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27年度
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委託
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★★★受講者
じ ゅこうしゃ

募集
ぼしゅう

！★★★ 

外国
がいこく

出身
しゅっしん

のバイリンガルのみなさん、 

日本語
に ほ ん ご

は大体
だいたい

できるし、ふつうに生活
せいかつ

するのは問題
もんだい

ないけど、 

「もっとスキルを高
たか

めて仕事
し ご と

に支援
し え ん

に役立
や く だ

てたい！」 

「子どもの教 育
きょういく

や生活
せいかつ

に役立
や く だ

つ情 報
じょうほう

がほしい！」と思
おも

っていませんか？ 

あなたの「求
もと

めていること」を一緒
いっしょ

にさがしましょう！ 

 

全 6 回 ――お好きな講座を受講できます 

託児： 無料 ※予約して下さい 

受講料： 無料           

（※ 内容はウラ面をごらんください） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

申込・問合せは  （公財）長野県国際化協会（ANPI） 

TEL：026-235-7186  FAX：026-235-4738   E-mail：mail@anpie.or.jp 

受講料無料！ 
Free Admission 

無料託児サービス！ 
Free Child Care 

受 講
じ ゅ こ う

申 込 書
もうしこみしょ

 （各日の内容はウラ面にあります） 

ページを切らずにファックスか E メールで送ってください。電話
で ん わ

でも可
か

。 

① 受講を希望する日（○をする）  ※全講座を受講することもできます 

【安曇野会場】･･･ ・11 月 28 日（土） ・12 月 5 日（土） ・12 月 20 日（日）  

【長野会場】･･････ ・12 月 12 日（土）  

【松本会場】･･････ ・1 月 17 日（日）  ・1 月 24 日（日） 

・全講座を受講する 

 

② お名前                        ③出身国 

 

③ 電話番号    -（    ）-      ⑤お住まいの市町村 

⑥託児希望（○をする）  なし ・ あり（   才・   才・   才）    



 
 
 
 
 
◆◆◆◆◆ 安 曇 野 会 場 ◆◆◆◆◆ 

11 月 28 日（土） 13:00～17:00  
第 1 部 『敬語のスキルアップ』 

13:00～15:00 
第 2 部 『ビジネス文書作成のスキルアップ』  

15:10～17:00 
【講師】 佐藤 佳子 
  （松本市地域日本語教育システム 

コーディネーター） 

○基本を学びながら応用へすすみます。 

むずかしく考えず、楽しんで学びましょう！ 

12 月 5 日（土） 13:00～16:00 
 第 1 部 『グループ活動のアイディアを学ぼう』 

13:00～14:20  
【講師】 服部 珠予 

（外国籍児童生徒等学習支援地域 

 コーディネーター） 

○教育現場での学習支援のエキスパートがノウハウを 

語ります。 

 

第 2 部 『多文化共生社会に向けた長野県内の 
取り組み～地域の多文化共生社会から 
考えること～』 

14:30～16:00  
【講師】 春原 直美 
  （佐久市市民活動サポートセンター センター長） 

○長野県は外国出身者にとって暮らしやすい土地なのか？ 

 鋭い切り口で迫ります。 

12 月 20 日（日） 13:00～16:00  
第 1 部 『災害時！どうする？ 覚えておきたい 

地域の連携』 
13:00～14:20  

【講師】 安曇野市危機管理課 
○リクエスト No.１。みなさんに聞いてほしい。 

 
第 2 部 『家庭生活と子どもの育ち 

～学校現場で感じること～』 
 14:30～16:00  

【講師】 栗林 恭子 
  （松本市子ども日本語支援センター 

コーディネーター） 
 ○支援で垣間見える外国由来の子どものすがお。 

  お父さんもお母さんも教育関係者も必聴。 

 
◆◆◆◆◆◆ 長 野 会 場 ◆◆◆◆◆◆ 

12 月 12 日（土） 13:00～17:00  
第 1 部 『敬語のスキルアップ』 

13:00～15:00 
第 2 部 『ビジネス文書作成のスキルアップ』  

15:10～17:00 
【講師】 佐藤 佳子 
  （松本市地域日本語教育システム 

コーディネーター） 
 
（※内容は 11/28 安曇野会場と同一です） 

 

 
 
 
 
 
◆◆◆◆◆◆ 松 本 会 場 ◆◆◆◆◆◆ 

1 月 17 日（日） 13:00～16:00 
第 1 部 『いろいろな場面から学ぶ、伝わる日本語』 

13:00～14:20  
【講師】 寺島 順子 
  （外国籍児童生徒等学習支援地域 
 コーディネーター） 

 ○「自分の日本語は本当に正しいのか」 

 「まちがって伝わっていないのか」を知りたい方に。 

 
第 2 部 『心に在り続ける人びと』 

～支援のこころを求めて 
14:30～16:00  

【講師】 塩澤 正男 
  （外国籍児童生徒等学習支援主任コーディネーター・ 

元 並柳小学校長・長野市教委指導主事） 

 ○出会った人びとのキラッと光るエピソードを通して、 

人をどのように受けとめ、かかわるかを考えます。 

1 月 24 日（日） 13:00～16:00 
第 1 部 『困った！相談をしたい！』 
   13:00～14:20  
第 2 部 『どこに相談する？気をつけることは？』 

14:30～16:00  
【講師】 八木 わたる 

（松本市多文化共生プラザ相談員・ 
 生存を支える会【仮称】 代表） 

 ○相談と支援のスペシャリストが、今までわからなかった

あれこれをハッキリ、すっきりさせます。 

 ※会場が変更になる場合がございます。 
 

              （講師敬称略） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
【各会場のごあんない～Access】 

 

◆安曇野会場◆ 
豊科交流学習センター「きぼう」 

安曇野市豊科 5609-3 Tel：0263-71-4033 

（駐車場あり ／ JR 大糸線豊科駅下車 10 分） 

http://www.city.azumino.nagano.jp/shisetsu/bu

nka/kibo/ 

 

◆長野会場◆ 
勤労者女性会館しなのき 

長野市西鶴賀町 1481-1  Tel：026-237-8300 

（駐車場なし ／ 長野電鉄 権堂駅下車 2 分 

／ バス JR 長野駅から長電バスで「権堂イトーヨー

カドー前」下車 2 分）  

http://shinanoki.org/ 

 

◆松本会場◆ 
松本市 あがたの森文化会館  

        小会議室 （入口に案内板が出ています） 

       松本市県 3-1-1 （駐車場あり） 

        電話 0263-32-1812 

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/kyo

iku/agatanomorikaikan.html 

 

◆◆◆ 2015-16年
ね ん

 開催
か い さ い

予定
よ て い

 ◆◆◆ （内容は変更になる場合があります） 
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できるし、ふつうに生活
せいかつ

するのは問題
もんだい
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「もっとスキルを高
たか

めて仕事
し ご と

に役立
や く だ

てたい！」 

「子どもの教 育
きょういく

や生活
せいかつ

に役立
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つ情 報
じょうほう

がほしい！」と思
おも
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第 1 回 11 月 28 日（土）は 

時間： 第 1 部 『敬語のスキルアップ』13：00～15：00  

第 2 部 『ビジネス文書作成』 15：10～17：00 

会場： 豊科交流学習センター「きぼう」 （駐車場あり）  

（安曇野市豊科 5609-3 Tel. 0263-71-4033） 

受講料： 無料   託児： 無料 ※予約して下さい 

          

スキルアップ研修 全 6 回  日程   

【安曇野会場】･･･ ・11 月 28 日（土） ・12 月 5 日（土） ・12 月 20 日（日）  

【長野会場】･･････ ・12 月 12 日（土）  

【松本会場】･･････ ・1 月 17 日（日）  ・1 月 24 日（日） 

※各講座の内容は後日お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合せは  （公財）長野県国際化協会（ANPI） 

   TEL：026-235-7186 FAX：026-235-4738 E-mail：mail@anpie.or.jp 

第 1 回（11 月 28 日） 受 講
じ ゅ こ う

申 込 書
もうしこみしょ

  

◎ページを切らずにファックスまたは E メールで送ってください。電話
で ん わ

でもいいです。 

お名前                        出身国 

 

電話番号    -（    ）-      お住まいの市町村 

託児希望（○をする）  なし ・ あり（   才・   才・   才）    

受講料無料！ 
Free Admission 

無料託児サービス！ 
Free Child Care 
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日本語
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は大体
だいたい

できるし、ふつうに生活
せいかつ

するのは問題
もんだい

ないけど、 

「もっとスキルを高
たか

めて仕事
し ご と

に支援
し え ん

に役立
や く だ

てたい！」と思
おも

っていませんか？ 

第 2 回 12 月 5 日（土）は 

第 1 部 『グループ活動
かつどう

のアイディアを学ぼう』 
13:00～14:20  

【講師】 服部 珠予 

（外国籍児童生徒等学習支援地域コーディネーター）  

◎教育現場での学習支援のエキスパートがノウハウを語ります。 

  

第 2 部 『多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

に向
む

けた長野
な が の

県内
けんない

の取
と

り組
く

み 

～地域
ち い き

の多文化共生社会から 考
かんが

えること～』  
14:30～16:00     

【講師】 春原 直美（佐久市市民活動サポートセンター センター長） 

◎長野県は外国出身者にとって暮らしやすい土地なのか？  

データを追いながら鋭い切り口で迫ります。 

会場： 豊科交流学習センター「きぼう」 （駐車場あり）  

  （安曇野市豊科 5609-3 Tel. 0263-71-4033） 

受講料： 無料   託児： 無料 ※予約して下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合せは  （公財）長野県国際化協会（ANPI） 

   TEL：026-235-7186 FAX：026-235-4738 E-mail：mail@anpie.or.jp

第 2 回（12 月 5 日） 受 講
じ ゅ こ う

申 込 書
もうしこみしょ

 

◎ページを切らずにファックスまたは E メールで送ってください。電話
で ん わ

でもいいです。 

お名前                        出身国 

電話番号    -（    ）-      お住まいの市町村 

託児希望（○をする）  なし ・ あり（   才・   才・   才）    

受講料無料！ 
Free Admission 

無料託児サービス！ 
Free Child Care 
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12 月 12 日（土）は 

時間： 第 1 部 『敬語のスキルアップ』13：00～15：00  

第 2 部 『ビジネス文書作成』 15：10～17：00 

基本を学びながら応用をやっていきます。むずかしく考えず、楽しんで学びましょう！ 

会場： 勤労者女性会館しなのき 

（長野市西鶴賀町 1481-1  Tel：026-237-8300 駐車場なし） 

（長野電鉄･･･権堂駅 2 分／バス･･･JR 長野駅から長電バスで「権堂イトーヨーカドー前」2 分） 

講師： 佐藤 佳子（松本市地域日本語教育システムコーディネーター） 

受講料： 無料   託児： 無料 ※予約して下さい 

          

 スキルアップ研修 全 6 回  日程   ※各講座の内容は別途お知らせいたします。 

【安曇野会場】･･･ ・11 月 28 日（土） ・12 月 5 日（土） ・12 月 20 日（日）  

【長野会場】･･････ ・12 月 12 日（土）  

【松本会場】･･････ ・1 月 17 日（日）  ・1 月 24 日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合せは  （公財）長野県国際化協会（ANPI） 

   TEL：026-235-7186 FAX：026-235-4738 E-mail：mail@anpie.or.jp 

第 1 回（11 月 28 日） 受 講
じ ゅ こ う

申 込 書
もうしこみしょ

 （先着順） 

◎ページを切らずにファックスまたは E メールで送ってください。電話
で ん わ

でもいいです。 

お名前                        出身国 

 

電話番号    -（    ）-      お住まいの市町村 

託児希望（○をする）  なし ・ あり（   才・   才・   才）    

受講料無料！ 
Free Admission 

無料託児サービス！ 
Free Child Care 
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じ ゅこうしゃ
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ぼしゅう
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外国
がいこく

