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究
者
ら
と
共
同
で
続
け
て
き
た
。

　
「
あ
る
講
演
会
で
、『
外
国
に
ル
ー
ツ

を
持
つ
子
ど
も
た
ち
が
、
十
分
な
日
本

語
を
身
に
付
け
る
機
会
が
な
い
た
め
に

ア
ウ
ト
ロ
ー
の
世
界
に
入
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
』
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ

と
が
、
平
時
に
お
け
る
『
や
さ
し
い
日

本
語
』
に
関
心
を
抱
く
き
っ
か
け
の
一

つ
に
な
り
ま
し
た
。
多
く
の
子
ど
も
た

ち
は
、
自
分
で
望
ん
で
日
本
に
来
た
わ

け
で
も
な
い
の
に
、
生
活
の
基
盤
を
つ

く
る
『
教
育
』
の
場
か
ら
排
除
さ
れ
て

し
ま
う
の
は
あ
ま
り
に
理
不
尽
だ
と
考

え
た
の
で
す
」

　

庵
教
授
が
、
平
時
に
お
け
る
「
や
さ

し
い
日
本
語
」
の
側
面
の
一
つ
と
し
て

挙
げ
る
の
が
、
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち

を
対
象
と
し
た
「
バ
イ
パ
ス
と
し
て
の

〈
や
さ
し
い
日
本
語
〉」
だ
。
外
国
に
ル

ー
ツ
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
が
日
本
社
会

で
自
立
し
て
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
は
、
同
世
代
の
日
本
の
子
ど

も
た
ち
と
同
等
の
日
本
語
力
を
身
に
付

け
ら
れ
る
よ
う
、
十
分
な
支
援
を
行
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
際
の
「
バ

イ
パ
ス
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
の

が
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
「
一
方
、
同
じ
在
住
外
国
人
で
も
、

　

専
門
用
語
や
敬
語
、
難
し
い
言
い
回

し
を
避
け
る
な
ど
、
日
本
語
を
母
語
と

し
な
い
人
に
も
理
解
し
や
す
く
、
伝
わ

り
や
す
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
「
や
さ

し
い
日
本
語
」。こ
の
言
葉
が
注
目
を
集

め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
１
９
９
５

年
に
起
こ
っ
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が

き
っ
か
け
だ
。

　

当
時
、
被
災
者
の
中
に
は
留
学
生
を

中
心
と
し
た
外
国
人
も
多
か
っ
た
が
、

水
・
食
料
配
布
場
所
な
ど
の
お
知
ら
せ

表
示
は
日
本
語
と
英
語
の
み
の
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
。
結
果
と
し
て
、
そ
の
ど
ち

ら
も
理
解
で
き
な
い
人
た
ち
が
、
必
要

な
情
報
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
と
い
う
事

態
に
な
っ
た
。
そ
の
反
省
か
ら
、「
や

さ
し
い
日
本
語
」
で
の
情
報
提
供
の
必

要
性
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
、「
や
さ
し
い
日
本
語
」
で

の
情
報
提
供
は
、
災
害
時
に
だ
け
必
要

な
も
の
で
は
な
い
。
一
橋
大
学
国
際
教

育
交
流
セ
ン
タ
ー
の
庵い

お
り

功
雄
教
授
は
10

年
ほ
ど
前
か
ら
、
平
時
に
お
け
る
「
や

さ
し
い
日
本
語
」
で
の
外
国
人
へ
の
情

報
提
供
に
つ
い
て
の
研
究
を
、
他
の
研

始
ま
り
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災

外
国
人
に
も
伝
わ
る
情
報
提
供
を

の
世
界

〜
外
国
人
に
や
さ
し
い
言
葉

は
日
本
人
に
も
や
さ
し
い
〜

外
国
人
に
分
か
り
や
す
く
情
報
を
伝
え
る
た
め
の
言
葉「
や
さ
し
い
日
本
語
」。

災
害
時
の
情
報
提
供
手
段
と
し
て
、
定
住
初
期
の
日
本
語
と
し
て
、
そ
し
て
何
よ
り
も

平
時
の
暮
ら
し
を
支
え
る
地
域
社
会
の
共
通
語
と
し
て
、
そ
の
役
割
が
増
し
て
い
ま
す
。

日
本
語
教
師
は
こ
れ
に
ど
う
関
わ
る
か
。
一
橋
大
学
・
庵
功
雄
教
授
を
訪
ね
ま
し
た
。

取
材
・
文
／
仲
藤
里
美　

イ
ラ
ス
ト
／
ワ
タ
ナ
ベ
モ
ト
ム

多
文
化

共
生
社
会

の
共
通
語や
さ
し
い

日
本
語
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大
人
の
場
合
は
必
ず
し
も
『
日
本
人
と

