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Ⅰ 統計整理 

 

「名古屋市外国人住民統計」より、本市の外国人住民の動向を整理する。 

なお、過去との比較においては、最新の統計である 2023 年末と、5 年前の 2018 年末とを比

較し、動向を整理した。 

※ 構成比においては、小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100％

とはならない。 

 

外国人住民の推移 

外国人住民人口は、コロナ禍において減少傾向となったものの、2022 年から回復し、2023

年はコロナ禍前の 2019 年より多くなり 92,509 人となった。前年末に比べ 6,389 人増加（増

加率 7.4%）し、市内人口に占める割合は 3.97％で、前年末に比べて 0.27 ポイント増えてい

る。 

人口減少下で人手不足が深刻化する中、国による受入れ制度の拡大とともに、企業での外国人

労働者の雇用が増加していることが要因と考えられ、今後もこの傾向が続くものと予想される。 

 

図表Ⅰ-1 外国人住民人口の推移 
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外国人住民の国籍の動向 

国籍別では、中国が最も多く、次いで韓国・朝鮮、ベトナム、フィリピン、ネパール、ブラジ

ルの順となっている。 

 

図表Ⅰ-2 主な国籍別外国人住民人口の推移 
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ベトナム、ネパールが特に増加しており、他にもフィリピン、インドネシア、スリランカが増

加傾向にある。国・地域の数（無国籍を除く）は、2018 年の 150 から 153 に増え、出身地の

多様化が進んでいる。 

 

図表Ⅰ-3 主な国籍別外国人住民人口の割合 
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外国人住民の在留資格の動向 

在留資格別では、永住者が最も多く、専門的・技術的分野（除特定技能）、留学の順となって

いる。永住者が全体の 3 割程を占めており、2018 年末に比べて 2023 年末の割合はほぼ横ば

いとなっている。専門的・技術的分野、技能実習及び特定技能といった就労系の在留資格は、合

計で 17.0%から 23.2％と大きく増加しており、企業での雇用が拡大したことがうかがえる。一

方で、留学については、新型コロナウイルス感染症流行の影響により大きく減少した後回復して

いるものの、まだ流行前の水準には戻っていない。 

 

図表Ⅰ-4 在留資格別外国人住民の割合 

【2018 年末】 
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在留資格（大分類）別では、居住資格が最も多く、非就労資格、就労資格（除 技能実習・特定

技能）の順となっている。居住資格が全体の 4 割強を占めており、2018 年末に比べて 2023 年

末の割合はほぼ横ばいとなっている。非就労資格は、26.3%から 22.4％と減少しており、代わ

りに就労資格（除 技能実習・特定技能）が 11.2%から 12.7%とやや増加した。また、2019 年

に新たに創設された特定技能が 3.7%を占めている。 

 

図表Ⅰ-5 在留資格（大分類）別外国人住民の割合 

【2018 年末】 
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外国人住民の年齢の動向 

年齢別では、20 代が最も多く、その後は男女とも年齢が上がるにしたがって人口が少なくな

る傾向にある。30 代前半までは男性の人数が女性を上回っているが、30 代後半以降は女性の

人数が男性を上回っている。 

 

図表Ⅰ-6 外国人住民の人口ピラミッド 
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2023 年末と 2018 年末を比較すると、ほぼ全ての年齢において増加傾向となっている。そ

の中で、「25～29 歳（1,397 人増）」、「40～44 歳（1,173 人増）」、「30～34 歳（1,166 人

増）」の順で、大きく増えている。 

また、子どもも増加傾向にあり、増加率で見ると、「10～14 歳（29.9%増）」、「5～9 歳

（20.4%増）」において大きく伸びている。 

 

図表Ⅰ-7 年齢別外国人住民人口（2018 年・2023 年比較） 
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主な国籍別に性別・年齢別人口をみると、中国は 20 代後半から 40 代前半、韓国は 40 代以

上の人口が多く、女性が多い傾向にある。フィリピンも、30 代から 50 代を中心に、女性が突

出して多い。対して、ベトナム・ネパールは、20 代から 30 代が中心で、男性が多い傾向にあ

る。 

 

図表Ⅰ-8 主な国籍別・性別・年齢別外国人住民人口 
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【ベトナム】 
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【ネパール】 
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主な在留資格別に性別・年齢別人口をみると、居住資格は 30 代から 50 代の女性の人口が多

い。また、非就労資格は 20 代が多く、就労資格（除 技能実習・特定技能）は 20 代後半から

30 代の男性が多い。対して、特別永住者は、50 代以降に多い。 

技能実習は 20 代、特定技能は 20 代後半から 30 代前半が最も多く、いずれも男性が多い傾

向にある。 

 

図表Ⅰ-9 在留資格別・性別・年齢別外国人住民人口 
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0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80歳以上

男 859 600 293 541 3,637 2,339 694 279 109 49 34 26 18 18 12 8 16

女 809 490 312 534 3,563 2,479 1,302 670 407 191 144 72 58 36 36 22 52
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【就労資格（除 技能実習・特定技能）】 

 

 

 

【特別永住者】 

 

 

 

  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

男 女

(人)

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80歳以上

男 0 0 0 18 372 2,113 2,417 1,413 891 515 353 195 87 31 11 9 3

女 0 0 0 2 215 1,102 1,004 510 243 108 77 42 22 8 3 1 1

0

500

1,000

1,500

男 女

(人)

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80歳以上

男 57 70 114 108 135 151 199 258 341 420 510 509 517 500 525 423 459

女 58 69 93 107 127 188 179 273 307 388 442 464 471 446 543 588 1,013
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【技能実習】 

 

 

 

【特定技能】 

 

 

 

 注：本図表における分類は次の通り。 

【居住資格】永住者、日本人配偶者、永住者配偶者、定住者；【非就労資格】文化活動、留学、研修、

家族滞在、特定活動；【就労資格（除 技能実習・特定技能）】教授、芸術、宗教、報道、高度専門職 

1 号イ・ロ・ハ、高度専門職 2 号、経営・管理、投資・経営、法律・会計、医療、研究、教育、技

術・人文知識・国際業務、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、介護、技能；【技能実習】技能実

習 1 号イ・ロ、技能実習 ２号イ・ロ、技能実習 ３号イ・ロ；【特定技能】特定技能１号、特定技

能２号；【その他】仮滞在、一時庇護、在留資格なし  

0

500

1,000

1,500

2,000

男 女

(人)

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80歳以上

男 0 0 0 195 1,648 1,163 670 286 88 17 1 0 1 0 0 0 0

女 0 0 0 155 981 558 240 108 36 41 19 1 0 0 0 0 0

0

500

1,000

男 女

(人)

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80歳以上

男 0 0 0 0 295 849 491 210 53 8 1 1 0 0 0 0 0

女 0 0 0 4 423 637 328 117 32 8 3 1 0 0 0 0 0
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区別外国人住民の動向 

区別の外国人住民人口では、港区が最も多く、次いで中区、中川区、南区、千種区の順となっ

ている。割合でみると、中区が最も多く、次いで港区、南区、中村区、東区の順となっている。 

 

図表Ⅰ-10 区別外国人住民人口と割合 
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区別に在留資格別人口をみると、居住資格は港区、中区、中川区の順に多い。また、非就労資

格は中区、千種区、中村区の順に多いのに対し、就労資格（除 技能実習・特定技能）は中区、中

村区、港区の順に多くなっている。特別永住者は中川区、守山区、南区の順に多く、技能実習お

よび特定技能は港区、中川区、南区で多い。 

 

図表Ⅰ-11 区別・在留資格別外国人住民人口 

 

※300 以下の数値は省略。次ページ表を参照。 
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(人)

居住資格 非就労資格 就労資格（除 技能実習・特定技能） 特別永住者 技能実習 特定技能 その他
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 注：本図表における分類は次の通り。 

【居住資格】永住者、日本人配偶者、永住者配偶者、定住者；【非就労資格】文化活動、留学、研修、
家族滞在、特定活動；【就労資格（除 技能実習・特定技能）】教授、芸術、宗教、報道、高度専門職 
1 号イ・ロ・ハ、高度専門職 2 号、経営・管理、投資・経営、法律・会計、医療、研究、教育、技
術・人文知識・国際業務、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、介護、技能；【技能実習】技能実
習 1 号イ・ロ、技能実習 ２号イ・ロ、技能実習 ３号イ・ロ；【特定技能】特定技能１号、特定技
能２号；【その他】仮滞在、一時庇護、在留資格なし  

居住資格 非就労資格
就労資格

（除 技能実習・
特定技能）

特別永住者 技能実習 特定技能 その他

港区 5,388 1,636 1,112 961 1,070 454 9

中区 4,436 3,089 1,500 485 82 236 8

中川区 3,485 1,447 978 1,182 799 463 8

南区 3,183 870 730 1,032 950 371 10

千種区 2,362 2,581 893 704 147 183 8

中村区 1,729 2,293 1,170 947 266 281 5

北区 3,019 1,214 769 935 390 195 15

緑区 3,210 569 562 676 682 248 3

守山区 2,046 540 470 1,079 494 250 5

昭和区 1,280 2,224 596 361 109 81 5

西区 1,557 909 664 586 439 204 7

名東区 2,012 767 605 447 182 103 1

東区 1,800 925 526 458 52 74 7

天白区 1,578 752 488 521 316 142 0

熱田区 989 524 457 280 184 117 2

瑞穂区 1,142 369 246 398 46 59 4
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Ⅱ 日本語学習についてのアンケート調査 

 

調査概要 

 

調査対象 18 歳以上の外国人住民 

調査期間 2024 年８月 23 日～９月 16 日 

調査方法 郵送での配布・回収 

配布数 3000 件（宛先不明戻り 40 件） 

回収数 443 件 

 

 

＜参考＞標本誤差と信頼度について 

アンケート調査では、母集団から無作為に抽出した標本データを元に、調査対象の全

体を推計するため、得られた回答に誤差が生じる可能性がある 

標本データがｎ人、ある選択肢の回答比率が P％とすると、信頼度 95％における標

本誤差は以下の通りの数式で表される。 

 

標本誤差＝           （ただし、P：回答比率 ｎ：回答者数） 

 

 この数式に n をあてはめたものが、以下の早見表である。標本誤差は、回答比率

50％が最も高く、回答比率が 0％もしくは 100％に近づくほど低くなる。 

P 
標本数（n）と標本誤差 

100 200 300 400 500 1000 2000 

1% 99% 2.0 1.4 1.1 1.0 0.9 0.6 0.4 

5% 95% 4.4 3.1 2.5 2.2 1.9 1.4 1.0 

10% 90% 6.0 4.2 3.5 3.0 2.7 1.9 1.3 

25% 75% 8.7 6.1 5.0 4.3 3.9 2.7 1.9 

50% 50% 10.0 7.1 5.8 5.0 4.5 3.2 2.2 

  