出身
しゅっしん

のバイリンガルのみなさん、 

日本語
に ほ ん ご

は大体
だいたい

できるし、ふつうに生活
せいかつ

するのは問題
もんだい

ないけど、 

「もっとスキルを高
たか

めて仕事
し ご と

に支援
し え ん

に役立
や く だ

てたい！」 

「子どもの教 育
きょういく

や生活
せいかつ

に役立
や く だ

つ情 報
じょうほう

がほしい！」と思
おも

っていませんか？ 

第 4 回 12 月 20 日（日）は 

第 1 部 『災害
さいがい

時
じ

！どうする？ 覚
おぼ

えておきたい地域
ち い き

の連携
れんけい

と防災用語
ぼうさいようご

』 
13:10～14:30 ◎リクエスト No.１。 

【講師】 安曇野市危機管理課   

第 2 部 『家庭
か て い

生活
せいかつ

と子どもの育
そだ

ち～学校
がっこう

現場
げ ん ば

で感
かん

じること～』  
14:40～16:10 ◎支援で垣間見える外国由来の子どものすがお。 

お父さんにもお母さんにもみなさんに聞いてほしい。 

【講師】 栗林 恭子（松本市子ども日本語支援センターコーディネーター） 

会場： 豊科交流学習センター「きぼう」 （駐車場あり）  

  （安曇野市豊科 5609-3 Tel. 0263-71-4033） 

受講料： 無料   託児： 無料 ※予約して下さい 

 

          スキルアップ研修（全 6 回） くわしくはウラにあります   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合せは  （公財）長野県国際化協会（ANPI） 

   TEL：026-235-7186 FAX：026-235-4738 E-mail：mail@anpie.or.jp 

  

受 講
じ ゅ こ う

申 込 書
もうしこみしょ

 

◎ページを切らずにファックスまたは E メールで送ってください。電話
で ん わ

でもいいです。 

お名前                        出身国 

電話番号    -（    ）-      お住まいの市町村 

託児希望（○をする）  なし ・ あり（   才・   才・   才）    

受講料無料！ 
Free Admission 

無料託児サービス！ 
Free Child Care 



 
 
 
 
 
◆◆◆◆◆ 安 曇 野 会 場 ◆◆◆◆◆ 

11 月 28 日（土） ＜終了しました＞ 
第 1 部 『敬語のスキルアップ』 

13:00～15:00 
第 2 部 『ビジネス文書作成のスキルアップ』
  

15:10～17:00 
【講師】 佐藤 佳子 
  （松本市地域日本語教育システム 

コーディネーター） 

○基本を学びながら応用へすすみます。 

むずかしく考えず、楽しんで学びましょう！ 

12 月 5 日（土） ＜終了しました＞ 
 第 1 部 『グループ活動のアイディアを学ぼう』 

13:00～14:20  
【講師】 服部 珠予 

（外国籍児童生徒等学習支援地域 

 コーディネーター） 

○教育現場での学習支援のエキスパートがノウハウ

を語ります。 

 

第 2 部 『多文化共生社会に向けた長野県内の 
取り組み～地域の多文化共生社会から 
考えること～』 

14:30～16:00  
【講師】 春原 直美 
  （佐久市市民活動サポートセンター センター長） 

○長野県は外国出身者にとって暮らしやすい土地なの

か？ 鋭い切り口で迫ります。 

12 月 20 日（日） 13:00～16:00  
第 1 部 『災害時！どうする？ 覚えておきたい 

地域の連携と防災用語』 
13:00～14:20  

【講師】 安曇野市危機管理課 
○リクエスト No.１。みなさんに聞いてほしい。 

 
第 2 部 『家庭生活と子どもの育ち 

～学校現場で感じること～』 
 14:30～16:00  

【講師】 栗林 恭子 
  （松本市子ども日本語支援センター 

コーディネーター） 
 ○支援で垣間見える外国由来の子どものすがお。 

  お父さんもお母さんも教育関係者も必聴。 

 
◆◆◆◆◆◆ 長 野 会 場 ◆◆◆◆◆◆ 

12 月 12 日（土）  ＜終了しました＞ 
第 1 部 『敬語のスキルアップ』 

13:00～15:00 
第 2 部 『ビジネス文書作成のスキルアップ』
 15:10～17:00 
【講師】 佐藤 佳子 
  （松本市地域日本語教育システム 

コーディネーター） 
○基本を学びながら応用へすすみます。 

むずかしく考えず、楽しんで学びましょう！ 

◆◆◆◆◆◆ 松 本 会 場 ◆◆◆◆◆◆ 

1 月 17 日（日） 13:00～16:00 
第 1 部 『いろいろな場面から学ぶ、伝わる日本語』 

13:00～14:20  
【講師】 寺島 順子 
  （外国籍児童生徒等学習支援地域 
 コーディネーター） 

 ○「自分の日本語は本当に正しいのか」「まちがっ

て伝わっていないのか」を知りたい方に。 

 
第 2 部 『心に在り続ける人びと』 

～支援のこころを求めて 
14:30～16:00  

【講師】 塩澤 正男 
  （外国籍児童生徒等学習支援主任コーディネータ

ー・元 並柳小学校長・長野市教委指導主事） 

 ○出会った人びとのキラッと光るエピソードを通して、 

人をどのように受けとめ、かかわるかを考えます。 

1 月 24 日（日） 13:00～16:00 
第 1 部 『困った！相談をしたい！』（仮） 
   13:00～14:20  
第 2 部 『どこに相談する？気をつけることは？』 

14:30～16:00  
【講師】 八木 わたる 

（松本市多文化共生プラザ相談員・ 
 生存を支える会【仮称】 代表） 

 ○相談と支援のスペシャリストが、今までわからなか

ったあれこれをハッキリ、すっきりさせます。 

 ※1/24 は会場が変更になる場合がございます。 
 

              （講師敬称略） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【各会場のごあんない～Access】 
（入口に案内板が出ています） 

 

◆安曇野会場◆ 
豊科交流学習センター「きぼう」 

安曇野市豊科 5609-3 Tel：0263-71-4033 

（駐車場あり ／ JR 大糸線豊科駅下車 10 分） 

http://www.city.azumino.nagano.jp/shisetsu/bu

nka/kibo/ 

 

◆長野会場◆ 
勤労者女性会館しなのき 

長野市西鶴賀町 1481-1  Tel：026-237-8300 

（駐車場なし ／ 長野電鉄 権堂駅下車 2 分 

／ バス JR 長野駅から長電バスで「権堂イトーヨー

カドー前」下車 2 分）  

http://shinanoki.org/ 

 

◆松本会場◆ 
あがたの森文化会館 

松本市県 3-1-1 （駐車場あり） 

電話 0263-32-1812 

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/kyo

iku/agatanomorikaikan.html 

 

◆◆◆ 2015年
ね ん

 開催
か い さ い

予定
よ て い

 ◆◆◆ （内容は変更になる場合があります） 

2015.12.11 更新 



平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 文化庁
ぶんかちょう

委託
い た く

事業
じぎょう

 

 

 
 

 

 

 

 

★★★受講者
じ ゅこうしゃ

募集
ぼしゅう

！★★★ 

外国
がいこく

出身
しゅっしん

のバイリンガルのみなさん、 

日本語
に ほ ん ご

は大体
だいたい

できるし、ふつうに生活
せいかつ

するのは問題
もんだい

ないけど、 

「もっとスキルを高
たか

めて仕事
し ご と

に支援
し え ん

に役立
や く だ

てたい！」 

「子どもの教 育
きょういく

や生活
せいかつ

に役立
や く だ

つ情 報
じょうほう

がほしい！」と思
おも

っていませんか？ 

あなたの「求
もと

めていること」を一緒
いっしょ

にさがしましょう！ 

※ 日本の方のご参加も歓迎いたします。 

日時： 1 月 17 日（日） 13:00～16:10 

会場： あがたの森文化会館（駐車場あり） 
松本市県 3-1-1 電話 0263-32-1812 

受講料： 無料  託児： 無料 ※予約して下さい 

講義内容： 

第 1 部 いろいろな場面から学ぶ『伝わる日本語』 

13:10～14:30 ◎「自分の日本語は本当に正しいのか」 

「まちがって伝わっていないのか」を知りたい方に 

【講師】寺島 順子 先生（外国籍児童生徒等学習支援地域コーディネーター） 

第 2 部 『心に在り続ける人びと』～支援の心を求めて 

   14:40～16:10 ◎出会った人びとのキラッと光るエピソードを通して、 

人をどのように受けとめて対応するかを考えます。 

【講師】塩澤 正男 先生（外国籍児童生徒等学習支援主任コーディネーター 

元 並柳小・松代中学校長、長野市教委指導主事） 

 

        

 

 

 

 

 

申込・問合せは  （公財）長野県国際化協会（ANPI） 

TEL：026-235-7186 FAX：026-235-4738 E-mail：mail@anpie.or.jp 

) 

お名前                        出身国 

電話番号    -（    ）-      お住まいの市町村 

託児希望（○をする）  なし ・ あり（   才・   才・   才）    

受講料無料！ 
Free Admission 

無料託児サービス！ 
Free Child Care 



 
 

               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
会場へのアクセス 
 
徒歩： 松本駅より 20 分 
 
バス： 松本周遊バス 
  タウンスニーカー 
  （東コース） 
  ・バス停「旧松本高校」 
    または 
  ・バス停「あがたの森」 
    下車 
 
車： 敷地内駐車場 40 台 
 （東側駐車場もあり） 
 休日は混み合うため 
 なるべく公共交通機関を 
 ご利用下さい。 

 
 
 
 

【会場のごあんない～Access】 

 

（入口に案内板が出ています） 

 

あがたの森文化会館（駐車場あり） 
松本市県 3-1-1 電話 0263-32-1812 

URL: http://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/kyoiku/agatanomorikaikan.html 
 

 

スキルアップ研修 会場 

1 階 1―1 



平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 文化庁
ぶんかちょう

委託
い た く

事業
じぎょう

 

 

 
 

 

 

 

 

★★★受講者
じ ゅ こ う し ゃ

募集
ぼ し ゅ う

！★★★ 

「この情 報
じょうほう

は ほかの外国
がいこく

出身者
しゅっしんしゃ

にも 知
し

らせたい！」 

何
なに

を？ どうやって？ ――それは ここで わかります！ 

「わたしも 知りたかったこと」そして「友人・かぞくにも 教
おし

えて あげられること」 

を 一緒
いっしょ

に学
まな

びましょう！ 

 

「スキルアップ研修」 いよいよ最 終
さいしゅう

回
かい

です。日本の方のご参加も歓迎いたします。 

 

日時： 1 月 24 日（日） 13:00～16:00 （休憩あり） 

会場： もんぜんぷら座 （長野市） 会議室 303 
   長野市新田町 1485-1 電話 026-219-0020 （→ウラ面をごらん下さい） 

受講料
じゅこうりょう

：  無料   

託児室
た く じ し つ

あり：  無料 （会議室 303 にて受付
う け つ

け後
ご

、お子さんをお預
あず

かりします） 

講師：  八木
や ぎ

 航
わたる

 先生（松本市多文化共生プラザ相談員・生存を支える会【仮称】代表） 

講義
こ う ぎ

内容
ないよう

： 

「相談
そうだん

と支援
し え ん

を使
つか

いこなす」 ～自身
じ し ん

と仲間
な か ま

の危機
き き

を越
こ

えて 

◎いろいろある窓口でのややこしい相談、問合せ･･･。支援相談のベテランが 

どういうことばで、何に気をつけて 相談したらいいのか、を わかりやすく教えます。 

 

        

 

 

 

 

 