完
全
に
同
等
の
日
本
語
力
』
を
身
に
付

け
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
そ
の
人
が
日
本
社
会
の
中
に
自

分
の
『
居
場
所
』
が
あ
る
と
感
じ
、
精

神
的
に
安
定
し
た
状
態
で
暮
ら
し
て
い

く
た
め
に
は
、
や
は
り
周
囲
の
人
た
ち

と
言
葉
で
意
思
疎
通
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
重
要

に
な
る
の
が
、『
や
さ
し
い
日
本
語
』が

持
つ
も
う
一
つ
の
側
面
、『
居
場
所
づ

く
り
の
た
め
の
〈
や
さ
し
い
日
本
語
〉』

な
の
で
す
」

　
「
居
場
所
づ
く
り
の
た
め
の
〈
や
さ

し
い
日
本
語
〉」
に
は
、
日
本
に
来
た

ば
か
り
の
外
国
人
へ
の
初
期
教
育
な
ど

い
く
つ
か
の
機
能
が
あ
る
が
、
中
で
も

重
要
な
の
が
「
地
域
社
会
の
共
通
言
語

と
し
て
の
〈
や
さ
し
い
日
本
語
〉」
と

い
う
機
能
だ
。

　

地
域
社
会
で
外
国
人
が
暮
ら
し
て
い

く
た
め
に
は
、
日
本
人
と
の
間
に
何
ら

か
の
「
共
通
言
語
」
が
必
要
に
な
る
。

し
ば
し
ば
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
英
語

だ
が
、
日
本
で
暮
ら
す
外
国
人
が
英
語

話
者
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
共
通
言
語
は
「
日
本
語
」
以
外
に

は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

　
「
そ
の
と
き
に
、
も
ち
ろ
ん
外
国
人

の
側
に
も
最
低
限
の
日
本
語
を
学
ん
で

も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
に

対
す
る
公
的
支
援
は
あ
る
べ
き
で
す
が
、

日
本
人
の
側
も
そ
の
ま
ま
普
段
ど
お
り

の
『
日
本
語
』
を
話
せ
ば
い
い
と
い
う

の
で
は
な
い
。
相
手
に
合
わ
せ
て
レ
ベ

ル
を
調
整
し
た
『
や
さ
し
い
日
本
語
』

を
話
さ
な
く
て
は
、
共
通
言
語
と
し
て

は
機
能
し
ま
せ
ん
。『
日
本
人
と
同
じ

よ
う
に
日
本
語
を
話
せ
る
人
し
か
受
け

入
れ
な
い
』
と
い
う
の
で
は
、
多
文
化

共
生
社
会
と
は
と
て
も
言
え
な
い
は
ず

で
す
」

　

で
は
、
そ
の
場
合
に
日
本
人
が
話
す

べ
き
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
と
は
ど
ん

な
も
の
な
の
か
。
決
ま
っ
た
型
な
ど
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

庵
教
授
ら
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、

最
低
限
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
伝
え

る
た
め
に
必
要
な
日
本
語
の
文
法
項
目

を
整
理
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
地

方
自
治
体
な
ど
の
公
的
機
関
が
出
す
公

式
文
書
を
書
き
換
え
る
な
ど
の
取
り
組

み
も
進
め
て
き
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
研
究
を
重
ね
る

地
域
社
会
の
共
通
語
と
し
て

日
本
語
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に

Part 2 日本語教育はどう変わる?　動き始めた外国人との共生社会
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か
も
し
れ
な
い
」
と
庵
教
授
は
言
う
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
「
や
さ
し
い
日
本