本調査では、標本数 n=443 となるため、信頼度 95％における標本誤差は最大でも  

±5.0％未満に収まることになる。 
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調査結果 

（１）あなた自身について 

① 性別 

 「女」の割合が最も高く 57.1%である。次いで、「男（41.3%）」、「その他（0.2%）」である。 

 

図表Ⅱ-1 性別 

 

＜前回調査比較＞ 

 

  

女

57.1%

男

41.3%

その他

0.2%

無回答

1.4%
(n=443)

61.1%

57.1%

37.6%

41.3%

0.1%

0.2%

1.2%

1.4%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

女 男 その他 無回答 全体
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② 年齢 

「20 歳～29 歳」の割合が最も高く 32.7%である。次いで、「30 歳～39 歳（29.3%）」、

「40 歳～49 歳（18.1%）」である。 

 

図表Ⅱ-2 年齢 

 

 

＜前回調査比較＞ 

 

 

＜クロス集計＞ 

 

  

18歳～19歳

2.0%

20歳～29歳

32.7%

30歳～39歳

29.3%

40歳～

49歳

18.1%

50歳～59歳

9.3%

60歳～69歳

6.8%

70歳～

1.8%
(n=443)

1.8%

2.0%

24.6%

32.7%

29.4%

29.3%

22.8%

18.1%

13.8%

9.3%

5.1%

6.8%

1.7%

1.8%

0.8%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳

60歳～69歳 70歳～ 無回答 全体

合計 18歳～19
歳

20歳～29
歳

30歳～39
歳

40歳～49
歳

50歳～59
歳

60歳～69
歳

70歳～ 無回答

全体 443 2.0 32.7 29.3 18.1 9.3 6.8 1.8 0.0
女 253 1.2 32.8 28.1 19.0 8.3 9.1 1.6 0.0

性別 男 183 2.7 32.2 31.1 17.5 10.9 3.8 1.6 0.0
その他 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年齢
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③ 国籍・地域 

 「中国・台湾」の割合が最も高く 27.8%である。次いで、「その他（国籍・地域）

（18.7%）」、「ベトナム（18.1%）」である。 

前回調査との比較では、回答者の国籍・地域について、韓国・朝鮮が 15％程少なくなってい

る一方、ベトナムは 8％程多くなっている。 

 クロス集計表をみると、中国・台湾は、各年代が概ね 30％程で分かれているが、60 代が

40％程と若干多い一方、20 代は 20％程と若干少ない。韓国・朝鮮は、70 代以上が 30％程と

多い。フィリピンは、50～60 代が 50％程と多く、男性より女性の方が多い。ベトナムは、

20～30 代が 50％程と多い。ネパールは、10～30 代で 60％程を占め、年代が若いほど多い

傾向がある。ブラジルは、40～70 代以上が 10％前後で若干多い。 

 

図表Ⅱ-3 国籍・地域 

 

 

＜前回調査比較＞ 

 

中国・台湾

27.8%
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(n=443)

中国・台湾 ベトナム ネパール フィリピン

ブラジル 韓国・朝鮮 アメリカ スリランカ

その他（国籍・地域） 無回答 全体
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＜クロス集計＞ 

 

 

  

国籍・地域
合計 中国・台

湾
ベトナム ネパール フィリピ

ン
ブラジル 韓国・朝

鮮
全体 443 27.8 18.1 11.3 10.2 6.5 4.1
女 253 31.6 17.0 8.3 17.0 5.5 3.6

性別 男 183 23.0 20.2 14.2 1.1 8.2 4.9
その他 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 33.3 11.1 33.3 0.0 0.0 0.0
20歳～29歳 145 22.1 29.0 19.3 5.5 2.1 1.4
30歳～39歳 130 28.5 23.8 10.8 8.5 6.2 2.3
40歳～49歳 80 30.0 7.5 5.0 12.5 11.3 6.3
50歳～59歳 41 34.1 0.0 2.4 22.0 9.8 7.3
60歳～69歳 30 36.7 0.0 0.0 23.3 13.3 10.0
70歳～ 8 25.0 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0

合計 アメリカ スリラン
カ

その他 無回答

全体 443 1.8 1.4 18.7 0.2
女 253 0.4 2.0 24.0 0.0

性別 男 183 3.8 0.5 14.2 0.4
その他 1 0.0 0.0 100.0 0.0
18歳～19歳 9 0.0 0.0 22.2 0.0
20歳～29歳 145 0.0 0.7 19.3 0.7
30歳～39歳 130 1.5 1.5 16.9 0.0
40歳～49歳 80 2.5 2.5 22.5 0.0
50歳～59歳 41 2.4 2.4 19.5 0.0
60歳～69歳 30 3.3 0.0 13.3 0.0
70歳～ 8 25.0 0.0 12.5 0.0

年齢

年齢
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④ 在留資格（ビザ） 

「永住者」の割合が最も高く 30.2%である。次いで、「技術・人文知識・国際業務

（14.7%）」、「留学 （11.5%）」である。 

クロス集計表をみると、中国・台湾は、永住者が 40％程と多く、技術・人文知識・国際業

務、留学も 10％程で若干多い。ベトナムは、技能実習が 40％程、技術・人文知識・国際業務

が 20％と多い。ネパールは、留学が 30％程、技術・人文知識・国際業務が 20％程と多く、

定住者も 10％程と若干多い。フィリピンは、永住者が 40％程と多く、定住者も 20％程で若

干多い。ブラジルは、永住者が 50％程、定住者が 30％程と多く、日本人の配偶者等も 10％

程と若干多い。韓国・朝鮮は、永住者が 40％程で多く、日本人の配偶者等が 20％程、技術・

人文知識・国際業務が 10％程と若干多い。 

 

図表Ⅱ-4 在留資格（ビザ） 

 

 

＜前回調査比較＞ 
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0.8%
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2019

(n=780)

2024

(n=443)

永住者 定住者 永住者の配偶者等 日本人の配偶者等

技能実習 技術・人文知識・国際業務 留学 特定活動

家族滞在 その他（在留資格） 無回答
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＜クロス集計＞ 

 

  

在留資格（ビザ）
合計 永住者 定住者 永住者の

配偶者等
日本人の
配偶者等

技能実習 技術・人
文知識・
国際業務

全体 443 30.2 9.3 2.9 5.2 9.7 14.7
性別 女 253 32.4 8.7 4.3 5.9 8.3 13.4

男 183 28.4 9.3 1.1 4.4 11.5 16.9
その他 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0
20歳～29歳 145 5.5 3.4 3.4 0.7 22.8 16.6
30歳～39歳 130 23.1 10.8 4.6 8.5 6.9 22.3
40歳～49歳 80 55.0 11.3 0.0 8.8 0.0 12.5
50歳～59歳 41 68.3 14.6 2.4 4.9 2.4 4.9
60歳～69歳 30 70.0 13.3 3.3 0.0 0.0 0.0
70歳～ 8 37.5 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 43.9 8.9 2.4 1.6 2.4 13.0
ベトナム 80 7.5 1.3 3.8 3.8 36.3 20.0
ネパール 50 8.0 12.0 6.0 0.0 0.0 22.0
フィリピン 45 42.2 17.8 4.4 4.4 6.7 4.4
ブラジル 29 51.7 31.0 3.4 13.8 0.0 0.0
韓国・朝鮮 18 44.4 5.6 0.0 16.7 0.0 11.1
アメリカ 8 50.0 0.0 0.0 37.5 0.0 12.5
スリランカ 6 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0
その他 83 27.7 6.0 1.2 7.2 9.6 16.9

合計 留学 特定活動 家族滞在 その他 無回答

全体 443 11.5 3.2 6.1 5.0 2.3
女 253 10.3 3.2 9.1 2.0 2.4

性別 男 183 12.0 2.7 2.2 9.3 2.2
その他 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 77.8 0.0 11.1 0.0 0.0
20歳～29歳 145 26.9 6.2 6.2 5.5 2.8
30歳～39歳 130 3.1 3.1 10.0 6.2 1.5
40歳～49歳 80 1.3 0.0 5.0 5.0 1.3
50歳～59歳 41 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0
60歳～69歳 30 0.0 3.3 0.0 3.3 6.7
70歳～ 8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5

国籍・地域 中国・台湾 123 12.2 3.3 6.5 4.1 1.6
ベトナム 80 6.3 5.0 10.0 3.8 2.5
ネパール 50 32.0 2.0 6.0 10.0 2.0
フィリピン 45 2.2 4.4 2.2 6.7 4.4
ブラジル 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
韓国・朝鮮 18 5.6 0.0 5.6 11.1 0.0
アメリカ 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
スリランカ 6 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0
その他 83 14.5 3.6 6.0 4.8 2.4

年齢

年齢
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⑤ 住んでいる区 

 「中区」の割合が最も高く 12.6%である。次いで、「港区（10.4%）」、「中川区（9.0%）」

である。 

 前回調査より割合が高くなっている居住区は半数以上で、千種区、緑区、名東区、南区、昭

和区、天白区、熱田区では前回調査よりも割合が低くなっている。 

 クロス集計表をみると、中国・台湾は、中区、中川区、千種区が 10％以上であり多い。ベト

ナムは、港区、中川区、南区、緑区、西区が 10％以上であり多い。ネパールは、北区が 20％程、

中区が 10％程で多い。フィリピンは、中区が 20％程と多い。ブラジルは、港区が 30％程で多

い。韓国・朝鮮は、中区が 30％程、千種区、昭和区が 20％程と多い。在留資格について居住区

別に見ると、居住割合の高い中区において全般的に各在留資格の割合も高くなる傾向にあるが、

日本人の配偶者等は港区、中川区、東区で 10％以上、技能実習は港区で 20％以上、南区、西区

で 10％以上、特定活動は北区で 20％程、家族滞在は南区と緑区で 15％程と、居住区の中で高

い。 

 

図表Ⅱ-5 住んでいる区 

 

 
 

  

中区

12.6%

港区

10.4%

中川区

9.0%

千種区

7.2%

北区

6.8%中村区

5.6%

緑区

5.6%

名東区

5.6%

南区

5.4%

昭和区

5.4%

東区

5.0%

守山区

4.7%

西区

4.5%

天白区

4.3%

瑞穂区

3.8%

熱田区

3.2%

無回答

0.7% (n=443)
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＜前回調査比較＞ 

 

  

10.3%

9.5%

8.2%

9.6%

5.4%

5.1%

8.2%

6.3%

7.6%

5.8%

4.1%

3.6%

2.9%

6.3%

2.7%

3.7%

0.1%

0.6%

12.6%

10.4%

9.0%

7.2%

6.8%

5.6%

5.6%

5.6%

5.4%

5.4%

5.0%

4.7%

4.5%

4.3%

3.8%

3.2%

0.7%

0% 10% 20%

中区

港区

中川区

千種区

北区

中村区

緑区

名東区

南区

昭和区

東区

守山区

西区

天白区

瑞穂区

熱田区

わからない

無回答

2019(n=780)