申込・問合せは  （公財）長野県国際化協会（ANPI） 

TEL：026-235-7186 FAX：026-235-4738 E-mail：mail@anpie.or.jp 

  

) 

お名前                        出身国 

電話番号    -（    ）-      お住まいの市町村 

託児希望（○をする）  なし ・ あり（   才・   才・   才）    

受講料無料！ 
Free Admission 

最
．

 終
．

 回
．

！！ 



               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会場へのアクセス ACCESS 
 
徒歩： 長野駅より 10 分 
 
バス： 長野電鉄バス・ 

川中島バス  
昭和通り下車 徒歩 1 分 
 

車： 専用駐車場はありません。 
   右図の駐車場、または 
   県庁、合同庁舎北第一 
   駐車場（無料）をご利用 
   ください。 
 （休日は混み合うため 
 なるべく公共交通機関を 
 ご利用下さい） 

 
 

 
 
 
 

 
 

【会場のごあんない～Access】 

 

（入口に案内板が出ています） 

 

もんぜんぷら座 ３階 会議室 303 

長野市新田町 1485-1 電話 026-219-0020 

URL: http://www.monzen-plaza.com/ 
 

（地図：もんぜんぷら座 HP より転載） 

県庁 駐車場 

合同庁舎 

北第一駐車場 

スキルアップ研修 会場 

３階 会議室 303 



.           スキルアップ研修についてのアンケート 

                                    長野県国際化協会 

バイリンガル日本語指導者育成講座を修了された皆さんのスキルアップのため、９月以降

に研修会を開催する予定です。 

 皆さんが参加しやすい研修会になるよう、アンケートにご協力をお願いいたします。 

 

 

以下の質問の、あてはまる答えにチェックをしてください。 

Ｑ1 バイリンガル日本語指導者育成講座を修了後、地域で何か活動をしましたか。 

      □ はい                  □ いいえ 

どの様な活動をしましたか。 

    

□ 定期的にコミュニティの皆さんが集まるような 

会を開き、日本語が学習できる機会をつくった。 

  

□   定期的ではないがコミュニティの皆さんと日本 
語を学習する機会をつくった。 

 

□  日本での生活や文化について、コミュニティの 

皆さんの相談にのった。 

 （以下の項目のチェックはいくつでも良いです。） 

     □ 地域のルールについて 

     □ 日本の制度や法律について 

     □ 子育てについて 

     □ 医療・福祉ついて 

          □ その他 

                  活動をしなかった、できなかった理由はどのよう 

なことですか。 

                  （チェックはいくつでも良いです。） 

□ いそがしくて時間がなかったから 

                                     □ 活動ができるような機会がなかったから 

                                    □ 活動ができるような場所がなかったから 

                                    □ ニーズがなかったから 

                     □ 自分はまだ力不足だと思っているから 

                     □ その他 

                       

 

                      



 

Ｑ2 スキルアップ研修会が開催されるにあたり、希望することはどんなことですか。 

（チェックはいくつでも良いです。） 

 

講座の内容について            講義を受けたい講師の先生について 

□ 地域で生活するために必要な      □ 石井 恵理子先生 

日本語について                 （東京女子大学教授） 

    □ 学校生活や学校からのお便り      □ 徳井 厚子先生 

(プリント)について                （信州大学教授） 

    □ 幼児期や子育てに大切な母語      □ 堀 永乃先生 

      について               （グローバル人財サポート浜松 代表理事） 

    □ 医療や介護に必要な日本語         □ 佐藤 佳子先生 

      について                   □ 大橋  春美先生 

    □ 災害時に必要な日本語に        □ 栗林 恭子先生 

      ついて                □ その他 

    □ 教室の立ち上げに必要な知識                      

      について 

    □ その他             

                      

                         

 

 

 

 

 

  開催場所について             開催日時について 

    □ 長野市                □ 平日 （昼間   時頃から） 

    □ 安曇野市               □ 平日 （夕方・夜  時頃から） 

    □ 東信                 □ 土曜日 

    □ 北信                 □ 日曜日 

        □ 中信                                  □ その他 

    □ 南信 

    □ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です、ご協力ありがとうございました。 

 



.       スキルアップ研修についてのアンケート（Ｈ26 受講者 結果） 

                                     

バイリンガル日本語指導者育成講座を修了された皆さんのスキルアップのため、９月以降

に研修会を開催する予定です。 

 皆さんが参加しやすい研修会になるよう、アンケートにご協力をお願いいたします。 

  

以下の質問の、あてはまる答えにチェックをしてください。 

 

Ｑ1 バイリンガル日本語指導者育成講座を修了後、地域で何か活動をしましたか。 

       はい                     

どの様な活動をしましたか。 

    

   定期的にコミュニティの皆さんが集まるような会を開き、日本語が学習できる 

機会をつくった。 

     定期的ではないがコミュニティの皆さんと日本語を学習する機会をつくった。 

   日本での生活や文化について、コミュニティの皆さんの相談にのった。 

（ 以下の項目のチェックはいくつでも良いです。） 

       地域のルールについて   その他 

       日本の制度や法律について  ・教育  ・翻訳 

       子育てについて   ・弁護士相談の通訳 

       医療・福祉ついて   ・防災訓練 

            

         いいえ                 
 

活動をしなかった、できなかった理由はどのようなことですか。 

  （チェックはいくつでも良いです。） 

     

いそがしくて時間がなかったから   活動ができるような機会がなかったから 

     

   活動ができるような場所がなかったから     ニーズがなかったから 

 

   自分はまだ力不足だと思っているから   

 

   その他  全ての予定された研修会に参加できず、スキルアップができなかった。 

       研修会が自分にとっては内容不十分だった。もっと意味のあるものにしてほ

しい。長野県内に在住している外国籍の方にアンケートを取り、最も必要な

内容を見極めてから講座の内容を決めていただきたい。 

回収：14 
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Ｑ2 スキルアップ研修会が開催されるにあたり、希望することはどんなことですか。 

（チェックはいくつでも良いです。） 

 

講座の内容について            講義を受けたい講師の先生について 

□ 地域で生活するために必要な      □ 石井 恵理子先生 

日本語について                 （東京女子大学教授） 

    □ 学校生活や学校からのお便り        徳井 厚子先生 

(プリント)について                （信州大学教授） 

    □ 幼児期や子育てに大切な母語        堀 永乃先生（グローバル人財 

      について                             サポート浜松代表理事） 

    □ 医療や介護に必要な日本語           佐藤 佳子先生 

      について                     

    □ 災害時に必要な日本語に          大橋  春美先生 

      ついて                  

    □ 教室の立ち上げに必要な知識                栗林 恭子先生                     

      について                                    

                  

      その他                     その他  どなたでも 

                         

 

 

  開催場所について             開催日時について 

    □ 長野市     安曇野市         平日(昼間 13:00 時頃から） 

                           

    □ 東信      北信           平日(夕方・夜 18:00 時頃から） 

                            (夕方・夜 20:00 時頃から） 

        □ 中信            南信                   土曜日      

      

    □ その他   長野市に近い         日曜日 

     市町村 

          その他 

 

   いつでも 

 

 

 

 

 

質問は以上です、ご協力ありがとうございました。 
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.       スキルアップ研修についてのアンケート（Ｈ27 受講者 結果） 

                                     

バイリンガル日本語指導者育成講座を修了された皆さんのスキルアップのため、９月以降

に研修会を開催する予定です。 

 皆さんが参加しやすい研修会になるよう、アンケートにご協力をお願いいたします。 

  

以下の質問の、あてはまる答えにチェックをしてください。 

 

Ｑ スキルアップ研修会が開催されるにあたり、希望することはどんなことですか。 

（チェックはいくつでも良いです。） 

 

講座の内容について            講義を受けたい講師の先生について 

□ 地域で生活するために必要な      □ 石井 恵理子先生 

日本語について                 （東京女子大学教授） 

    □ 学校生活や学校からのお便り        徳井 厚子先生 

(プリント)について                （信州大学教授） 

    □ 幼児期や子育てに大切な母語        堀 永乃先生（グローバル人財 

      について                             サポート浜松代表理事） 

    □ 医療や介護に必要な日本語           佐藤 佳子先生 

      について                     

    □ 災害時に必要な日本語に          大橋  春美先生 

      ついて                  

    □ 教室の立ち上げに必要な知識                栗林 恭子先生                     

      について                                    

                  

      その他                     その他 

                         

 

 

  開催場所について             開催日時について 

    □ 長野市     安曇野市         平日(昼間 8：00～16：00 時頃） 

                           

    □ 東信      北信           平日(夕方・夜 19：00 時頃から） 

                           

        □ 中信            南信                   土曜日     日曜日 

      

    □ その他   松本市            その他 

 

 

 

質問は以上です、ご協力ありがとうございました。 

配布：11 
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バイリンガル日本語指導者のためのスキルアップ研修 実施状況等（H27 年 11 月～H28 年 1 月） 
（公財）長野県国際化協会 

  
No 実施日 場所 講座 

番号 講師 内容 受講者数 
（申込数） 時間 時間計 

1 11 月 19 日
（木） 

松本市あがたの森
文化会館 

はじめ
に 

春原 直美（佐久市市民活動サポートセン
ター センター長） 

『日本語学習支援ボランティアのリ
ーダーに対するスキルアップ研修』 

3 名 
（5 名） 

18:30～
20:00 1.5h 

2 11 月 28 日
（土） 

安曇野市豊科学習
センターきぼう 

1 
佐藤 佳子（松本市地域日本語教育システ

ムコーディネーター） 
『敬語のスキルアップ』 

 
10 名 

（10 名） 
13:00～
15:00 2h 

3 2 『ビジネス文書作成のスキルアップ』 10 名 
（10 名） 

15:00～
17:00 2h 

4 
12 月 5 日
（土） 

安曇野市豊科学習
センターきぼう 

3 服部 珠予（外国籍児童生徒等学習支援地
域コーディネーター） 

『グループ活動のアイディアを学ぼ
う』 

4 名 
（6 名） 

13:00～
14:30 1.5h 

5 4 春原 直美（佐久市市民活動サポートセン
ター センター長） 

『多文化共生社会に向けた長野県内
の取り組み～地域の多文化共生社会

から考えること～』 
4 名 

（6 名） 
14:30～
16:00 1.5h 

6 12 月 12 日
（土） 

長野市勤労女性 
会館しなのき 

5 
佐藤 佳子（松本市地域日本語教育システ

ムコーディネーター） 
『敬語のスキルアップ』 22 名 

（23 名） 
13:00～
15:00 2h 

7 6 『ビジネス文書作成のスキルアップ』 22 名 
（23 名） 

15:00～
17:00 2h 

8 12 月 20 日
（日） 

安曇野市豊科学習
センターきぼう 

7 熊井 勝志（安曇野市 危機管理課） 『災害時！どうする？ 覚えておき
たい地域の連携と防災用語』 

9 名 
（11 名） 

13:00～
14:30 1.5h 

9 8 栗林 恭子（松本市子ども日本語支援セン
ターコーディネーター） 

『家庭生活と子どもの育ち』 
～学校現場で感じること～ 

9 名 
（11 名） 

14:30～
16:00 1.5h 

10 
1 月 17 日
（日） 

松本市あがたの森
文化会館 

9 寺島 順子（外国籍児童生徒等学習支援地
域コーディネーター） 

いろいろな場面から学ぶ『伝わる日本
語』 

14 名 
（16 名） 

13:00～
14:30 1.5h 

11 10 
塩澤 正男（外国籍児童生徒等学習支援主
任コーディネーター・元 並柳小学校長・

長野市教委指導主事） 
『心に在り続ける人びと』 
～支援のこころを求めて 

14 名 
（16 名） 

14:30～
16:00 1.5h 

12 1 月 24 日
（日） 

長野市 
もんぜんぷら座 

11 
八木 航（わたる）（松本市多文化共生プ

ラザ相談員） 

『相談と支援を使いこなす』～自身と
仲間の危機を超えて 

くらしの相談と相談のことば 
（前半）（後半） 

6 名 
（9 名） 

13:00～
14:30 1.5h 

13 12 6 名 
（9 名） 

14:30～
16:00 1.5h 

 実施時間 計 21.5 時間 

 