語
」
が
広
く
使
わ
れ
る
こ
と
が
、「
本

来
の
日
本
語
」
を
お
か
し
く
す
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
一
部
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
当
て
は
ま
ら
な

い
と
い
う
の
が
庵
教
授
の
考
え
だ
。

　
「
そ
れ
を
言
え
ば
、
多
く
の
日
本
人

が
話
し
て
い
る
英
語
だ
っ
て
、
お
か
し

い
部
分
は
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
。

日
本
語
学
習
に
お
い
て
『
や
さ
し
い
日

本
語
』
を
取
り
入
れ
る
の
は
、『
日
本

語
を
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
よ
う
に
話
す
』
と

い
う
ゴ
ー
ル
を
変
え
る
わ
け
で
は
な
く
、

入
り
口
を
変
え
て
い
る
だ
け
。
そ
の
ゴ

ー
ル
に
向
け
た
過
程
で
、
あ
る
程
度
不

自
然
な
言
い
回
し
が
生
ま
れ
て
く
る
の

は
当
然
の
こ
と
で
す
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
『
ゴ
ー
ル
』
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
し
ま

う
わ
け
で
は
な
い
は
ず
で
す
」

　

も
ち
ろ
ん
、「『
や
さ
し
い
日
本
語
』

を
使
う
に
お
い
て
、
技
術
的
な
こ
と
は

そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
」
と
い
う
言

葉
は
、
専
門
職
で
あ
る
日
本
語
教
師
に

は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
日
本
語
教
師
を

名
乗
る
の
で
あ
れ
ば
、
語ご

い彙
の
使
い
方

中
で
、
そ
う
し
た
「
形
式
」
の
部
分
は
、

「
や
さ
し
い
日
本
語
」
を
考
え
る
上
で

は
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
「
一
番
重
要
な
の
は
技
術
的
な
こ
と

で
は
な
く
、
自
分
の
話
す
／
書
く
こ
と

が
き
ち
ん
と
相
手
に
伝
わ
っ
て
い
る
か

を
常
に
確
認
し
、
相
手
の
言
う
こ
と
も

理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
す
。
相
手

を
一
人
の
人
間
と
し
て
見
て
、
関
心
を

持
っ
て
い
れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
だ
し
、

そ
う
な
れ
ば
話
す
言
葉
も
自
然
と
『
や

さ
し
く
』
な
っ
て
い
く
。

　

し
か
し
、
今
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、

外
国
人
と
接
す
る
人
が
皆
そ
の
よ
う
に

で
き
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
残
念
な
が

ら
そ
う
は
思
え
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で

は
、
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
以

上
に
、
日
本
人
に
対
す
る
教
育
が
必
要

な
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

多
く
の
人
が
、「
相
手
に
合
わ
せ
て
、

伝
わ
る
よ
う
に
」
話
す
、
書
く
と
い
う

姿
勢
を
常
に
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
れ
ば
、
そ
し
て
そ
れ
が
当
た
り
前

の
こ
と
に
な
れ
ば
、「
や
さ
し
い
日
本

語
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
い
つ
か
不
要

な
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。「
そ

れ
こ
そ
が
、『
や
さ
し
い
日
本
語
』
に

と
っ
て
は
一
番
名
誉
な
こ
と
と
言
え
る

多
文
化
共
生
時
代
の
日
本
で

日
本
語
教
師
が
果
た
す
べ
き
役
割

多文化共生社会の共通言語

外国人のための「平時」における情報提供の手段

〈やさしい日本語〉

滞在初期の日本語教育（公的保障）として
外国人と日本人の共通言語として
地域型日本語教育の初級として

居場所づくりのための〈やさしい日本語〉
〜定住外国人に向けた暮らしのサポート〜

日本語母語話者との日本語能力の差を解消
日本語母語話者と対等に競える力の獲得

バイパスとしての〈やさしい日本語〉
〜外国にルーツを持つ子どもへのサポート〜
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や
話
す
ス
ピ
ー
ド
、
話
し
方
ま
で
、
学

