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静岡県日本語教育基本方針検討会議

１ 委員名簿
（順不同、敬称略）

○委員長

２ 開催実績

氏 名 職名等

○ 坂本 勝信 学校法人常葉大学 外国語学部 教授

高畑 幸 静岡県公立大学法人静岡県立大学 国際関係学部 教授

多々良 博之 焼津市立港小学校 校長

袴田 麻里
国立大学法人静岡大学 国際連携推進機構

国際教育推進部門 教授

松葉 優子 学校法人静岡理工科大学 浜松日本語学院 校長

石川 雅洋
株式会社ソミックマネージメントホールディングス

代表取締役社長

村瀬 勇 社会福祉法人天竜厚生会 総務部長

前田 美咲 袋井市 企画部 多文化共生推進課 課長補佐

キクヤマ リサ 公益財団法人浜松国際交流協会 副主幹

加山 勤子 公益財団法人静岡県国際交流協会 事務局長

開催日、開催方法 内容

第一回
令和６年８月２日（金）

対面開催（静岡県庁）

・趣旨説明・スケジュール

・基本方針（案）について

第二回
令和６年９月 24 日（火）

オンライン開催
・基本方針（修正案）について

第三回
令和６年 11 月７日（木）

オンライン開催

・基本方針（パブコメ案）について

・調査結果について



2

本県の外国人を取り巻く状況

１ 静岡県に在住する外国人の概要
（１）外国人県民の状況

・ 令和５年 12 月末現在、本県に在住する外国人は 115,642 人で過去最高を記録しまし

た。（全国８位）

・ 国籍はブラジル、フィリピン、ベトナム、中国、インドネシアの順に多く、120 カ

国以上の国と地域の外国人が県内に暮らしています。

・ 身分又は地位に基づく在留資格（※）が 61％を占めています。

（※永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者）

・ 外国人比率は県内平均で 2.86％ですが、第１位の菊川市（8.06％）～第 35 位の松

崎町（0.58％）と地域差があります。

在留資格別の内訳

県内在留外国人数の推移

（法務省 在留外国人統計 各年 12 月末現在 H2～）

国籍別の内訳

（法務省 在留外国人統計 R5.12 月末現在）
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（２）幼児・児童・生徒の状況

・ 県内小中学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒数は日本国籍、外国籍ともに

過去最高を更新しました。（全国４位）

・ 言語別ではポルトガル語が 2,122 人、フィリピノ語が 1,264 人で、約 70％を占めて

います。

・ 近年の県内公立高校に在籍する外国籍生徒の人数は同程度で推移していますが、日

本語指導が必要な児童生徒数は増加傾向にあります。

県内外国人比率

（静岡県の推計人口 R6.1.1 現在をもとに作成）

県内外国人数・比率上位自治体

（※1 法務省 在留外国人統計 R5.12 月末現在）

（※2 静岡県の推計人口 R6.1.1 現在をもとに作成）

県内公立小中学校における

日本語指導が必要な児童生徒数の推移 言語別の内訳

県内公立高校における
外国籍生徒数の推移

県内公立における

日本語支援が必要な生徒の推移

（文部科学省 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査 各年 5月 1日現在）

（県教育委員会 教務に関する調査 各年 4月 1日現在）
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国籍別の内訳

産業別の内訳

（３）留学生の状況

・ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等を受け、県内の高等教育機関等に在籍する

留学生の総数は国、県ともに令和元年から大きな変化はありません。

・ 一方、日本語学校等の日本語教育機関に在籍する留学生は、令和５年度に本県で

2,175 人と大きく増加しています。

（４）外国人被用者等の状況

・ 県内の外国人労働者数は令和５年 10 月末現在 74,859 人と前年に比べて 10.3％増加

し、過去最高を記録しました。（全国７位）

・ 国籍別では、ブラジル、ベトナム、フィリピンの順で人数が多く、在留資格別では

身分に基づく在留資格が全体の 53％を占めています。

・ 産業別では製造業が 39％、派遣業を含むサービス業（他に分類されないもの）が

28％となっています。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

高等教育機関等に在籍する留学生の人数・推移

（独立行政法人日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」 各年 5月 1日現在）

県内外国人労働者数の推移

在留資格別の内訳

（静岡労働局 静岡県の「外国人雇用状況」の届出状況 R5.10 月末現在）
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２ 本県の日本語教育の状況
静岡県では、外国人県民の日本語能力等について令和６年度に以下のとおり調査を実施