1 
 

文化庁委託事業 長野県バイリンガル日本語指導者のためのスキルアップ研修 第 1 回 
H27.11.28(土) 

佐藤 佳子 

第１部「敬語
け い ご

のスキルアップ」 

★どうして敬語
け い ご

が必要
ひつよう

？ 

★敬語
け い ご

のグループ分
わ

け 

尊敬語
そ ん け い ご

グループ 

相手
あ い て

のすることに使
つか

う。相手
あ い て

を高
たか

める。 

例
れい

「お／ご～になります」「いらっしゃいます」「飲
の

まれます」など 

謙譲語
けんじょうご

グループ 

自分
じ ぶ ん

がすることに使
つか

う。自分
じ ぶ ん

を低
ひく

める。 

例
れい

「お／ご～します」「拝見
はいけん

します」など 

丁寧語
て い ね い ご

グループ 

ことば全体
ぜんたい

の雰囲気
ふ ん い き

を丁寧
ていねい

にする。 

例
れい

「です」「ます」「～でございます」「お手
て

紙
がみ

」「ご連
れん

絡
らく

」など 

 

★「ウチ」と「ソト」 ※ウチ＝家
か

族
ぞく

や同
おな

じ会
かい

社
しゃ

の人
ひと

、同
おな

じグループの人
ひと

 

＜取引先
とりひきさき

の人
ひと

との電話
で ん わ

＞ 

 取引先
とりひきさき

：山
やま

田
だ

部長
ぶちょう

は、いらっしゃいますか。 

 社
しゃ

 員
いん

：山田
や ま だ

はただいま会議
か い ぎ

に出
で

ております。３時
じ

に終
お

わる予定
よ て い

ですので、その頃
ころ

 

     連絡
れんらく

させます。 

  ×山
やま

田
だ

部長
ぶちょう

はただいま会議
か い ぎ

に出
で

ていらっしゃいます。 

  ×３時
じ

に終
お

わる予定
よ て い

ですので、そのころお電
でん

話
わ

していただきます。 
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＜家族
か ぞ く

の呼
よ

び方
かた

＞ 

A：お父
とう

様
さま

は元気
げ ん き

でいらっしゃいますか。 

B：はい、父
ちち

は元気
げ ん き

でおります。 

 

★会話
か い わ

のスタイル 

①敬語
け い ご

スタイル 

 A：あの、申
もう

し訳
わけ

ありませんが、水曜日
す い よ う び

にクラスを休
やす

んでしまいましたので、 

プリントをコピーさせていただけませんか。 

 B：ええ、いいですよ。あとでコピーしてお渡
わた

ししますね。 

 A：ありがとうございます。 

 

 

②です・ますスタイル 

 A：あの、すみませんが、水曜日
す い よ う び

にクラスを休
やす

んでしまったから、プリントをコピー

させてもらえませんか。 

 B：ええ、いいですよ。あとでコピーして渡
わた

しますね。 

 A：ありがとうございます。 

 

 

③友達
ともだち

スタイル 

 A：ねえ、悪い
わ る い

けど、水曜日
す い よ う び

、クラス休
やす

んじゃったから、プリント、コピーさせて 

もらえない？ 

 B：うん、いいよ。あとでコピーして渡
わた

すね。 

 A：ありがとう。 
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１）尊敬語
そんけいご

をひらがなで書
か

いてください。※尊敬語
そ ん け い ご

＝主語
し ゅ ご

は相手
あ い て

。相手
あ い て

を高
たか

める。 

尊敬語
そんけいご

【特別
とくべつ

な形
かたち

】 

行
い

きます・来
き

ます・帰
かえ

ります ①  

います ②  

言
い

います ③  

見
み

ます ④  

食
た

べます・飲
の

みます ⑤  

知
し

っています ⑥  

します ⑦  

くれます ⑧  

寝
ね

ます ⑨  

死
し

にました ⑩  

～です ⑪  

尊敬語
そんけいご

【お／ご～になります】  

※特別
とくべつ

な 形
かたち

があるときは使
つか

いません。 ×お見
み

になります⇒○ご覧
らん

になります 

⑫ 読
よ

みます ⇒               

⑬ 聞
き

きます ⇒               

⑭ 乗
の

ります ⇒                
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【簡単
かんたん

な尊敬語
そんけいご

】
）

 

※受身形
うけみけい

と同
おな

じ 形
かたち

です。    ※「お～になります」のほうが丁寧
ていねい

です。 

１グループ 書
か

きます⇒書
か

かれます、 読
よ

みます⇒読
よ

まれます 

２グループ 起
お

きます⇒起
お

きられます、 出
で

ます⇒出
で

られます 

３グループ します⇒されます、 来
き

ます⇒来
こ

られます 

a. みんなの前
まえ

で、先生
せんせい

が（新しい
あ た ら し い

学生
がくせい

を）紹 介
しょうかい

されました。 ＝ 尊敬
そんけい

 

b. みんなの前
まえ

で、 新
あたら

しい先
せん

生
せい

が（校
こう

長
ちょう

先
せん

生
せい

に） 紹
しょう

介
かい

されました。 ＝ 受身
う け み

 

①買
か

います⇒               ②着
き

ます⇒            

③来
き

ます⇒             

  【「～してください」の丁寧
ていねい

な言
い

い方
かた

】「お／ご～ください」 

※１グループと２グループだけ 

 

① （部屋
へ や

の中
なか

に）どうぞ入
はい

ってください。⇒ お入
はい

りください 

【お＋動詞
ど う し

ます形
けい

＋ください】 ※「×お～てください」にならないように！ 

② （くつを脱
ぬ

いで玄関
げんかん

から）上
あ

がってください。⇒                 

③ （いすに）座
すわ

ってください。⇒                        

④ （日本語
に ほ ん ご

で）話
はな

してください。⇒                       

⑤ （電車
でんしゃ

が来
き

ますから）注意
ちゅうい

してください。⇒ ご注意
ちゅうい

ください ※漢字
か ん じ

の言葉
こ と ば

は「ご」 

⑥ （初
はじ

めて会
あ

う人
ひと

を 私
わたし

に）紹 介
しょうかい

してください。⇒                
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２）謙譲語
けんじょうご

をひらがなで書
か

いてください。※謙譲語
けんじょうご

＝主語
し ゅ ご

は 私
わたし

。自分
じ ぶ ん

を低
ひく

める。 

行
い

きます・来
き

ます ①          ／ 

います ②  

言
い

います 

③ （ 私
わたし

はスミスと） 

④ （ 私
わたし

の意見
い け ん

を） 

見
み

ます ⑤  

食
た

べます・飲
の

みます ⑥  

知
し

っています 

⑦ （今日
き ょ う

会議
か い ぎ

があることを） 

⑧ （太田
お お た

さんを） 

～と思
おも

います ⑨  

します ⑩  

あげます ⑪  

もらいます ⑫  

会
あ

います ⑬ おあいします ／ 

聞
き

きます ⑭ おききします ／ 

あります ⑮  

～です ⑯  
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謙譲語
けんじょうご

【お／ご～します】  

① 持
も

ちます ⇒                  

② 送
おく

ります ⇒                  

③ 説明
せつめい

します ⇒                  

 

☆謙譲語
けんじょうご

の練 習
れんしゅう

をしましょう。 

①傘
かさ

を貸
か

しましょうか。（ 私
わたし

が相手
あ い て

に貸
か

す時
とき

） 

 ⇒傘
かさ

を                        

② 傘
かさ

を貸
か

してもらえませんか。（ 私
わたし

が相手
あ い て

から貸
か

してもらう時
とき

） 

⇒傘
かさ

を                          

③ スケジュールをメールで送
おく

りましょうか。 

⇒スケジュールを                            

④ 先 週
せんしゅう

、先生
せんせい

のうちに行
い

きました。 

⇒先
せん

週
しゅう

、先
せん

生
せい

のお宅
たく

に                          

⑤ 昨日
き の う

、小林
こばやし

先生
せんせい

に会
あ

いました。 

⇒昨日
き の う

、小林
こばやし

先生
せんせい

にお目
め

に                         

⑥ （写真
しゃしん

を撮
と

っている人
ひと

たちを見
み

て）よろしかったら、 私
わたし

が撮
と

りましょうか。 

⇒よろしかったら、 私
わたし

が                          
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３）丁寧語
ていねいご

 

 

a.「お」がつく名詞
め い し

：例
れい

）お茶
ちゃ

、お名前
な ま え

、お知
し

らせ… 

 

 

 

 

b.「ご」がつく名詞
め い し

：例
れい

）ご飯
はん

、ご住 所
じゅうしょ

、ご連絡
れんらく

… 

 

 

 

 

c.「お」も「ご」もつかない名詞
め い し

 

 

 

☆次
つぎ

の形容
けいよう

詞
し

を丁寧
ていねい

な言
い

い方
かた

にしてください。 

①コーヒーは好
す

きですか。 ⇒ コーヒーは                     

 

② 明日
あ し た

は 忙
いそが

しいですか。 ⇒ 明日
あ す

は                      

 

③ いつがいいですか。 ⇒ いつが                       

 

④ 先生
せんせい

、今日
き ょ う

もきれいですね。 ⇒ 先生
せんせい

、今日
き ょ う

も                

 

⑤ 先生
せんせい

はいつも元気
げ ん き

です。 ⇒ 先生
せんせい

はいつも                  
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☆どこがおかしいですか。 

 

① ×先生
せんせい

、 私
わたし

が荷物
に も つ

を持
も

って差
さ

し上
あ

げます。 

 

② 先生
せんせい

：先日
せんじつ

私
わたし

が読
よ

むように言
い

った本
ほん

は、もう読
よ

みましたか。 

学
がく

生
せい

：× はい、もうお読
よ

みしました。  

 

③ ×先生
せんせい

の説明
せつめい

、なかなかわかりやすいですよ。 

×先生
せんせい

の説明
せつめい

、けっこうわかりやすいですよ。 

 

④ ×先
せん

生
せい

、ご苦
く

労
ろう

様
さま

でした。 △先
せん

生
せい

、お疲
つか

れ様
さま

でした。 

 

⑤ ×受付
うけつけ

で 伺
うかが

ってください。 

 

⑥ ×来 週
らいしゅう

までにお申込
もうしこ

みしてください。 

 

⑦ ×お 客
きゃく

様
さま

が申
もう

されました。 

 

⑧ ×こちらへ参
まい

られる前
まえ

に、ご連絡
れんらく

ください。 

 

⑨ ×先生
せんせい

がおっしゃられました。 

 

⑩ ×どちら様
さま

でございますか。 
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☆相手
あ い て

に「～てもらいたい」とき【依頼
い ら い

】 

例
れい

）ちょっと説明
せつめい

します ⇒ すみませんが、ちょっと説明
せつめい

していただけませんか。 

① 使
つか

い方
かた

を教
おし

えます ⇒ すみませんが、                   

② 明日
あ す

もう一度
い ち ど

いらっしゃいます ⇒ すみませんが、             

例
れい

）明日
あ す

、休
やす

みます ⇒ 明日
あ す

、休
やす

ませていただけないでしょうか。 

 

③ 今日
き ょ う

、早
はや

く帰
かえ

ります ⇒                          

 