生
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
て
調
整
す
る
技

量
を
十
分
に
身
に
付
け
て
い
る
必
要
が

あ
る
。

　
「
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
も
ま
た
『
や

さ
し
い
日
本
語
』
と
わ
ざ
わ
ざ
言
う
ま

で
も
な
い
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
日
本
語
教
育

の
プ
ロ
」
と
し
て
の
役
割
の
他
に
、
日

本
語
教
師
に
は
ぜ
ひ
担
っ
て
ほ
し
い
役

割
が
あ
る
、
と
庵
教
授
は
言
う
。

　
「
先
に
お
話
し
し
た
よ
う
に
、『
や
さ

し
い
日
本
語
』
が
地
域
社
会
の
共
通
語

と
し
て
機
能
し
て
い
く
た
め
に
は
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
外
国
人
へ
の
日

本
語
教
育
と
同
時
に
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

ー
で
あ
る
日
本
人
の
側
の
意
識
を
変
え

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た

『
日
本
人
へ
の
教
育
』
の
部
分
を
、
日

本
語
教
師
こ
そ
が
先
頭
に
立
っ
て
担
っ

て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
」

　

今
回
の
入
管
法
改
正
前
か
ら
、
日
本

で
は
す
で
に
多
く
の
外
国
人
が
働
き
、

暮
ら
し
て
き
た
。
し
か
し
、
外
国
人
技

能
実
習
生
へ
の
賃
金
未
払
い
な
ど
の
人

権
侵
害
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
国
内
外
で
広

く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
常
の

中
に
お
い
て
、
外
国
人
へ
の
差
別
が
ま

っ
た
く
な
い
と
は
と
て
も
言
え
な
い
状

況
だ
。

　
「
日
本
語
教
師
と
い
う
、
あ
る
意
味

で
一
番
外
国
人
に
近
い
立
場
に
い
る
人

間
が
、
外
国
人
の
人
権
と
い
う
問
題
に

無
関
心
で
い
い
は
ず
は
な
い
と
私
は
思

い
ま
す
。
日
本
語
教
育
を
通
し
て
こ
の

社
会
を
ど
う
変
え
て
い
き
た
い
の
か
、

日
本
語
教
師
一
人
一
人
が
自
分
の
言
葉

で
語
れ
る
よ
う
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
」

　

そ
う
し
て
「
日
本
人
へ
の
教
育
」
に

も
日
本
語
教
師
が
積
極
的
に
参
加
し
て

い
く
こ
と
で
、
日
本
語
教
育
そ
の
も
の

の
重
要
性
も
可
視
化
さ
れ
て
く
る
か
も

し
れ
な
い
、
と
庵
教
授
は
言
う
。

　
「『
日
本
語
を
教
え
る
』
こ
と
が
先
に

あ
る
の
で
は
な
く
て
、
ま
ず
は
外
国
人

が
日
本
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
、

そ
し
て
彼
ら
、
彼
女
ら
を
隣
人
と
し
て

迎
え
入
れ
る
た
め
に
、
何
が
必
要
な
の

か
を
考
え
る
こ
と
。
そ
の
一
つ
と
し
て

日
本
語
教
育
が
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
認

識
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
」

〈やさしい日本語〉
の支援&参考ツール

日本語初級の外国人でも無
理なく基本文型が身に付く
教材『にほんごこれだけ！』

（庵功雄 監修／ココ出版）
のサポートサイト。

「にほんごこれだけ！」サポートサイト
http://cocopb.com/koredake/index.html

外国人向けの情報発信のポイントを
まとめた冊子「『やさしい日本語』で
伝える　分かりやすく 伝わりやす
い日本語を目指して（第4版）」など
を公開。

横浜市「やさしい日本語での情報発信について」
https://www.city.yokohama.lg.jp/lang/residents/ej/

「やさしい日本語」を記述するた
めの補助ソフトウエア。外国人
に代わって「どこが分かりにく
いか」を指摘する。

やんしす（YAsashii Nihongo SIen System）
http://www.spcom.ecei.tohoku.ac.jp/~aito/YANSIS/

災害時における外国人へ
の情報提供について研究
する弘前大学人文学部社
会言語学研究室のサイト。

減災のための「やさしい日本語」
http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm

日本で暮らす外国人や、
小中学生向けに分かり
やすい言葉でニュース
を伝えるウェブサイト。

NHK「NEWS WEB EASY」
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/
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