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「やさしい日本語」とは、普段使われている言葉を、外国人にも分かるように配慮した日本

語のことです。日常生活の場面や身近な話題なら対応できる日本語能力の人が分かるくら

いの日本語です。 

1995 年の阪神・淡路大震災で、日本にいた多くの外国人が、日本語を十分に理解でき

ず、必要な情報を得られないがために適切な行動を取ることができなかったことにより、被害を

受けました。そこで、災害発生時に、日本語が不慣れな外国人に、なんとかして情報を伝え

ようと考案され普及したのが「やさしい日本語」です。 

  考案当初は、災害時の情報伝達手段として使われていましたが、現在では自治体や外

国人支援団体で、生活情報や観光情報などを伝える手段としても使われるようになりました。 

実際には、以下のような看板、掲示物、文書等で「やさしい日本語」が使用されています。 

 

① 国や地域の制度で、日本での生活に直接関わるもの 

（税、補助金、年金、県営・市営住宅等） 

② 日本で生活していく上で特に必要なもの（就業、教育、保育に係る情報等） 

③ 命を守るために必要なもの（防災、救急、保健・予防、交通ルールに係る情報等） 

④ 生活情報誌 

⑤ その他外国人向けのもの（日本語学習講座、年金や労働などの相談に係る情報等） 

  

 

 

 

 

 

 

1-1. 「やさしい日本語」の概要 

「やさしい日本語」研修会の様子 
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１ 目的 

  教職員と外国人児童生徒・保護者とのコミュニケーションを円滑にし、外国人児童生徒

等の学校生活への早期対応、就学の定着、進学の促進を図るため、学校内における「やさ

しい日本語」の活用を進めるモデル事業を実施する。 

 

２ 内容 

(1) アドバイザーの配置 

モデル校における「やさしい日本語」の研修・実践・アドバイス 

 

アドバイザー ： 聖心女子大学 准教授 岩田一成 氏  

大学卒業後、日本語教師として青年海外協力隊に参加（中国内蒙古自治区派遣）。 

帰国後、大学院に入って学び直す（大阪大学言語文化研究科修了：言語文化博士）。 

国際交流基金日本語国際センター、広島市立大学を経て、現在、聖心女子大学准教授。 

専門分野は日本語文法、日本語教育学。横浜市や名古屋市で職員向け研修を実施し、 

外国人にもわかりやすい公用文作成の支援に取り組んでいる。 

共著『日本語教育学の歩き方―初学者のための研究ガイド』 

『読み手に伝わる公用文：〈やさしい日本語〉の視点から』 

『街の公共サインを点検する』ほか 

 

(2) モデル校 2 校における「やさしい日本語」研修会の開催 

  〇研修内容  

第１回：「やさしい日本語」の概念と効果、必要性、変換方法 

第２回：書き言葉の演習 

第３回：話し言葉の演習、「やさしい日本語」を活用した自動翻訳機利用方法 

〇対象：各モデル校教職員・市町教育委員会指導主事等 

 

1-2. 当事業の概要  
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(3) モデル校２校における文書・掲示物の点検・作成 

ア  アドバイザーによる学校内の文書、掲示物の点検 

外国語人児童生徒・保護者に対して分かりやすく書かれて 

いるかという視点から、校長・教頭と一緒に学校内の掲示物 

を確認。 

   

 

 

 

 

 

 

 

イ  文書の作成 

研修会において、実際に小学校で作成している保護者向け文書をもとに「やさしい 

日本語」を活用した文書を作成。 

 

 

 

回次 沼津市立第五小学校 焼津市立和田小学校 

日程 参加人数 日程 参加人数 

1 1 月 27 日（月） 24 人 12 月 20 日（金） 20 人 

2 2 月 10 日（月） 25 人 1 月 22 日（水） 19 人 

3 3 月 ４日（水） 28 人 2 月 25 日（火） 23 人 
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(4) アドバイザーによるモデル校への相談対応の内容 

    Q1：外国人向けに外国語に翻訳したものをお便りにしているが、やさしい日本語でお便り 

を出した方が良いのでしょうか。 

 

 A1：状況によります。ただ、現在の情報を詰め込んだお便りは、うまく訳せていない可能性が 

あります。やさしい日本語にしてから翻訳にすると誤訳は減ります。 

 

     Q2：保護者に電話で学校での様子（けが・病気・トラブルなど）を伝えることに自信がなく 

困っています。電話での話し方のポイントを知りたいです。 

 

A2：基本的に話すときのポイントと同じです。（※Ｐ７参照）ただし、電話は相手の日本 

語能力によって理解力が異なります。直接来てもらう、メールを送るなど、別の手段も 

考えてはいかがでしょうか。メールを送れば、相手が読み上げ機能で何度も聞き返すこ

とができますし、自分で翻訳ソフトにかけることもできます。 

 