しました。

調査項目は文化庁の作成した「日本語教育に関する調査の共通利用項目」を基に決定

し、必要に応じて国籍・在留資格とクロス集計を行いました。

（１）外国人県民の日本語能力

質問項目は、文化庁 日本語教育の参照枠「生活 Can do」における各レベルを参考にし

ています。

・自立した言語使用者 ： B2、 B1

・基礎段階の言語使用者： A2、 A1 ・基礎段階未満： A１未満

＜参考＞日本語教育の参照枠 言語活動別の熟達度

（文化庁 文化審議会国語分科会「日本語教育の参照枠報告」 R3.10.12 P23 より）

区分 内容

対象者 県内に居住する 16 歳以上の外国人及び日本人

調査市町 浜松市、静岡市、磐田市、富士市、焼津市

外国人の国籍 ブラジル、フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ペルー、

韓国、ネパール

外国人の抽出数 対象市の住民基本台帳から外国人 4,000 人を国籍別に無作為抽出

調査方法 郵送及び WEB（郵送物に QR コードを掲載）によるアンケート調査

各国語版と「やさしい日本語」版を同時送付

※静岡県多文化共生基礎調査と併せて実施

回収結果 外国人調査有効回答数 ｎ＝1467

回収率 36.7％（郵送 18.0％、WEB18.7％）
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■聞く

・ 日本語がどのくらいできるか聞いたところ、［聞く］ことについては、「テレビの

ニュース、ドラマを聞いて、理解できる」が 31.5％、「相手の言うことを聞いて、

大体理解できる」が 29.2％と、この２つがそれぞれ約３割を占めました。

・ 「相手がゆっくり話せば聞いて、理解できる」が 24.5％、「単語だけ聞き取れる」

が 11.7％、「ほとんど聞き取れない」が 2.9％となっています。

あなたは日本語がどのくらいできますか。（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

［聞く］

・ 国籍別にみると、「テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる」は、韓国で

77.2％、中国で 46.8％、ブラジルで 43.0％と割合が高くなっています。

・ 「単語だけ聞き取れる」は、ベトナム 18.3％、フィリピン 16.0％などが多くなって

います。

［聞く］【国籍別】

インドネシア（n=104）

ネパール（n=56）

二重国籍（n=3）

ブラジル（n=467）

フィリピン（n=357）

中国（n=154）

ベトナム（n=218）

韓国（n=57）

ペルー（n=49）

43.0

25.8

46.8

9.2

77.2

32.7

9.6

10.7

33.3

28.5

20.7

21.4

41.7

15.8

34.7

48.1

33.9

33.3

15.8

34.7

17.5

26.6

3.5

22.4

36.5

44.6

33.3

9.0

16.0

10.4

18.3

0.0

8.2

5.8

10.7

0.0

3.4

2.8

3.9

4.1

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる

相手の言うことを聞いて、大体理解できる

相手がゆっくり話せば聞いて、理解できる

単語だけ聞き取れる

ほとんど聞き取れない

無回答

（n=1,467）

31.5 29.2 24.5 11.7 2.9

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる

相手の言うことを聞いて、大体理解できる

相手がゆっくり話せば聞いて、理解できる

単語だけ聞き取れる

ほとんど聞き取れない

無回答
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・ 通算滞在年数別では、滞在期間が長いほど聞く能力は高くなる傾向にあります。

