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令和2年10月1日に室伏長官がスポーツ庁長官に就任しました。

スポーツ庁長官

室伏　広治（むろふし　こうじ）

【生年月日】 昭和49年10月8日

【出 身 地】 静岡県

【学歴】
平成 16年 3月 中京大学大学院体育学研究科博士課程単位取得後退学
平成 19年 9月 同大学復学後、博士号取得（体育学）

【経歴】
平成 9年 4月 美津濃株式会社入社（平成28.9まで）
平成 21年 4月 中京大学非常勤講師
平成 22年 4月 中京大学スポーツ科学部客員教授
平成 23年 4月 中京大学スポーツ科学部准教授（平成26.9まで）
平成 26年 6月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

スポーツディレクター（令和2.9まで）
平成 26年 8月 東京医科歯科大学特任教授
平成 26年 10月 東京医科歯科大学教授、スポーツサイエンス機構サイエンスセンター長

（令和2.9まで）
平成 28年 9月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
平成 28年 9月 スポーツ局長（平成30.6まで）
令和 2年 10月 スポーツ庁長官
令和 2年 10月 東京医科歯科大学特命教授

新スポーツ庁長官就任

■ 室伏長官就任の様子

【主な競技成績】
［オリンピック］ ［世界陸上競技選手権］
平成12年 シドニー大会 9位（陸上競技/ハンマー投げ） 平成13年 エドモントン大会 銀メダル（ハンマー投げ）
平成16年 アテネ大会 金メダル（陸上競技/ハンマー投げ） 平成15年 パリ大会 銅メダル（ハンマー投げ）
平成20年 北京大会 5位（陸上競技/ハンマー投げ） 平成23年 テグ大会 金メダル（ハンマー投げ）
平成24年 ロンドン大会 銅メダル（陸上競技/ハンマー投げ）

［日本陸上競技選手権大会］
平成7年～平成26年 20連覇（ハンマー投げ）

萩生田大臣より辞令交付を受けた室伏長官 初登庁で、職員より拍手で迎えられる室伏長官
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長官室の椅子に腰かける室伏長官

室伏長官からスポーツ庁職員への訓示

庁内の職員に挨拶にまわる室伏長官

記者会見で今後の抱負を話す室伏長官

鈴木前長官との引継ぎの様子
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ともに創り、ともに未来へ：
新しい発想で先導する科学技術行政と共創の形

ー「科学技術ワクワク挑戦チーム」からの提案−

は
じ
め
に

文
部
科
学
省
が
取
り
組
む
べ
き
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
政
策
の
課
題
の
中
に
は
、
重
要
で
あ
り
な
が
ら
省
内
の

複
数
部
局
に
ま
た
が
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
検
討

や
具
体
的
施
策
の
提
案
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
も
あ

り
、
そ
の
こ
と
に
問
題
意
識
を
持
つ
省
内
職
員
は
若
手
・

中
堅
・
シ
ニ
ア
を
問
わ
ず
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
産

学
官
民
の
幅
広
い
現
場
と
の
政
策
対
話
を
通
じ
て
文
部
科

学
省
職
員
が
政
策
の
提
案
や
実
践
を
行
う
た
め
の
環
境
整

備
を
行
う
と
と
も
に
、
検
討
の
内
容
や
成
果
を
広
く
社
会

に
対
し
て
積
極
的
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
が
一

層
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、
文
部
科
学
省
で
は
、
令

和
元
年
12
月
に
省
内
有
志
職
員
を
広
く
募
る
か
た
ち
で

「
科
学
技
術
ワ
ク
ワ
ク
挑
戦
チ
ー
ム
」（
以
下「
検
討
チ
ー

ム
」と
い
う
。）を
組
織
し
ま
し
た
。
参
加
職
員
は
、
産
学

官
の
幅
広
い
外
部
有
識
者
と
対
話
を
深
め
な
が
ら
、
自じ

由ゆ
う

闊か
っ

達た
つ

な
議
論
を
重
ね
、
今
般
、
そ
の
検
討
結
果
を
次
の
五

つ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
取
り
ま
と
め
る
に
至
り
ま
し
た
。

1
．�博
士
課
程
・
ア
カ
デ
ミ
ア
を
意
欲
あ
る
若
手
が
夢
を

持
っ
て
活
躍
で
き
る
場
に

2
．�科
学
技
術
広
報
に『
ワ
ク
ワ
ク
』の
視
点
で
新
た
な
創

造
性
と
付
加
価
値
を

3
．�地
域
の
科
学
技
術（
ヒ
ト
・
ア
イ
デ
ア
）を
日
本
の
強
み

に
・
魅
力
に
・
成
長
基
盤
に

4
．�知
恵
を
持
ち
寄
り�

と
も
に
乗
り
切
る
：
コ
ロ
ナ
禍
の

研
究
現
場

5
．�い
ま
こ
そ
新
し
い
発
想
で
未
来
型
の
研
究
シ
ス
テ
ム
へ

科
学
技
術
ワ
ク
ワ
ク
挑
戦
チ
ー
ム
か
ら
の

提
案

1

博
士
課
程
・
ア
カ
デ
ミ
ア
を
意
欲
あ
る
若
手
が

夢
を
持
っ
て
活
躍
で
き
る
場
に

資
源
の
乏
し
い
我
が
国
に
と
っ
て
、
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
は
国
力
の
要
で
あ
り
、
こ
れ
を「
知
の
創
出
」の
面

か
ら
支
え
る
主
力
と
な
る
の
は
ア
カ
デ
ミ
ア
人
材
で
す
。
検

討
チ
ー
ム
で
は
、

・�

い
ま
の
若
い
世
代
に
と
っ
て
、
科
学
技
術
を
生
み
出
し

育
ん
で
い
く
研
究
の
世
界
は
果
た
し
て
魅
力
あ
る
活
躍

の
舞
台
だ
ろ
う
か
。

・�

経
済
的
な
問
題
あ
る
い
は
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
上
の
不
透
明
さ

な
ど
の
理
由
か
ら
、
博
士
課
程
に
進
む
こ
と
を
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇
す

る
修
士
課
程
や
学
部
生
が
少
な
く
な
い
と
の
指
摘
が
あ

る
中
、
果
た
し
て
行
政
と
し
て
十
分
に
向
き
合
っ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。

・�

潜
在
的
な
博
士
課
程
・
研
究
人
材
と
し
て
の
若
い
世
代

は
、
将
来
の
職
業
選
択
に
当
た
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
ア

カ
デ
ミ
ア
を
ど
う
捉
え
、
何
を
重
視
し
て
い
る
の
か
。

・�

政
府
部
内
の
審
議
会
・
検
討
会
等
に
お
け
る
政
策
議
論

で
は
、
博
士
課
程
学
生
に
ま
つ
わ
る「
お
金（
経
済
的
支

援
）」や「
職（
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
）」等
に
関
す
る
問
題
提
起

が
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
観
点
に
加
え

て
、
実
際
の「
研
究
環
境
」の
面
が
同
様
に
魅
力
的
な

も
の
で
な
け
れ
ば
、
研
究
活
動
に
意
欲
的
な
若
い
学
生
、

特
に
修
士
課
程
学
生
の
博
士
課
程
進
学
へ
の
意
欲
が
削そ

が
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
実
際
に
、
博
士
課
程

へ
の
進
学
を
躊
躇
す
る
要
因
に
関
し
て
、
今
回
の
検
討

文部科学省大臣官房政策課政策推進室

政策的に重要でありながらこれまで十分に検討が進んでいない科学技術イノベーション政策の局横断的な課
題について、文部科学省の有志職員が中心となって局課の所掌にとらわれず自

じ

由
ゆう

闊
かっ

達
たつ

に議論し、産学官民の
幅広い現場の方々と一体となって未来視点で対話を進めながら、政策を現場目線でより良いものに創り変えて
いくための提案等を検討しました。今般、その検討結果を報告書として取りまとめましたので御紹介します。

特集 1
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特集 1 ともに創り、ともに未来へ：新しい発想で先導する科学技術行政と共創の形
ー「科学技術ワクワク挑戦チーム」からの提案−

チ
ー
ム
に
よ
る
現
場
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通
じ
て
集
ま
っ
た
学

生
か
ら
聴
か
れ
た
声
の
中
に
は
、
先
輩
学
生
の
置
か
れ

た
研
究
室
環
境
や
処
遇
に
不
安
を
覚
え
る
と
の
声
が
少

な
く
な
い
。

・�

検
討
チ
ー
ム
の
着
目
し
た
、
こ
の「
研
究
環
境
」の
側
面

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
行
政
課
題
と
し
て
は
十
分
に
向
き

合
え
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
い
っ
た
問
題
意
識
の
下
、
い
か
に
研
究
室
の「
質
」・「
魅

力
」を
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
各
研
究
者
や
研
究
機
関
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
国
と
し
て
も
高
め
る
方
向
に
後
押
し

し
て
い
け
る
か
に
つ
い
て
、
省
内
外
の
関
係
者
や
有
識
者

と
も
協
働
し
つ
つ
検
討
を
重
ね
ま
し
た
。
そ
の
一
環
と
し

て
、
当
事
者
に
近
い
若
手
世
代
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
産

学
官
の
有
志
の
グ
ル
ー
プ「
官
民
若
手
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
論

E
L
P
I
S
」（
※
）
と
共
同
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、
当
事
者
目
線
で
改
め
て
研
究
室
を

取
り
巻
く
現
状
の
実
態
と
課
題
を
洗
い
出
し
、
そ
の
解
決

に
向
け
た
具
体
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

（
※
）官
民
若
手
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
論
E
L
P
I
S

https://w
w
w
.m
eti.go.jp/policy/econom

y/gijut
su_kakushin/elpis/

そ
の
結
果
、
研
究
室
環
境（
研
究
指
導
、
研
究
室
運

営
）に
係
る
教
員
の
資
質
向
上
と
そ
の
評
価
及
び
研
究
室

選
び
の
重
要
性
が
、
各
種
の
調
査
結
果
と
共
に
浮
か
び
上

が
り
ま
し
た
。
ま
た
、
博
士
課
程
経
験
者
等
へ
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
通
じ
て
寄
せ
ら
れ
た
声
の
中
に
は
、
風
通
し
の
良

い
環
境
形
成
に
は
同
じ
研
究
室
内
の
学
生
で
は
な
く
、
異

な
る
研
究
室
の
中
に
い
る
学
生
同
士
を
つ
な
げ
る（
外
の
世

界
が
視
界
に
入
る
こ
と
）こ
と
が
重
要
と
の
指
摘
も
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
検
討
チ
ー
ム
で
は
、
大
学
院
生

が
研
究
分
野
や
組
織
の
壁
を
超
え
て
集
う
オ
ン
ラ
イ
ン
・
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
形
成
等
を
通
じ
て
横
の
つ
な
が
り
を
持

つ
べ
き
と
の
提
案
に
も
至
り
、
こ
れ
に
は
実
際
に
同
世
代
の

若
手
か
ら
も
大
い
に
賛
同
を
得
る
も
の
で
し
た
。

こ
う
し
た
研
究
室
の「
質
」・「
魅
力
」の
向
上
を
進
め
て

い
く
こ
と
は
、
国
内
外
を
問
わ
ず
優
れ
た
研
究
人
材
の
獲

得
競
争
の
中
に
あ
っ
て
ま
す
ま
す
欠
か
せ
な
い
要
素
に
も
な

る
も
の
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
と
し
て
、
引
き
続
き
高
等

教
育
行
政
・
科
学
技
術
行
政
上
の
重
要
課
題
の
一
つ
と
し

て
位
置
付
け
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
省
内
で
幅
広
く
議
論

を
深
め
て
い
く
中
で
、
関
連
す
る
審
議
会
等
の
議
論
に
お

い
て
も
論
点
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
く
な
ど
、
博
士
課
程

学
生
を
取
り
巻
く
研
究
室
環
境
等
の
要
因
に
つ
い
て
、＂科

学
技
術
人
材
政
策＂
と
＂大
学
院
政
策＂
と
の
両
側
面
か
ら

向
き
合
っ
て
い
き
ま
す
。
加
え
て
、
今
回
の
検
討
チ
ー
ム
に

お
い
て
培
わ
れ
た
現
場
の
学
生
・
若
手
研
究
者
等
と
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
、
研
究
環
境
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
産