☆自分
じ ぶ ん

が「～したい」とき【許可
き ょ か

を求
もと

める】 

例
れい

）ちょっとお願
ねが

いします ⇒すみません、ちょっとお願
ねが

いしてもよろしいでしょうか。 

① ここに座
すわ

ります ⇒ すみません、                           

②  今
いま

、お 話
はなし

します ⇒ すみません、                     

③ 明日
あ す

、そちらに 伺
うかが

います ⇒すみません、                 

☆電話
で ん わ

の応対
おうたい

の練 習
れんしゅう

をしましょう。 

 

リン：ABC カンパニー 

村井
む ら い

：さくら商事
しょうじ

 

 

リン：はい、ABC カンパニーでございます。 

村井
む ら い

：さくら商事
しょうじ

の村井
む ら い

と申
もう

します。 

リン：いつもお世話
せ わ

になっております。 
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村井：こちらこそ、お世話
せ わ

になっております。 

恐
おそ

れ入
い

りますが、課長
かちょう

の田中
た な か

様
さま

はいらっしゃいますか。 

リン：申
もう

し訳
わけ

ございません。田中
た な か

はただいま席
せき

を外
はず

しております。 

何
なに

か伝言
でんごん

がございましたら、お伝
つた

えいたしますが。 

村井：それでは、お願
ねが

いできますか。 

リン：はい、どうぞ。 

村井：明
あす

日午
ご

前
ぜん

１０時
じ

のお約
やく

束
そく

を、あさっての１０時
じ

に変更
へんこう

していただきたいと 

お伝
お つ た

えいただけますでしょうか。 

リン：承知
しょうち

いたしました。復 唱
ふくしょう

させていただきます。 

明
あす

日午
ご

前
ぜん

１０時
じ

のお約
やく

束
そく

をあさっての１０時
じ

に変更
へんこう

なさりたいということで 

よろしいでしょうか。 

村井：はい。 

リン：では、田
た

中
なか

が戻
もど

りましたら、申
もう

し伝
つた

えます。 

念
ねん

のためお電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

をいただけますでしょうか。 

村井：０２６３－３９－１１０６です。 

リン：０２６３－２９－１１０６、さくら商事
しょうじ

の村井
む ら い

様
さま

ですね。 

村井：はい、そうです。 

リン： 私
わたくし

、リンと申
もう

します。 

村井：では、よろしくお願
ねが

いいたします。 

リン：かしこまりました。 

村井：では、失礼
しつれい

いたします。 





1 
 

文化庁委託事業 長野県バイリンガル日本語指導者のためのスキルアップ研修 長野会場 
H27.12.12(土) 

佐藤 佳子 

第１部「敬語
け い ご

のスキルアップ」 

★どんなときに敬語
け い ご

を使
つか

う？ 

★敬語
け い ご

のグループ分
わ

け 

尊敬語
そ ん け い ご

グループ 

相手
あ い て

のすることに使
つか

う。相手
あ い て

を高
たか

める。 

例
れい

「お／ご～になります」「いらっしゃいます」「飲
の

まれます」な

ど 

謙譲語
けんじょうご

グループ 

自分
じ ぶ ん

がすることに使
つか

う。自分
じ ぶ ん

を低
ひく

める。 

例
れい

「お／ご～します」「拝見
はいけん

します」など 

丁寧語
て い ね い ご

グループ 

ことば全体
ぜんたい

の雰囲気
ふ ん い き

を丁寧
ていねい

にする。 

例
れい

「です」「ます」「～でございます」「お手
て

紙
がみ

」「ご連
れん

絡
らく

」など 

 

★「ウチ」と「ソト」 ※ウチ＝家
か

族
ぞく

や同
おな

じ会
かい

社
しゃ

の人
ひと

、同
おな

じグループの人
ひと

 

＜自分
じ ぶ ん

の会社
かいしゃ

の上司
じょうし

のことを話
はな

す時
とき

＞ 

 取引先
とりひきさき

：山
やま

田
だ

部長
ぶちょう

は、いらっしゃいますか。 

 社
しゃ

 員
いん

：山田
や ま だ

はただいま会議
か い ぎ

に出
で

ております。３時
じ

に終
お

わる予定
よ て い

ですので、その頃
ころ

 

     連絡
れんらく

させます。 

  ×山
やま

田
だ

部長
ぶちょう

はただいま会議
か い ぎ

に出
で

ていらっしゃいます。 
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  ×３時
じ

に終
お

わる予定
よ て い

ですので、そのころお電
でん

話
わ

していただきます。 

＜家族
か ぞ く

のことを話
はな

す時
とき

＞ 

A：お父
とう

様
さま

は元気
げ ん き

でいらっしゃいますか。 

B：はい、父
ちち

は元気
げ ん き

でおります。 

 

尊敬語
そんけいご

【特別
とくべつ

な形
かたち

】           ※尊敬語
そ ん け い ご

＝主語
し ゅ ご

は相手
あ い て

。相手
あ い て

を高
たか

める。 

行
い

きます・来
き

ます・います ①  

言
い

います ②  

見
み

ます ③  

食
た

べます・飲
の

みます ④  

知
し

っています ⑤  

します ⑥  

くれます ⑦  

寝
ね

ます ⑧  

死
し

にました ⑨  

～です ⑩  

尊敬語
そんけいご

【お／ご～になります】  

※特別
とくべつ

な 形
かたち

があるときは使
つか

いません。 ×お見
み

になります⇒○ご覧
らん

になります 



3 
 

⑪ 読
よ

みます ⇒             ⑬ 聞
き

きます ⇒            

【簡単
かんたん

な尊敬語
そんけいご

】
）

※受身形
うけみけい

と同
おな

じ 形
かたち

です。 ※「お～になります」のほうが丁寧
ていねい

で

す。 

１グループ 書
か

きます⇒書
か

かれます、 読
よ

みます⇒読
よ

まれます 

２グループ 起
お

きます⇒起
お

きられます、 出
で

ます⇒出
で

られます 

３グループ します⇒されます、 来
き

ます⇒来
こ

られます 

a. みんなの前
まえ

で、先生
せんせい

が（新しい
あ た ら し い

学生
がくせい

を）紹 介
しょうかい

されました。 ＝ 尊敬
そんけい

 

b. みんなの前
まえ

で、 新
あたら

しい先
せん

生
せい

が（校
こう

長
ちょう

先
せん

生
せい

に） 紹
しょう

介
かい

されました。 ＝ 受身
う け み

 

①買
か

います⇒               ②着
き

ます⇒            

③来
き

ます⇒             

 

【「～してください」の丁寧
ていねい

な言
い

い方
かた

】「お／ご～ください」 

※１グループと２グループだけ 

 

① （部屋
へ や

の中
なか

に）どうぞ入
はい

ってください。⇒ お入
はい

りください 

【お＋動詞
ど う し

ます形
けい

＋ください】 ※「×お～てください」にならないように！ 

② （くつを脱
ぬ

いで玄関
げんかん

から）上
あ

がってください。⇒                 

③ （いすに）座
すわ

ってください。⇒                        

④ （日本語
に ほ ん ご

で）話
はな

してください。⇒                       

⑤ （電車
でんしゃ

が来
き

ますから）注意
ちゅうい

してください。⇒ ご注意
ちゅうい

ください ※漢字
か ん じ

の言葉
こ と ば

は
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「ご」 

⑥ （初
はじ

めて会
あ

う人
ひと

を 私
わたし

に）紹 介
しょうかい

してください。⇒                

２）謙譲語
けんじょうご

をひらがなで書
か

いてください。※謙譲語
けんじょうご

＝主語
し ゅ ご

は 私
わたし

。自分
じ ぶ ん

を低
ひく

める。 

行
い

きます・来
き

ます ①          ／ 

います ②  

～と言
い

います ③ （ 私
わたし

はスミスと） 

見
み

ます ④  

食
た

べます・飲
の

みます ⑤  

知
し

っています ⑥ （今日
き ょ う

会議
か い ぎ

があることを） 

～と思
おも

います ⑦  

します ⑧  

あげます ⑨  

もらいます ⑩  

会
あ

います ⑪ おあいします ／ 

聞
き

きます ⑫ おききします ／ 

あります ⑬  

～です ⑭  

謙譲語
けんじょうご

【お／ご～します】  
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① 持
も

ちます ⇒               ② 送
おく

ります ⇒                 

③ 説明
せつめい

します ⇒                  

☆謙譲語
けんじょうご

の練 習
れんしゅう

をしましょう。 

①傘
かさ

を貸
か

しましょうか。（ 私
わたし

が相手
あ い て

に貸
か

す時
とき

） 

 ⇒傘
かさ

を                        

② 傘
かさ

を貸
か

してもらえませんか。（ 私
わたし

が相手
あ い て

から貸
か

してもらう時
とき

） 

⇒傘
かさ

を                          

③ スケジュールをメールで送
おく

りましょうか。 

⇒スケジュールをメールで                           

④ 先 週
せんしゅう

、先生
せんせい

のうちに行
い

きました。 

⇒先
せん

週
しゅう

、先
せん

生
せい

のお宅
たく

に                          

⑤ 昨日
き の う

、小林
こばやし

先生
せんせい

に会
あ

いました。 

⇒昨日
き の う

、小林
こばやし

先生
せんせい

にお目
め

に                         

⑥ （写真
しゃしん

を撮
と

っている人
ひと

たちを見
み

て）よろしかったら、 私
わたし

が撮
と

りましょうか。 

⇒よろしかったら、 私
わたし

が                          

 

３）丁寧語
ていねいご

 

a.「お」がつく名詞
め い し

：例
れい

）お茶
ちゃ

、お名前
な ま え

、お知
し

らせ… 

 

b.「ご」がつく名詞
め い し

：例
れい

）ご飯
はん

、ご住 所
じゅうしょ

、ご連絡
れんらく

… 
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c.「お」も「ご」もつかない名詞
め い し

 

☆次
つぎ

の形容
けいよう

詞
し

を丁寧
ていねい

な言
い

い方
かた

にしてください。 

①コーヒーは好
す

きですか。 ⇒ コーヒーは                     

 

② 明日
あ し た

は 忙
いそが

しいですか。 ⇒ 明日
あ す

は                      

 

③ いつがいいですか。 ⇒ いつが                       

 

④ 先生
せんせい

、今日
き ょ う

もきれいですね。 ⇒ 先生
せんせい

、今日
き ょ う

も                

 

⑤ 先生
せんせい

はいつも元気
げ ん き

です。 ⇒ 先生
せんせい

はいつも                  

 

 

☆どこがおかしいですか。 

 

① × 先生
せんせい

、 私
わたし

が荷物
に も つ

を持
も

って差
さ

し上
あ

げます。 

 

② 先生
せんせい

：先日
せんじつ

私
わたし

が読
よ

むように言
い

った本
ほん

は、もう読
よ

みましたか。 

学
がく

生
せい

：× はい、もうお読
よ

みしました。  

 

③ × 先生
せんせい

の説明
せつめい

、なかなかわかりやすいですよ。 

× 先生
せんせい

の説明
せつめい

、けっこうわかりやすいですよ。 

 

④ × 先
せん

生
せい

、ご苦
く

労
ろう

様
さま

でした。 △先
せん

生
せい

、お疲
つか

れ様
さま

でした。 
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⑤ × 受付
うけつけ

で 伺
うかが

ってください。 

⑥ × 来 週
らいしゅう

までにお申込
もうしこ

みしてください。 

 

⑦ × お 客
きゃく

様
さま

が申
もう

されました。 

 

⑧ × こちらへ参
まい

られる前
まえ

に、ご連絡
れんらく

ください。 

 

⑨ × 先生
せんせい

がおっしゃられました。 

 

⑩ × どちら様
さま

でございますか。 

 

☆相手
あ い て

に「～てもらいたい」とき【依頼
い ら い

】 

例
れい

）説明
せつめい

します ⇒ すみませんが、説明
せつめい

していただけませんか。 

① 使
つか

い方
かた

を教
おし

えます ⇒ すみませんが、使い方を                   

② 明日
あ す

もう一度
い ち ど

いらっしゃいます ⇒ すみませんが、明日もう一度 

                                        