・ 一方、滞在年数が 15 年以上～20 年未満で 10.1％、20 年以上で 5.1％が「単語だけ

聞き取れる」「ほとんど聞き取れない」と回答しています。

［聞く］【通算滞在年数別】

・ 日本語能力の６パターン別にみると、「単語だけ聞き取れる」は、「日本語を学習

していない／日常生活で日本語に困っているので、日本語を学習したい」で

17.5％、「日本語を学習していない／日常生活で日本語に困っているが、日本語を

学びたいとは思わない」で 17.1％と多くなっています。

［聞く］【日本語能力の６パターン別】

３年未満（n=297）

３年以上～５年未満（n=157）

５年以上～10年未満（n=218）

10年以上～15年未満（n=104）

15年以上～20年未満（n=159）

20年以上（n=524）

6.1

5.7

19.3

32.7

41.5

55.5

24.6

36.3

41.7

26.9

28.3

25.2

39.1

36.9

24.8

25.0

20.1

13.9

22.9

17.2

11.9

13.5

8.8

4.0

7.4

3.8

1.4

1.9

1.3

1.1

0.0

0.0

0.9

0.0

0.0

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる

相手の言うことを聞いて、大体理解できる

相手がゆっくり話せば聞いて、理解できる

単語だけ聞き取れる

ほとんど聞き取れない

無回答

日本語を学習していない／日常生活で日本語に困っていな
いし、日本語を学びたいとは思わない（n=151）

日本語を学習していない／日常生活で日本語に困っている
が、日本語を学びたいとは思わない（n=111）

日本語を学習している／日常生活で日本語に困ってい
ない（n=155）

日本語を学習している／日常生活で日本語に困ってい
る（n=413）

日本語を学習していない／日常生活で日本語に困って
いないが、日本語を学習したい（n=181）

日本語を学習していない／日常生活で日本語に困って
いるので、日本語を学習したい（n=354）

47.7

10.4

59.7

15.3

70.9

22.5

32.9

36.6

21.5

32.2

12.6

27.0

17.4

35.8

13.3

30.5

10.6

27.0

1.3

15.0

5.0

17.5

2.6

17.1

0.0

1.9

0.6

4.5

3.3

6.3

0.6

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる

相手の言うことを聞いて、大体理解できる

相手がゆっくり話せば聞いて、理解できる

単語だけ聞き取れる

ほとんど聞き取れない

無回答
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■話す

・ ［話す］については、「自分の言いたいことが大体話せる」が 29.1％、「簡単な日

常会話ができる」が 29.0％と、この２つがそれぞれ約３割を占めています。

・ 「自分の言いたいことが問題なく話せる」が 24.0％、「自己紹介、決まった挨拶、

単語なら言うことができる」が 14.4％、「ほとんど話せない」が 2.7％です。

［話す］

・ 国籍別にみると、「自分の言いたいことが問題なく話せる」は韓国で 66.7％と多く

なっています。

・ 「自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うことができる」は、ベトナムで 25.2％、

ペルーで 24.5％と多くなっています。

［話す］【国籍別】

インドネシア（n=104）

ネパール（n=56）

二重国籍（n=3）

ブラジル（n=467）

フィリピン（n=357）

中国（n=154）

ベトナム（n=218）

韓国（n=57）

ペルー（n=49）

29.1

24.6

30.5

9.2

66.7

16.3

4.8

16.1

33.3

24.6

29.7

32.5

29.4

28.1

28.6

39.4

32.1

33.3

24.8

35.9

22.7

33.9

0.0

24.5

43.3

28.6

0.0

14.3

9.2

13.0

25.2

0.0

24.5

11.5

19.6

33.3

6.2

0.6

1.3

1.8

0.0

4.1

1.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.0

0.5

5.3

2.0

0.0

3.6

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の言いたいことが問題なく話せる

自分の言いたいことが大体話せる

簡単な日常会話ができる

自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うことができる

ほとんど話せない

無回答

（n=1,467）

24.0 29.1 29.0 14.4 2.7

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の言いたいことが問題なく話せる

自分の言いたいことが大体話せる

簡単な日常会話ができる

自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うことができる

ほとんど話せない

無回答
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・ 通算滞在年数別にみると、３年未満、３年以上～５年未満では「簡単な日常会話が