学
官
の
理
系
人
材
等
と
の
対
話
を
継
続
実
施
し
て
い
く
と

と
も
に
、
チ
ー
ム
に
お
い
て
、
関
連
の
学
会
へ
の
参
画
等
を

通
じ
て
も
現
役
の
学
生
・
若
手
研
究
者
等
に
対
し
て
積
極

的
に
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

2

科
学
技
術
広
報
に『
ワ
ク
ワ
ク
』の
視
点
で

新
た
な
創
造
性
と
付
加
価
値
を

科
学
技
術
及
び
そ
の
政
策
に
ま
つ
わ
る
広
報
の
大
切
さ

は
、
多
く
の
職
員
が
日
々
の
業
務
の
中
で
痛
感
し
つ
つ
も
、

な
か
な
か
効
果
的
な
打
ち
出
し
に
は
至
ら
ず
、
こ
れ
ま
で

有
効
な
手
立
て
を
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
行
政
課
題
の
一
つ
で

も
あ
り
ま
す
。
検
討
チ
ー
ム
で
は
、

・�

各
大
学
や
研
究
機
関
の
広
報
チ
ー
ム
、
科
学
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
タ
個
人
の
活
動
、
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
通
じ
た

発
信
、
そ
う
し
た
各
取
組
を
通
じ
た
広
報
活
動
の
価
値

を
更
に
高
め
て
い
く
た
め
に
、
い
ま
国
に
求
め
ら
れ
る
役

割
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

・�

文
部
科
学
省
職
員
と
し
て
、
科
学
技
術
行
政
に
つ
い
て

の
理
解
や
共
感
・
支
持
を
得
て
い
く
上
で
、
い
ま
足
り
て

い
な
い
こ
と
は
何
か
。

・�「
科
学
」や「
技
術
」の
中
身
そ
の
も
の
を
伝
え
る
専
門
家

の
活
動
を
い
か
に
下
支
え
し
て
い
け
る
か
、
そ
し
て
行
政

職
員
の
立
場
か
ら
で
な
け
れ
ば
効
果
的
に
な
し
得
な
い
、

あ
る
い
は
本
来
的
に
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る「
科
学

技
術
広
報
」と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

・�

時
代
や
世
代
を
超
え
て
科
学
技
術
の
価
値
を
つ
な
ぎ
、

広
く『
世
の
中
』の
支
持
を
持
続
的
に
得
て
い
く
上
で
大

切
な
こ
と
は
何
か
。

と
い
っ
た
問
題
意
識
の
下
、
省
外
各
所
の
広
報
関
係
者
・

有
識
者
の
方
々
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
幅
広
い
現
場
知

見
の
収
集
と
課
題
の
洗
い
出
し
を
行
い
ま
し
た
。「
広
報
活

動
と
は
元
来
、
人
の
気
持
ち
を
相
手
に
す
る
泥
臭
い
も
の
」

と
の
認
識
に
立
っ
た
上
で
、「
日
本
の
将
来
を
担
う
科
学
技

術
人
材
層
を
厚
く
す
る
た
め
に
は
、
科
学
の
魅
力
に
目
を

向
け
て
も
ら
え
る
泥
臭
い
努
力
を
し
て
い
く
こ
と
、
既
に

多
く
の
魅
力
的
な
遊
び
に
囲
ま
れ
て
い
る
い
ま
の
若
者
た
ち

か
ら
、
ほ
ん
の
5
分
間
だ
け
で
も
時
間
を
も
ら
っ
て
耳
を

傾
け
て
も
ら
え
る
よ
う
な
伝
え
方
が
で
き
る
こ
と
、
そ
の
よ

う
な
人
材
を
養
成
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
」で
あ
る
と
い
っ

た
広
報
関
係
者
か
ら
の
生
の
声
は
、
科
学
技
術
と
そ
の
政

策
を
広
く
世
の
中
に
届
け
て
い
く
役
割
を
担
う
行
政
職
員

の
立
場
か
ら
も
多
く
の
教
訓
と
示
唆
を
含
む
も
の
で
し
た
。

こ
う
し
た
有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
こ

れ
ま
で
研
究
機
関
だ
け
で
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
新
し
い
形

の
広
報
活
動
、
具
体
的
に
は「
科
学
技
術
×
文
化
芸
術
」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/elpis/
https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/elpis/
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の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
共
感
力
・
訴
求
力
の
向
上
の

可
能
性
に
着
目
し
、
広
報
の
関
係
者
が
こ
れ
を
効
果
的
に

進
め
て
い
く
上
で
、
国
と
し
て
も
積
極
的
に
関
与
・
支
援
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
と
の
視
点
を
得
ま
し
た
。
折
し
も
科

学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
お
け
る
人
文
学
・
社
会
科

学
の
政
策
的
意
義
や
重
要
性
が
増
し
て
い
る
中
、
文
理
融

合
に
よ
る
新
し
い
科
学
技
術
や
芸
術
の
価
値
が
創
造
さ
れ

て
い
く
仕
掛
け
を
行
政
サ
イ
ド
か
ら
提
案
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
れ
ば
意
義
深
く
、
引
き
続
き
、
大
学
・
研

究
機
関
等
の
広
報
関
係
者
や
省
内
外
の
政
策
関
係
者
と
も

一
緒
に
な
っ
て
、
現
場
ヒ
ア
リ
ン
グ
・
調
査
及
び
そ
れ
に
基

づ
く
今
後
の
政
策
へ
の
反
映
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

加
え
て
、
科
学
技
術
の
大
切
さ
に
つ
い
て
日
本
中
が
同

じ
時
間
を
共
有
す
る
特
別
な
一
週
間
で
あ
る「
科
学
技
術

週
間
」を
、
こ
う
し
た
科
学
技
術
広
報
の
観
点
か
ら
更
に

活
用
し
て
い
く
た
め
の
検
討
も
行
い
ま
し
た
。
具
体
的
に

は
、「
科
学
技
術
週
間
」を
更
に
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
い

け
る
よ
う
、「
一
家
に
1
枚
」ポ
ス
タ
ー
の
コ
ン
テ
ン
ツ
充
実

化
等
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

あ
わ
せ
て
、
広
報
に
関
す
る
専
門
的
な
知
見
を
有
し
た

広
報
戦
略
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や
省
内
公
募
に
よ
る
有
志
職
員

チ
ー
ム
と
も
連
携
し
、
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に

関
す
る
効
果
的
な
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
例
え

ば
、
効
果
的
な
省
内
研
修
の
実
施
等
を
通
じ
て
広
く
職
員

の
広
報
マ
イ
ン
ド
の
醸
成
や
意
識
改
革
に
つ
な
げ
て
い
く
と

と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
充
実
な
ど
対

外
的
な
情
報
発
信
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
の
強
化
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。
引
き
続
き
、
今
回
の「
ワ
ク
ワ
ク
」検

討
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
、
省
内
の
政
策
担
当
部
署
と

も
密
に
協
働
し
て
い
き
ま
す
。

3

地
域
の
科
学
技
術（
ヒ
ト
・
ア
イ
デ
ア
）を

日
本
の
強
み
に
・
魅
力
に
・
成
長
基
盤
に

検
討
チ
ー
ム
で
は
、
地
方
自
治
体
や
地
方
大
学
等
か
ら

の
聴
き
取
り
や
意
見
交
換
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
の
科
学

技
術
行
政
に
お
け
る
地
域
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政

策
の
到
達
点
と
課
題
を
改
め
て
洗
い
直
し
た
上
で
、
そ
う

し
た
課
題
と
向
き
合
い
、
更
に
時
代
を
先
導
す
る
地
域
科

学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に

つ
い
て
も
検
討
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、「
地
域
科
学

技
術
」行
政
に
携
わ
る
文
部
科
学
省
職
員
自
身
が
、
実
態

に
即
し
た
地
域
ニ
ー
ズ
の
把
握
・
理
解
が
ま
だ
十
分
で
は
な

い
の
で
は
な
い
か
、
本
当
の
意
味
で「
現
場
主
義
」を
実
践

で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
意
識
に
至
り
ま
し

た
。今

回
の
検
討
は
、
職
員
の
地
方
自
治
体
職
員
と
の
＂ク

ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト＂
的
な
人
的
つ
な
が
り
、
そ
し
て

地
元
の
強
み
を
知
る
大
学
・
研
究
機
関
の
研
究
者
協
議
体

へ
の
職
員
の
参
画
等
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い

て
再
考
す
る
機
会
と
も
な
り
ま
し
た
。
実
際
に
、
文
部
科

学
省
職
員
の
中
に
は
、
地
方
自
治
体
や
地
方
大
学
に
出
向

後
、
一
定
の
期
間
あ
る
い
は
随
時
の
形
で
引
き
続
き
そ
う

し
た
地
方
と
の
つ
な
が
り
を
維
持
し
て
き
た
ケ
ー
ス
も
あ
り

ま
す
。

検
討
を
進
め
て
い
く
中
で
、
検
討
チ
ー
ム
が
提
案
し
た

施
策
の
一
つ
に
、
一
部
の
国
で
普
及
の
進
む「
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
・
バ
ウ
チ
ャ
ー
」制
度
の
導
入
に
関
す
る
も
の
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
、「
金
の
切
れ
目
が
縁
の
切
れ
目
」と
な

る
こ
と
な
く
、
大
学
発
の
研
究
成
果
を
持
続
的
に
地
域
活

性
化
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
の
新
た
な
施
策
検
討
を
行
っ

た
も
の
で
、
具
体
的
に
は
、
企
業
ニ
ー
ズ
か
ら
研
究
者
の

シ
ー
ズ
と
の
効
果
的
な
マ
ッ
チ
ン
グ
の
促
進
に
加
え
、
研
究

者
あ
る
い
は
研
究
テ
ー
マ
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
大
規
模
に
集

積
し
た
上
で
、
A
I
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
解
析
な
ど
も
利
用
し

た
マ
ッ
チ
ン
グ
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
）の

構
築
及
び
そ
の
利
活
用
促
進
方
策
を
進
め
て
い
く
こ
と
を

提
案
す
る
も
の
で
す
。
引
き
続
き
、
文
部
科
学
省
職
員
が

様
々
な
立
場
と
観
点
か
ら
地
域
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
に
向
き
合
う
こ
と
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
て
い
く
と

と
も
に
、
関
係
省
庁
と
の
協
働
の
下
、
産
学
官
の
新
た
な

マ
ッ
チ
ン
グ
制
度
の
実
現
・
実
装
可
能
性
や
人
材
育
成
・
頭

脳
循
環
の
観
点
も
含
め
、
ア
カ
デ
ミ
ア
の
知
の
社
会
還
元

が
更
に
促
進
さ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り
を
検
討
し
て

い
き
ま
す
。

4

知
恵
を
持
ち
寄
り 

と
も
に
乗
り
切
る
：

コ
ロ
ナ
禍
の
研
究
現
場

コ
ロ
ナ
禍
の
研
究
現
場
の
抱
え
る
様
々
な
課
題
や
厳
し

い
状
況
に
つ
い
て
は
、
既
に
省
内
外
の
主
体
に
よ
り
複
数

の
先
行
的
な
調
査
に
よ
り
部
分
的
な
把
握
が
な
さ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
こ
れ
を
受
け
て
の
具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
に
は