 

例
れい

）明日
あ す

、休
やす

みます ⇒ 明日
あ す

、休
やす

ませていただけないでしょうか。 

③ 今日
き ょ う

、早
はや

く帰
かえ

ります ⇒ 今日、早く                          

 

☆自分
じ ぶ ん

が「～したい」とき【許可
き ょ か

を求
もと

める】 

例
れい

）お願
ねが

いします ⇒すみません、お願
ねが

いしてもよろしいでしょうか。 
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① ここに座
すわ

ります ⇒ すみません、ここに                          

②  今
いま

、お 話
はなし

します ⇒ すみません、今、                     

③ 明日
あ す

、そちらに 伺
うかが

います ⇒すみません、そちらに                 

 

☆電話
で ん わ

の練 習
れんしゅう

をしましょう。 

リン：ABC カンパニー 

村井
む ら い

：さくら商事
しょうじ

 

 

リン：はい、ABC カンパニーでございます。 

村井
む ら い

：さくら商事
しょうじ

の村井
む ら い

と申
もう

します。 

リン：いつもお世話
せ わ

になっております。 

村井：こちらこそ、お世話
せ わ

になっております。 

恐
おそ

れ入
い

りますが、課長
かちょう

の田中
た な か

様
さま

はいらっしゃいますか。 

リン：申
もう

し訳
わけ

ございません。田中
た な か

はただいま席
せき

を外
はず

しております。 

何
なに

か伝言
でんごん

がございましたら、お伝
つた

えいたしますが。 

村井：それでは、お願
ねが

いできますか。 

リン：はい、どうぞ。 

村井：明
あす

日午
ご

前
ぜん

１０時
じ

のお約
やく

束
そく

を、あさっての１０時
じ

に変更
へんこう

していただきたいと 

お伝
お つ た

えいただけますでしょうか。 

リン：承知
しょうち

いたしました。復 唱
ふくしょう

させていただきます。 

明
あす

日午
ご

前
ぜん

１０時
じ

のお約
やく

束
そく

をあさっての１０時
じ

に変更
へんこう

なさりたいということで 
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よろしいでしょうか。 

村井：はい。 

リン：では、田
た

中
なか

が戻
もど

りましたら、申
もう

し伝
つた

えます。 

念
ねん

のためお電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

をいただけますでしょうか。 

村井：０２６３－３９－１１０６です。 

リン：０２６３－２９－１１０６、さくら商事
しょうじ

の村井
む ら い

様
さま

ですね。 

村井：はい、そうです。 

リン： 私
わたくし

、リンと申
もう

します。 

村井：では、よろしくお願
ねが

いいたします。 

リン：かしこまりました。 

村井：では、失礼
しつれい

いたします。 

















災害時！どうする？覚えて
おきたい地域の連携

平成27年12月20日
バイリンガル日本語指導者のためのスキルアップ研修

安曇野市 危機管理課



は じ め に

地震が発生したとき、被害を最小限におさえ
るには、一人ひとりがあわてずに適切な行動を
とることが極めて重要です。

そのためには、みなさんが地震について関心
を持ち、 いざというときに落ちついて行動できる
よう、日頃から地震が発生した際の正しい心構
えを身につけておくことが大切です。



平成２３年６月３０日（木）
長野県中部地震

○安曇野市内：震度３



松本市の被害状況（長野県中部地震）
平成２３年７月１日 信濃毎日新聞



平成２６年１１月２２日（土）
長野県神城断層地震

○安曇野市内の震度

震度４：穂高
明科

震度３：豊科
三郷
堀金



糸魚川ー静岡構造線断層帯について



【参考】
30年に１３～30％の発生確率は

高い？低い？

ほかの事象で30年確率を比べてみると・・・
○交通事故で負傷 24%
○ガンで死亡 6.8%
○空き巣被害 3.4%
○火事で罹災 1.9%
○宝くじの当選確率 0.000008%

※阪神・淡路大震災を引き起こした六甲・淡路島断層帯の一部
について、地震直前の今後30年以内に地震が起こる確率を計
算したところ、0.02〜8％でした。



震度と揺れ方
震度１・・・・・・揺れをわずかに感じる人がいる
震度２・・・・・・大半の人が揺れを感じる
震度３・・・・・・ほとんどの人が揺れを感じる

震度４・・・・・・電灯などが大きく揺れる
座りの悪い置物が倒れることがある

震度５弱・・・・棚にある食器類や本が落ちることがある
固定しない家具が移動することがある

震度５強・・・・物につかまらないと歩くことが難しい
固定していない家具が倒れることがある
補強していないブロック塀が崩れることがある

震度６弱・・・・立っていることが困難になる
耐震性の低い木造建物が傾いたり倒れたりすることがある

震度６強・・・・はわないと動くことができない
地割れ、地すべり、山体崩壊が発生することがある

震度７・・・・・・耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物が倒れることがある
耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある



災害をのりこえるための３つの力

共 助

公 助

自 助



自 助 （個人）

自ら（家族を含む）の命は、自らが守るということ。

○災害に備えて先手を打つ＝自助の備え

・自宅の耐震補強 ・家具の固定

・水、食糧の備蓄 ・非常持出袋の準備

・家族での防災会議

・指定緊急避難場所、指定避難所の確認

・避難経路の確認など



個人の力だけでは解決が困難なことを、住民や
事業所、ボランティアの人たちが互いに助けあっ

て解決すること。

共 助 （地域）

○発災後は、近隣共助が必要不可欠
・自主防災組織の形成・活動 ・防災訓練
・防災学習 ・集団防火意識の向上 など



公 助 （行政）

・安全・安心のまちづくり ・基盤整備
・公共建築の耐震改修 ・補助事業
・避難所の広報 ・防災教育 など

個人や地域では解決できないことを、県や市町
村、消防、警察、自衛隊など、公的機関が行う

こと。



公助にも不足が生じる場合がある
○公共施設も職員も被災する可能性がある
○公助の出動体制には時間がかかる
○復旧・復興が公助の最大の任務となる

大規模災害が発生したら・・・

自助・共助が公助を補う
○自分の力で生き残る！
○地域の共助で生き延びる！



阪神・淡路大震災の事例

0 10 20 30 40

その他

救助隊に

通行人に

友人に・隣人に

家族に

自分で
34.9%

31.9%

生き埋めや閉じ込められた人の救出の内訳

28.1%

2.6%

1.7%

0.9%

助かった人の97％が、
自助と共助によるもの。

自助

自助

共助

共助

公助

日本火災学会「兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」より



地震にあったら

（身の安全と避難行動）



避難の判断

正しい情報に基づいた判断を！
それがあなたの運命を左右します。

●災害が発生したときにはデマが飛び交いがちです。
噂に惑わされず、テレビ、ラジオ、市役所等からの情報に
注意し、正しい状況の把握に努めましょう。

●市役所から避難の指示・勧告等が出たら、
それに従いましょう。

●市役所からの指示・勧告等がなくても、
身の周辺に危険が迫っていると判断した場合は、
ためらうことなく避難しましょう！



●東日本大震災では、多くの人が携帯電話の通話による安否確認
を試みましたが、電話が輻輳したため、うまくいきませんでした。

●災害発生時、どの手段が使えるかは実際に災害が起きてみない
とわかりません。安否確認の手段を複数準備しておくことが重要です。

家族や友人との安否確認の方法



大規模な災害が発生し、電話がつながりにくい状況でも、安否確認の
伝言を録音・再生できるシステムです。

災害用伝言ダイヤルの活用

●伝言を録音する場合
①『１７１』にダイヤル

ガイダンスが流れます
②録音の場合『１』を押す
③自分の電話番号（市外局番から）

をダイヤル
④名前、健康状態、避難場所等を

録音

●伝言を再生する場合
①『１７１』にダイヤル

ガイダンスが流れます
②再生の場合『２』を押す
③連絡を取りたい方の電話番号

（市外局番から）をダイヤル
④録音されていればメッセージが再

生されます



災害用伝言サービス
携帯電話から安否情報を登録・確認できます。

（スマートフォンでも可）



家を出るとき

避難するときは周囲をよく確認しましょう。
思わぬ事故に遭う恐れがあります。

●必ず電気のブレーカーを切り、
ガスの元栓を閉めてから避難しましょう。

●屋外に出るときは、周囲の確認
をしてください。ガラスや看板等が
落ちてくる可能性があります。

●我が家の安全を確認後、近所
にも声をかけ、お互いに安否を確
認し合いながら避難しましょう。



火災に遭遇した場合

火災では煙が死亡要因の多くを占めています。
冷静な避難行動をとりましょう。

●日ごろから、火災が発生した場合に備え
て避難ルートを確認しておきましょう。

●火災報知器の警報を聞いたときは、状
況を確認するとともに、速やかな行動を心
がけましょう。

●煙が部屋や廊下に充満してきた場合は、
ハンカチやタオルなどで口・鼻をしっかり覆
い、煙を吸わないように姿勢を低くして避難
しましょう。



避難方法

避難するときに車を使うと混乱を来す場合もあります。

●避難する時は原則として徒歩で避難しましょう。
車を使うと渋滞を引き起こし、消防・救急活動な
どに支障を来す場合があります。

●普段歩いている道も、混乱して歩きにくくなっ
ている恐れがあります。携行品は歩きやすいよ
うに背負える範囲のものにとどめ、服装は活動
しやすいものにしましょう。

●安曇野市には１５５箇所の指定緊急避難場所、
２７箇所の指定避難所があります。身の回りの
避難場所・避難所を日ごろからチェックしておき
ましょう。



●背景

東日本大震災では、避難所の定義が明確でなく、その場の安全性に関
わらず、最寄りの避難所に避難して被災することがありました。

また被災後、当面の避難生活を送る場所も避難所と呼ばれており、避難
行動をとる際の安全確保の観点から、避難所と避難場所を明確に区分
することになりました。

●災害対策基本法の改正（平成25年6月）

・指定緊急避難場所（地区公民館など）

異常な現象の種類ごとに、切迫した災害の危険性から命を守るために
一時的に避難する場所

・指定避難所（学校など）

災害により自宅での生活が困難な場合において、一定期間、避難生活
をする場所

指定緊急避難場所と指定避難所



指定緊急避難場所
●災害の種類ごとに、切迫した危険から命を守るために
一時的に避難する場所です。

●災害毎（地震・土砂災害・洪水）にその場所の安全性
の適否を明示しました。

●地区公民館、公園、グラウンド等が指定されています。

施設名 住 所 地震 土砂災害 洪水

★★公民館 穂高有明★★番地 〇 × 〇

●指定緊急避難場所の表示例

この例の場合は、地震・洪水時には指定緊急避難場所となりますが、
土砂災害の場合は避難場所には適さないことを示しています。



指定避難所
●災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする場所
です。

●小中学校や公共施設から、場所、収容可能人数などを考慮して指定して
います。

※指定緊急避難場所、指定避難所の一覧は、
市ホームページに掲載しているほか、平成27年
５月に各戸配付しました、暮らしのガイドブックに
も掲載されています。



市では、第３次長野県地震被害想定調査報告書に基づき、市で起こ
りうる最大規模の地震である、糸魚川―静岡構造線（全体）を震源とす
る地震による想定被災者数（最大18,495人）を備蓄目標とし、食料や飲
料水を備蓄しています。

なお、不足する場合は、県からの「救援物資」、応援協定等による「流
通備蓄」で対応します。

●保存水
●アルファ米
●粥
●フリーズドライみそ汁
●防災用クラッカー
●乾パン・スティックパン

など

26

食料品の備蓄について
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http://www.google.co.jp/url?url=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E4%25B9%25BE%25E3%2583%2591%25E3%2583%25B3&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=naFMVaKoN4XMmAXzwoCIDw&ved=0CDcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHY2CAFhZs5q-arI7BUYCO00fUhsA