できる」が多く、それぞれ 39.1％、44.6％となっています。

・ 一方、滞在年数が 15 年以上～20 年未満で 13.2％、20 年以上で 9.0％が「自己紹

介、決まった挨拶、単語なら言うことができる」「ほとんど話せない」となってい

ます。

［話す］【通算滞在年数別】

・ 日本語能力の６パターン別にみると、「自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うこ

とができる」は、「日本語を学習していない／日常生活で日本語に困っているの

で、日本語を学習したい」で 22.0％、「日本語を学習している／日常生活で日本

語に困っている」で 21.1％と多くなっています。

［話す］【日本語能力の６パターン別】

日本語を学習していない／日常生活で日本語に困っている
が、日本語を学びたいとは思わない（n=111）

日本語を学習している／日常生活で日本語に困ってい
ない（n=155）

日本語を学習している／日常生活で日本語に困ってい
る（n=413）

日本語を学習していない／日常生活で日本語に困って
いないが、日本語を学習したい（n=181）

日本語を学習していない／日常生活で日本語に困って
いるので、日本語を学習したい（n=354）

日本語を学習していない／日常生活で日本語に困っていな
いし、日本語を学びたいとは思わない（n=151）

46.5

6.8

46.4

7.3

60.3

12.6

34.2

31.5

35.4

25.4

19.9

27.0

17.4

38.0

14.4

40.4

12.6

36.9

1.3

21.1

3.3

22.0

5.3

17.1

0.0

2.2

0.0

4.2

2.0

5.4

0.6

0.5

0.6

0.6

0.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の言いたいことが問題なく話せる

自分の言いたいことが大体話せる

簡単な日常会話ができる

自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うことができる

ほとんど話せない

無回答

３年未満（n=297）

３年以上～５年未満（n=157）

５年以上～10年未満（n=218）

10年以上～15年未満（n=104）

15年以上～20年未満（n=159）

20年以上（n=524）

4.0

1.3

17.4

25.0

33.3

42.0

22.2

34.4

33.0

32.7

26.4

30.0

39.1

44.6

32.1

29.8

25.8

18.3

29.6

14.6

15.1

9.6

10.7

7.3

5.1

5.1

1.4

0.0

2.5

1.7

0.0

0.0

0.9

2.9

1.3

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の言いたいことが問題なく話せる

自分の言いたいことが大体話せる

簡単な日常会話ができる

自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うことができる

ほとんど話せない

無回答
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■読む

・ ［読む］については、「絵の付いた簡単な指示（ごみの捨て方、料理の作り方）が

分かる」が 30.9％と最も多く、次いで「役所や学校、職場からの手紙やお知らせを

読んで、少し理解できる」が 26.3％となっています。

・ 以下「役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる」が 20.2％、

「チラシやウェブサイトのお知らせを見て、日本語教室や交流イベントなどの場所

や日時、内容など、必要な情報を探し出すことができる」が 10.6％、「ほとんど読

めない」が 11.0％となっています。

［読む］

・ 国籍別にみると、韓国で「役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解

できる」が 71.9％と多く、一方、「ほとんど読めない」はペルー16.3％、ネパール

16.1％、ブラジル 14.8％などが多くなっています。

［読む］【国籍別】

（n=1,467）

無回答

役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる

役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる

チラシやウェブサイトのお知らせを見て、日本語教室や交流イベントなどの場所や日時、内
容など、必要な情報を探し出すことができる

絵の付いた簡単な指示（ごみの捨て方、料理の作り方）が分かる

ほとんど読めない

20.2 26.3 10.6 30.9 11.0 1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無回答

インドネシア（n=104）

ネパール（n=56）

二重国籍（n=3）

ブラジル（n=467）

フィリピン（n=357）

中国（n=154）

ベトナム（n=218）

韓国（n=57）

ペルー（n=49）

役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる

役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる

チラシやウェブサイトのお知らせを見て、日本語教室や交流イベントなど
の場所や日時、内容など、必要な情報を探し出すことができる

絵の付いた簡単な指示（ごみの捨て方、料理の作り方）が分かる

ほとんど読めない

21.4

8.4

48.7

15.1

71.9

12.2

2.9

12.5

33.3

21.2

35.3

20.8

24.8

17.5

36.7

32.7

21.4

33.3

13.7

5.9

11.7

10.6

1.8

6.1

13.5

19.6

0.0

27.6

36.1

14.9

41.7

5.3

26.5

47.1

28.6

0.0

14.8

13.7

3.9

7.3

0.0

16.3

3.8

16.1

0.0

1.3

0.6

0.0

0.5

3.5

2.0

0.0

1.8

33.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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■書く

・ ［書く］については、「名前や国名、住所などが書ける」が 35.4％と最も多く、次

いで「職場の同僚や学校の先生、家族に要件を伝える簡単なメモなどを書くことが

できる」が 23.7％となっています。

［書く］

・ 「仕事の報告書や学校の先生に子供の状況を伝える連絡、料理の作り方など、状況

や方法を説明する文章を書くことができる」は韓国で 50.9％と高くなっています。

・ 「ほとんど書けない」はブラジル 24.6％、ペルー20.4％などが多くなっています。

［書く］【国籍別】

（n=1,467）

無回答

仕事の報告書や学校の先生に子供の状況を伝える連絡、料理の作り方など、状況や方法を説
明する文章を書くことができる

日常生活や自分のふるさと、自分の経験について紹介する文章を書くことができる

職場の同僚や学校の先生、家族に要件を伝える簡単なメモなどを書くことができる

名前や国名、住所などが書ける

ほとんど書けない

14.3 12.1 23.7 35.4 13.2 1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

名前や国名、住所などが書ける

ほとんど書けない

無回答

インドネシア（n=104）

ネパール（n=56）

二重国籍（n=3）

仕事の報告書や学校の先生に子供の状況を伝える連絡、料理の作り方な
ど、状況や方法を説明する文章を書くことができる

日常生活や自分のふるさと、自分の経験について紹介する文章を書くこと
ができる

職場の同僚や学校の先生、家族に要件を伝える簡単なメモなどを書くこと
ができる

ペルー（n=49）

ブラジル（n=467）

フィリピン（n=357）

中国（n=154）

ベトナム（n=218）

韓国（n=57）

14.3

5.6

32.5

9.6

50.9

12.2

7.7

16.1

0.0

6.4

8.7

11.7

15.6

10.5

12.2

31.7

32.1

66.7

21.4

20.2

27.3

38.5

17.5

20.4

25.0

5.4

0.0

31.5

53.5

24.7

31.7

15.8

28.6

31.7

30.4

0.0

24.6

11.8

2.6

4.6

1.8

20.4

3.8

14.3

0.0

1.7

0.3

1.3

0.0

3.5

6.1

0.0

1.8

33.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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■日本語能力の４項目の比較