ま
だ
十
分
に
着
手
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
今
回

の
検
討
チ
ー
ム
で
は
、
そ
う
し
た
先
行
調
査
か
ら
浮
か
び

上
が
っ
た
各
種
課
題
、
例
え
ば
、「
図
書
館
閉
鎖
の
た
め

に
調
べ
物
が
で
き
な
い
」、「
ラ
ボ
閉
鎖
の
た
め
に
論
文
投

稿
の
た
め
の
実
験
が
で
き
な
い
」、「
海
外
渡
航
・
フ
ィ
ー
ル

ド
調
査
を
行
え
な
い
」な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
困
難

な
状
況
を
実
際
に
克
服
し
乗
り
越
え
て
き
た
現
場
か
ら
先

行
的
な
知
見
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
得
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を

効
果
的
に
横
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
、
ウ
ェ
ブ

ア
ン
ケ
ー
ト
形
式
の
独
自
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
本
調
査
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特集 1 ともに創り、ともに未来へ：新しい発想で先導する科学技術行政と共創の形
ー「科学技術ワクワク挑戦チーム」からの提案−

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
若
手
職
員
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り

進
め
ら
れ
、
産
学
官
民
の
現
場
と
も
一
体
と
な
っ
て
1
か

月
と
い
う
短
期
間
で
機
動
的
に
進
め
ら
れ
た
点（
経
済
産

業
省「
若
手
W
G（
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
）」事
務
局
、
ア

カ
デ
ミ
ス
ト
株
式
会
社
及
び「
官
民
若
手
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

論
E
L
P
I
S
」と
共
同
で
実
施
）、
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で

の
検
討
チ
ー
ム
で
培
っ
て
き
た
ア
カ
デ
ミ
ア
内
外
の
人
脈
を

フ
ル
活
用
す
る
こ
と
で
海
外
に
身
を
置
く
学
生
等
も
含
め
、

ふ
だ
ん
の
行
政
側
か
ら
の
調
査
で
は
な
か
な
か
リ
ー
チ
し
に

く
い
層
に
も
幅
広
く
行
き
届
い
た
点
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

調
査
結
果
か
ら
は
、
多
く
の
研
究
現
場
が
苦
境
に
あ
り

な
が
ら
も
、
様
々
な
現
場
努
力
や
横
の
協
力
を
通
じ
て
乗

り
越
え
つ
つ
あ
る
様
子
が
多
く
の
具
体
的
事
例
や
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
共
に
浮
か
び
上
が
り
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
調
査
を
補

完
す
る
有
用
な
現
場
知
見
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、

マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
で
き
る
だ
け
緩
和
し
つ
つ
工
夫
し
て
プ

ラ
ス
へ
と
転
換
さ
せ
て
き
た
事
例
と
し
て
、
ラ
ボ
の
研
究

を
進
め
る
に
当
た
っ
て
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た

オ
フ
ィ
ス
ア
ワ
ー
を
設
定
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
を
積
極
的

に
活
用
し
た
事
例
や
、
学
会
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催（
バ
ー

チ
ャ
ル
ポ
ス
タ
ー
、W

ebinar

）に
よ
り
、
同
時
期
に
開
催

す
る
他
学
会
等
と
の
連
携
や
同
時
参
加
を
可
能
と
し
た
事

例
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ラ
ボ
へ
の
出
入
り
が
で
き

な
い
期
間
を
利
用
し
て
、
ふ
だ
ん
は
な
か
な
か
手
に
つ
か

な
い
知
識
の
習
得
や
伝
達
、
研
究
計
画
の
再
整
理
・
練
り

直
し
の
機
会
に
時
間
を
充
て
た
り
、
業
務
の
オ
ン
ラ
イ
ン

化
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
で
ラ
ボ
内
外
の
人
脈
の
拡
大
や
研

究
室
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
促
進
や
事
務
作
業
の
思
い

切
っ
た
効
率
化
に
つ
な
げ
た
り
す
る
な
ど
の
事
例
も
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。
加
え
て
、
職
員
の
勤
務
日
の
割
当
て
に
土
日

ま
で
を
含
め
る
こ
と
で
効
果
的
な
＂3
密＂
回
避
を
図
る
な

ど
、
柔
軟
な
学
内
規
定
の
運
用
を
通
じ
た
工
夫
や
改
善
も

見
ら
れ
ま
し
た
。

研
究
活
動
へ
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影
響
と
し
て
は
、

各
種
の
先
行
調
査
か
ら
見
え
た
と
お
り
、
当
然
マ
イ
ナ
ス

の
影
響
が
大
き
い
な
が
ら
も
、
中
に
は
工
夫
や
ア
イ
デ
ア
に

よ
っ
て
一
部
な
り
と
も
プ
ラ
ス
の
影
響
へ
と
転
換
さ
せ
て
こ

ら
れ
た
研
究
室
や
研
究
者
の
取
組
は
、
今
後
の
あ
り
得
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
第
2
波
・
第
3
波
が
発
生

し
た
際
の
対
策
と
し
て
も
、
ま
た
、
更
に
新
た
な
感
染
症

拡
大
等
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
も
生
か
し
て
い
く
べ
き

知
見
で
す
。

本
検
討
チ
ー
ム
を
含
む
関
係
者
一
同
、
今
回
の
チ
ャ
レ

ン
ジ
の
成
果
と
教
訓
を
十
分
に
生
か
し
、w

ith/after

コ
ロ

ナ
の
新
し
い
研
究
現
場
の
在
り
方
を
見
据
え
た
上
で
、「
機

動
的
に
先
手
を
打
て
る
科
学
技
術
行
政
」に
向
け
て
具
体

的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。
例
え
ば
、
今
回

得
ら
れ
た
現
場
知
見
を
、
今
後
の
各
種
調
査
や
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
等
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
改
訂
等
に
際
し
て
的
確
に
反

映
さ
せ
て
い
く
と
と
も
に
、
今
後
の
科
学
技
術
行
政
の
在

り
方
と
課
題
、
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
な
研
究
現
場
と
の
向
き

合
い
方
等
に
関
す
る
追
加
的
な
調
査
・
検
討
を
実
施
し
、

N
I
S
T
E
P
等
に
お
け
る
先
行
的
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の

結
果
等
と
も
合
わ
せ
て
、
各
局
課
の
政
策
立
案
や
政
策
評

価
、
審
議
会
等
に
お
け
る
検
討
に
幅
広
く
活
用
し
て
い
き

ま
す
。

5

い
ま
こ
そ
新
し
い
発
想
で
未
来
型
の

研
究
シ
ス
テ
ム
へ

研
究
現
場
の
抱
え
る
課
題
を
行
政
サ
イ
ド
で
的
確
に
把

握
し
、
政
策
を
通
じ
て
そ
の
解
決
・
緩
和
を
図
っ
て
い
く
こ

と
は
科
学
技
術
行
政
の
役
割
で
す
。
分
野
特
性
や
機
関
特

性
等
に
応
じ
て
研
究
の
営
み
や
活
動
様
式
も
大
き
く
異
な

る
中
、
＂一
律
の
処
方
箋＂
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も

我
が
国
の
研
究
者
層
や
研
究
リ
ソ
ー
ス
の
実
情
を
踏
ま
え
、

こ
れ
ま
で
の
行
政
経
験
に
照
ら
し
、
教
訓
に
学
び
、
想
像

力
を
働
か
せ
て
未
来
の
科
学
技
術
行
政
を
先
導
し
て
い
く

努
力
は
、
行
政
サ
イ
ド
と
し
て
研
究
の
現
場
と
の
密
な
協

働
を
通
じ
て
不
断
に
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

近
年
、
オ
ー
プ
ン
サ
イ
エ
ン
ス
の
潮
流
に
あ
っ
て
多
く
の
研

究
分
野
に
お
い
て
研
究
の
様
式
や
研
究
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
在

り
方
も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
く
中
、
今
回
の
検
討

チ
ー
ム
で
は
、
研
究
活
動
の
主
な
側
面
と
し
て「
頭
を
働
か

せ
る
研
究
過
程（
ブ
レ
イ
ン
ワ
ー
ク
）」と「
手
を
動
か
す
実

験
等
の
過
程（
フ
ィ
ジ
カ
ル
ワ
ー
ク
）」と
の
二
つ
が
あ
る
こ

と
に
ま
ず
着
目
し
ま
し
た
。
研
究
現
場
の
課
題
や
ニ
ー
ズ

は
、
両
側
面
で
重
な
る
部
分
も
あ
れ
ば
各
側
面
に
固
有
の

要
素
も
あ
り
ま
す
。
実
際
、
研
究
現
場
か
ら
聴
か
れ
る
声

は
、「
研
究
に
充
て
ら
れ
る
総
時
間
が
減
っ
て
い
る
」と
い
っ

た
両
側
面
に
共
通
の
課
題
も
あ
れ
ば
、「
学
内
外
の
業
務
で

研
究
時
間
が
寸
断
さ
れ
、
腰
を
据
え
て
じ
っ
く
り
考
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
」、「
大
学
等
の
技
術
職
員
が
減
少
し
て

し
ま
い
、
教
員
や
学
生
が
機
器
の
保
守
や
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ

て
い
る
」な
ど
、
ブ
レ
イ
ン
ワ
ー
ク
と
フ
ィ
ジ
カ
ル
ワ
ー
ク
の

そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
や
そ
れ
ら
の
バ
ラ
ン
ス
に
改
め
て
目
を
向

け
ざ
る
を
得
な
い
現
状
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
そ
う
し

た
中
、
検
討
チ
ー
ム
で
は
、

・�

目
下
、
社
会
全
体
が
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、
研
究
現
場

で
も
大
学
等
の
閉
鎖
に
よ
り
ラ
ボ
で
の
フ
ィ
ジ
カ
ル
ワ
ー

ク（
実
験
）が
停
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
続
く
な
ど

様
々
な
支
障
が
生
じ
て
い
る
中
、
研
究
活
動
の
各
側
面

を
い
か
に
支
え
て
い
く
か
、
そ
の
科
学
技
術
行
政
を
通
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じ
た
政
策
と
し
て
の
向
き
合
い
方
も
い
ま
一
度
精
査
し
、

見
直
す
べ
き
時
機
を
迎
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

・�
先
の
オ
ー
プ
ン
サ
イ
エ
ン
ス
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
そ
れ

は
ど
の
よ
う
に
研
究
分
野
の
特
性
等
も
勘
案
さ
れ
た
上

で
政
策
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
か
。

と
い
っ
た
問
題
意
識
の
下
、「
未
来
型
研
究
シ
ス
テ
ム
」を

一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
掲
げ
、
そ
の
姿
を
、
科
学
技

術
行
政
の
視
点
か
ら
上
述
の
一
面
な
り
と
も
描
き
出
す
こ

と
を
目
指
し
、
各
種
先
行
調
査
や
提
言
、
有
識
者
ヒ
ア
リ

ン
グ
の
結
果
等
を
も
と
に
検
討
を
重
ね
ま
し
た
。
そ
の
際
、

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン（
D
X
）等
に
伴
う

研
究
イ
ン
フ
ラ
の
高
度
化
が
急
速
に
進
む
中
に
あ
っ
て
、

フ
ィ
ジ
カ
ル
ワ
ー
ク
に
相
当
す
る
部
分
を
従
来
の
ア
カ
デ
ミ

ア
の
輪
郭
の
外
へ
と
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
す
る
こ
と
の
潜
在
的
な