当市は寒冷地域に属し、寒さ対策が必要なことから、毛布及び避難所
等の木質床やコンクリート床からの底冷えから保護するために避難用
マット（シート）を整備を進めています。

そのほか、乳児用粉ミルク、哺乳ビン、身の回り品、日用品等の備蓄は、
薬剤師会、流通業者等との協定により対応するよう努めます。

●資機材 ●日用品
・リアカー ・毛布
・発電機 ・避難用ﾏｯﾄ
・投光器 ・段ボールベッド
・担架 ・折りたたみベッド
・レスキューセット ・マンホールトイレ
・ファミリールーム ・携帯トイレ
・プライベートルーム ・紙おむつ

・生理用品
・ストーブ

など

資機材等の備蓄について



●市では給水車2台、給水タンク6台を保有、また給水袋は上水道課で
14,900袋、危機管理課で6,800袋を備蓄しています。
●飲料水の備蓄
●緊急遮断弁がついた配水池では、震度５強の地震で遮断弁が下り、
水道水を保持することができます。その他の配水池からの水は、水道
管が破管した場所から流出します。
●小規模な災害では近隣市町村から、大規模災害では全国の市町村
の給水車や自衛隊の大型車両が給水の応援に参加します。

【家庭内備蓄（自助）】
●水は必要不可欠です。各家庭であらかじめ用意しておきましょう。
●飲料水は、大人１人１日３リットル、最低でも３日分の飲料水をローリ
ングストックなどにより用意しておきましょう。
●トイレや洗濯などに使う生活用水も必要です。普段からポリタンクなど
に汲んでおいたり、お風呂のお湯をすぐ抜かないで活用したりするとい
った方法もあります。

断水対策について



●マンホールトイレの備蓄
●携帯トイレの備蓄

【家庭内備蓄（自助）】
携帯トイレの備蓄をしましょう。
各家庭などで備蓄できるトイレは、次のとおりです。いずれのトイレも
ホームセンターなどで購入できます。
【携帯トイレ】
既設トイレの便座などに便袋を設置し、使用後はし尿をパックし処分
するタイプをいいます。
【簡易トイレ】
室内に設置可能な小型で持ち運びができるトイレで、し尿を貯留する
タイプ。介護用のポータブルトイレも含みます。

トイレ対策について



初期消火
① 大声で「火事だー！」と叫び、周囲に知らせます。

・どんな小さな火災でも、恥ずかしがらずに周囲に知らせます。
・家族や近所に知らせ、初期消火活動の態勢をとります。
・家族や近所の方に119番通報してもらいます。
・火災報知器があるときはボタンを押します。

② 火元を見極め、消火活動を行います。

③ 消火器や三角バケツがあれば利用し、
その他消火に有効なもの（座布団など）も 利用します 。

④ 風上から消火活動を行います 。
・風下から消火活動を行うと、消火薬剤が目に入ったり、
火災にあおられたりすることがあります。
・懸命に消火を進めても、壁板やふすまの上方など、
上への方向に火が走り始めたり 天井に炎が達したら、
迷うことなく避難しましょう。



消火器の使い方

① できるだけ姿勢を低くし、熱や煙から身を守る
ように構え、逃げ道となる出口を背にしてノズル
を火元に向けます。
※ 消火器の放射時間は約１０秒～１５秒 です。

② 粉末消火器は火が消えたように見えても、再び
燃え上がる危険があるので、バケツなどで十分
に水をかけ、完全に消火します。

③ 運んでいる途中で安全ピンを抜くと、消火する
前に薬剤を噴射してしまうおそれがあります。

④ 室内の初期消火の限界は炎が天井に達する
まで。一人で消火しようとせず、隣近所にも声を
かけ、皆で協力して消火にあたることが大切です。



消防による救出活動が困難な場合には、皆さんの
協力が必要です。

●災害が大きくなると、負傷者が多くなり、
また、道路が通行困難となっているために
消防署などによる救出活動が間に合わない
場合があります。
軽いケガなどの処置は、皆さんがお互いに
協力し合って応急救護をしましょう。

●建物の倒壊や落下物などの下敷きになった人がい
たら、意識があるかどうかを確認し、励ましましょう。
救出活動には危険が伴う場合があります。
できるだけ複数で協力して行いましょう。

救出・救護活動



地震に備える

（防災意識を高める）



家庭での防災会議

地震の時に家族が慌てず行動できるよう、日頃から
話し合い、情報を共有しておきましょう。

●地震はいつ起こるかわからないことから、時間帯や誰が在
宅してるかなど様々なケースを想定し話し合っておきましょう。

●話し合いでは、想定したケース毎に分担を決めるほか、
高齢者や乳幼児など家族構成も考慮して次のことも相談
しておきましょう。

○家の中でどこが一番安全か
○指定緊急避難場所、指定避難所、避難路はどこか
○非常持出袋はどこに置いてあるか

●住所、氏名、連絡先や血液型など、自分の情報を記載
した避難カードを作成し、普段から携帯しましょう。



避難路を確認する

自宅から指定緊急避難場所、指定避難所までの
ルートを事前に確認しておきましょう。

●地震時は、自宅から避難所までの道のり
は、普段と違い通行できない場合もあること
を知っておきましょう。

●実際に歩いてみるなど危険箇所を把握し
安全なルートを確認しておきましょう。

●具体的に自宅から避難所までのマップを
描き、危険箇所や避難時に役立つ情報等を
書き込むなどしておきましょう。



.防災活動への参加

地震に備えるには、各地区がおこなう防災訓練などの防災活動に積極的に
参加しましょう。

●地震の時に、初期消火や救出救助活動を
行うには日頃からの訓練が欠かせないので、
家族全員で防災訓練に参加しましょう。

●災害が発生した場合を想定して参加者で
被害状況や対応策について地図に書き込み
イメージする「災害図上訓練」を実施している
地区もあります。

●地域の自主防災組織などの活動に参加し、
普段から地域で協力しあう体制を築いておき
ましょう。



備蓄品を備える

地震が発生すると普段どおりの生活ができなくなる事も考えられます。
数日間生活できるだけの『備蓄品』を備えておきましょう。

●目安として１人最低３日分（可能であれば
１週間分）程度の水や食料品を備蓄しましょう。

●家族構成、住居や地域の特性によって必要
となるものは異なります。自分や家族にとって
本当に必要なものを考えて準備しましょう。

●また、非常持出袋は、玄関や寝室など持ち
出しやすいところに置いておき、すぐに持ち出
せるようにしておきましょう。



防災用品購入補助金のご案内

市では、各家庭に保存食、保存水をはじめとする防
災用品を備えていただくため、市民を対象に防災用
品の購入に対して補助事業を行っています。

今年度末までの制度です。申請はお早めに！

①飲料水（清涼飲料水を除く）

②食料品（保存年数３年以上）

他の防災用品と合わせて、以上の2品目を
お買い求めいただければ、購入金額の
3分の1 最大4,000円の補助がでます！



家具・家電製品の転倒を防止
建物が無事でも、家具などが転倒すると、下敷きになってケガをし
たり、避難経路を塞いでしまいます。

●タンスや棚はL型金具などで壁の桟や柱に
固定しましょう。

●引き出しや観音開きの扉にはストッパーな
どを取り付け、中身が飛び出さないようにして
おきましょう。

●扉がガラスの場合はガラス飛散防止フィル
ムを貼っておきましょう。

●家具等の転倒防止器具、飛散防止フィル
ムなども防災用品購入補助金の対象となりま
す。（飲料水・保存食と合わせて対象）



家具などの配置を工夫する

家具などの配置を工夫することも有効です。まずは手軽にできることか
ら始めてみましょう。

●寝室や子供・高齢者の部屋、出入口
付近にはできるだけ背の高い家具は置
かないようにしましょう。

●就寝位置を家具から離したり、転倒し
にくい側方（左右の方向）にするといった
方法も考えられます。

●重量のある家電製品はできるだけ低
い位置に置くようにしましょう。



【防災の心構え】

知る（意識を高める）

考える（話し合う）

備える（実行する）



① まず身の安全を

けがをしたら火の始末や避難が遅れます。

家具類の転倒・移動防止対策を。

② すばやく火の始末

火元に燃えやすいものは置かないように

心がけを。

ま と め



③ 戸を開けて出口を確保

玄関以外にも脱出できる場所の確保を。

④ 火がでたらすぐ消火

火災が発生しても天井に燃え移る前なら

大丈夫。あわてずに消火を。



⑤ あわてて外に飛び出さない

瓦やガラス、看板などの落下物に注意。

⑥ 狭い路地やブロック塀には
近づかない

ブロック塀や自動販売機は倒壊するおそれ

があるので近づかない。

屋外にいたら公園などに避難を。



居住地の自然環境を把握して二次災害に

よる被害防止の心がけを。

⑦ 山崩れ・がけ崩れに注意

⑧ 徒歩で避難を

車での避難は交通渋滞が発生し、緊急車

両の通行の障害に。



⑨ 協力し合って応急救護

ご近所の皆さんで協力し合って応急救護。

普段の近所付き合いが大切です。

⑩ 正しい情報を聞く

ラジオ・市役所などから正しい情報を入手

して、的確な行動を。



○ 同報系防災行政無線
○ 安曇野市メール配信サービス（登録制）
○ 安曇野市防災行政無線テレホンサービス（無料）
○ 緊急速報メール＝エリアメール

（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
○ 公共情報コモンズ
○ 災害協定に基づく、あづみ野テレビ、あづみ野エフエム
○ 広報車（安曇野市、安曇野市消防団）
○ 安曇野市ホームページ
○ 安曇野市公式ツイッター
○ 電話、FAX 、移動系防災行政無線

各種情報の伝達方法と市民への情報提供について

情報の伝達



市では、防災情報の伝達手段の一つとして、火災・気
象・地震などの防災情報を配信する「安曇野市メール
配信サービス」を運営しています。このメール配信サ
ービスは、あらかじめご登録いただいたインターネット
に接続できるパソコン・携帯電話等に緊急情報などを
Eメールでお届けするものです。

※なお、通信料は有料となります。

安曇野市メール配信サービス



同報系デジタル防災行政無線の放送内容を確認する
ことができるフリーダイヤルのサービスです。

安曇野市内等、一部の電話番号からのみ繋がります。

フリーダイヤル

０１２０－２７－１３１３

防災行政無線テレホンサービス



ご清聴 ありがとうございました
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ANPI バイリンガル日本語指導者  
スキルアップ研修 2016.1.17 ３ 

 

【日本語教室
きょうしつ

での体験
たいけん

から】 

 

１－ａ．発音 （ある学習者の作文
さくぶん

） 

 

 「わたしは ○○で にほんれうりを べんきょうしました。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－ｂ．文法 （教室でのおしゃべりで） 

 

 「Ａさん、こんな大きいお子
こ

さんがいるように見えないよ。若
わか

いのねえ。」 

 

 「先生、わたし、いくつとおもいますか。あたってください。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－ｃ．語彙
ご い

（ことば）の選
えら

びかた 

 （私の仕事が週
しゅう

２日のパート仕事だと話
はな

したとき、ある学習者が言ったこと） 

 