・ 日本語教育の参照枠（P5 参照）に基づき、それぞれの項目を「自立した言語使用

者」「基礎段階の言語使用者」「基礎段階未満」に分類すると、聞く＞話す＞読む

＞書くの順に、日本語レベルが低くなっています。

【日本語がどのくらいできるか】

■国籍と「自立した言語使用者」の関係

・ 国が「地域における日本語教育においてめざすべきレベル」として設定している

「自立した言語使用者」と国籍の関係を見ると、特別永住者の多い韓国がどの項目

も最も高くなっています。

・ 一方、ブラジルでは「聞く」「話す」ができる割合が高く、フィリピンは「聞く」

「話す」「読む」が半数程度ですが「書く」は 14.3％となっています。

・ また、「聞く」と「読む」ではブラジル、「話す」と「書く」ではフィリピンで差

が大きく、会話はできても読み書きは難しい状況がわかります。

自立した言語使用者の割合（高い順）【国籍別】
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（２）外国人県民の現在の日本語の学習状況

■日本語を学んでいるか

・ 現在の日本語の学習状況は、「学んでいる」が 39.5％、「学んでいない」が 60.0％
でした。

あなたは、今、日本語を学んでいますか。（○は１つ）

・ 国籍別にみると、「学んでいる」はインドネシア 81.7％、ベトナム 72.5％、「学ん

でいない」はペルー87.8％、ブラジル 81.6％、、韓国 80.7％の順に多くなっていま

す。

【国籍別】

（n=1,467）

39.5 60.0 0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学んでいる 学んでいない 無回答

インドネシア（n=104）

ネパール（n=56）

二重国籍（n=3）

ブラジル（n=467）

フィリピン（n=357）

中国（n=154）

ベトナム（n=218）

韓国（n=57）

ペルー（n=49）

18.2

33.6

50.6

72.5

15.8

12.2

81.7

62.5

100.0

81.6

65.5

48.7

27.5

80.7

87.8

18.3

35.7

0.0

0.2

0.8

0.6

0.0

3.5

0.0

0.0

1.8

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学んでいる 学んでいない 無回答
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・ 在留資格別にみると、「学んでいる」は留学が 90.0％、技能実習と特定活動がとも

に 76.9％、技術が 76.2％と多くなっています。

・ 「学んでいない」は特別永住者 81.8％、永住者 77.9％、定住者 73.3％の順に多くな

っています。

【在留資格別】

■日本語を学んでいる理由

・ 日本語を「学んでいる」と回答した人に理由を聞いたところ、「日本で生活してい

くために必要だから」が 85.7％で最も多く、以下「仕事で必要だから」が 65.8％、

「日本人との付き合いを広げるため」が 51.8％でした。

あなたは何のために日本語を学んでいますか。（あてはまるもの全てに○）

人文知識・国際業務（n=47）

永住者（n=629）

日本人の配偶者等（n=78）

永住者の配偶者等（n=25）

定住者（n=195）

技術（n=42）

その他（n=35）

技能（n=73）

技能実習（n=216）

留学（n=30）

家族滞在（n=40）

特定活動（n=13）

特別永住者（n=33）

21.3

39.7

24.0

26.7

76.2

59.6

67.1

76.9

90.0

62.5

76.9

15.2

34.3

77.9

60.3

72.0

73.3

23.8

40.4

32.9

23.1

10.0

35.0

23.1

81.8

65.7

0.8

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

3.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学んでいる 学んでいない 無回答

（n=579）

その他

日本で生活していくために必要だから

日本人との付き合いを広げるため

仕事で必要だから

より良い条件の仕事を探すため

進学や勉強のため

85.7

51.8

65.8

38.0

26.8

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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■どうやって日本語を学んでいるか

・ 日本語を「学んでいる」と回答した人に学習方法を聞いたところ、「独学で（インタ

ーネットやアプリ等）」が 60.3％で最も多く、以下「独学で（教科書やテレビ等）」

が 48.9％、「周りの会話を聞いて覚えている」が 44.9％でした。

「学んでいる」と答えた人は教えてください。

あなたは今、どうやって日本語を学んでいますか。（あてはまるもの全てに○）

■日本語を学ぶ意欲

・ 日本語を「学んでいない」と回答した人に日本語を学びたいか聞いたところ、「日本

語を学びたい」が 61.3％、「日本語を学びたいとは思わない」が 30.9％でした。

「学んでいない」と答えた人は教えてください。日本語を学びたいですか。

（○は１つ）

（n=880）

61.3 30.9 7.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日本語を学びたい 日本語を学びたいとは思わない 無回答