2024(n=443)

ダミー



28 

 

＜クロス集計＞ 

 

  

住んでいる区
合計 中区 港区 中川区 千種区 北区 中村区 緑区 名東区 南区

全体 443 12.6 10.4 9.0 7.2 6.8 5.6 5.6 5.6 5.4
女 253 15.0 6.7 9.1 8.7 7.5 6.7 5.9 5.1 5.5

性別 男 183 9.8 15.8 8.7 5.5 6.0 3.8 5.5 6.6 5.5
その他 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 11.1
20歳～29歳 145 16.6 7.6 6.9 11.7 5.5 6.9 6.9 1.4 6.9
30歳～39歳 130 9.2 13.8 11.5 3.8 8.5 6.9 3.8 3.8 4.6
40歳～49歳 80 12.5 7.5 10.0 7.5 7.5 1.3 7.5 10.0 6.3
50歳～59歳 41 12.2 17.1 7.3 7.3 4.9 4.9 4.9 17.1 4.9
60歳～69歳 30 16.7 6.7 10.0 3.3 10.0 3.3 6.7 10.0 0.0
70歳～ 8 0.0 12.5 12.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 13.8 4.9 11.4 12.2 4.1 4.1 5.7 7.3 2.4
ベトナム 80 6.3 10.0 10.0 1.3 7.5 7.5 13.8 0.0 11.3
ネパール 50 14.0 8.0 2.0 8.0 16.0 8.0 2.0 2.0 8.0
フィリピン 45 17.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 4.4 8.9 4.4
ブラジル 29 6.9 31.0 10.3 0.0 3.4 3.4 6.9 6.9 10.3
韓国・朝鮮 18 27.8 11.1 5.6 16.7 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0
アメリカ 8 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0
スリランカ 6 0.0 33.3 0.0 16.7 33.3 0.0 0.0 16.7 0.0
その他 83 14.5 14.5 10.8 6.0 6.0 6.0 2.4 7.2 3.6
永住者 134 14.2 11.2 9.7 6.7 6.0 6.7 6.0 9.0 3.0
定住者 41 19.5 17.1 9.8 0.0 4.9 0.0 7.3 4.9 9.8
永住者の配偶者等 13 23.1 0.0 23.1 0.0 7.7 0.0 7.7 0.0 7.7
日本人の配偶者等 23 0.0 13.0 17.4 0.0 0.0 8.7 4.3 8.7 0.0
技能実習 43 4.7 23.3 7.0 4.7 4.7 7.0 9.3 4.7 11.6
技術・人文知識・国際業務 65 13.8 4.6 7.7 7.7 13.8 3.1 1.5 6.2 6.2
留学 51 21.6 5.9 2.0 17.6 2.0 9.8 0.0 3.9 2.0
特定活動 14 0.0 7.1 7.1 7.1 21.4 7.1 0.0 0.0 7.1
家族滞在 27 11.1 7.4 11.1 7.4 7.4 3.7 14.8 3.7 14.8
その他 22 4.5 9.1 13.6 9.1 4.5 9.1 4.5 0.0 0.0

合計 昭和区 東区 守山区 西区 天白区 瑞穂区 熱田区 わからな
い

無回答

全体 443 5.4 5.0 4.7 4.5 4.3 3.8 3.2 0.0 0.7
女 253 6.3 4.7 5.5 2.0 3.6 3.6 3.6 0.0 0.4

性別 男 183 3.8 4.9 3.3 8.2 4.9 4.4 2.2 0.0 1.1
その他 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 22.2 11.1 0.0 0.0 11.1 22.2 0.0 0.0 0.0
20歳～29歳 145 4.8 4.8 2.1 6.9 4.8 0.7 4.8 0.0 0.7
30歳～39歳 130 8.5 3.8 5.4 5.4 4.6 1.5 3.8 0.0 0.8
40歳～49歳 80 3.8 6.3 6.3 2.5 2.5 7.5 1.3 0.0 0.0
50歳～59歳 41 0.0 2.4 2.4 2.4 2.4 7.3 0.0 0.0 2.4
60歳～69歳 30 0.0 3.3 13.3 0.0 6.7 6.7 3.3 0.0 0.0
70歳～ 8 12.5 25.0 12.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 8.9 6.5 2.4 2.4 3.3 8.9 1.6 0.0 0.0
ベトナム 80 2.5 1.3 5.0 11.3 5.0 1.3 6.3 0.0 0.0
ネパール 50 0.0 10.0 4.0 8.0 4.0 2.0 4.0 0.0 0.0
フィリピン 45 2.2 6.7 8.9 0.0 6.7 4.4 2.2 0.0 0.0
ブラジル 29 0.0 6.9 6.9 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0
韓国・朝鮮 18 22.2 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0
アメリカ 8 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0 12.5 12.5 0.0 12.5
スリランカ 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 83 7.2 2.4 7.2 2.4 4.8 1.2 2.4 0.0 1.2
永住者 134 2.2 4.5 3.7 3.0 5.2 8.2 0.7 0.0 0.0
定住者 41 2.4 4.9 4.9 2.4 4.9 4.9 2.4 0.0 0.0
永住者の配偶者等 13 0.0 7.7 7.7 7.7 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0
日本人の配偶者等 23 8.7 13.0 8.7 0.0 4.3 0.0 8.7 0.0 4.3
技能実習 43 0.0 0.0 2.3 11.6 4.7 0.0 4.7 0.0 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 10.8 7.7 4.6 6.2 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0
留学 51 15.7 5.9 0.0 3.9 3.9 3.9 2.0 0.0 0.0
特定活動 14 7.1 0.0 7.1 0.0 14.3 7.1 7.1 0.0 0.0
家族滞在 27 0.0 0.0 3.7 0.0 11.1 0.0 3.7 0.0 0.0
その他 22 9.1 4.5 18.2 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年齢

在留資格（ビ
ザ）

年齢

在留資格（ビ
ザ）
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⑥ 就業状況 

「している」の割合が最も高く 77.7%である。次いで、「していない（さがしていない）

（13.5%）」、「していない（今、さがしている）（8.4%）」である。 

クロス集計表をみると、仕事を「していない（今、さがしている）」は、ネパール、ブラジ

ル、韓国・朝鮮が 20％程と多く、在留資格別に見ると「家族滞在」が 30％程、留学が 20％

程と多い。 

図表Ⅱ-6 就業状況 

 

 

 

＜前回調査比較＞ 

 
  

している

77.7%

していない（今、

さがしている）

8.4%

していない（さ

がしていない）

13.5%

無回答

0.5%
(n=443)

71.9%

77.7%

11.2%

8.4%

16.4%

13.5%

0.5%

0.5%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

している していない（今、さがしている） していない（さがしていない） 無回答 全体
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＜クロス集計＞ 

 

合計 している していな
い（今、
さがして
いる）

していな
い（さが
していな
い）

無回答

全体 443 77.7 8.4 13.5 0.5
女 253 70.4 9.9 19.0 0.8

性別 男 183 88.5 5.5 6.0 0.0
その他 1 100.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 44.4 33.3 22.2 0.0
20歳～29歳 145 82.1 7.6 10.3 0.0
30歳～39歳 130 83.1 6.9 9.2 0.8
40歳～49歳 80 81.3 8.8 10.0 0.0
50歳～59歳 41 75.6 9.8 12.2 2.4
60歳～69歳 30 46.7 6.7 46.7 0.0
70歳～ 8 37.5 12.5 50.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 61.8 9.8 28.5 0.0
ベトナム 80 97.5 2.5 0.0 0.0
ネパール 50 76.0 16.0 8.0 0.0
フィリピン 45 80.0 2.2 15.6 2.2
ブラジル 29 69.0 17.2 10.3 3.4
韓国・朝鮮 18 77.8 16.7 5.6 0.0
アメリカ 8 75.0 0.0 25.0 0.0
スリランカ 6 83.3 0.0 16.7 0.0
その他 83 84.3 7.2 8.4 0.0
永住者 134 72.4 7.5 20.1 0.0
定住者 41 78.0 4.9 14.6 2.4
永住者の配偶者等 13 76.9 7.7 7.7 7.7
日本人の配偶者等 23 69.6 13.0 17.4 0.0
技能実習 43 100.0 0.0 0.0 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 96.9 1.5 1.5 0.0
留学 51 56.9 19.6 23.5 0.0
特定活動 14 78.6 14.3 7.1 0.0
家族滞在 27 55.6 29.6 14.8 0.0
その他 22 95.5 0.0 4.5 0.0

住んでいる区 中区 56 69.6 8.9 19.6 1.8
港区 46 84.8 10.9 4.3 0.0
中川区 40 80.0 10.0 10.0 0.0
千種区 32 75.0 12.5 12.5 0.0
北区 30 80.0 6.7 10.0 3.3
中村区 25 76.0 12.0 12.0 0.0
緑区 25 72.0 12.0 16.0 0.0
名東区 25 84.0 4.0 12.0 0.0
南区 24 87.5 4.2 8.3 0.0
昭和区 24 70.8 12.5 16.7 0.0
東区 22 72.7 4.5 22.7 0.0
守山区 21 76.2 0.0 23.8 0.0
西区 20 95.0 0.0 5.0 0.0
天白区 19 73.7 10.5 15.8 0.0
瑞穂区 17 70.6 11.8 17.6 0.0
熱田区 14 78.6 7.1 14.3 0.0

就業状況

年齢

在留資格（ビ
ザ）
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⑦ 同居家族の日本人の有無 

「いない」が 74.5%、「いる」は 25.3%である。 

前回調査との比較では、「いない」が 10％程、前回より多くなっている。 

クロス集計表をみると、韓国・朝鮮は、「いる」の方が 20 ポイント程多い一方、中国・台湾、

ベトナム、ネパール、フィリピン、ブラジルは「いない」の方が多い。特に、ベトナム、ネパー

ルは「いない」が 90％以上となっている。 

 

図表Ⅱ-7 同居家族の日本人の有無 

 

 

＜前回調査比較＞ 

 

  

いる

25.3%

いない

74.5%

無回答

0.2%
(n=443)

36.7%

25.3%

62.0%

74.5%

1.3%

0.2%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

いる いない 無回答 全体
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＜クロス集計＞ 

 