優
位
性
の
観
点
に
着
目
し
ま
し
た
。
当
然
、
研
究
分
野
の

特
性
上
、
全
て
の
分
野
に
こ
う
し
た
手
法
が
な
じ
む
も
の

で
は
な
い
に
し
ろ
、
論
文
生
産
活
動
の
中
で
も
特
に
大
き

な
比
重
を
占
め
る
基
礎
生
命
科
学
・
臨
床
医
学
や
化
学
等

の
研
究
分
野
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
、
こ
う
し
た
手
法
の

実
装
可
能
性
や
有
効
性
、
こ
れ
に
伴
う
長
期
的
な
政
策
効

果
等
は
優
先
的
な
検
討
事
項
に
な
り
得
ま
す
。
こ
う
し
た

フ
ィ
ジ
カ
ル
ワ
ー
ク
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
が
実
効
的
か
つ
質
保

証
を
も
伴
う
形
で
組
み
込
ま
れ
た「
拡
張
さ
れ
た
ア
カ
デ
ミ

ア
」の
姿
を
描
い
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
を
効
果
的
に

機
能
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
新
た
な
ア
カ
デ
ミ
ア
の
エ
コ
シ

ス
テ
ム
の
実
現
に
向
け
た
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

今
回
、
報
告
書
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
取
組
に
つ
い
て

は
、
本
年
7
月
末
に
、
萩
生
田
文
部
科
学
大
臣
、
上
野
文

部
科
学
副
大
臣（
当
時
）、
青
山
文
部
科
学
大
臣
政
務
官

（
当
時
）と
の
意
見
交
換
会
を
開
催
し
、
有
志
の
若
手
職
員

か
ら
発
表
し
た
上
で
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

今
回
の
検
討
チ
ー
ム
に
よ
る
五
つ
の
提
案
内
容
が
、
改

め
て
科
学
技
術
行
政
の
あ
る
べ
き
姿
と
価
値
を
文
部
科
学

省
職
員
自
身
が
問
い
直
す
き
っ
か
け
と
も
な
る
こ
と
、
そ

し
て「
新
し
い
現
場
主
義
」の
目
線
で
科
学
技
術
行
政
を
先

導
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
反
省
材
料
と
新
た
な
視
点
を

も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
検
討
チ
ー

ム
に
参
画
し
た
職
員
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
多
岐
に
わ
た

り
、
中
に
は
博
士
号
取
得
後
に
行
政
の
道
に
進
ん
だ
者
も

少
な
か
ら
ず
い
ま
し
た
。
文
部
科
学
省
と
し
て
、
今
後
の

科
学
技
術
政
策
の
在
り
方
を
中
長
期
的
視
野
か
ら
考
え
、

機
動
的
に
政
策
を
打
ち
出
し
、
推
進
し
て
い
く
に
当
た
り
、

ア
カ
デ
ミ
ア
と
の
政
策
対
話
を
よ
り
一
層
深
め
て
い
く
べ
き

場
面
で
は
、
そ
う
し
た
博
士
号
取
得
者
の
専
門
的
な
土
地

勘
や
経
験
値
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
、
何
よ
り
も
研
究
現
場

を
支
え
て
い
く
こ
と
へ
の
大
き
な
熱
意
が
、「
現
場
目
線
」

に
立
っ
た
よ
り
良
い
行
政
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
く
も
の
と

考
え
ま
す
。

今
回
の
取
組
を
通
じ
て
検
討
さ
れ
て
き
た
内
容
は
、
文

部
科
学
省
の
実
施
す
る「
提
案
型
政
策
形
成
」や
科
学
技

術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
お
け
る
各
種
事
業
と
も
効
果
的

に
連
動
さ
せ
つ
つ
、
引
き
続
き
省
内
外
の
政
策
関
係
者
や

学
識
有
識
者
、
そ
し
て
広
く
世
の
中
と
の
対
話
を
通
じ
て

文
部
科
学
行
政
を
謙
虚
に
見
つ
め
直
し
、
現
場
と
一
体
と

な
っ
て
よ
り
良
い
研
究
現
場
、
未
来
型
の
研
究
シ
ス
テ
ム

に
創
り
変
え
て
い
く
取
組
を
体
制
的
に
も
強
化
し
て
い
き

ま
す
。
今
回
の
検
討
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
に
限
ら
ず
、
文
部

科
学
省
の
若
手
職
員
の
中
に
は
、
様
々
な
組
織
的
あ
る
い

は
自
主
的
な
枠
組
み
の
中
で
民
間
企
業
等
と
の
間
で
の
人

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
や
政
策
対
話
を
進
め
て
い
る
ケ
ー

ス
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
チ
ー
ム
で
検
討
さ
れ
た
各
観
点
・

テ
ー
マ
の
共
通
項
で
あ
っ
た「
ワ
ク
ワ
ク
」が
、
厳
し
い
現
実

に
目
を
向
け
つ
つ
も
、
関
係
者
が
一
体
と
な
っ
て
前
向
き

に
取
り
組
ん
で
い
く
上
で
の
求
心
力
と
も
な
り
、
魅
力
あ

る
研
究
現
場
を
創
り
出
し
、
活
性
化
し
、
そ
し
て
支
え
て

い
く
上
で
欠
か
せ
な
い
原
動
力
で
あ
り
続
け
る
よ
う
、
文

部
科
学
省
と
し
て
よ
り
良
い
科
学
技
術
行
政
を
通
じ
て
貢

献
し
て
い
き
ま
す
。

【
参
考
】「
と
も
に
創
り
、
と
も
に
未
来
へ
：
新
し
い
発
想
で

先
導
す
る
科
学
技
術
行
政
と
共
創
の
形
」
―「
科
学
技
術

ワ
ク
ワ
ク
挑
戦
チ
ー
ム
」か
ら
の
提
案
―

https://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/houd
ou/2020/1417045_00004.htm

l
大臣、副大臣、政務官との意見交換会の様子

（令和2年7年29日 於 文部科学省）

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/1417045_00004.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/1417045_00004.html
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「
在
留
支
援
の
た
め
の
や
さ
し
い
日
本
語

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に
つ
い
て

出
入
国
在
留
管
理
庁
及
び
文
化
庁
は
、
令
和
2
年
8
月

に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
外
国
人
向
け
に
情
報
発
信
を

行
う
際
に
や
さ
し
い
日
本
語
を
用
い
る
こ
と
に
資
す
る
よ

う
、「
在
留
支
援
の
た
め
の
や
さ
し
い
日
本
語
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」を
作
成
し
公
開
し
ま
し
た
。

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
共
生
社
会
実
現
に
向
け
た
や
さ

し
い
日
本
語
の
活
用
を
促
進
す
る
た
め
、
多
文
化
共
生
や

日
本
語
教
育
の
学
識
経
験
者
等
を
招
き
、
有
識
者
会
議
を

開
催
し
、
作
成
し
た
も
の
で
す
。

本
稿
で
は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要
及
び
や
さ
し
い
日

本
語
の
作
成
方
法
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

や
さ
し
い
日
本
語
と
は

や
さ
し
い
日
本
語
と
は
、
難
し
い
言
葉
を
言
い
換
え
る

な
ど
、
相
手
に
配
慮
し
た
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
の
こ
と

で
す
。

国
内
に
在
留
す
る
外
国
人
は
令
和
元
年
12
月
末
現
在
で

約
2
9
3
万
人
、
30
年
で
約
3
倍
、
ほ
ぼ
毎
年
増
加
し
て

お
り
、
今
後
も
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
国
籍
・
地
域
も
多
様
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
外
国
人
が
生
活
し
て
い
く
上
で
必
要

な
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
た
め
に
は
、
多
言
語
対
応
と
併
せ
て
、
生
活
し

て
い
く
上
で
必
要
な
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
日
本
語
で
伝

え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

在留支援のための
やさしい日本語ガイドライン

文化庁国語課

特集 2

出入国在留管理庁及び文化庁は、国や地方公共団体が外国人向けに情報
発信を行う際にやさしい日本語を用いることに資するよう、令和2年8月に
「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を新たに策定しました。

「韓国・朝鮮」について、2011年末の統計までは、外国人登録証明書の「国籍欄」に「朝鮮」の表記がされている人と「韓国」の表記がされている韓国籍を持っている人を合わせて「韓国・朝鮮」と計上し
ていたが、2012年末の統計からは、在留カード等の「国籍・地域」欄に「韓国」の表記がされている人を「韓国」に、「朝鮮」の表記がされている人を「朝鮮」に計上している。

0

ははじじめめにに

外国人住民の増加と多様化

第１章

日本に住む外国人は、この30年で３倍に増え、国籍も多様化しています。
外国人への情報発信の手段としてやさしい日本語を広く活用することが
期待されています。

✽ 日本に住む外国人は、ほぼ毎年増えている
日本に住む外国人の数は、ほぼ毎年増えていて、2019年末には約293万人で過去最多になり、30年で約３倍に増
えています。また、日本に住む外国人の国籍の多様化が進んでいます。日本に住む外国人の国籍を見ると、1988年に
は全体の７割強が韓国・朝鮮でしたが、2019年には中国、韓国、ベトナム、フィリピン、ブラジルの５か国を合わせて７
割強になっており、上位10の国籍・地域の公用語だけで９言語に上ります(※) 。
外国人が日本で安全に安心して生活するためには、法律などのルール、在留や社会保険などの手続、災害・避難情報
をはじめとする国や地方公共団体からのお知らせなどを正しく理解することが必要です。

日本に住む外国人は
30年で約３倍に

◆1988(昭和63)年
12月末

在留外国人の国籍・地域別内訳

在留外国人(総数) 91万1,005人 在留外国人(総数) 293万3,137人

※ 「令和元年末現在における在留外国人数について」（法務省）

27.7％
中国

15.2％
韓国

14.0％
ベトナム

9.6％
フィリピン

7.2％
ブラジル

2.2％台湾

3.3％
ネパール

14.5％
その他

2.3％インドネシア

2.0％米国

1.9％タイ

72.0％
韓国・朝鮮

13.7％
中国

3.5％
米国

3.4％
フィリピン

5.6％
その他

0.6％タイ
0.5％ベトナム

0.4％ブラジル 0.3％インドネシア

0％ネパール

0

在留外国人の国籍・地域、公用語、人数(2019年12月) ※( )内は2019年12月時点の総人口(126,144,000人)との比較。
(四捨五入しているため、累計については表内の構成比の和と一致しない)

国籍・地域 公用語 人数 構成比 累計

１ 中国 中国語 813,675 27.7％(0.7％) 27.7％(0.6％)

２ 韓国 韓国語 446,364 15.2％(0.4％) 42.9％(1.0％)

３ ベトナム ベトナム語 411,968 14.0％(0.3％) 57.0％(1.3％)

４ フィリピン フィリピン語・英語 282,798 9.6％(0.2％) 66.6％(1.5％)

５ ブラジル ポルトガル語 211,677 7.2％(0.2％) 73.8％(1.7％)

６ ネパール ネパール語 96,824 3.3％(0.08％) 77.1％(1.8％)

７ インドネシア インドネシア語 66,860 2.3％(0.05％) 79.4％(1.8％)

８ 台湾 中国語 64,773 2.2％(0.05％) 81.6％(1.9％)

９ アメリカ合衆国 英語 59,172 2.0％(0.05％) 83.6％(1.9％)

10 タイ タイ語 54,809 1.9％(0.04％) 85.5％(2.0％)

上位10の国籍・地域の公用語だけでも
９言語あります

国籍・地域 公用語 人数 構成比 累計

11 ペルー スペイン語 48,669 1.7％(0.04％) 87.2％(2.0％)

12 インド ヒンディー語・英語 40,202 1.4％(0.03％) 88.5％(2.1％)

13 ミャンマー ミャンマー語 32,049 1.1％(0.03％) 89.6％(2.1％)

