
まちのたからまちのたから　
環
境
省
自
然
公
園
指
導
員
を
42
年

間
と
い
う
永
き
に
わ
た
り
つ
と
め
て

こ
ら
れ
た
横
山
曻
さ
ん
。
令
和
元
年

度
で
任
期
が
満
了
し
、
環
境
省
か
ら

感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
回
、
横
山
さ
ん
に
取
り
組
み
の

様
子
な
ど
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

自
然
環
境
を
守
る
た
め
に

　

自
然
公
園
指
導
員
と
は
、
環
境

省
か
ら
委
嘱
を
受
け
、
自
然
公
園
の

保
護
と
そ
の
適
正
な
利
用
推
進
の
た

め
に
活
動
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

す
。
利
用
者
に
対
し
遵
守
事
項
、
マ

ナ
ー
、
事
故
防
止
の
助
言
・
指
導
を

行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
情
報
の
収

集
・
提
供
を
行
い
ま
す
。

　

横
山
さ
ん
は
、
鈴
鹿
国
定
公
園
、

中
で
も
綿
向
山
を
中
心
に
動
植
物
の

保
護
な
ど
に
つ
い
て
利
用
者
へ
指
導

を
行
い
、
自
然
環
境
を
守
る
た
め
に

活
動
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
時
に
は
、

貴
重
な
植
物
を
持
っ
て
帰
ろ
う
と
し

た
団
体
に
注
意
を
す
る
と
、
詰
め
寄

ら
れ
て
危
険
を
感
じ
た
こ
と
も
あ
っ

た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
指
導
だ
け
で
な
く
、
登

山
者
に
綿
向
山
の
自
然
を
説
明
し

た
り
、
11
月
10
日
の
「
綿
向
山
の

日
」
に
は
、
ふ
れ
い

あ
い
綿
向
山
D
a
y

の
実
行
委
員
と
し
て
、

山
頂
で
展
望
説
明
を

行
っ
た
り
し
て
こ
ら

れ
ま
し
た
。

　

横
山
さ
ん
は
「
指

導
員
と
し
て
は
一
人

だ
け
れ
ど
も
、
鈴
鹿

モ
ル
ゲ
ン
ロ
ー
ト
ク

ラ
ブ
や
綿
向
山
を
愛
す
る
会
な
ど
、

仲
間
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
き

か
っ
た
で
す
。
個
人
と
し
て
は
、
長

い
間
続
け
て
き
て
、
綿
向
山
の
こ
と

を
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
け
て
良

か
っ
た
で
す
。
日
野
町
に
は
、
貴
重

な
植
物
な
ど
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
た
貴
重
な
自
然
を
守
っ

て
い
く
た
め
に
、
指
導
員
は
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。
後
任
の
方
に
、
守
る

ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
引
き
継
い
で
い
き

た
い
」
と
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

永
き
に
わ
た
り
、
自
然
環
境
を
守

る
た
め
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

小・中学校  日野町就学援助制度
　経済的な理由によって、小・中学校への就学に支援が必要と認められる家庭に
対して、学用品費や給食費などの一部を援助する制度を実施しています。
　制度の利用を希望される方は、各学校または学校教育課にご相談ください。
◎対象… 町内に住所を有し、町内の小・中学校および県立中学校に子どもが在籍

する家庭で、世帯全員の前年の所得合計が基準以下の家庭など
◎申請… 申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて各学校へ提出してください（申請書は、各

学校や学校教育課またはホームページにあります）。年度途中での申請も随時受付していま
す。認定された場合、申請月の翌月から該当になります。

◆問い合わせ先　教育委員会事務局　学校教育課　☎0748-52-6564

横
よ こ

山
や ま

  曻
の ぼ る

さん（大窪5区）

環境省から感謝状

仲
間
が
い
る
と

い
う
こ
と
が
大

き
か
っ
た
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や さ し い 日 本 語 vol.1

ローマ字より
ひらがなの方

が多い‼

英語より
日本語の方
が多い‼

【在住外国人の使用言語】 【在住外国人の認識可能文字】

ひらがなが
読める

（84.3%）

カタカナが
読める

（75.2%）

ローマ字が
読める

（51.5%）

漢字が
少し読める
（48.5%）

漢字が読めて
意味もわかる
（19.6%）

日本語が
できる

（62.36%）

英語が
できる
（44％）

中国語が
できる

（38.3%）

参考：『生活のための日本語：全国調査』（「言語サービスに
おける英語志向―「生活のための日本語：全国調査」
結果と広島の事例からー」『社会言語科学』）

参考：『日本語に対する在住外国人の意識に関する
実態調査』2001年実施

　先月号で、多文化共生について特集しました。「やさしい日本語」とは、普段使われている
言葉を外国人の方にもわかるように配慮した簡単な日本語のことです。
　今月号から「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。

なぜ日本語で？
●外国人にわかりやすい
　法務省の調べによると、東日本大震災が起き
たとき、被災地に住んでいた外国人の国籍は
160か国以上でした。そのような状況のもとで
は、情報をそれぞれの母国語で伝えることはで
きません。「簡単な日本語であれば理解できる」
という人は多いので、「やさしい日本語」なら
災害情報を迅速かつ正確に伝えることができま
す。

●�日本人にもわかりやすい、使いやすい
　ポイントを押さえれば、だれでも使うことが
できます。また、日本人にとってもわかりやす
いコミュニケーション手段の一つです。

今月は、2つのポイントをご紹介します。
◇簡単な言葉を使う　漢字には、ふりがなをつけましょう。
　（例） 土足厳禁→くつをぬいでください。　　無料→お金

か ね

はいりません。（タダです）

◇文は短くする　一文の中に、言いたいことは1つだけにしましょう。
　（例） ごみの分別をきちんとして、可燃ごみは月曜日と木曜日に出してください。
　　  →ごみを分

わ

ける決
き

まりがあります。燃
も

えるごみは月
げ つ

曜
よ う

日
び

と木
も く

曜
よ う

日
び

に出
だ

してください。

◆問い合わせ先　企画振興課　秘書広報担当　☎ 0748-52-6550

「やさしい日本語」 ができたきっかけ
　阪神淡路大震災のとき、外国人被災者
のために、英語での情報提供が発災から
半日後に始まりました。しかし、英語が
わからない人も多く、英語だけでは限界
がありました。
　そこで、外国の方に情報を「迅速に」「正
確に」「簡潔に」伝えるために、弘

ひ ろ

前
さ き

大
学・社会言語学研究室により考え出され
たのが「やさしい日本語」です。今では、
災害時だけでなく、普段のコミュニケー
ションにも使われるようになりました。

��「やさしい日本語」を使うためのポイント��「やさしい日本語」を使うためのポイント
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