（n=579）

その他

家族から学んでいる

職場で学んでいる

友達（日本人）から学んでいる

友達（日本人以外）から学んでいる

周りの会話を聞いて覚えている

独学で（教科書やテレビ等）

独学で（インターネットやアプリ等）

通信教育で

無料の日本語教室で

有料の日本語教室で

48.9

60.3

10.5

9.7

9.8

13.5

34.9

26.4

13.3

44.9

7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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■現在、日本語を学んでいない理由

・ 日本語を「学んでいない」と回答した人にその理由を聞いたところ、「仕事のた

め、日本語を学ぶ時間的余裕がないから」が 53.6％と最も多く、以下「もう十分に

日本語ができるから」が 21.8％、「日本語教室の時間が合わないから」が 18.9％な

どとなっています。

現在学んでいないのはなぜですか。（あてはまるもの全てに○）

・ 在留資格別にみると、「仕事のため、日本語を学ぶ時間的余裕がないから」は技術

70.0％、定住者 67.8％、技能実習 64.0％などが多くなっています。

・ また、「日本語教室の情報がないから」は留学 66.7％、家族滞在 35.7％などが多く

なっています。

【在留資格別】

※特定活動 66.7％はｎ=3 と少ないため、参考までとする

単位（％）

調査数
（人）

もう十分に
日本語がで
きるから

日本語を使
う必要がな
いから（日
本語以外の
言語で十分
生活ができ
るから）

育児のた
め、日本語
を学ぶ時間
的余裕がな
いから

仕事のた
め、日本語
を学ぶ時間
的余裕がな
いから

日本語を学
ぶのに必要
な金銭的な
余裕がない

から

日本語教室
の情報がな
いから

日本語教室
の時間が合
わないから

日本語教室
が遠くて通
うことがで
きないから

日本語教室
の教え方や
内容、レベ
ルが合わな
いから

どうやって
勉強したら
いいか分か
らないから

学ぶ意欲が
湧かないか

ら

永住者 490 26.1 1.4 11.0 52.2 15.3 11.0 19.2 5.9 2.9 6.7 7.6 

日本人の配偶者等 47 23.4 4.3 12.8 38.3 19.1 12.8 14.9 4.3 2.1 12.8 8.5 

永住者の配偶者等 18 33.3 11.1 27.8 61.1 22.2 22.2 27.8 5.6 0.0 11.1 0.0 

定住者 143 10.5 2.1 16.1 67.8 22.4 12.6 21.0 11.2 3.5 14.7 8.4 

技術 10 10.0 0.0 0.0 70.0 30.0 10.0 30.0 20.0 10.0 30.0 0.0 

人文知識・国際業務 19 36.8 10.5 21.1 57.9 26.3 10.5 10.5 0.0 0.0 15.8 0.0 

技能 24 4.2 4.2 4.2 58.3 20.8 20.8 41.7 29.2 0.0 33.3 8.3 

技能実習 50 2.0 0.0 0.0 64.0 18.0 12.0 6.0 4.0 4.0 28.0 10.0 

留学 3 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 66.7 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 

家族滞在 14 7.1 0.0 21.4 28.6 7.1 35.7 28.6 7.1 7.1 14.3 21.4 

特定活動 3 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3 33.3 33.3 

特別永住者 27 63.0 0.0 3.7 18.5 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

その他 23 17.4 4.3 17.4 43.5 4.3 26.1 17.4 17.4 0.0 21.7 8.7 

（n=880）

日本語教室の時間が合わないから

日本語教室が遠くて通うことができないか
ら

日本語教室の教え方や内容、レベルが合わ
ないから

どうやって勉強したらいいか分からないか
ら

学ぶ意欲が湧かないから

日本語教室の情報がないから

もう十分に日本語ができるから

日本語を使う必要がないから（日本語以外
の言語で十分生活ができるから）

育児のため、日本語を学ぶ時間的余裕がな
いから

仕事のため、日本語を学ぶ時間的余裕がな
いから

日本語を学ぶのに必要な金銭的な余裕がな
いから

21.8

2.2

11.5

53.6

16.9

12.7

18.9

7.5

2.8

11.3

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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■どのような環境があれば日本語を学びたいか