14 朝鮮 朝鮮語 28,096 1.0％(0.02％) 90.6％(2.1％)

15 スリランカ シンハラ語・タミル語 27,367 0.9％(0.02％) 91.5％(2.1％)

16 イギリス 英語 18,631 0.6％(0.01％) 92.1％(2.1％)

17 パキスタン ウルドゥー語・英語 17,766 0.6％(0.01％) 92.8％(2.2％)

18 バングラデシュ ベンガル語 16,632 0.6％(0.01％) 93.3％(2.2％)

19 カンボジア クメール語 15,020 0.5％(0.01％) 93.8％(2.2％)

20 フランス フランス語 14,106 0.5％(0.01％) 94.3％(2.2％)

その他 ー ー 165,679 5.6％(0.13％) 100％(2.3％)

総数 ー ー 2,933,137 100％(2.3％) 100％(2.3％)

◆2019(令和元)年
12月末
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や
さ
し
い
日
本
語
の
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り

や
さ
し
い
日
本
語
は
、
平
成
7
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震

災
以
降
、
外
国
人
に
対
し
て
も
迅
速
な
災
害
な
ど
の
情
報

伝
達
を
行
う
手
段
と
し
て
取
組
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
東
日
本
大
震
災
を
経
て
、
や
さ
し
い
日
本
語
で
の
情

報
発
信
の
取
組
が
全
国
に
広
が
っ
た
も
の
で
す
。
近
年
に

お
い
て
は
、
外
国
人
住
民
と
日
本
人
住
民
の
交
流
を
促
進

す
る
手
段
と
し
て
も
や
さ
し
い
日
本
語
を
活
用
し
た
取
組

が
進
ん
で
い
ま
す
。

多
く
の
在
留
外
国
人
は
、
簡
易
な
日
本
語
で
あ
れ
ば
理

解
で
き
る
と
の
傾
向
が
で
て
い
ま
す
。
生
活
の
た
め
の
日
本

語
に
関
す
る
調
査
に
よ
る
と
、
日
常
生
活
に
困
ら
な
い
程

度
以
上
に
日
本
語
会
話
力
が
あ
る
人
の
割
合
が
82
・
2
％
、

日
常
生
活
に
困
ら
な
い
言
語
を
日
本
語
と
し
た
人
の
割
合

が
62
・
6
％
、
希
望
す
る
情
報
発
信
言
語
を「
や
さ
し
い
日

本
語
」と
し
た
人
は
76
％
で
し
た
。1

「「ややささししいい日日本本語語ガガイイドドラライインン」」のの概概要要
✽ 注目されるやさしい日本語
このような社会の変化を受けて、日本に住む外国人に情報を伝えたいときに、多言語で翻訳・通訳するほかに、やさし
い日本語を広く活用することが期待されています。やさしい日本語は、難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮したわ
かりやすい日本語のことです。日本語の持つ美しさや豊かさを軽視するものではなく、外国人、高齢者や障害のある人な
ど、多くの人に日本語を使ってわかりやすく伝えようとするものです。

✽ 受け手の外国人からも高いニーズ
受け手の外国人の言葉のニーズはどうでしょうか。生活のための日本語に関する調査によると、「日常生活に困らない
言語」を「日本語」とした外国人は約63%に上り、「英語」と答えた外国人の44％を大きく上回っています。また、法務
省による調査でも、日本語で会話ができると答えた外国人は８割を超えています。さらに、東京都国際交流委員会の
調査では、「希望する情報発信言語」として「やさしい日本語」を選んだ人が最も多く76％、「英語」が68％、「日本語」
が22％、「機械翻訳された母国語」が12％、「非ネイティブが訳した母国語」が10％と、やさしい日本語に対するニーズ
が高いことがわかります。
一方で、やさしい日本語の取組を進めることと同様に、多言語での情報の提供や、外国人の日本語学習の機会の確
保が重要であることは、言うまでもありません。また、コミュニケーションの導入としてやさしい日本語を使い、複雑なことを伝
える際は、多言語化された資料を用意するなど、使い分けも必要です。

0 10 20 30 40 50 60 70 80

日本語

やさしい日本語

機械翻訳された
母国語

英語

非ネイティブが訳した
母国語

22

76

12

68

10

調査対象者等：東京都在住または在勤の外国人100名。都内各所(全６ヶ所)
調査時間を以下の２部に分けて調査実施。
【第1部】ヒアリング調査
調査員１名が回答者１～２名に対して、やさしい日本語または英語
での聞き取り調査を実施。所要時間1時間10分～30分。
【第２部】グループインタビュー調査
調査員２名が各回参加の回答者全員に対して、やさしい日本語と
英語でのグループインタビューを実施。所要時間は20～40分。

東京都在住外国人向け情報伝達に関するヒアリング調査
(東京都国際交流委員会 2018年)

平成28年度法務省委託調査研究事業「外国人住民調査報告書」より
調査対象者：日本の37市区に在留する18歳以上の外国人

(適法に一定期間以上日本で生活している人)
調査規模：１市区当たり 500人(単純無作為抽出) 計18,500人
回収数：4,252人(回収率23.0％)

日本人と同程度に
会話ができる
(29％)

仕事や学業に差し支えない
程度に会話できる
(23％)

日常生活に困らない
程度に会話できる

(30％)

日本語での会話は
ほとんどできない
(10％)

その他
(３％)

無回答・不明
(５％)

日常生活に困らない程度以上(赤文字)の会話力
82.2％

外国人が希望する情報発信言語
やさしい日本語 76％

（人/100人）

外国人が日常生活に困らない言語

0.0％

10.0％

20.0％

30.0％

40.0％

50.0％

60.0％

70.0％

日本語 英語 中国語

62.6％

44.0％
38.3％

2008年度－2011年度科学研究費補助金基盤研究B「「生活のための日本語」に関する基盤的研
究:段階的発達の支援をめざして」（データは岩田一成（2010）「言語サービスにおける英語志向」
『社会言語科学』13（１）より引用）

調査対象者：全国20地域に在留する20歳以上の外国人
(国際交流協会や日本語教育関係者を介した配布)

調査規模：１地域50部以上配布
回収数：1,662人
※地域の日本語教室に通う人が多く対象になっており、在留外国人全般を対象とした調査ではない。

日本語を日常生活に困らない言語とした割合
62.6％

外国人の日本語での会話力

外国人が希望する情報発信言語

「韓国・朝鮮」について、2011年末の統計までは、外国人登録証明書の「国籍欄」に「朝鮮」の表記がされている人と「韓国」の表記がされている韓国籍を持っている人を合わせて「韓国・朝鮮」と計上し
ていたが、2012年末の統計からは、在留カード等の「国籍・地域」欄に「韓国」の表記がされている人を「韓国」に、「朝鮮」の表記がされている人を「朝鮮」に計上している。

0

ははじじめめにに

外国人住民の増加と多様化

第１章

日本に住む外国人は、この30年で３倍に増え、国籍も多様化しています。
外国人への情報発信の手段としてやさしい日本語を広く活用することが
期待されています。

✽ 日本に住む外国人は、ほぼ毎年増えている
日本に住む外国人の数は、ほぼ毎年増えていて、2019年末には約293万人で過去最多になり、30年で約３倍に増
えています。また、日本に住む外国人の国籍の多様化が進んでいます。日本に住む外国人の国籍を見ると、1988年に
は全体の７割強が韓国・朝鮮でしたが、2019年には中国、韓国、ベトナム、フィリピン、ブラジルの５か国を合わせて７
割強になっており、上位10の国籍・地域の公用語だけで９言語に上ります(※) 。
外国人が日本で安全に安心して生活するためには、法律などのルール、在留や社会保険などの手続、災害・避難情報
をはじめとする国や地方公共団体からのお知らせなどを正しく理解することが必要です。

日本に住む外国人は
30年で約３倍に

◆1988(昭和63)年
12月末

在留外国人の国籍・地域別内訳

在留外国人(総数) 91万1,005人 在留外国人(総数) 293万3,137人

※ 「令和元年末現在における在留外国人数について」（法務省）

27.7％
中国

15.2％
韓国

14.0％
ベトナム

9.6％
フィリピン

7.2％
ブラジル

2.2％台湾

3.3％
ネパール

14.5％
その他

2.3％インドネシア

2.0％米国

1.9％タイ

72.0％
韓国・朝鮮

13.7％
中国

3.5％
米国

3.4％
フィリピン

5.6％
その他

0.6％タイ
0.5％ベトナム

0.4％ブラジル 0.3％インドネシア

0％ネパール

0

在留外国人の国籍・地域、公用語、人数(2019年12月) ※( )内は2019年12月時点の総人口(126,144,000人)との比較。
(四捨五入しているため、累計については表内の構成比の和と一致しない)

国籍・地域 公用語 人数 構成比 累計

１ 中国 中国語 813,675 27.7％(0.7％) 27.7％(0.6％)

２ 韓国 韓国語 446,364 15.2％(0.4％) 42.9％(1.0％)

３ ベトナム ベトナム語 411,968 14.0％(0.3％) 57.0％(1.3％)

４ フィリピン フィリピン語・英語 282,798 9.6％(0.2％) 66.6％(1.5％)

５ ブラジル ポルトガル語 211,677 7.2％(0.2％) 73.8％(1.7％)

６ ネパール ネパール語 96,824 3.3％(0.08％) 77.1％(1.8％)

７ インドネシア インドネシア語 66,860 2.3％(0.05％) 79.4％(1.8％)

８ 台湾 中国語 64,773 2.2％(0.05％) 81.6％(1.9％)

９ アメリカ合衆国 英語 59,172 2.0％(0.05％) 83.6％(1.9％)

10 タイ タイ語 54,809 1.9％(0.04％) 85.5％(2.0％)

上位10の国籍・地域の公用語だけでも
９言語あります

国籍・地域 公用語 人数 構成比 累計

11 ペルー スペイン語 48,669 1.7％(0.04％) 87.2％(2.0％)

12 インド ヒンディー語・英語 40,202 1.4％(0.03％) 88.5％(2.1％)

13 ミャンマー ミャンマー語 32,049 1.1％(0.03％) 89.6％(2.1％)

14 朝鮮 朝鮮語 28,096 1.0％(0.02％) 90.6％(2.1％)

15 スリランカ シンハラ語・タミル語 27,367 0.9％(0.02％) 91.5％(2.1％)

16 イギリス 英語 18,631 0.6％(0.01％) 92.1％(2.1％)

17 パキスタン ウルドゥー語・英語 17,766 0.6％(0.01％) 92.8％(2.2％)

18 バングラデシュ ベンガル語 16,632 0.6％(0.01％) 93.3％(2.2％)

19 カンボジア クメール語 15,020 0.5％(0.01％) 93.8％(2.2％)

20 フランス フランス語 14,106 0.5％(0.01％) 94.3％(2.2％)

その他 ー ー 165,679 5.6％(0.13％) 100％(2.3％)

総数 ー ー 2,933,137 100％(2.3％) 100％(2.3％)

◆2019(令和元)年
12月末
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「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」特集 2

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
共
生
社
会
実
現
に
向
け
た
や

さ
し
い
日
本
語
の
活
用
を
促
進
す
る
た
め
、「
在
留
支
援
の

た
め
の
や
さ
し
い
日
本
語
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
策
定
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
多
文
化
共
生
や
日
本
語
教
育
の
学
識

経
験
者
、
外
国
人
を
支
援
す
る
団
体
の
関
係
者
な
ど
を
招

き
、
在
留
支
援
の
た
め
の
や
さ
し
い
日
本
語
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
関
す
る
有
識
者
会
議（
座
長
：
山
脇
啓
造
明
治
大
学
教