 「わあ、それは先生、ひまでいいですね、時間が自由
じ ゆ う

になって。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







松本市多文化共生プラザ相談員

八木わたる

バイリンガル指導者
スキルアップ講習⑪⑫



多文化共生プラザにくるそうだん

●日本語きょうしつをさがしたい

●生活がくるしい

●在留資格のそうだん

●こそだて・かていのもんだい

●こどもががっこうでトラブル

●日本語きょうしつをさがしたい

●生活がくるしい

●在留資格のそうだん

●こそだて・かていのもんだい

●こどもががっこうでトラブル



よめない封筒

封筒がとどいたけど
よめません

書

書

決定 却下

給付 免除
納付

請求

領収

支払い

書通知

期限



「くらしの相談」と
手続きの言葉

●家族と家のことば

お
っ
と

ち
ち

は
は

む
す
こ

し
ま
い

お
じ
・
お
ば

し
ん
ぞ
く

か
ぞ
く

な
い
え
ん

せたい



「くらしの相談」と
手続きの言葉

●家族と家のことば

①あなたの同居の家
族をおしえてください。

②あなたの親族を教
えてください



「くらしの相談」と
手続きの言葉

●お金のことば

所得・収入

支出



「くらしの相談」と
手続きの言葉

●てつづきのことば

決定 却下

申請 審査

給付 減免



「くらしの相談」と
相談の言葉

①最初のことば

○○のことについて
相談できますか？

●しごと ●こども
●ビザ ●しゃっきん
●せいかつ



「くらしの相談」と
手続きの言葉

② ていど

まったくない・いちどもない

めったにない・ほとんどない

たまに（ある）・ときどき（ある）

しょっちゅう（ある）・よく（ある）



「くらしの相談」と
相談の言葉

③ ていど

すこし・ちょっと

わりと

かなり・だいぶ

たいへん



「くらしの相談」と
相談の言葉

④かんじょう

●くるしい
●つらい
●ふあん
●こまる
●こわい



「くらしの相談」と
相談の言葉

しごとのことで困っています。

きゅうりょうがはらわれないことが
②あって③④。

かぞくのことで困っています。
おっとから②暴力をふるわれて
③④。



「くらしの相談」と
相談の言葉

⑤どうしたい？

どうしたいか
わかっている

ＹＥＳ

ＮＯ



「くらしの相談」と
相談の言葉

⑥きかれること
ぐたいてきに

●いつ（から）
●だれが（だれに・だれを）
●どこで
●なぜ
●どのように



「くらしの相談」と
相談の言葉

ともだちから②暴力をふるわれ
ます。
③④です。
⑤。



おねがいしたいこと

サインに気づいて、

声をかける

話をよく聞いて、

受け止める

支援の窓口や専門家に

つなぐ

①

②

③



つなぐ

しごとさがし

おかねない

しごと

けんこう

かぞく

ろうどうそうだん
（労働基準監督署・ユニオン）

ハローワーク
しゃかいふくしきょうぎかい
せいかつほごかかり

ほけんセンター

女性センター



分野
ぶんや

用語
ようご

読
よ

み方
かた

世帯 せたい 同居
どうきょ

して家計
かけい

も同
おな

じ人
ひと

。家族
かぞく

でも別居
べっきょ

していると世帯
せたい

は別
べつ

。

親族 しんぞく 親
おや

・子
こ

・孫
まご

・祖父母
そふぼ

・叔父
おじ

・叔母
おば

・いとこぐらいまで。

別居 べっきょ 別々
べつべつ

に住
す

むこと。

同居 どうきょ いっしょに住
す

むこと。

結婚 けっこん

離婚 りこん

戸籍 こせき

配偶者 はいぐうしゃ 結婚
けっこん

している相手
あいて

。夫
おっと

。　妻
つま

。

内縁 ないえん 結婚
けっこん

をしていないが、同居
どうきょ

している、夫婦
ふうふ

のような関係
かんけい

。

DV でぃーぶい 配偶者
はいぐうしゃ

や恋人
こいびと

への暴力
ぼうりょく

。（体
からだ

・心
こころ

・お金
かね

・性的
せいてき

に）

虐待 ぎゃくたい 子
こ

ども・障害者
しょうがいしゃ

への暴力
ぼうりょく

。（体
からだ

・心
こころ

・お金
かね

・性的
せいてき

に）

住民票 じゅうみんひょう ※実際
じっさい

に住
す

んでいるところと、登録
とうろく

してある住所
じゅうしょ

が違
ちが

う人
ひと

もいる。

収入・所得 しゅうにゅう・しょとく 入
はい

ってくるお金
かね

。会社
かいしゃ

からの給与
きゅうよ

だけではない。受
う

け取
と

るお金
かね

全部
ぜんぶ

。

月収・年収 げっしゅう・ねんしゅう

資産・財産 しさん・ざいさん

貯金・貯蓄 ちょきん・ちょちく

所持金 しょじきん 今
いま

、財布
さいふ

の中
なか

や家
いえ

にあるお金
かね

。貯金
ちょきん

を含
ふく

まないことが多
おお

い。

支出 ししゅつ 出ていくお金。

未納・滞納 みのう・たいのう 「未納
みのう

」がたまると「滞納
たいのう

」になる。

債務 さいむ 借金
しゃっきん

だけではない。税金
ぜいきん

などの滞納
たいのう

・未納
みのう

もあわせた全部
ぜんぶ

。

請求（する・される） せいきゅう 「払
はら

え」と言
い

う/言
い

われる。

持ち家 もちいえ 自分
じぶん

で買
か

って持
も

っている家
いえ

やマンション。

賃貸 ちんたい お金
かね

を払
はら

って借
か

りている家
いえ

・アパート・マンション。

窓口などで使う日本語

だいたいの意味
いみ

世帯
せたい

と家族
かぞく

について

お金
かね

について

住
す

まいについて
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分野
ぶんや

用語
ようご

読
よ

み方
かた

窓口などで使う日本語

だいたいの意味
いみ

家賃 やちん

初期費用 しょきひよう 不動産
ふどうさん

会社
かいしゃ

などに払
はら

う敷金
しききん

・礼
れい

金
きん

など。

連帯保証人 れんたいほしょうにん 本人
ほんにん

が滞納
たいのう

した場合
ばあい

、代
か

わりに家賃
やちん

を支払
しはら

わなければならない人
ひと

。

大家 おおや

健康保険 けんこうほけん 国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

（国保
こくほ

）・社会
しゃかい

保険
ほけん

（社保）
（しゃほ）

通院 つういん

検診 けんしん

検査 けんさ

診断（書） しんだん

入院 にゅういん

退院 たいいん

カウンセリング かうんせりんぐ

看病 かんびょう

介護 かいご

障がい しょうがい

身体 しんたい

精神 せいしん

知的 ちてき

障害認定 しょうがいにんてい

障害者手帳　（手帳） しょうがいしゃてちょう

障害年金 しょうがいねんきん

治療費・医療費 ちりょうひ・いりょうひ

自己負担 じこふたん

健康
けんこう

について

住
す

まいについて
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分野
ぶんや

用語
ようご

読
よ

み方
かた

窓口などで使う日本語

だいたいの意味
いみ

雇用（契約） こよう（けいやく） ちゃんと契約
けいやく

のある雇用
こよう

。お友達
ともだち

の手伝
てつだ

い（お礼
れい

付
つ

き）ではない。

正社員 せいしゃいん

バイト・パート ばいと・ぱーと

フルタイム ふるたいむ

賃金・給与 ちんぎん・きゅうよ お給料
きゅうりょう

・バイト料
りょう

文書・書面 ぶんしょ・しょめん ※これがあるかないかはとても重要
じゅうよう

給与明細 きゅうよめいさい ※相談
そうだん

で「あったら持
も

ってきてください」と言
い

われることが多
おお

い。

紹介状 しょうかいじょう

履歴書 りれきしょ

面接 めんせつ

採用・不採用 さいよう・ふさいよう

解雇 かいこ

退職・離職 たいしょく・りしょく ※自己
じこ

都合
つごう

も解雇
かいこ

も含
ふく

む。

逮捕 たいほ

事情徴取 じじょうちょうしゅ

起訴 きそ

裁判 さいばん

公判 こうはん

判決 はんけつ

釈放 しゃくほう

執行猶予 しっこうゆうよ

実刑 じっけい

罰金 ばっきん

懲役 ちょうえき

示談 じだん

賠償 ばいしょう

刑事 けいじ

仕事
しごと

について

仕事
しごと

について

法律
ほうりつ

について
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分野
ぶんや

用語
ようご

読
よ

み方
かた

窓口などで使う日本語

だいたいの意味
いみ

民事 みんじ

提訴 ていそ

原告 げんこく

被告 ひこく

代理（人） だいり（にん）

申告 しんこく 市
し

役所
やくしょ

や税務署
ぜいむしょ

などへの報告
ほうこく

。確定
かくてい

申告
しんこく

など。

申請 しんせい 申
もう

し込
こ

み。これをしないともらえないお金
かね

や受
う

けられないサービスも多
おお

い。

届け出 とどけで 子供
こども

が生
う

まれた、住所
じゅうしょ

が変
か

わった、結婚
けっこん

・離婚
りこん

た時
とき

などに役所
やくしょ

に知
し

らせる

同意 どうい それでいいです、あとで文句
もんく

は言
い

いません、という意味
いみ

。

記入 きにゅう

提出 ていしゅつ

受理 じゅり 提出
ていしゅつ

した申請
しんせい

や申告
しんこく

を窓口
まどぐち

が正式
せいしき

に受
う

け付
つ

けた、という意味
いみ

。

審査 しんさ

調査 ちょうさ

処分 しょぶん

決定 けってい

開始 かいし

却下 きゃっか

取り消し とりけし

廃止 はいし

辞退 じたい 自分
じぶん

から取
と

り下
さ

げる。

見込み みこみ たぶんそうなる。可能性
かのうせい

が高
たか

い。

通知 つうち

期限・期日 きげん・きじつ

手続
てつづ

き全般
ぜんぱん

法律
ほうりつ

について

Page 4



分野
ぶんや

用語
ようご

読
よ

み方
かた

窓口などで使う日本語

だいたいの意味
いみ

さかのぼる さかのぼる

督促 とくそく 早
はや

く払
はら

ってください、という催促
さいそく

や手紙
てがみ

。

窓口 まどぐち

機関 きかん

担当 たんとう

助言・指導・指示 じょげん・しどう・しじ 弱
よわ

い←　助言＜指導＜指示
じょげん　　　しどう　　　しじ

　→強
つよ

い

申請書 しんせいしょ

添付書類 てんぷしょるい いっしょに出
だ

す証明書
しょうめいしょ

などの書類
しょるい

。

同意書 どういしょ

誓約書 せいやくしょ 約束
やくそく

します、という文書
ぶんしょ

。

本人確認できるもの ほんにんかくにん 免許証
めんきょしょう

・保険証
ほけんしょう

・住民
じゅうみん

カードなど

住民票 じゅうみんひょう

戸籍謄本 こせきとうほん

所得証明書 しょとくしょうめいしょ

領収書 りょうしゅうしょ

写し うつし コピー

控え ひかえ 提出
ていしゅつ

した書類
しょるい

と同
おな

じもの。本人
ほんにん

も持
も

っておくためのもの。

給付・手当・扶助 きゅうふ・てあて・ふじょ もらえるお金
かね

。

貸付・融資 かしつけ・ゆうし 貸
か

してもらうお金
かね

。返
かえ

さなくてはいけない。

減免 げんめん 払
はら

わなければいけないお金
かね

が安
やす

くなるor払
はら

わなくてよくなる。

猶予 ゆうよ しばらくの間
あいだ

、払
はら

わなくていい。払
はら

うのを待
ま

ってもらう。

還付 かんぷ いったん払
はら

ったお金
かね

が返
かえ

ってくる。

分割 ぶんかつ 一度
いちど

にぜんぶ払
はら

わなくてもいい。毎月
まいつき

少
すこ

しずつ決
き

めた金額
きんがく

を払
はら

う。

割引 わりびき 少
すこ

し安
やす

くなる

優先 ゆうせん

同行 どうこう いっしょに行
い

く。

手続
てつづ

き全般
ぜんぱん

手続
てつづ

きの書類
しょるい

サービス
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