・ 日本語を「学んでいない」と回答した人にどのような環境があれば日本語を学びた

いか聞いたところ、「時間的な余裕があれば学びたい」が 54.7％と最も多く、次い

で「日本語教室と時間が合えば学びたい」が 35.6％、となっています。

・ 以下「無料の日本語教室があれば学びたい」が 29.4％、「日本語教室が近くにあれ

ば学びたい」が 25.2％などとなっています。

どのような環境があれば、日本語を学びたいですか。（あてはまるもの全てに○）

・ 在留資格別にみると、「時間的な余裕があれば学びたい」は、永住者の配偶者等

61.1％、永住者 58.6％、技能実習 58.0％、定住者 57.3％などで約６割となっていま

す。

【在留資格別】
単位（％）

調査数
（人）

時間的な余
裕があれば
学びたい

金銭的な余
裕があれば
学びたい

無料の日本
語教室があ
れば学びた

い

日本語教室
と時間が合
えば学びた

い

日本語教室
が近くにあ
れば学びた

い

自分の学び
たいこと
と、日本語
教室の教え
方や内容、
レベルが合
えば学びた

い

良い教科書
があれば学
びたい

日本語学習
用のテレビ
番組があれ
ば学びたい

日本語学習
用のイン
ターネット
のページや
アプリのプ
ログラムが
あれば学び

たい

日本語学習
用の通信教
育のプログ
ラムがあれ
ば学びたい

永住者 490 58.6 20.2 27.8 35.3 23.5 17.3 7.6 6.3 12.9 9.2 

日本人の配偶者等 47 48.9 21.3 25.5 19.1 23.4 17.0 2.1 8.5 6.4 10.6 

永住者の配偶者等 18 61.1 22.2 27.8 61.1 44.4 22.2 27.8 16.7 27.8 16.7 

定住者 143 57.3 21.0 31.5 47.6 28.0 16.1 9.8 6.3 14.0 13.3 

技術 10 50.0 10.0 60.0 30.0 30.0 30.0 20.0 0.0 20.0 40.0 

人文知識・国際業務 19 52.6 10.5 26.3 15.8 31.6 36.8 0.0 0.0 5.3 15.8 

技能 24 37.5 20.8 45.8 41.7 45.8 20.8 12.5 4.2 8.3 12.5 

技能実習 50 58.0 16.0 32.0 32.0 24.0 12.0 4.0 4.0 22.0 16.0 

留学 3 0.0 33.3 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 

家族滞在 14 42.9 0.0 50.0 42.9 35.7 14.3 0.0 0.0 0.0 7.1 

特定活動 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 66.7 0.0 

特別永住者 27 25.9 7.4 11.1 11.1 3.7 3.7 0.0 3.7 3.7 7.4 

その他 23 34.8 17.4 34.8 34.8 30.4 17.4 4.3 8.7 30.4 26.1 

（n=880）

良い教科書があれば学びたい

日本語学習用のテレビ番組があれば学びた
い

日本語学習用のインターネットのページや
アプリのプログラムがあれば学びたい

日本語学習用の通信教育のプログラムがあ
れば学びたい

時間的な余裕があれば学びたい

金銭的な余裕があれば学びたい

無料の日本語教室があれば学びたい

日本語教室と時間が合えば学びたい

日本語教室が近くにあれば学びたい

自分の学びたいことと、日本語教室の教え
方や内容、レベルが合えば学びたい

54.7

19.1

29.4

35.6

25.2

17.4

7.5

6.4

13.5

11.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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■日本語を使うとき