授
、
他
構
成
員
6
名
）（
※
1
）を
、
本
年
2
月
以
降
、
計

4
回
開
催
し
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
ま
し
た
。

（
※
1
）在
留
支
援
の
た
め
の
や
さ
し
い
日
本
語
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
関
す
る
有
識
者
会
議

http://w
w
w
.m
oj.go.jp/nyuukokukanri/kouh

ou/nyuukokukanri15_00004.htm
l

ま
た
、
日
本
政
府
は
、「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
の

た
め
の
総
合
的
対
応
策
」（
※
2
）の
中
で
、
全
て
の
省
庁

で「
外
国
人
向
け
の
行
政
情
報
・
生
活
情
報
の
更
な
る
内
容

の
充
実
と
、
多
言
語
・
や
さ
し
い
日
本
語
化
に
よ
る
情
報

提
供
・
発
信
を
進
め
る
」こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（
※
2
）外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
の
た
め
の
総
合
的
対

応
策（
令
和
2
年
度
改
訂
）

http://w
w
w
.m
oj.go.jp/content/001323661.pdf

「
在
留
支
援
の
た
め
の
や
さ
し
い
日
本
語

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」の
概
要

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
全
4
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

各
章
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第
1
章
：
や
さ
し
い
日
本
語
の
必
要
性

第
2
章
：�

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
の
目
的
、
在
留
支

援
の
た
め
の
や
さ
し
い
日
本
語
の
作
成
ポ

イ
ン
ト
の
紹
介

第
3
章
：�

や
さ
し
い
日
本
語
で
文
章
を
作
成
す
る
際

に
活
用
で
き
る
書
き
換
え
ツ
ー
ル
の
紹
介

第
4
章
：
や
さ
し
い
日
本
語
の
変
換
例
や
演
習
問
題

ま
た
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
共
に
、
別
冊
と
し
て「
や
さ

し
い
日
本
語　

書
き
換
え
例
」を
公
表
し
ま
し
た
。
本
別

冊
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
監
修「
生
活
・
仕
事
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク（
や
さ
し
い
日
本
語
版
）」（
※
3
）に
掲
載
さ
れ
て

い
る
用
語
の
書
き
換
え
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

や
さ
し
い
日
本
語
は
、
話
し
言
葉
と
し
て
も
有
効
で
す

が
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
一
方
通
行
の
情
報
発
信
に

な
っ
て
し
ま
う
書
き
言
葉
に
焦
点
を
当
て
て
作
成
し
て
い
ま

す
。国

や
地
方
公
共
団
体
が
、
書
類
等
で
情
報
を
伝
え
る
文

章
を
作
成
す
る
際
に
、
や
さ
し
い
日
本
語
を
使
用
し
て
在

住
外
国
人
に
も
し
っ
か
り
と
情
報
が
届
く
よ
う
に
な
る
こ

と
を
目
指
し
て
お
り
、
外
国
人
の
児
童
生
徒
が
通
う
学
校

や
、
外
国
人
の
労
働
者
が
働
く
企
業
な
ど
で
も
使
用
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
て
作
成
し
て
い
ま
す
。

（
※
3
）外
国
人
生
活
支
援
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト（
や
さ
し
い

日
本
語
）出
入
国
在
留
管
理
庁
監
修「
生
活
・
仕
事
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク（
や
さ
し
い
日
本
語
版
）」

http://w
w
w
.m
oj.go.jp/nyuukokukanri/kouh

ou/nyuukokukanri10_00062.htm
l

orange 2

やさしい日本語版

～日本で生活する外国人のみなさんへ～

生活・仕事ガイドブック
せい

に ほん せい かつ がいこくじん

かつ し ごと

しゅつにゅうこく ざいりゅうかん り ちょう かんしゅう

在在留留支支援援ののたためめのの
ややささししいい日日本本語語ガガイイドドラライインン

年年８８月月

出入国在留管理庁
文 化 庁

別別冊冊
ややささししいい日日本本語語 書書きき換換ええ例例

22002200年年８８月月

出入国在留管理庁
文 化 庁

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri15_00004.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri15_00004.html
http://www.moj.go.jp/content/001323661.pdf
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html
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在
留
支
援
の
た
め
の
や
さ
し
い
日
本
語
の
作
成
手
順

や
さ
し
い
日
本
語
を
使
用
す
る
際
に
は
、
対
象
と
す
る

外
国
人
の
言
語
背
景
や
日
本
語
能
力
な
ど
に
応
じ
て
、
柔

軟
に
調
節
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

で
は
あ
え
て
厳
密
な
基
準
は
示
し
て
い
ま
せ
ん
が
、「
や
さ

し
い
日
本
語
」を
作
成
す
る
た
め
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
示

し
て
い
ま
す
。

●
ス
テ
ッ
プ
1
　
日
本
人
に
わ
か
り
や
す
い
文
章

国
や
地
方
公
共
団
体
が
出
す
文
章
は
、
日
本
人
に
と
っ

て
も
わ
か
り
に
く
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
人
が

読
ん
で
わ
か
り
や
す
い
文
章
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
簡
潔

な
文
章
に
し
ま
す
。
そ
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
と
お
り
で

す
。

①
情
報
を
整
理
す
る
。

伝
え
た
い
こ
と
の
優
先
順
位
を
考
え
、
そ
の
と
き
の
状

況
を
考
慮
し
て
情
報
を
取
捨
選
択
す
る
。
必
要
が
あ
れ
ば
、

不
足
し
て
い
る
情
報
を
補
う
。
ま
た
、
イ
ラ
ス
ト
、
写
真
、

図
や
記
号
を
使
用
し
て
わ
か
り
や
す
く
す
る
。

②
文
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
。

一
文
で
、
言
い
た
い
こ
と
は
一
つ
だ
け
に
し
、
一
文
は

短
く
す
る
。
三
つ
以
上
の
こ
と
を
言
う
と
き
は
、
接
続
詞

で
文
を
つ
な
げ
る
と
分
か
り
に
く
く
な
る
こ
と
か
ら
、
箇
条

書
に
す
る
。
回
り
く
ど
い
言
い
方
や
不
要
な
繰
り
返
し
は

し
な
い
よ
う
に
す
る
。

③
外
来
語（
カ
タ
カ
ナ
語
）は
で
き
る
限
り
使
用
し
な
い
。

外
来
語
の
言
い
換
え
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
国

立
国
語
研
究
所
が
作
成
し
た『「
外
来
語
」
言
い
換
え
提

案
』（
※
4
）を
参
考
に
す
る
。

（
※
4
）『「
外
来
語
」言
い
換
え
提
案
』

https://w
w
w
2.ninjal.ac.jp/gairaigo/

●
ス
テ
ッ
プ
2
　
外
国
人
に
も
わ
か
り
や
す
い
文
章

日
本
語
が
母
語
で
は
な
い
外
国
人
に
配
慮
し
て
、
日
本

語
を
わ
か
り
や
す
く
し
ま
す
。
そ
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の

と
お
り
で
す
。

①
文
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
。

二
重
否
定
を
使
用
し
な
い
。
受
身
形
や
使
役
表
現
を
で

き
る
限
り
使
用
し
な
い
。

②
言
葉
に
気
を
付
け
る
。

難
し
い
言
葉
を
使
用
せ
ず
、
簡
単
な
言
葉
を
使
う
。
曖

昧
な
表
現
は
で
き
る
限
り
使
わ
な
い
。
曖
昧
な
時
間
や
数

字
を
表
す
表
現
は
多
用
し
な
い
よ
う
す
る
。
文
末
は「
で

す
」「
ま
す
」で
統
一
す
る
。
重
要
な
言
葉
は
そ
の
ま
ま
使

い
、
<
＝･･･

>
で
書
き
換
え
る
。

③
表
記
に
気
を
付
け
る
。

漢
字
の
量
に
注
意
し
、
ふ
り
が
な
を
つ
け
る
。
時
間
や

年
月
日
の
表
記
は
わ
か
り
や
す
く
す
る
。
読
み
や
す
い
フ
ォ

ン
ト
を
使
う
。

●
ス
テ
ッ
プ
3
　
わ
か
り
や
す
さ
の
確
認

書
き
換
え
案
を
、
日
本
語
教
師
や
外
国
人
に
、
わ
か
り

や
す
い
か
ど
う
か
、
伝
わ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
も
ら
い

ま
す
。

書
き
換
え
ツ
ー
ル
の
活
用

参
考
と
し
て
、
や
さ
し
い
日
本
語
で
文
章
を
作
成
す
る

に
当
た
り
書
き
換
え
ツ
ー
ル
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

言
語
情
報
処
理
や
日
本
語
教
育
の
専
門
家
に
よ
っ
て
開

発
さ
れ
た
日
本
語
の
難
易
度
を
調
べ
る
ツ
ー
ル
が
公
開
さ
れ

て
い
ま
す
。
や
さ
し
い
日
本
語
で
文
章
を
作
成
す
る
と
き

に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
や
さ
し
い
日
本
語
の
変
換
例
や
演
習
問
題
を

掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
実
際
に
書
き
換
え
の
練
習
を

行
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。今

後
に
つ
い
て

現
在
、
地
方
公
共
団
体
や
関
係
省
庁
へ
本
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
作
成
の
周
知
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
活
用
し
て
在
留
支
援
の
た
め
の
情
報
発
信
を
や
さ
し

い
日
本
語
で
も
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
職
員
へ
の
研
修
等
を
実
施
し

て
、
や
さ
し
い
日
本
語
の
活
用
を
促
進
し
、
共
生
社
会
実

現
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインの概要

日本に住む外国人は、この30年で約３倍に増え、日本に住む外国人の国籍が多様化。
外国人が日本で安全に安心して生活するためには、国や地方公共団体からのお知らせなどを正しく理解すること
が必要。
多言語化を進めているが、これまでの日本語に関する調査によると、「日本語」を「日常生活に困らない言語」
とした外国人は約63％、 「希望する情報発信言語」として「やさしい日本語」を選んだ外国人は76％。
やさしい日本語による情報提供・発信を進めることが有効であり、取組を進めるため、出入国在留管理庁と文化
庁は、このガイドラインを作成。

１．在留支援のためのやさしい日本語 作成の3ステップ

情報を整理する ◆文をわかりやすくする(２)

ステップ１
日本人に

わかりやすい文章

ステップ２
外国人にも

わかりやすい文章

ステップ３
わかりやすさの

確認

日本語教師や外国人に、
わかりやすいかどうか、
伝わるかどうかを
チェックしてもらう。

受身形や使役表現をできる

限り使わない。等

伝えたいことを整理し、情

報を取捨選択する。等

ポイント

文をわかりやすくする(１)
３つ以上のことを言うとき

は、箇条書きにする。等

外来語に気を付ける
外来語(カタカナ語)はでき

る限り使わない。等

ポイント

◆言葉に気を付ける
文末は「です」「ます」で

統一する。等

◆表記に気を付ける
漢字の量に注意し、ふりが

なをつける。等

２．書き換えツールの紹介

やさしい日本語を
作成するときに活
用してもらうため、
無料で公開されて
いる日本語の難易
度を調べるツール
を紹介している。

やんしす
やさにち
チェッカー
リーディング
チュウ太

３．変換例と演習問題

実際の書き換え例を示して、気を付け
るポイントを説明している。
演習問題を掲載し、実際に書き換えの
練習を行うことができるようにしてい
る。

やさしい日本語は、難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮したわかりやすい日本語のこと。

https://www2.ninjal.ac.jp/gairaigo/
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漢
字
の
量
に
注
意
し
、
ふ
り
が
な
を
つ
け
る
。
時
間
や