合計 いる いない 無回答
全体 443 25.3 74.5 0.2
女 253 28.9 70.8 0.4

性別 男 183 21.3 78.7 0.0
その他 1 0.0 100.0 0.0
18歳～19歳 9 22.2 77.8 0.0
20歳～29歳 145 4.1 95.2 0.7
30歳～39歳 130 26.9 73.1 0.0
40歳～49歳 80 42.5 57.5 0.0
50歳～59歳 41 34.1 65.9 0.0
60歳～69歳 30 46.7 53.3 0.0
70歳～ 8 87.5 12.5 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 25.2 74.8 0.0
ベトナム 80 7.5 92.5 0.0
ネパール 50 4.0 94.0 2.0
フィリピン 45 44.4 55.6 0.0
ブラジル 29 34.5 65.5 0.0
韓国・朝鮮 18 61.1 38.9 0.0
アメリカ 8 87.5 12.5 0.0
スリランカ 6 0.0 100.0 0.0
その他 83 30.1 69.9 0.0
永住者 134 47.8 52.2 0.0
定住者 41 14.6 85.4 0.0
永住者の配偶者等 13 23.1 76.9 0.0
日本人の配偶者等 23 95.7 4.3 0.0
技能実習 43 2.3 97.7 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 6.2 93.8 0.0
留学 51 3.9 94.1 2.0
特定活動 14 14.3 85.7 0.0
家族滞在 27 11.1 88.9 0.0
その他 22 13.6 86.4 0.0

住んでいる区 中区 56 19.6 80.4 0.0
港区 46 26.1 73.9 0.0
中川区 40 35.0 65.0 0.0
千種区 32 21.9 78.1 0.0
北区 30 20.0 80.0 0.0
中村区 25 24.0 72.0 4.0
緑区 25 16.0 84.0 0.0
名東区 25 32.0 68.0 0.0
南区 24 12.5 87.5 0.0
昭和区 24 25.0 75.0 0.0
東区 22 31.8 68.2 0.0
守山区 21 33.3 66.7 0.0
西区 20 20.0 80.0 0.0
天白区 19 36.8 63.2 0.0
瑞穂区 17 35.3 64.7 0.0
熱田区 14 21.4 78.6 0.0
している 344 23.8 75.9 0.3
していない（今、さがしている） 37 18.9 81.1 0.0
していない（さがしていない） 60 36.7 63.3 0.0

就業状況

年齢

在留資格（ビ
ザ）

同居家族の日本人の有無
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⑧ 日本の滞在年数 

 「15 年以上」の割合が最も高く 25.3%である。次いで、「５年以上～10 年未満（21.9%）」、

「１年以上～３年未満（15.1%）」である。 

クロス集計表をみると、フィリピン、ブラジル、韓国・朝鮮、アメリカでは 10 年以上滞在し

ている人の方が多い。一方、中国・台湾、ベトナム、ネパールでは 10 年未満の人の方が多く、

特にベトナムで 90％程と多い。 

 

図表Ⅱ-8 日本の滞在年数 

 

 

＜前回調査比較＞ 

 

  

６か月未満

3.8% ６か月以上～

12か月未満

5.4%

１年以上～

３年未満

15.1%

３年以上～

５年未満

12.9%５年以上～

10年未満

21.9%

10年以上～

15年未満

13.1%

15年以上

25.3%

無回答

2.5%
(n=443)

2.8%

3.8%

6.0%

5.4%

18.2%

15.1%

9.5%

12.9%

14.2%

21.9%

16.2%

13.1%

32.1%

25.3%

1.0%

2.5%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

６か月未満 ６か月以上～12か月未満 １年以上～３年未満

３年以上～５年未満 ５年以上～10年未満 10年以上～15年未満

15年以上 無回答 全体
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＜クロス集計＞ 

 

  

合計 ６か月未
満

６か月以
上～12か
月未満

１年以上
～３年未
満

３年以上
～５年未
満

５年以上
～10年未
満

10年以上
～15年未
満

15年以上 無回答

全体 443 3.8 5.4 15.1 12.9 21.9 13.1 25.3 2.5
女 253 3.2 4.3 15.0 14.2 22.9 10.7 25.7 4.0

性別 男 183 4.9 5.5 14.8 10.9 21.3 16.4 25.7 0.5
その他 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 22.2 22.2 33.3 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0
20歳～29歳 145 9.0 12.4 32.4 20.0 17.2 2.8 4.8 1.4
30歳～39歳 130 0.8 1.5 10.0 15.4 44.6 16.2 10.8 0.8
40歳～49歳 80 1.3 1.3 1.3 3.8 13.8 30.0 43.8 5.0
50歳～59歳 41 0.0 0.0 4.9 2.4 2.4 14.6 68.3 7.3
60歳～69歳 30 0.0 3.3 3.3 6.7 3.3 6.7 73.3 3.3
70歳～ 8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 75.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 2.4 2.4 15.4 11.4 22.8 16.3 28.5 0.8
ベトナム 80 5.0 7.5 25.0 25.0 27.5 7.5 1.3 1.3
ネパール 50 4.0 10.0 18.0 6.0 30.0 20.0 10.0 2.0
フィリピン 45 4.4 4.4 4.4 11.1 13.3 11.1 37.8 13.3
ブラジル 29 0.0 3.4 0.0 6.9 10.3 6.9 65.5 6.9
韓国・朝鮮 18 0.0 0.0 11.1 0.0 22.2 11.1 55.6 0.0
アメリカ 8 0.0 0.0 12.5 0.0 25.0 12.5 50.0 0.0
スリランカ 6 0.0 16.7 0.0 0.0 66.7 0.0 16.7 0.0
その他 83 6.0 7.2 16.9 15.7 15.7 14.5 24.1 0.0
永住者 134 0.0 0.0 0.7 3.7 7.5 24.6 58.2 5.2
定住者 41 0.0 4.9 4.9 17.1 22.0 12.2 36.6 2.4
永住者の配偶者等 13 0.0 7.7 23.1 23.1 30.8 0.0 15.4 0.0
日本人の配偶者等 23 0.0 0.0 4.3 8.7 47.8 13.0 21.7 4.3
技能実習 43 11.6 9.3 46.5 25.6 4.7 0.0 2.3 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 1.5 3.1 18.5 9.2 53.8 10.8 3.1 0.0
留学 51 11.8 15.7 35.3 15.7 7.8 5.9 3.9 3.9
特定活動 14 0.0 21.4 21.4 28.6 28.6 0.0 0.0 0.0
家族滞在 27 3.7 7.4 18.5 22.2 29.6 14.8 3.7 0.0
その他 22 4.5 4.5 4.5 18.2 40.9 13.6 13.6 0.0

住んでいる区 中区 56 3.6 0.0 7.1 28.6 10.7 8.9 35.7 5.4
港区 46 4.3 4.3 10.9 13.0 15.2 10.9 41.3 0.0
中川区 40 0.0 5.0 10.0 10.0 30.0 22.5 22.5 0.0
千種区 32 3.1 6.3 21.9 9.4 21.9 18.8 18.8 0.0
北区 30 3.3 0.0 6.7 20.0 30.0 13.3 26.7 0.0
中村区 25 8.0 16.0 8.0 0.0 28.0 12.0 24.0 4.0
緑区 25 4.0 12.0 24.0 8.0 16.0 16.0 16.0 4.0
名東区 25 4.0 4.0 4.0 8.0 8.0 12.0 56.0 4.0
南区 24 8.3 4.2 25.0 12.5 16.7 12.5 16.7 4.2
昭和区 24 0.0 0.0 25.0 12.5 33.3 16.7 8.3 4.2
東区 22 0.0 4.5 27.3 0.0 31.8 13.6 18.2 4.5
守山区 21 4.8 4.8 19.0 19.0 19.0 9.5 19.0 4.8
西区 20 0.0 10.0 25.0 5.0 45.0 10.0 5.0 0.0
天白区 19 5.3 10.5 26.3 0.0 21.1 10.5 21.1 5.3
瑞穂区 17 11.8 11.8 5.9 17.6 0.0 11.8 41.2 0.0
熱田区 14 0.0 7.1 14.3 21.4 50.0 7.1 0.0 0.0
している 344 3.2 4.9 15.4 12.8 23.3 14.0 24.1 2.3
していない（今、さがしている） 37 5.4 13.5 16.2 13.5 18.9 8.1 24.3 0.0
していない（さがしていない） 60 6.7 3.3 13.3 13.3 16.7 11.7 31.7 3.3
いる 112 0.0 0.0 3.6 8.0 24.1 16.1 43.8 4.5
いない 330 5.2 7.3 19.1 14.5 21.2 12.1 19.1 1.5

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年数

年齢

在留資格（ビ
ザ）
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⑨ 日本での生活予定期間 

 「ずっと住み続ける」の割合が最も高く 61.2%である。次いで、「まだ決めていない（15.8%）」、

「５年以上（8.6%）」である。 

クロス集計表をみると、国籍・地域別において、いずれも「ずっと住み続ける」が最も多い中、

フィリピンは 50％程と若干少なく、「まだ決めていない」が 20％程と多い。 

 

図表Ⅱ-9 日本での生活予定期間 

 

 

＜前回調査比較＞ 

 

  

６か月以上～12か月未満

1.4%
１年以上～

３年未満

3.8%

３年以上～５年未満

6.5%

５年以上

8.6%

ずっと住み続ける

61.2%

まだ決め

ていない

15.8%

無回答

2.7%

(n=443)

1.2%1.2%

1.4%

7.2%

3.8%

5.9%

6.5%

6.3%

8.6%

58.1%

61.2%

19.0%

15.8%

1.3%

2.7%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

６か月未満 ６か月以上～12か月未満 １年以上～３年未満

３年以上～５年未満 ５年以上 ずっと住み続ける

まだ決めていない 無回答 全体
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＜クロス集計＞ 

 

