
間
で
約
2
倍
に
急
増

あ
い
さ
つ
し
て
も
ら
え
る
と

 

﹁
私
の
こ
と
気
に
し
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
﹂
と
う
れ
し
く
な
り
ま
す

大西ラッケルさん（佐久良）
フィリピンのマニラ出身。平成15年、
結婚を機に日野町に移住。現在町内の工
場で働きながら、家事・育児に励まれて
います。

を知っていますか？
　「やさしい日本語」とは、普段使われている言葉を外国人に
もわかるように配慮した簡単な日本語のことです。
　外国人住民の中には、「やさしい日本語」なら理解できる、
という方がたくさんおられます。「やさしい日本語」は、日本
人と外国人が地域で大切な情報を共有したり、互いに意思疎通
を図ったりする助けになります。また、誰にでもわかりやすい
ように配慮されているので、外国人だけでなく、子どもや高齢
者とのコミュニケーションにも役立ちます。
　広報ひの4月号から「やさしい日本語」を使うためのポイン
トを紹介していきます。

～外国人とともに～

多文化共生のまちづくり
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