     Q3：教材名が、「ぺったん ぺったん」などオノマトペだった場合、どう伝えたら良いですか。 

        （※Ｐ12 参照） 

 

 A3：オノマトペも本来、やさしい日本語に訳した方がわかりやすくなります。ただ、教材名の 

場合は、訳すことが難しいケースもあるので、教材名は残してそれが一体何の活動なの

かという説明を入れるとよいと思います。 

 

     Q4：お便りなどに、漢字を使用しても良いのか悩みます。 

 

A4：使用しても良いと思います。中国の方には読みやすくなりますし、他の国の方も勉強し 

たいという声を聞きます。ふりがなさえあれば、自主学習に使えます。 

 

     Q5：お便りを出す際、日本人の親にも細かく伝えたいが、やさしい日本語だとニュアンスが伝 

わらない場合はどうしたら良いでしょうか。 

 

A5：重要な指示を一か所にまとめて目立つようにしてはどうでしょうか。重要な情報（知らな 

ければ子供が不利益を被る情報）がしっかり伝わる工夫をすれば、その他の部分は残

し てかまわないと思います。 
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【第 1 回：「やさしい日本語」の概念と効果、必要性、変換方法】 

１ 講義 

(1) 静岡県に住む外国人は、日本語でのコミュニケーションの方が伝達効率が良い。 

・ 「やさしい日本語」で会話ができる外国人が 68.6％ 

・ 英語で会話できる外国人が 15.9％ 

 

(2) ローマ字は思ったほど伝わらない事が多いので、紙に書く時はひらがなが良い。またはカ

タカナと漢字にはふり仮名をふる。 

 

(3) 原文を「やさしい日本語」の文章に変換する時は、人間が対応する箇所と、機械で

対応できる箇所がある。 

□人間が対応 → 文章全体の構造を変換する時。 

ポイント 

1. 分量が多いときは圧縮する 

2. 間接的な説明、抽象的な言い回しは、具体的に書く 

3. 整理整頓不全のものは、一度整理し直してから書く 

□機械が対応 → 文・語彙レベルを変換する時。 

・文章診断システム「やさにちチェッカー」 ※文章レベルの診断 

 http://www4414uj.sakura.ne.jp/Yasanichi1/nsindan/ 

・リーディングチュウ太 ※語彙レベルの診断 

http://language.tiu.ac.jp/ 

 

２ 課題 

■先進事例の紹介 

各小学校が作った便りと、東京都 A 中学校のやさしい日本語の便りを比較しながら、減

らしてもよい情報を考える。 

 

 

2-1. 研修内容  
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【第２回：書き言葉の演習】 

１ 講義 

(1) 「やさしい日本語」は、外国人のためだけではなく日本人の児童生徒に対しても有効。 

ア  学校で使用している教科書やテストに使われる日本語は、語彙密度が高く日本 

人児童生徒に対しても難しい。 

イ  「やさしい日本語」で書かれたテストを使用すると、学力の低い日本人児童生徒の

点数が伸びた例もある。 

(2) 学校で使用される独特の表現を見直す。 

以下のような例は、外国人には難しいとされている。 

・９から３をひくといくつですか。    → 「ひく」という表現が、日常生活においての「引く」の意味と違う。 

・ことばとイラストを線で結びましょう。 → 「結ぶ」という表現が、日常生活においての「結ぶ」の意味と違う。 

・ノートの上に筆箱を置きましょう。  → 「上」とはノートの表面上なのか奥なのかが分からない。 

・はい、ノートを取りましょう。      → 「取る」という表現が、日常生活においての「取る」の意味と違う。 

・プリントを回して～。          → 「回す」という表現が、日常生活においての「回す」の意味と違う。 

・はい、お尻ペタンしましょう。      → オノマトペ（擬態語）は難しい。 

・ぞうきんを持ってきてください。     → 「ぞうきん」が分からない。 

・吹き口を持ってきてください。     → 「吹き口」が分からない。（鍵盤ハーモニカ） 

 

【参考文献】 

森篤嗣（2013）『授業を変えるコトバとワザ』くろしお出版 

明治学院大学教養教育センター・社会学部編（2017）『外国につながる子どもたちと教育』

かんよう出版 

バトラー後藤裕子（2011）『学習言語とは何か』三省堂 

 

２ 課題 

■３グループに分かれて、各校の便りを、「やさしい日本語」を活用した便りに書き換える。

（Ｐ9～Ｐ24 参照） 
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【第 3 回：話し言葉の演習、「やさしい日本語」を活用した自動翻訳機利用方法】 

１ 講義 

■話し言葉を分かりやすくするポイント 

・一文一文で切って話す。      

・丁寧体で話す。 

・伝わらないときは言い換える。 

・あいづちを打つ。  

・繰り返す。 

 