合計 ６か月未
満

６か月以
上～12か
月未満

１年以上
～３年未
満

３年以上
～５年未
満

５年以上 ずっと住
み続ける

まだ決め
ていない

無回答

全体 443 0.0 1.4 3.8 6.5 8.6 61.2 15.8 2.7
女 253 0.0 0.8 4.0 7.9 5.5 59.7 17.8 4.3

性別 男 183 0.0 2.2 3.8 4.4 12.0 64.5 12.6 0.5
その他 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 0.0 11.1 0.0 11.1 22.2 33.3 22.2 0.0
20歳～29歳 145 0.0 2.1 10.3 11.7 14.5 46.9 12.4 2.1
30歳～39歳 130 0.0 0.8 0.0 5.4 7.7 68.5 16.9 0.8
40歳～49歳 80 0.0 0.0 2.5 3.8 2.5 71.3 15.0 5.0
50歳～59歳 41 0.0 2.4 0.0 2.4 7.3 70.7 9.8 7.3
60歳～69歳 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 30.0 3.3
70歳～ 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 37.5 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 0.0 1.6 4.1 4.9 4.9 69.1 14.6 0.8
ベトナム 80 0.0 0.0 5.0 11.3 18.8 55.0 8.8 1.3
ネパール 50 0.0 0.0 2.0 4.0 6.0 74.0 12.0 2.0
フィリピン 45 0.0 0.0 2.2 6.7 2.2 48.9 24.4 15.6
ブラジル 29 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 58.6 31.0 6.9
韓国・朝鮮 18 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 77.8 11.1 0.0
アメリカ 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 25.0 0.0
スリランカ 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
その他 83 0.0 4.8 4.8 10.8 13.3 48.2 18.1 0.0
永住者 134 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2 70.9 20.9 5.2
定住者 41 0.0 0.0 0.0 2.4 4.9 68.3 22.0 2.4
永住者の配偶者等 13 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 76.9 7.7 7.7
日本人の配偶者等 23 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 82.6 8.7 4.3
技能実習 43 0.0 2.3 16.3 14.0 34.9 23.3 9.3 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 0.0 1.5 6.2 6.2 4.6 73.8 7.7 0.0
留学 51 0.0 7.8 9.8 15.7 11.8 31.4 19.6 3.9
特定活動 14 0.0 0.0 0.0 7.1 7.1 64.3 21.4 0.0
家族滞在 27 0.0 0.0 3.7 11.1 11.1 66.7 7.4 0.0
その他 22 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1 63.6 18.2 0.0
中区 56 0.0 1.8 5.4 10.7 8.9 51.8 16.1 5.4
港区 46 0.0 4.3 2.2 4.3 13.0 52.2 23.9 0.0
中川区 40 0.0 0.0 2.5 5.0 0.0 85.0 7.5 0.0
千種区 32 0.0 0.0 9.4 12.5 6.3 56.3 15.6 0.0
中村区 25 0.0 0.0 0.0 20.0 4.0 48.0 24.0 4.0
南区 24 0.0 0.0 4.2 4.2 20.8 54.2 12.5 4.2
北区 30 0.0 0.0 3.3 3.3 6.7 73.3 13.3 0.0
緑区 25 0.0 0.0 4.0 8.0 12.0 48.0 24.0 4.0
昭和区 24 0.0 8.3 8.3 4.2 4.2 54.2 16.7 4.2
守山区 21 0.0 0.0 0.0 4.8 9.5 61.9 19.0 4.8
西区 20 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 65.0 20.0 0.0
名東区 25 0.0 0.0 4.0 4.0 8.0 72.0 8.0 4.0
東区 22 0.0 0.0 9.1 0.0 4.5 72.7 9.1 4.5
天白区 19 0.0 5.3 0.0 5.3 15.8 63.2 5.3 5.3
熱田区 14 0.0 0.0 7.1 7.1 0.0 64.3 14.3 7.1
瑞穂区 17 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 76.5 17.6 0.0
している 344 0.0 0.9 3.8 5.5 9.9 63.4 14.0 2.6
していない（今、さがしている） 37 0.0 0.0 8.1 10.8 5.4 51.4 24.3 0.0
していない（さがしていない） 60 0.0 5.0 1.7 10.0 3.3 55.0 21.7 3.3
いる 112 0.0 1.8 0.0 0.0 3.6 72.3 17.0 5.4
いない 330 0.0 1.2 5.2 8.8 10.3 57.6 15.5 1.5
６か月未満 17 0.0 5.9 0.0 23.5 35.3 23.5 11.8 0.0
６か月以上～12か月未満 24 0.0 0.0 16.7 20.8 4.2 41.7 16.7 0.0
１年以上～３年未満 67 0.0 1.5 9.0 13.4 19.4 44.8 11.9 0.0
３年以上～５年未満 57 0.0 5.3 10.5 14.0 12.3 45.6 12.3 0.0
５年以上～10年未満 97 0.0 0.0 1.0 2.1 8.2 71.1 16.5 1.0
10年以上～15年未満 58 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 79.3 17.2 0.0
15年以上 112 0.0 0.9 0.0 0.9 0.9 76.8 20.5 0.0

在留資格（ビ
ザ）

住んでいる区

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活予定期間

年齢
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（２）あなたの日本語能力について 

 

① 聞くこと 

「テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる」の割合が最も高く 29.8%である。次い

で、「相手の言うことを聞いて、だいたい理解できる（28.2%）」、「相手がゆっくり話せば、聞い

て、理解できる（23.5%）」である。 

「相手がゆっくり話せば、聞いて、理解できる」以上の割合が 81.5％となる。 

前回調査との比較では、「相手がゆっくり話せば、聞いて、理解できる」以上は、2019 年が

83.7％、2024 年は 81.5％でほぼ横ばいとなっている。 

クロス集計表をみると、中国・台湾は、理解できるが 40％程と多い。ベトナムは、だいたい

理解できるとゆっくり話せば理解できるがそれぞれ 40％程と多い。ネパールは、ゆっくり話せ

ば理解できる以上がそれぞれ 30％程いる。フィリピンは、だいたい理解できる以上が 50％程を

占める一方、単語だけ聞き取れるも 20％程いる。ブラジルは、ゆっくり話せば理解できるが 30％

程で多く、だいたい理解できるも 20％程いる。韓国・朝鮮は、理解できるが 80％程と最も多い。

滞在年数に着目すると、年数が長くなるにつれ、ゆっくり話せば理解できると単語だけ聞き取れ

るは減少する傾向にあり、理解できるは増加する傾向にある。在留資格に着目すると、「ほとん

ど聞き取れない」は、定住者と、永住者の配偶者等で多い。 

 

図表Ⅱ-10 聞くこと 

 

  

テレビのニュー

ス、ドラマを聞い

て、理解できる

29.8%

相手の言うことを

聞いて、だいたい

理解できる

28.2%

相手がゆっくり話

せば、聞いて、理

解できる

23.5%

単語だけ聞き取

ることができる

12.0%

ほとんど聞き取

ることができない

3.4%

無回答

3.2% (n=443)
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＜前回調査比較＞ 

 

  

40.3%

29.8%

22.1%

28.2%

21.3%

23.5%

11.5%

12.0%

4.1%

3.4%

0.8%

3.2%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

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、だいたい理解できる

相手がゆっくり話せば、聞いて、理解できる 単語だけ聞き取ることができる
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合計 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、
だいたい
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
聞き取る
ことがで
きる

ほとんど
聞き取る
ことがで
きない

無回答

全体 443 29.8 28.2 23.5 12.0 3.4 3.2
女 253 27.7 30.8 19.8 14.6 2.8 4.3

性別 男 183 33.9 24.0 27.9 8.2 4.4 1.6
その他 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 0.0 11.1 66.7 22.2 0.0 0.0
20歳～29歳 145 24.1 30.3 29.0 11.0 2.1 3.4
30歳～39歳 130 28.5 33.8 22.3 10.8 3.8 0.8
40歳～49歳 80 36.3 20.0 21.3 15.0 2.5 5.0
50歳～59歳 41 46.3 12.2 19.5 9.8 4.9 7.3
60歳～69歳 30 30.0 43.3 3.3 10.0 10.0 3.3
70歳～ 8 37.5 25.0 12.5 25.0 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 42.3 25.2 13.8 15.4 2.4 0.8
ベトナム 80 12.5 37.5 37.5 8.8 2.5 1.3
ネパール 50 26.0 28.0 26.0 10.0 8.0 2.0
フィリピン 45 24.4 28.9 8.9 24.4 0.0 13.3
ブラジル 29 17.2 24.1 31.0 13.8 3.4 10.3
韓国・朝鮮 18 83.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0
アメリカ 8 50.0 12.5 25.0 12.5 0.0 0.0
スリランカ 6 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0 16.7
その他 83 22.9 30.1 32.5 7.2 6.0 1.2
永住者 134 46.3 23.1 16.4 8.2 0.7 5.2
定住者 41 29.3 22.0 14.6 17.1 12.2 4.9
永住者の配偶者等 13 0.0 38.5 30.8 15.4 15.4 0.0
日本人の配偶者等 23 21.7 26.1 26.1 21.7 0.0 4.3
技能実習 43 2.3 32.6 39.5 20.9 2.3 2.3
技術・人文知識・国際業務 65 50.8 23.1 15.4 7.7 3.1 0.0
留学 51 15.7 39.2 27.5 11.8 0.0 5.9
特定活動 14 14.3 42.9 28.6 7.1 7.1 0.0
家族滞在 27 3.7 33.3 37.0 18.5 7.4 0.0
その他 22 27.3 36.4 31.8 0.0 4.5 0.0

住んでいる区 中区 56 32.1 28.6 16.1 12.5 5.4 5.4
港区 46 26.1 23.9 32.6 8.7 6.5 2.2
中川区 40 27.5 40.0 22.5 5.0 5.0 0.0
千種区 32 40.6 25.0 15.6 12.5 3.1 3.1
北区 30 30.0 23.3 26.7 13.3 6.7 0.0
中村区 25 28.0 28.0 28.0 12.0 0.0 4.0
緑区 25 8.0 24.0 44.0 16.0 4.0 4.0
名東区 25 64.0 20.0 4.0 8.0 0.0 4.0
南区 24 12.5 25.0 25.0 29.2 0.0 8.3
昭和区 24 54.2 29.2 4.2 8.3 0.0 4.2
東区 22 31.8 31.8 22.7 9.1 0.0 4.5
守山区 21 14.3 38.1 28.6 9.5 4.8 4.8
西区 20 40.0 45.0 15.0 0.0 0.0 0.0
天白区 19 15.8 26.3 36.8 10.5 5.3 5.3
瑞穂区 17 23.5 23.5 23.5 23.5 5.9 0.0
熱田区 14 21.4 21.4 35.7 21.4 0.0 0.0
している 344 32.6 27.6 24.7 8.7 3.5 2.9
していない（今、さがしている） 37 21.6 32.4 29.7 13.5 2.7 0.0
していない（さがしていない） 60 20.0 28.3 13.3 30.0 3.3 5.0
いる 112 40.2 28.6 17.0 8.0 1.8 4.5
いない 330 26.4 28.2 25.8 13.3 3.9 2.4
６か月未満 17 5.9 5.9 52.9 35.3 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 24 0.0 12.5 50.0 20.8 8.3 8.3
１年以上～３年未満 67 14.9 31.3 31.3 19.4 3.0 0.0
３年以上～５年未満 57 17.5 35.1 22.8 17.5 7.0 0.0
５年以上～10年未満 97 33.0 35.1 22.7 7.2 2.1 0.0
10年以上～15年未満 58 39.7 31.0 15.5 8.6 5.2 0.0
15年以上 112 50.0 25.0 16.1 6.3 1.8 0.9
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 0.0 16.7 33.3 33.3 16.7 0.0
１年以上～３年未満 17 29.4 11.8 35.3 17.6 0.0 5.9
３年以上～５年未満 29 3.4 27.6 41.4 20.7 6.9 0.0
５年以上 38 15.8 34.2 31.6 15.8 2.6 0.0
ずっと住み続ける 271 38.0 28.0 20.7 9.2 3.3 0.7
まだ決めていない 70 24.3 35.7 21.4 15.7 2.9 0.0