・ 日本語を使うときは、「仕事で」が 81.8％で最も多く、次いで「日常生活や買い物

で」が 80.0％、「近所付き合いで」が 70.3％でした。

次のようなとき、あなたは日本語を使いますか。（あてはまるもの全てに○）

・ 国籍別にみると、「仕事で」はインドネシア 89.4％、ベトナム 85.8％、ブラジル

84.8％、フィリピン 82.9％、「日常生活や買い物で」は中国 83.8％、ネパール

82.1％、「近所付き合いで」は韓国 87.7％などが多くなっています。

【国籍別】
単位（％）

調査数
（人）

近所付き合い
で

電車やバスに
乗るとき

日常生活や買
い物で

役所の手続で 郵便局・銀行
の手続で

仕事を探すと
き

仕事で 病気になった
とき

学校の先生と
話すとき

その他

ブラジル 467 69.0 48.4 77.7 57.8 67.0 46.7 84.8 65.3 34.0 23.6 

フィリピン 357 75.1 58.8 77.0 45.7 54.6 42.3 82.9 54.3 29.4 28.3 

中国 154 79.9 53.2 83.8 64.9 64.9 45.5 70.1 61.7 45.5 11.0 

ベトナム 218 62.4 59.6 83.9 56.4 63.8 42.2 85.8 53.2 26.6 12.4 

韓国 57 87.7 64.9 78.9 70.2 70.2 49.1 68.4 73.7 42.1 21.1 

ペルー 49 71.4 51.0 73.5 46.9 57.1 34.7 67.3 61.2 30.6 14.3 

インドネシア 104 52.9 54.8 88.5 39.4 39.4 26.0 89.4 34.6 11.5 9.6 

ネパール 56 67.9 62.5 82.1 60.7 50.0 57.1 78.6 71.4 33.9 26.8 

二重国籍 3 100.0 33.3 66.7 0.0 0.0 33.3 66.7 33.3 66.7 0.0 

（n=1,467）

仕事で

病気になったとき

学校の先生と話すとき

その他

近所付き合いで

電車やバスに乗るとき

日常生活や買い物で

役所の手続で

郵便局・銀行の手続で

仕事を探すとき

70.3

54.8

80.0

54.2

60.3

43.4

81.8

58.6

31.6

20.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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■日本語が不自由なために困ったこと

・ 日本語が不自由なために困ったことは、「役所の手続で」29.7％、「病気になった

とき」25.8％、「郵便局・銀行の手続で」25.2％などが多くなっています。一方、

「困ったことはない」も 36.3％と３割以上を占めています。

次のようなとき、あなたは日本語が不自由なために、困ったことがありますか。

最近１年間に困った経験があるものを選んでください。（あてはまるもの全てに○）

・ 国籍別にみると、「役所の手続で」はインドネシア 51.9％、ネパール 50.0％、ベト

ナム 42.7％、「病気になったとき」はネパール 50.0％などが多くなっています。

【国籍別】

・

単位（％）

調査数
（人）

近所付き合
いで

電車やバス
に乗るとき

日常生活や
買い物で

役所の手続
で

郵便局・銀
行の手続で

仕事を探す
とき

仕事で 病気になっ
たとき

学校の先生
と話すとき

その他 困ったこと
はない

ブラジル 467 8.6 4.7 11.3 18.8 21.4 11.1 18.4 26.8 8.1 9.9 44.1 

フィリピン 357 14.0 8.4 7.6 33.3 20.2 10.4 15.7 24.1 10.1 9.0 39.8 

中国 154 11.7 11.0 13.0 21.4 15.6 8.4 12.3 18.8 6.5 7.1 46.8 

ベトナム 218 20.2 22.5 21.6 42.7 42.2 21.1 40.4 32.1 8.3 11.0 17.0 

韓国 57 5.3 0.0 0.0 10.5 3.5 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 66.7 

ペルー 49 12.2 0.0 14.3 26.5 22.4 26.5 18.4 26.5 14.3 8.2 24.5 

インドネシア 104 24.0 8.7 15.4 51.9 41.3 14.4 38.5 23.1 4.8 10.6 12.5 

ネパール 56 25.0 25.0 25.0 50.0 39.3 33.9 32.1 50.0 14.3 16.1 19.6 

二重国籍 3 33.3 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 

（n=1,467）

仕事で

病気になったとき

学校の先生と話すとき

その他

困ったことはない

仕事を探すとき

近所付き合いで

電車やバスに乗るとき

日常生活や買い物で

役所の手続で

郵便局・銀行の手続で

13.8

9.7

12.6

29.7

25.2

13.3

21.7

25.8

8.5

9.6

36.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３）本県の日本語教育の現状

・文化庁の調査によると、日本語学習者数は県内全域で 6,494 人、日本語教師等（日本

語ボランティアを含む）は 1,384 人、日本語教育を実施する機関・施設は 77 であり、

いずれも県西部地域で最も多くなっています。

・令和６年度現在の地域における日本語教室の設置状況は、文科省の補助事業を活用し

て実施する日本語教室が８市町にあり、事業を活用していないものの行政が実施主体

となって設置する日本語教室が９市町にあります。

・また、国際交流協会や NPO 等の民間団体が運営する教室がある市町が８、日本語教室

が全くない市町が 10 あります。うち３市町は、国のスタートアップ事業を活用し、日

本語教室の開設を目指しています。

地域別にみる県内の日本語教育の現状

（文化庁 令和４年度日本語教育実態調査をもとに作成）

令和6年度 地域における日本語教室の設置状況

（R6 県多文化共生課調べ）
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（４）日本語教育推進法の認知度

・令和元年に施行された「日本語教育の推進に関する法律」の認知度は、15.3％と低い

状況です。

日本語教育推進法の認知度 （n=528）

（R6 県多文化共生基礎調査 ）