２ 課題 

(1) 話し言葉を「やさしい日本語」に言い換える。 

課題１:最近お休みがちょっと多いですねえ。いつも休みの時に連絡がないので、心配してしまい

ます。先生も困るので、お休みするときは手紙か電話をしてもらえないでしょうか。 
   

ポイント：お願いしたい事を冒頭に伝える。要点のみを伝える。 

修正例：お休みの時は手紙か電話をください。最近休みが多くて、心配しています。   

 

課題２:学校の水泳の時間は、ピンクの色付きでセパレートの水着はダメなんです。スクール水着 

を用意してあげてください。スクール水着といっても、フリフリ付きのものはダメですよ。 
   

ポイント：イラストを使い、要点のみをわかりやすく説明する。 

修正例：スクール水着を用意してください。イラストのような水着にしてください。   

 

課題３:【遠足の服装を説明している】体操服で参加させてください。短パンと半そでで集合しま 

すが、カバンの中に長そでと長ズボンを入れて持ってくるように言ってください。雨がふるかも

しれないのでカッパも持ってくるようにお伝えください。 
   

ポイント：イラストを使い、要点のみをわかりやすく説明する。 

修正例：来るときは、短パンと半そでを来てください。カバンに、長そで長ズボンとレインコートを入れ 

てください。 

 

 

(2) 「やさしい日本語」を活用して自動翻訳機（ボイストラ・ポケトーク）を使いこなす。 

「やさしい日本語」を活用して自動翻訳機を使うと、比較的、翻訳精度が上がる。 

ただし、使役や受身のときは訳が難しい場合がある。また、言語によって精度が異なる。 

 

敬語の区分 
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【研修の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 
 

研修で学んだ「やさしい日本語」を活用して、各校の便りを「やさしい日本語」に書き換えた。 

 

沼津市立第五小学校 課題①  

 修正前  

 

 

  

2-2. 「やさしい日本語」を活用した文章への変換 

「あさがおリース」が何かわからない。 

挨拶文が長い。 

文書で説明

しても分か

りづらい。  
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沼津市立第五小学校 課題① 

 修正後  

 

  
リード文に指示

を入れる。  

日本人の保護者への配慮も忘れない。  

イラストや図で例を見せる

ことで分かりやすくする。  
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沼津市立第五小学校 課題② 

 修正前  

 

 

   

  

目立つ場所に、一番伝えたい事が記載されていない。 

「あきみつけ」が

何か分からない。 

別紙にすると分

かりづらい場合

もある。  
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沼津市立第五小学校 課題② 

 修正後  

 

  

挨拶文を省き、本題のみを記載。 

いつ、何をして

ほしいのかを端

的に書く。  

イラストを使っ

て指示をする。  

。  

何の活動なのか

オノマトペの後

に 説 明 を 入 れ

る。  

ポイントを二つ

にしぼり、リード

文に指示を入れ

る。  
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沼津市立第五小学校 課題③ 

 修正前  

 

  

 

挨拶文の中に依頼文が入っていて理解しづらい。  

文面にいくつ

も日時が入っ

ていると混乱

しやすい。  

「〇をつける事」と「提出をする事」が一つの文に入っていて一つの文章が長い。 
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沼津市立第五小学校 課題③ 

 修正後  

 

  

 

選べることを明

確に伝える。  

一文を短くする  

ことで伝えたいこ

とを明確にする。  
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沼津市立第五小学校 課題④ 

 修正前  

 

  

太字になって

いるところが、

保護者に一番

伝えたい事な

のか。  

「ご協力お願いします。」は何をお願いされ

ているのか、曖昧で分かりづらい。 
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沼津市立第五小学校 課題④ 

 修正後  

 

  

時系列に表でまとめ

るとわかりやすい。  

「誰が」「何を」を簡潔

に書く。  

タイトルを簡単にす

ることで「何の便り」

な の か を 明 確 に す

る。  

別紙を付け、図で表記する工夫をする。 

日本人の保護者への配慮も忘れないようにする。 
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焼津市立和田小学校 課題① 

 修正前  

 

  

「わかしおっ子ＤＡＹ」が学校用語で何のことか分からない。 

挨拶文が長く、複雑。 

情報量が多すぎる。

ル。  

「いつ来たら良いのか」など保護者にとって重要な情報が文章に埋もれている。 
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焼津市立和田小学校 課題① 

 修正後  

 

 

  

何のお便りかをタイトルにすることで明確になる。 

冒頭の挨拶文は削除し、伝えたい情報だけを  

簡潔に記載する。  

「お願い」と「お知らせ」をまとめず、二つに分ける。 

余分な文章は書かず、伝えたいことだけを記載する。  
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焼津市立和田小学校 課題② 