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

聞くこと

年齢

在留資格（ビ
ザ）

＜クロス集計＞ 



40 

 

② 話すこと 

「自分の言いたいことが、だいたい話すことができる」の割合が最も高く 29.1%である。次

いで、「自分の言いたいことが、問題なく話すことができる（24.8%）」、「かんたんな日常会話で

あればできる（21.0%）」である。また、「かんたんな日常会話であればできる」以上の割合が

74.9％となる。 

前回調査との比較では、「かんたんな日常会話であればできる」以上は、2019 年が 80.0％、

2024 年は 74.9％で減少傾向（-5.1 ポイント）となっている。 

クロス集計表をみると、中国・台湾は、だいたい話すことができる以上が 70％程を占める。

ベトナムは、だいたい話すことができる、日常会話レベルがそれぞれ 30％程と多い。ネパール

は、問題なく話せると単語であれば話せるがそれぞれ 30％程であり、同じ国籍でも能力の差が

見られる。フィリピンは、だいたい話せるが 30％程と多く、日常会話レベルと単語であれば話

せるもそれぞれ 20％程いる。ブラジルは、単語であれば話せるが 30％程であり、それ以上のレ

ベルもそれぞれ 20％程いる。滞在年数に着目すると、年数が長くなるにつれ、単語であれば話

せるは減少する傾向にあり、問題なく話せるは増加する傾向にある。在留資格に着目すると、「ほ

とんど話すことができない」は、定住者と、永住者の配偶者等で多い。 

 

図表Ⅱ-11 話すこと 

 

  

自分の言いたいこ

とが、問題なく話す

ことができる

24.8%

自分の言いたい

ことが、だいたい

話すことができる

29.1%

かんたんな日常

会話であればで

きる

21.0%

自己紹介、あいさ

つ、単語であれば

話すことができる

18.5%

ほとんど話すこと

ができない

3.4%

無回答

3.2%
(n=443)
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＜前回調査比較＞ 

 

  

29.6%

24.8%

30.5%

29.1%

19.9%

21.0%

16.2%

18.5%

3.2%

3.4%

0.6%

3.2%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

自分の言いたいことが、問題なく話すことができる 自分の言いたいことが、だいたい話すことができる

かんたんな日常会話であればできる 自己紹介、あいさつ、単語であれば話すことができる

ほとんど話すことができない 無回答
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合計 自分の言
いたいこ
とが、問
題なく話
すことが
できる

自分の言
いたいこ
とが、だ
いたい話
すことが
できる

かんたん
な日常会
話であれ
ばできる

自己紹
介、あい
さつ、単
語であれ
ば話すこ
とができ
る

ほとんど
話すこと
ができな
い

無回答

全体 443 24.8 29.1 21.0 18.5 3.4 3.2
女 253 21.3 31.2 19.0 20.6 2.8 5.1

性別 男 183 30.1 25.7 23.0 16.4 4.4 0.5
その他 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 0.0 22.2 33.3 44.4 0.0 0.0
20歳～29歳 145 21.4 27.6 22.8 23.4 2.1 2.8
30歳～39歳 130 26.2 32.3 19.2 17.7 3.8 0.8
40歳～49歳 80 23.8 28.8 23.8 15.0 2.5 6.3
50歳～59歳 41 36.6 26.8 12.2 9.8 7.3 7.3
60歳～69歳 30 30.0 30.0 16.7 13.3 6.7 3.3
70歳～ 8 25.0 25.0 37.5 12.5 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 32.5 40.7 9.8 13.8 2.4 0.8
ベトナム 80 10.0 31.3 32.5 20.0 2.5 3.8
ネパール 50 26.0 22.0 14.0 32.0 4.0 2.0
フィリピン 45 13.3 26.7 22.2 24.4 0.0 13.3
ブラジル 29 17.2 17.2 24.1 27.6 6.9 6.9
韓国・朝鮮 18 72.2 22.2 5.6 0.0 0.0 0.0
アメリカ 8 37.5 12.5 37.5 0.0 12.5 0.0
スリランカ 6 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0 16.7
その他 83 22.9 22.9 31.3 16.9 6.0 0.0
永住者 134 35.8 32.1 16.4 9.0 1.5 5.2
定住者 41 29.3 12.2 24.4 22.0 9.8 2.4
永住者の配偶者等 13 0.0 38.5 15.4 30.8 15.4 0.0
日本人の配偶者等 23 21.7 21.7 21.7 26.1 4.3 4.3
技能実習 43 4.7 23.3 41.9 27.9 2.3 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 35.4 36.9 12.3 12.3 3.1 0.0
留学 51 13.7 33.3 23.5 21.6 0.0 7.8
特定活動 14 7.1 21.4 42.9 21.4 7.1 0.0
家族滞在 27 11.1 29.6 14.8 33.3 7.4 3.7
その他 22 31.8 27.3 13.6 27.3 0.0 0.0

住んでいる区 中区 56 28.6 28.6 19.6 14.3 3.6 5.4
港区 46 23.9 26.1 26.1 17.4 6.5 0.0
中川区 40 17.5 40.0 25.0 10.0 7.5 0.0
千種区 32 21.9 31.3 15.6 25.0 3.1 3.1
北区 30 23.3 26.7 26.7 16.7 6.7 0.0
中村区 25 36.0 16.0 16.0 24.0 0.0 8.0
緑区 25 12.0 24.0 28.0 32.0 0.0 4.0
名東区 25 48.0 24.0 12.0 12.0 0.0 4.0
南区 24 12.5 25.0 16.7 33.3 4.2 8.3
昭和区 24 45.8 29.2 12.5 8.3 0.0 4.2
東区 22 27.3 27.3 18.2 22.7 0.0 4.5
守山区 21 9.5 33.3 38.1 14.3 0.0 4.8
西区 20 30.0 40.0 20.0 10.0 0.0 0.0
天白区 19 21.1 21.1 21.1 26.3 5.3 5.3
瑞穂区 17 17.6 35.3 17.6 23.5 5.9 0.0
熱田区 14 14.3 42.9 21.4 21.4 0.0 0.0
している 344 28.2 28.8 20.9 16.9 2.3 2.9
していない（今、さがしている） 37 10.8 32.4 27.0 18.9 10.8 0.0
していない（さがしていない） 60 15.0 28.3 18.3 28.3 5.0 5.0
いる 112 30.4 32.1 21.4 8.9 2.7 4.5
いない 330 23.0 28.2 20.9 21.8 3.6 2.4
６か月未満 17 0.0 17.6 23.5 52.9 5.9 0.0
６か月以上～12か月未満 24 0.0 16.7 37.5 37.5 4.2 4.2
１年以上～３年未満 67 10.4 32.8 17.9 32.8 4.5 1.5
３年以上～５年未満 57 17.5 24.6 31.6 19.3 7.0 0.0
５年以上～10年未満 97 30.9 30.9 19.6 16.5 2.1 0.0
10年以上～15年未満 58 29.3 37.9 17.2 12.1 1.7 1.7
15年以上 112 41.1 30.4 18.8 7.1 2.7 0.0
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 0.0 16.7 33.3 33.3 16.7 0.0
１年以上～３年未満 17 11.8 29.4 29.4 29.4 0.0 0.0
３年以上～５年未満 29 3.4 31.0 20.7 34.5 6.9 3.4
５年以上 38 13.2 34.2 28.9 21.1 2.6 0.0
ずっと住み続ける 271 29.9 31.7 18.5 16.2 3.0 0.7
まだ決めていない 70 30.0 20.0 27.1 18.6 4.3 0.0

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日
本人の有無

話すこと

＜クロス集計＞ 
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③ 読むこと 

「絵のついた簡単な指示（ごみの捨て方、料理の作り方など）がわかる」の割合が最も高く

23.7%である。次いで、「広告やチラシ、駅の時刻表や案内を見て、欲しい情報がわかる（23.5%）」、

「役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、だいたい理解できる（22.1%）」である。

また、「広告やチラシ、駅の時刻表や案内を見て、欲しい情報がわかる」以上の割合が 65.7％で

ある。 

前回調査との比較では、「広告やチラシ、駅の時刻表や案内を見て、欲しい情報がわかる」以

上は、2019 年が 67.8％、2024 年は 65.7％でほぼ横ばいとなっている。 

クロス集計表をみると、中国・台湾は、手紙やお知らせを読んで理解できる、だいたい理解で

きるで 70％程を占める。ベトナムは、広告などを見て欲しい情報がわかるが 40％程と多く、だ

いたい理解できるは 20％程、絵のついた簡単な指示がわかるは 30％程いる。ネパールは、絵の

ついた簡単な指示がわかるが 40％程と多く、だいたい理解できると、広告などを見て欲しい情

報がわかるもそれぞれ 20％程いる。フィリピンは、広告などを見て欲しい情報がわかるが 30％

程、絵のついた簡単な指示がわかるが 40％程と多い。ブラジルは、広告などを見て欲しい情報

がわかるが 40％程と多く、だいたい理解できるも 20％程いる。滞在年数に着目すると、年数が

長くなるにつれ、絵のついた簡単な指示がわかるは減少する傾向にあり、だいたい理解できるは

増加する傾向にある。在留資格に着目すると、「ほとんど読むことができない」は永住者の配偶

者、日本人の配偶者等で多い。 

図表Ⅱ-12 読むこと 

 

  

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

20.1%

役所や学校、職場

からの手紙やお

知らせを読んで、

だいたい理解で

きる

22.1%

広告やチラシ、駅

の時刻表や案内

を見て、欲しい情

報がわかる

23.5%

絵のついた簡単

な指示（ごみの捨

て方、料理の作り

方など）がわかる

23.7%

ほとんど読むこと

ができない

7.9%

無回答

2.7%
(n=443)
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＜前回調査比較＞ 

 

  

24.6%

20.1%

19.9%

22.1%

23.3%

23.5%

23.1%

23.7%

8.2%

7.9%

0.9%

2.7%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

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、だいたい理解できる

広告やチラシ、駅の時刻表や案内を見て、欲しい情報がわかる 絵のついた簡単な指示（ごみの捨て方、料理の作り方など）がわかる

ほとんど読むことができない 無回答
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合計 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、だ
いたい理
解できる