年
月
日
の
表
記
は
わ
か
り
や
す
く
す
る
。
読
み
や
す
い
フ
ォ

ン
ト
を
使
う
。

●
ス
テ
ッ
プ
3
　
わ
か
り
や
す
さ
の
確
認

書
き
換
え
案
を
、
日
本
語
教
師
や
外
国
人
に
、
わ
か
り

や
す
い
か
ど
う
か
、
伝
わ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
も
ら
い

ま
す
。

書
き
換
え
ツ
ー
ル
の
活
用

参
考
と
し
て
、
や
さ
し
い
日
本
語
で
文
章
を
作
成
す
る

に
当
た
り
書
き
換
え
ツ
ー
ル
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

言
語
情
報
処
理
や
日
本
語
教
育
の
専
門
家
に
よ
っ
て
開

発
さ
れ
た
日
本
語
の
難
易
度
を
調
べ
る
ツ
ー
ル
が
公
開
さ
れ

て
い
ま
す
。
や
さ
し
い
日
本
語
で
文
章
を
作
成
す
る
と
き

に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
や
さ
し
い
日
本
語
の
変
換
例
や
演
習
問
題
を

掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
実
際
に
書
き
換
え
の
練
習
を

行
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。今

後
に
つ
い
て

現
在
、
地
方
公
共
団
体
や
関
係
省
庁
へ
本
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
作
成
の
周
知
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
活
用
し
て
在
留
支
援
の
た
め
の
情
報
発
信
を
や
さ
し

い
日
本
語
で
も
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
職
員
へ
の
研
修
等
を
実
施
し

て
、
や
さ
し
い
日
本
語
の
活
用
を
促
進
し
、
共
生
社
会
実

現
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

差
別
の
な
い
多
様
で
豊
か
な
文
化
を
持
つ
活
力
あ
る
社
会

を
築
い
て
い
く
た
め
の
象
徴
と
な
る
空
間
で
あ
り
、
国
立
ア

イ
ヌ
民
族
博
物
館
、
国
立
民
族
共
生
公
園
、
慰
霊
施
設
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
ウ
ポ
ポ
イ
の
中
核
施
設
と
し
て
の
役

割
を
担
う
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
は
、
先
住
民
族
で
あ

る
ア
イ
ヌ
の
尊
厳
を
尊
重
し
、
国
内
外
に
ア
イ
ヌ
の
歴
史
・

文
化
等
に
関
す
る
正
し
い
認
識
と
理
解
を
促
進
す
る
と
と

も
に
、
新
た
な
ア
イ
ヌ
文
化
の
創
造
及
び
発
展
に
寄
与
す

る
こ
と
を
理
念
と
し
て
お
り
、
①
ア
イ
ヌ
の
歴
史
・
文
化
・

精
神
世
界
等
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
提
供
し
、
理
解
を

促
進
す
る
博
物
館
、
②
ア
イ
ヌ
の
歴
史
・
文
化
に
関
す
る

十
分
な
知
識
を
持
つ
次
世
代
の
博
物
館
専
門
家
を
育
成
す

る
博
物
館
、
③
ア
イ
ヌ
の
歴
史
・
文
化
に
関
す
る
調
査
と
研

究
を
行
う
博
物
館
、
④
ア
イ
ヌ
の
歴
史
・
文
化
等
を
展
示

す
る
博
物
館
等
を
つ
な
ぐ
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
拠
点
と
な
る

博
物
館
、
こ
れ
ら
四
つ
の
目
的
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

博
物
館
の
建
物
は
、
正
面
上
部
に
博
物
館
の
ロ
ゴ
マ
ー

ク
を
施
し
、
正
面
玄
関
に
あ
る
ア
イ
ヌ
刺し

し
ゅ
う繍
の
ゴ
ザ
文
様
レ

リ
ー
フ
を
は
じ
め
、
館
内
の
各
所
に
ア
イ
ヌ
文
様
を
取
り
入

れ
る
な
ど
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
象
徴
す
る
建
物
と
な
っ
て
い
ま

す
。
博
物
館
2
階
の
パ
ノ
ラ
ミ
ッ
ク
ロ
ビ
ー
か
ら
は
、
ポ
ロ

ト
湖
や
伝
統
的
コ
タ
ン
な
ど
の
ウ
ポ
ポ
イ
の
全
景
を
眺
め
る

こ
と
が
で
き
、
水
と
緑
に
あ
ふ
れ
た
豊
か
な
自
然
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館（
ア
ヌ
コ
コ
ㇿ
　
ア
イ
ヌ 

イ
コ

ロ
マ
ケ
ン
ル
）は
、
ア
イ
ヌ
の
歴
史
や
文
化
の
正
し
い
認
識

と
理
解
の
促
進
、
そ
し
て
、
新
た
な
ア
イ
ヌ
文
化
の
創
造

及
び
発
展
を
目
指
し
ま
す
。

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
の
使
命

イ
ラ
ン
カ
ラ
ㇷ゚
テ
。
令
和
2
年
7
月
12
日
、
北
海
道
白

老
郡
白
老
町
の
ポ
ロ
ト
湖
畔
に
、
ア
イ
ヌ
文
化
復
興
等
の

ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
で
あ
る「
民
族
共
生
象
徴
空
間（
ウ
ア

イ
ヌ
コ
ㇿ�

コ
タ
ン
）」（
愛
称
：
ウ
ポ
ポ
イ
）が
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
。
ウ
ア
イ
ヌ
コ
ㇿ�

コ
タ
ン
は
、
ウ
＝
互
い
に
、
ア
イ
ヌ

コ
ㇿ
＝
尊
敬
す
る
・
敬
う
、
コ
タ
ン
＝
集
落
と
い
う
意
味
の

ア
イ
ヌ
語
で
、
ウ
ポ
ポ
イ
は
、（
大
勢
で
）歌
う
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。

ウ
ポ
ポ
イ
は
、
我
が
国
の
貴
重
な
文
化
で
あ
り
な
が
ら

存
立
の
危
機
に
あ
る
ア
イ
ヌ
文
化
の
復
興
・
発
展
の
拠
点
と

し
て
、
将
来
に
向
け
て
、
先
住
民
族
の
尊
厳
を
尊
重
し
、

ア
イ
ヌ
文
化
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
～
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
開
館
～

文
化
庁
企
画
調
整
課

な
お
、
博
物
館
の
ア
イ
ヌ
語
名
称
で
あ
る「
ア
ヌ
コ
コ
ㇿ�

ア
イ
ヌ�

イ
コ
ロ
マ
ケ
ン
ル
」は
、
私
た
ち
の
共
有
す
る
宝
物

が
入
っ
た
建
物
と
い
う
意
味
で
す
。
ア
イ
ヌ
語
は
、
我
が
国

の
言
語
・
方
言
の
う
ち
最
も
消
滅
の
危
機
に
瀕ひ

ん

し
て
い
る
言

語
で
あ
り
、
ユ
ネ
ス
コ
の
消
滅
の
危
機
に
あ
る
言
語
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ア
イ
ヌ
語
に
は「
博
物
館
」に

相
当
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
た
め
、
ア
イ
ヌ
語
を
伝
承

さ
れ
て
い
る
方
々
の
協
力
を
得
て
、
ア
イ
ヌ
語
の
名
称
を

考
案
し
、
各
施
設
等
に
ア
イ
ヌ
語
の
名
称
を
付
け
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ポ
ポ
イ
で
は
、
ア
イ
ヌ
語
の
振
興
の
観
点

か
ら
、
全
て
の
施
設
等
に
ア
イ
ヌ
語
を
付
し
、
園
内
は
全

て
ア
イ
ヌ
語
を
第
一
言
語
と
し
て
い
ま
す
。
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国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
の
展
示

こ
こ
か
ら
は
、
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
の
展
示
の
内

容
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

基
本
展
示

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
の
基
本
展
示
は
、
ア
イ
ヌ
民

族
が
展
示
物
や
解
説
文
の
構
成
に
関
わ
る
な
ど
、
ア
イ
ヌ

民
族
が
自
ら
の
文
化
を
紹
介
す
る
形
に
し
て
お
り
、
ア
イ

ヌ
の
視
点
か
ら
、「
私
た
ち
の
こ
と
ば
」、「
私
た
ち
の
世
界
」、

「
私
た
ち
の
く
ら
し
」、「
私
た
ち
の
歴
史
」、「
私
た
ち
の
し

ご
と
」、「
私
た
ち
の
交
流
」の
六
つ
の
テ
ー
マ
で
構
成
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
解
説
文
、
テ
ー
マ
解
説
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

な
ど
は
全
て
ア
イ
ヌ
語
を
第
一
言
語
と
し
、
英
語
、
中
国

語
、
韓
国
語
の
ほ
か
、
大
テ
ー
マ
や
音
声
ガ
イ
ド
に
つ
い
て

は
ロ
シ
ア
語
、
タ
イ
語
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

一
　
私
た
ち
の
こ
と
ば

ア
イ
ヌ
語
は
、
か
つ
て
は
北
海
道
、
樺
太
、
千
島
列

島
、
本
州
の
東
北
地
方
に
分
布
し
て
い
た
言
語
で
、
地
域

に
よ
っ
て
様
々
な
方
言
が
あ
り
ま
す
。
明
治
以
降
の
同
化

政
策
な
ど
に
よ
っ
て
現
在
の
日
常
生
活
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
近
年
、
北
海
道
を
中
心
と
し
た
ア
イ
ヌ

語
教
室
な
ど
に
お
い
て
、
ア

イ
ヌ
語
を
学
ぶ
人
が
増
え
て

い
ま
す
。
展
示
ゾ
ー
ン
の
中

央
に
位
置
す
る
囲
炉
裏
モ
ニ

タ
ー
は
、
ア
イ
ヌ
の
口
承
文

芸
の
う
ち「
神
謡
」「
英
雄
叙

事
詩
」「
散
文
説
話
」の
物
語

を
、
現
代
の
語
り
手
に
よ
る

映
像
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

二
　
私
た
ち
の
世
界

「
私
た
ち
の
世
界
」で
は
、
カ
ム
イ
と
と
も
に
く
ら
す
ア

イ
ヌ
の
世
界
観
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
カ
ム
イ
と
人
間
と
の

関
係
性
、
自
然
観
、
現
生
観
、
死
生
観
な
ど
に
つ
い
て
、

儀
礼
に
使
用
す
る
道
具
な
ど
と
と
も
に
祖
先
か
ら
の
伝
承

や
説
話
な
ど
に
基
づ
く
世
界
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

三
　
私
た
ち
の
く
ら
し

「
私
た
ち
の
く
ら
し
」で
は
、
19
世
紀
半
ば
の
幕
末
か
ら

明
治
・
大
正
期
、
そ
し
て
現
代
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
衣

食
住
や
音
楽
・
舞
踊
、
人
の
一
生
を「
今
に
息
づ
く
装
い
」

「
受
け
継
が
れ
る
食
文
化
」「
住
ま
う
」「
人
の
一
生
」「
受

け
継
が
れ
る
芸
能
文
化
」の
五
つ
の
テ
ー
マ
に
分
け
て
紹
介

し
て
い
ま
す
。

四
　
私
た
ち
の
歴
史

「
私
た
ち
の
歴
史
」で
は
、
時
代
順
に「
遺
跡
か
ら
見
た

私
た
ち
の
歴
史
」、「
交
易
圏
の
拡
大
と
縮
小
」、「
私
た
ち

の
生
活
が
大
き
く
変
わ
る
」、「
現
在（
い
ま
）に
続
く
、
私

た
ち
の
歩
み
」の
四
つ
の
テ
ー
マ
で
ア
イ
ヌ
の
歴
史
を
紹
介

し
て
い
ま
す
。「
私
た
ち
の
生
活
が
大
き
く
変
わ
る
」で
は
、

近
代
国
家
の
形
成
に
お
い
て
、
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
習
慣