 修正前  

 

 

  

タイトルを読んだときに何のお便りかがわからない。  

「予備日」  

「目的地」  

と書いてもその意

味が分からない場

合がある。  

保護者にとって重要

な情報を読み取るの

が難しい。  
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焼津市立和田小学校 課題② 

 修正後  

 

  

項目を６つに絞ることで

簡潔に伝える。  何をやるのかと、お願いしたいことだけを記載。 

イラストを入れると分かりやすい。 
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焼津市立和田小学校 課題③ 

 修正前  

 

 

 

  

リード文に「お願いしたいこと」と「お知らせ」が混在している。  

説明が長くて

混乱する。情報

量を絞る。  

「体調管理をお願いします」は何をお願いされているのか分からない。  
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吹き出しにし、コメントを入れることで

写真の説明文だと理解してもらうように

する。  

焼津市立和田小学校 課題③ 

 修正後  

 

  

お願いしたいことを  

箇条書きで簡潔に書く。 

「お願い」と  

「お知らせ」に  

分ける。  

タイトルを付け

て分かりやすく

する。  
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焼津市立和田小学校 課題④ 

 修正前   

 

  

「黒板消し係」

とは何か分か

らない。  
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焼津市立和田小学校 課題④ 

 修正後  

 

  

「何をした」だけを残すことで、語彙密度を減らす。 

文章を切り、二つの文章にすることで分かりやすくする。  



25 

 

 

 

【研修を終えての感想】 

・どのようにしたら「やさしい日本語」になるかを具体的に考えることができました。 

・文末を敬体にすることの大変さがよく分かりました。 

・日本語のくせが理解できました。（理由から伝える、主語を抜かしてしまうなど） 

 そのあたりに気を付けながら自動翻訳機を使いこなしていきたいと思います。 

・外国人にあった言葉を選び話すことの重要性を再確認する事ができました。 

・外国籍の方に向けて…という視点で研修に参加し始めましたが、実際には外国籍の方にだ

けでなく、誰に対しても使おうという気持ちと技を得る事ができました。 

 

【具体的にどのような業務・場面で活用したいか】 

・外国人の保護者と電話や面談をする時に、持ち物や日程について伝わりやすいよう工夫 

 したいと思います。 

・保護者向けのお便りを作成する時は、できるだけすっきりと分かりやすい文書を作るようにし

たいと思います。また、結論を先に書く事や、イラストや写真を使う事などを心がけていきたい

と思います。 

・授業のワークシート作成に活用したいと思います。（外国人の子でも分かるプリント） 

・学校の諸経費を集金したり、書類を出したりしてもらう時に活用したいと思います。 

・特別支援学級に携わっているので、言葉が苦手な子供たちに分かりやすい言い方を学ん  

 で実践していきたいと思います。 

 

2-3. 参加者からの感想 
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●日本語の文章のレベル確認方法 

 ・文章診断システム「やさにちチェッカー」   

http://www4414uj.sakura.ne.jp/Yasanichi1/nsindan/ 

●日本語の語彙レベル（級）の確認方法 

・「日本語読解システムリーディングチュウ太」 

http://language.tiu.ac.jp  

 ●自治体作成の「やさしい日本語」のガイドブック 

  ・静岡県 「やさしい日本語」の手引き 

http://www4414uj.sakura.ne.jp/Yasanichi1/nsindan/ 

  ・愛知県 「やさしい日本語」の手引き 

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/288127.pdf 

  ・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/public-relations/kijun.html 

 

 

アドバイザーからのメッセージ 

研修をやってみて、こんなに文章が分かりやすくなったことに驚いております。基本原則は、文字量を減らして

すっきりと見やすくすることだと思います。参加してくださった皆様にとっては負担の大きい作業であったとは思いま

すが、この成果は注目に値します。皆様の御協力に感謝申し上げます。 

分かりやすくするということは、情報の取捨選択を伴います。保護者向けのお知らせを例に取ると、重要度の

高いお知らせとは、「それを知らないと、子供に不利益が生じるタイプの情報」です。実は、重要度の高い情報

だけを抜き出せば、お知らせはいくらでもスリムになります。ちょっと淡泊になってしまうため、日本語母語話者に

不評なのではないかと心配されるかもしれませんが、「やさしい日本語」を活用したお便りを先進的に取り入れて

いる東京都の中学校でもそういった不満の声は上がっていないとのことです。何よりも「絶対必要な情報はしっ

かり伝える！」という姿勢は皆様から必ず評価されるものだと思います。 聖心女子大学  准教授 岩田一成 

  

3.参考 

4.最後に 

http://www4414uj.sakura.ne.jp/Yasanichi1/nsindan/
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/288127.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/lang/residents/ej/public-relations/kijun.html
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