広告やチ
ラシ、駅
の時刻表
や案内を
見て、欲
しい情報
がわかる

絵のつい
た簡単な
指示（ご
みの捨て
方、料理
の作り方
など）が
わかる

ほとんど
読むこと
ができな
い

無回答

全体 443 20.1 22.1 23.5 23.7 7.9 2.7
女 253 18.6 24.1 23.3 22.9 6.7 4.3

性別 男 183 23.0 19.7 23.5 24.0 9.3 0.5
その他 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
18歳～19歳 9 0.0 22.2 33.3 44.4 0.0 0.0
20歳～29歳 145 20.0 20.0 25.5 25.5 6.9 2.1
30歳～39歳 130 22.3 23.8 20.0 24.6 8.5 0.8
40歳～49歳 80 20.0 18.8 23.8 25.0 7.5 5.0
50歳～59歳 41 22.0 22.0 29.3 9.8 9.8 7.3
60歳～69歳 30 16.7 33.3 16.7 20.0 10.0 3.3
70歳～ 8 12.5 25.0 25.0 25.0 12.5 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 40.7 30.9 14.6 10.6 2.4 0.8
ベトナム 80 6.3 21.3 37.5 28.8 5.0 1.3
ネパール 50 14.0 22.0 16.0 36.0 10.0 2.0
フィリピン 45 4.4 6.7 31.1 37.8 6.7 13.3
ブラジル 29 3.4 24.1 37.9 13.8 13.8 6.9
韓国・朝鮮 18 55.6 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0
アメリカ 8 25.0 12.5 37.5 12.5 12.5 0.0
スリランカ 6 33.3 16.7 0.0 16.7 16.7 16.7
その他 83 12.0 13.3 24.1 33.7 16.9 0.0
永住者 134 27.6 28.4 19.4 16.4 3.0 5.2
定住者 41 14.6 14.6 34.1 22.0 12.2 2.4
永住者の配偶者等 13 0.0 7.7 30.8 23.1 38.5 0.0
日本人の配偶者等 23 17.4 4.3 30.4 26.1 17.4 4.3
技能実習 43 2.3 4.7 41.9 44.2 7.0 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 36.9 26.2 13.8 12.3 10.8 0.0
留学 51 15.7 29.4 21.6 27.5 0.0 5.9
特定活動 14 14.3 14.3 28.6 35.7 7.1 0.0
家族滞在 27 7.4 25.9 25.9 25.9 14.8 0.0
その他 22 22.7 27.3 9.1 36.4 4.5 0.0

住んでいる区 中区 56 23.2 25.0 25.0 14.3 7.1 5.4
港区 46 10.9 23.9 39.1 13.0 13.0 0.0
中川区 40 12.5 27.5 15.0 35.0 10.0 0.0
千種区 32 43.8 18.8 6.3 21.9 6.3 3.1
北区 30 16.7 16.7 33.3 30.0 3.3 0.0
中村区 25 28.0 24.0 16.0 24.0 4.0 4.0
緑区 25 4.0 16.0 36.0 36.0 4.0 4.0
名東区 25 32.0 32.0 12.0 16.0 4.0 4.0
南区 24 8.3 16.7 16.7 37.5 16.7 4.2
昭和区 24 45.8 29.2 8.3 8.3 4.2 4.2
東区 22 18.2 18.2 27.3 27.3 4.5 4.5
守山区 21 4.8 19.0 33.3 19.0 19.0 4.8
西区 20 35.0 10.0 25.0 30.0 0.0 0.0
天白区 19 15.8 21.1 21.1 31.6 5.3 5.3
瑞穂区 17 17.6 11.8 35.3 29.4 5.9 0.0
熱田区 14 0.0 35.7 28.6 21.4 14.3 0.0
している 344 21.8 20.6 23.5 24.7 7.0 2.3
していない（今、さがしている） 37 16.2 29.7 27.0 13.5 13.5 0.0
していない（さがしていない） 60 13.3 26.7 20.0 25.0 10.0 5.0
いる 112 20.5 22.3 25.0 22.3 5.4 4.5
いない 330 20.0 22.1 23.0 24.2 8.8 1.8
６か月未満 17 0.0 5.9 23.5 58.8 11.8 0.0
６か月以上～12か月未満 24 0.0 16.7 25.0 37.5 16.7 4.2
１年以上～３年未満 67 13.4 20.9 26.9 29.9 9.0 0.0
３年以上～５年未満 57 8.8 21.1 33.3 26.3 10.5 0.0
５年以上～10年未満 97 28.9 25.8 19.6 18.6 7.2 0.0
10年以上～15年未満 58 25.9 24.1 17.2 27.6 5.2 0.0
15年以上 112 28.6 25.0 25.0 15.2 6.3 0.0
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 0.0 16.7 16.7 33.3 33.3 0.0
１年以上～３年未満 17 11.8 35.3 35.3 17.6 0.0 0.0
３年以上～５年未満 29 3.4 20.7 24.1 44.8 6.9 0.0
５年以上 38 13.2 21.1 28.9 26.3 10.5 0.0
ずっと住み続ける 271 25.5 23.2 22.9 20.3 7.7 0.4
まだ決めていない 70 17.1 20.0 24.3 30.0 8.6 0.0

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

読むこと

年齢

＜クロス集計＞ 
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④ 書くこと 

「職場の同僚、家族などに要件を伝える簡単なメモを書くことができる」の割合が最も高く

26.4%である。次いで、「仕事の報告書、学校への連絡など、説明する文章を書くことができる

（24.8%）」、「自分の名前や国、住所などが書ける（24.4%）」である。したがって、「職場の同

僚、家族などに要件を伝える簡単なメモを書くことができる」以上の割合が 65.9％である。 

前回調査との比較では、「職場の同僚、家族などに要件を伝える簡単なメモを書くことができ

る」以上は、2019 年が 66.8％、2024 年は 65.9％でほぼ横ばいとなっている。 

クロス集計表をみると、中国・台湾は、説明する文章を書けるが 50％程と多い。ベトナムは、

簡単なメモを書けるが 40.0％と多い。ネパールは、自分の名前や住所などが書けるが 30％程と

多く、それ以上のレベルもそれぞれ 20％程いる。フィリピンは、簡単なメモを書けるが 30％

程、自分の名前や住所などが書けるが 40％と多い。ブラジルは、自分の名前や住所などが書け

るが 40％程、簡単なメモを書けるが 20％程と多い一方、ほとんど書けないレベルも 20％程い

る。滞在年数に着目すると、年数が長くなるにつれ、説明する文章を書けるが概ね増加する傾向

にあり、名前や住所などが書けるは各年数で 20～30％程おり、減少傾向は見られない。在留資

格に着目すると、「ほとんど書くことができない」は定住者、永住者、日本人の配偶者等で多い。 

 

 

図表Ⅱ-13 書くこと

 

  

仕事の報告書、学

校への連絡など、

説明する文章を

書くことができる

24.8%

自分のふるさと、

自分の経験など

を紹介する文章

を書くことができ

る

14.7%

職場の同僚、家族

などに要件を伝

える簡単なメモを

書くことができる

26.4%

自分の名前や国、

住所などが書け

る

24.4%

ほとんど書くこと

ができない

6.5%

無回答

3.2%
(n=443)
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＜前回調査比較＞ 

 

 

 

  

25.1%

24.8%

13.1%

14.7%

28.6%

26.4%

22.8%

24.4%

10.3%

6.5%

0.1%

3.2%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

仕事の報告書、学校への連絡など、説明する文章を書くことができる 自分のふるさと、自分の経験などを紹介する文章を書くことができる

職場の同僚、家族などに要件を伝える簡単なメモを書くことができる 自分の名前や国、住所などが書ける

ほとんど書くことができない 無回答
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合計 仕事の報
告書、学
校への連
絡など、
説明する
文章を書
くことが
できる

自分のふ
るさと、
自分の経
験などを
紹介する
文章を書
くことが
できる

職場の同
僚、家族
などに要
件を伝え
る簡単な
メモを書
くことが
できる

自分の名
前や国、
住所など
が書ける

ほとんど
書くこと
ができな
い

無回答

全体 443 24.8 14.7 26.4 24.4 6.5 3.2
女 253 22.9 13.8 28.5 25.3 4.7 4.7

性別 男 183 28.4 15.8 22.4 23.0 9.3 1.1
その他 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0
20歳～29歳 145 26.2 20.0 28.3 18.6 4.1 2.8
30歳～39歳 130 34.6 11.5 21.5 26.2 5.4 0.8
40歳～49歳 80 17.5 15.0 26.3 30.0 6.3 5.0
50歳～59歳 41 19.5 4.9 34.1 22.0 12.2 7.3
60歳～69歳 30 13.3 13.3 26.7 26.7 13.3 6.7
70歳～ 8 12.5 0.0 25.0 37.5 25.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 46.3 14.6 22.0 12.2 3.3 1.6
ベトナム 80 21.3 22.5 40.0 13.8 1.3 1.3
ネパール 50 16.0 20.0 20.0 34.0 6.0 4.0
フィリピン 45 2.2 6.7 33.3 40.0 4.4 13.3
ブラジル 29 10.3 3.4 20.7 37.9 20.7 6.9
韓国・朝鮮 18 44.4 16.7 16.7 22.2 0.0 0.0
アメリカ 8 37.5 0.0 25.0 0.0 37.5 0.0
スリランカ 6 33.3 0.0 16.7 33.3 0.0 16.7
その他 83 13.3 14.5 24.1 36.1 12.0 0.0
永住者 134 29.1 12.7 23.1 25.4 3.7 6.0
定住者 41 17.1 4.9 19.5 36.6 17.1 4.9
永住者の配偶者等 13 7.7 15.4 7.7 46.2 23.1 0.0
日本人の配偶者等 23 13.0 4.3 26.1 30.4 21.7 4.3
技能実習 43 9.3 16.3 51.2 23.3 0.0 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 46.2 16.9 20.0 10.8 6.2 0.0
留学 51 23.5 31.4 21.6 17.6 0.0 5.9
特定活動 14 28.6 0.0 42.9 21.4 7.1 0.0
家族滞在 27 11.1 18.5 29.6 33.3 7.4 0.0
その他 22 27.3 13.6 36.4 18.2 4.5 0.0