が
禁
じ
ら
れ
る
過
程
、
社
会
運
動
の
中
に
お
け
る
ア
イ
ヌ

民
族
と
し
て
の
主
張
や
現
在
に
つ
な
が
る
文
化
振
興
等
、

様
々
な
動
き
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

五
　
私
た
ち
の
し
ご
と

ア
イ
ヌ
民
族
は
、
伝
統
的
な
く
ら
し
の
中
で
、
狩
猟
、

漁
労
、
農
耕
、
採
集
な
ど
に
よ
っ
て
生
き
る
た
め
の
糧
を

自
然
か
ら
得
て
い
ま
し
た
。
山
、
海
、
川
で
の
漁
猟
や
植

物
採
集
、
農
耕
で
使
う
道
具
や
技
に
は
、
自
然
環
境
に
適

し
た
知
恵
や
多
く
の
工
夫
が
見
ら
れ
ま
す
。「
私
た
ち
の
し

ご
と
」で
は
、
同
化
政
策
の
中
で
、
民
族
差
別
と
向
き
合

い
な
が
ら
、
様
々
な
職
に
就
き
、
各
地
で
活
躍
し
て
い
る

ア
イ
ヌ
の
し
ご
と
と
そ
の
道
具
か
ら
、
現
代
に
至
る
様
子
に

つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
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六
　
私
た
ち
の
交
流

「
私
た
ち
の
交
流
」で
は
、
ア
イ
ヌ
と
周
辺
諸
民
族
と
の

交
流
や
そ
の
足
跡
を
テ
ー
マ
と
し
、「
生
活
圏
と
海
を
越
え

る
交
流
」「
外
か
ら
見
た
ア
イ
ヌ
文
化
」「
海
外
の
先
住
民

族
と
の
交
流
」と
い
う
切
り
口
で
、
近
世
か
ら
近
代
、
そ

し
て
現
代
の
時
間
軸
を
た
ど
り
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
多
角
的

に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

探
究
展
示
　
テ
ン
パ 

テ
ン
パ

テ
ン
パ
テ
ン
パ
は
、
ア
イ
ヌ
語
で
さ
わ
る
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。
こ
こ
に
は
基
本
展
示
室
内
の
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
た
ハ

ン
ズ
オ
ン
資
料
や
模
型
な
ど
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
資
料
や

模
型
に
さ
わ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
職
員
か
ら
解
説

を
受
け
た
り
す
る
こ
と
で
、
更
に
展
示
を
楽
し
め
る
よ
う

な
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
別
展
示

特
別
展
示
室
で
は
、
国
内
外
か
ら
の
資
料
を
借
用
し
て

開
催
す
る
特
別
展
・
企
画
展
を
は
じ
め
、
最
新
の
研
究
成

果
を
も
と
に
基
本
展
示
を
補
完
す
る
テ
ー
マ
展
示
な
ど
、

様
々
な
展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
現
在
、

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
開
館
記
念
特
別
展
と
し
て
、「
サ

ス
イ
シ
ㇼ　

私
た
ち
が
受
け
継
ぐ
文
化
〜
ア
イ
ヌ
文
化
を

未
来
へ
つ
な
ぐ
〜
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の
展
覧
会
で

は
、
現
代
に
生
き
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
よ
る
文
化
の
継
承
、

そ
し
て
新
た
な
創
造
に
焦
点
を
当
て
、
民
具
、
ア
イ
ヌ
語
、

芸
能
等
の
継
承
の
姿
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

ウポポイPRキャラクター「トゥレッポん」
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国
際
科
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
人
材
政
策
課

国
際
科
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構（
J
S
T
）

は
、
国
際
科
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
の
国
際
科
学
技
術
コ
ン

テ
ス
ト
の
国
内
大
会
の
開
催
や
、
国
際
大
会
へ
の
日
本
代

表
生
徒
の
派
遣
、
国
際
大
会
の
日
本
開
催
に
対
す
る
支
援

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

日
本
代
表
生
徒
は
、
各
教
科
の
国
内
委
員
会
な
ど
が
実

施
す
る
2
〜
3
段
階
の
国
内
選
抜
、
合
宿
を
含
む
研
修
・

強
化
指
導
を
経
て
、
4
名
か
ら
6
名
が
国
際
大
会
に
派
遣

さ
れ
ま
す
。
国
内
大
会
へ
の
参
加
者
数
は
年
々
増
加
し
て

お
り
、
令
和
元
年
度
の
参
加
者
は
2
万
1
1
8
6
人
に
上

り
ま
し
た
。

例
年
、
国
際
大
会
で
は
、
世
界
の
高
校
生
が
一
堂
に

会
し
、
実
力
を
競
う
と
同
時
に
交
流
を
深
め
ま
す
。
成
績

優
秀
者
に
は
金
メ
ダ
ル（
参
加
者
の
約
1
割
）、
銀
メ
ダ
ル

（
参
加
者
の
約
2
割
）、
銅
メ
ダ
ル（
参
加
者
の
約
3
割
）が

授
与
さ
れ
ま
す
。
日
本
代
表
生
徒
は
日
頃
の
成
果
を
十
分

に
発
揮
し
、
毎
年
ほ
ぼ
全
員
が
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
て
い
ま

す
。

令
和
2
年
度
国
際
科
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
結
果

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
を
受

け
、
各
教
科
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
主
催
者
に
よ
っ
て
、
オ
ン
ラ

イ
ン
開
催
や
中
止
等
の
決
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
か

ら
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
4
教
科（
数
学
、
化

学
、
生
物
学
、
情
報
）の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
、
国
内
予
選
で

選
抜
さ
れ
た
の
べ
18
人
の
代
表
生
徒
が
出
場
し
、
全
員
が

メ
ダ
ル
を
獲
得
す
る（
金
メ
ダ
ル
3
個
、
銀
メ
ダ
ル
14
個
、

銅
メ
ダ
ル
1
個
の
計
18
個
）と
い
う
結
果
を
残
し
ま
し
た
。

ま
た
、
3
教
科（
物
理
、
地
学
、
地
理
）の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

に
つ
い
て
は
、
中
止
等
の
決
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

文
部
科
学
大
臣
表
彰
及
び
文
部
科
学
大
臣
特
別
賞

の
授
与

文
部
科
学
省
で
は
、
国
際
的
な
科
学
技
術
コ
ン
テ
ス
ト

に
お
い
て
、
特
に
優
秀
な
成
績
を
お
さ
め
た
者
等
に
対
し
、

そ
の
功
績
と
栄
誉
を
た
た
え
、
文
部
科
学
大
臣
表
彰
を
実

施
し
て
お
り
ま
す
。
今
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
の
影
響
を
受
け
、
一
部
の
国
際
大
会
に
お
い
て
中
止

等
の
決
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お

い
て
も
、
中
止
と
な
っ
た
国
際
大
会
の
代
表
生
徒
等
の
努

力
の
成
果
を
顕
彰
す
る
た
め
、
新
た
に
文
部
科
学
大
臣
特

別
賞
を
創
設
し
、
授
与
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
令
和
2
年
度
は
、
国
際
科
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
い

て
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
18
名
が
文
部
科
学
大
臣
表
彰
を
受

賞
し
、
中
止
等
が
決
定
さ
れ
た
国
際
物
理
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、

国
際
地
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
国
際
地
理
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
代

表
生
徒
等
34
名
が
文
部
科
学
大
臣
特
別
賞
を
受
賞
し
ま
し

た
。国

際
大
会
が
日
本
で
開
催

今
年
は
、
第
31
回
国
際
生
物
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
2
0
2
0

長
崎
大
会
が
開
催
さ
れ
る
予
定
で
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
流
行
状
況
を
踏
ま
え
、
残
念
な
が
ら
中
止
と
な

り
ま
し
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
世
界
の
同
年
代
と
実
力
を

試
す
機
会
・
新
し
い
生
物
学
と
の
出
会
い
の
場
を
提
供
す
る

目
的
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
試
験
を
実
施
す
る
国
際
生
物
学

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
2
0
2
0
リ
モ
ー
ト
大
会
が
日
本
主
催
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
国
際
生
物
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
2
0
2
0
リ

モ
ー
ト
大
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
大
会
に
お
い
て
行
わ

れ
て
い
た
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
の
代
わ
り
と
し
て
、
国
際
グ

ル
ー
プ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
参
加
生
徒
の
国
際
交
流
を
促
す
目

的
で
、
国
の
違
う
選
手
4
名
と
過
去
に
国
際
生
物
学
オ
リ
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ン
ピ
ッ
ク
に
参
加
し
た
世
界
各
国
の
O
B
／
O
G
の
1
名

を
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
加
え
た
5
名
で
、
同
じ
テ
ー

マ
で
議
論
を
深
め
、
約
2
か
月
半
か
け
て
、
ポ
ス
タ
ー
を
制

作
す
る
。）も
行
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
来
年
7
月
に
、
国
際
化
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
大

阪
府
で
開
催
さ
れ
る
の
を
は
じ
め
、
令
和
5
年
に
国
際
数

学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
国
際
物
理
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
日
本
で
開

催
さ
れ
る
予
定
で
す
。
2
0
2
1
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
に
合
わ
せ
、
国
際

科
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
関
し
て
も
、
日
本
全
体
で
若
い
才
能

を
応
援
す
る
機
運
が
高
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

国際数学オリンピック（ロシア大会）日本代表生徒
資料：公益財団法人数学オリンピック財団　提供

国際生物学オリンピック（日本大会）日本代表生徒
資料：国際生物学オリンピック日本委員会　提供

国際情報オリンピック（シンガポール大会）日本代表生徒
資料：特定非営利活動法人情報オリンピック日本委員会　提供



17文部科学広報　No.251　2020年 10月号

文化庁企画調整課

歌舞伎俳優･文楽研修生募集
～国立劇場・国立文楽劇場～

伝統芸能の次代を担う伝承者を
実践的カリキュラムで養成

伝統芸能は、無形の技であり、人から人へと伝承さ
れるものです。そのため、独立行政法人日本芸術文
化振興会では、国立劇場設立当初から、伝統芸能を
長期的な視点に立って保存振興し、伝承者を安定的
に確保するため、伝統芸能伝承者の養成事業に取り
組んできました。
歌舞伎については歌舞伎俳優及び歌舞伎音楽（竹
本、鳴物、長唄）の4課程、文楽については太夫、三
味線及び人形の3課程、大衆芸能については寄席囃
子及び太神楽の2課程、能楽についてはワキ方、囃子
方及び狂言方の3課程、組踊については立方及び地
方の2課程を設け、各分野の実情を踏まえて伝承者を
養成しています。
養成研修は、伝統芸能の実演家が講師として実技
指導するほか、講義や発表会等のカリキュラムを組み、
2〜 6年をかけて行われます。研修修了者は、舞台出
演の経験を重ね、伝統芸能の保存及び振興に大きな
役割を果たしています。

令和3年度の研修生を募集

〇�現在、令和3年度に開講する下記の研修について、
研修生を募集しています。
（1）第 26 期歌舞伎俳優研修
（2）第 30 期文楽研修
【研修期間】
令和 3年 4月から令和 5年 3月まで

【受講料】
無料

【応募締切】
歌舞伎俳優研修� 令和 3年 1月 29 日（金）必着
文楽研修� 令和 3年 2月 4日（木）必着

【お問合せ】
応募資格、選考方法等、詳細については下記の
URLを御参照ください。

https://www.ntj.jac.go.jp/training/trainee.html

独立行政法人日本芸術文化振興会　国立劇場、国立文楽劇場では、伝承者養成のため、歌舞伎俳優、
文楽について、令和３年度の研修生を募集しています。

歌舞伎俳優の実技研修 文楽研修発表会

https://www.ntj.jac.go.jp/training/trainee.html
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