住んでいる区 中区 56 28.6 19.6 16.1 23.2 7.1 5.4
港区 46 23.9 4.3 28.3 32.6 10.9 0.0
中川区 40 22.5 5.0 42.5 22.5 7.5 0.0
千種区 32 37.5 18.8 15.6 21.9 3.1 3.1
北区 30 16.7 16.7 33.3 23.3 6.7 3.3
中村区 25 24.0 28.0 20.0 20.0 4.0 4.0
緑区 25 4.0 16.0 24.0 52.0 0.0 4.0
名東区 25 32.0 16.0 24.0 20.0 4.0 4.0
南区 24 16.7 8.3 33.3 33.3 4.2 4.2
昭和区 24 54.2 12.5 20.8 4.2 4.2 4.2
東区 22 18.2 18.2 36.4 22.7 0.0 4.5
守山区 21 9.5 19.0 28.6 23.8 14.3 4.8
西区 20 40.0 20.0 25.0 10.0 5.0 0.0
天白区 19 15.8 5.3 31.6 36.8 0.0 10.5
瑞穂区 17 23.5 23.5 23.5 17.6 11.8 0.0
熱田区 14 28.6 14.3 21.4 14.3 21.4 0.0
している 344 27.6 14.5 27.6 22.4 5.2 2.6
していない（今、さがしている） 37 16.2 24.3 16.2 32.4 10.8 0.0
していない（さがしていない） 60 15.0 10.0 26.7 30.0 11.7 6.7
いる 112 21.4 13.4 22.3 29.5 8.9 4.5
いない 330 26.1 15.2 27.9 22.7 5.8 2.4
６か月未満 17 0.0 23.5 29.4 41.2 5.9 0.0
６か月以上～12か月未満 24 8.3 4.2 45.8 25.0 12.5 4.2
１年以上～３年未満 67 17.9 20.9 31.3 22.4 7.5 0.0
３年以上～５年未満 57 21.1 15.8 35.1 21.1 7.0 0.0
５年以上～10年未満 97 34.0 18.6 17.5 21.6 7.2 1.0
10年以上～15年未満 58 34.5 13.8 19.0 31.0 1.7 0.0
15年以上 112 27.7 9.8 28.6 25.9 7.1 0.9
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 0.0 33.3 33.3 16.7 16.7 0.0
１年以上～３年未満 17 11.8 23.5 47.1 17.6 0.0 0.0
３年以上～５年未満 29 10.3 24.1 31.0 27.6 6.9 0.0
５年以上 38 23.7 13.2 28.9 28.9 5.3 0.0
ずっと住み続ける 271 29.2 14.0 24.7 25.5 5.9 0.7
まだ決めていない 70 24.3 11.4 28.6 22.9 11.4 1.4

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

書くこと

年齢

在留資格（ビ
ザ）

＜クロス集計＞ 
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（３）ふだんの日本語の使用状況について 

① 日本語を使用する場面 

 「買い物などで」の割合が最も高く 80.4%である。次いで、「仕事をしているとき（74.7%）」、

「銀行や郵便局の手続きで（67.0%）」である。 

 前回調査との比較で減少傾向にあるのは、「買い物などで」（－4.5 ポイント）、「病気になった

とき」（－5.1 ポイント）、「近所づきあいで」（－7.2 ポイント）である。 

クロス集計表をみると、中国・台湾、ベトナム、ネパール、韓国・朝鮮は、多くの場面で 50％

以上が日本語を使用している。一方、フィリピン、ブラジルは、「近所づきあいで」「電車やバス

に乗るとき」「銀行や郵便の手続きで」「仕事をさがすとき」「学校の先生と話すとき」という場

面で 50％を下回っている。フィリピンは、「区役所などの公共施設の手続きで」「病気になった

とき」でも 50％を下回っている。在留資格に着目すると、「近所づきあいで」では永住者の配偶

者等、留学が、「電車やバスに乗るとき」では日本人の配偶者等が、「区役所などの公共施設の手

続きで」では永住者・日本人の配偶者等が、「銀行や郵便の手続きで」では永住者の配偶者等が、

「仕事をさがすとき」では定住者、永住者・日本人の配偶者等、技能実習が、「病気になったと

き」では日本人の配偶者等が、「学校の先生と話すとき」では定住者、永住者・日本人の配偶者

等、技能実習、特定活動、家族滞在が、50％を下回っている。滞在年数に着目すると、12 か月

未満は、全般的に日本語の使用が少ない傾向にあるが、１年以上になると多くなる傾向にある。 
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図表Ⅱ-14 日本語を使用する場面 （複数回答） 

84.9%

72.3%

69.9%

68.3%

66.5%

69.9%

71.8%

54.6%

50.1%

9.1%

80.4%

74.7%

67.0%

65.5%

65.2%

64.8%

64.6%

54.6%

49.4%

3.2%

3.4%

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

買い物などで

仕事をしているとき

銀行や郵便局の手続きで

電車やバスに乗るとき

区役所などの公共施設の手続きで

病気になったとき

近所づきあいで

仕事をさがすとき

学校の先生と話すとき

その他

無回答

2019(n=780)

2024(n=443)
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合計 買い物な
どで

仕事をし
ていると
き

銀行や郵
便局の手
続きで

電車やバ
スに乗る
とき

区役所な
どの公共
施設の手
続きで

病気に
なったと
き

近所づき
あいで

仕事をさ
がすとき

学校の先
生と話す
とき

その他 無回答

全体 443 80.4 74.7 67.0 65.5 65.2 64.8 64.6 54.6 49.4 3.2 3.4
女 253 79.1 72.7 66.0 62.1 62.8 67.2 62.1 54.2 49.0 2.4 5.1

性別 男 183 83.1 79.2 69.4 71.0 70.5 62.3 67.8 56.3 49.7 4.4 1.1
その他 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 77.8 44.4 66.7 77.8 22.2 22.2 44.4 66.7 100.0 0.0 0.0
20歳～29歳 145 84.8 77.2 64.8 67.6 65.5 66.9 57.9 53.1 53.8 4.1 2.1
30歳～39歳 130 79.2 82.3 74.6 66.2 73.8 70.8 64.6 60.0 54.6 3.1 0.8
40歳～49歳 80 77.5 75.0 66.3 62.5 67.5 65.0 72.5 60.0 41.3 3.8 5.0
50歳～59歳 41 73.2 73.2 61.0 58.5 56.1 48.8 63.4 43.9 36.6 2.4 12.2
60歳～69歳 30 83.3 46.7 63.3 66.7 56.7 63.3 76.7 43.3 36.7 0.0 6.7
70歳～ 8 75.0 50.0 37.5 62.5 25.0 62.5 87.5 25.0 25.0 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 89.4 69.9 77.2 71.5 74.8 70.7 69.9 64.2 60.2 0.8 1.6
ベトナム 80 87.5 92.5 73.8 73.8 68.8 72.5 75.0 61.3 51.3 1.3 1.3
ネパール 50 78.0 74.0 62.0 56.0 60.0 56.0 58.0 60.0 56.0 8.0 4.0
フィリピン 45 57.8 62.2 44.4 42.2 46.7 46.7 37.8 33.3 26.7 0.0 15.6
ブラジル 29 51.7 79.3 48.3 44.8 51.7 55.2 48.3 44.8 37.9 3.4 6.9
韓国・朝鮮 18 88.9 83.3 88.9 72.2 88.9 88.9 94.4 77.8 55.6 5.6 0.0
アメリカ 8 100.0 75.0 75.0 100.0 87.5 87.5 87.5 37.5 37.5 0.0 0.0
スリランカ 6 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 66.7 66.7 83.3 33.3 0.0
その他 83 80.7 67.5 61.4 68.7 57.8 57.8 61.4 42.2 41.0 4.8 1.2
永住者 134 82.8 75.4 70.1 67.2 71.6 73.1 71.6 62.7 52.2 3.0 6.0
定住者 41 68.3 73.2 58.5 58.5 53.7 53.7 61.0 48.8 43.9 4.9 4.9
永住者の配偶者等 13 69.2 69.2 46.2 53.8 30.8 53.8 46.2 46.2 23.1 0.0 7.7
日本人の配偶者等 23 60.9 65.2 56.5 47.8 47.8 47.8 52.2 34.8 26.1 4.3 4.3
技能実習 43 83.7 86.0 51.2 69.8 51.2 55.8 62.8 32.6 25.6 0.0 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 89.2 84.6 83.1 73.8 83.1 75.4 76.9 64.6 52.3 3.1 0.0
留学 51 80.4 58.8 70.6 68.6 62.7 54.9 47.1 60.8 90.2 5.9 3.9
特定活動 14 78.6 85.7 57.1 57.1 57.1 57.1 71.4 57.1 35.7 0.0 0.0
家族滞在 27 85.2 70.4 66.7 59.3 70.4 70.4 55.6 55.6 48.1 0.0 3.7
その他 22 77.3 72.7 72.7 54.5 72.7 63.6 54.5 54.5 31.8 9.1 0.0

年齢

在留資格（ビ
ザ）

日本語を使用する場面

＜クロス集計＞ 
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合計 買い物な
どで

仕事をし
ていると
き

銀行や郵
便局の手
続きで

電車やバ
スに乗る
とき

区役所な
どの公共
施設の手
続きで

病気に
なったと
き

近所づき
あいで

仕事をさ
がすとき

学校の先
生と話す
とき

その他 無回答

全体 443 80.4 74.7 67.0 65.5 65.2 64.8 64.6 54.6 49.4 3.2 3.4

住んでいる区 中区 56 78.6 66.1 66.1 67.9 64.3 62.5 58.9 62.5 48.2 5.4 5.4
港区 46 67.4 84.8 50.0 54.3 50.0 50.0 54.3 41.3 34.8 10.9 2.2
中川区 40 85.0 87.5 80.0 60.0 77.5 75.0 70.0 60.0 42.5 0.0 2.5
千種区 32 93.8 78.1 81.3 78.1 75.0 75.0 71.9 59.4 68.8 3.1 0.0
北区 30 86.7 76.7 70.0 76.7 66.7 73.3 73.3 53.3 46.7 0.0 0.0
中村区 25 80.0 68.0 56.0 60.0 68.0 60.0 48.0 36.0 36.0 4.0 4.0
緑区 25 80.0 64.0 48.0 56.0 56.0 60.0 52.0 48.0 36.0 0.0 4.0
名東区 25 92.0 88.0 80.0 88.0 84.0 72.0 84.0 68.0 60.0 4.0 4.0
南区 24 45.8 79.2 41.7 37.5 29.2 41.7 29.2 33.3 33.3 0.0 8.3
昭和区 24 95.8 75.0 91.7 91.7 87.5 87.5 79.2 83.3 79.2 0.0 4.2
東区 22 77.3 63.6 68.2 63.6 59.1 68.2 63.6 59.1 54.5 0.0 4.5
守山区 21 66.7 52.4 57.1 52.4 52.4 57.1 57.1 28.6 28.6 0.0 9.5
西区 20 100.0 85.0 95.0 90.0 90.0 80.0 85.0 85.0 70.0 10.0 0.0
天白区 19 78.9 73.7 57.9 68.4 63.2 63.2 73.7 57.9 52.6 0.0 5.3
瑞穂区 17 88.2 76.5 64.7 58.8 64.7 52.9 82.4 52.9 70.6 5.9 0.0
熱田区 14 78.6 57.1 71.4 35.7 64.3 64.3 64.3 42.9 50.0 0.0 0.0
している 344 81.1 84.9 68.3 67.4 68.9 67.2 66.9 57.6 49.1 3.2 3.2
していない（今、さがしている） 37 70.3 45.9 64.9 54.1 56.8 56.8 54.1 62.2 54.1 2.7 0.0
していない（さがしていない） 60 83.3 35.0 61.7 61.7 50.0 56.7 58.3 33.3 48.3 3.3 5.0
いる 112 79.5 74.1 71.4 63.4 67.0 68.8 74.1 55.4 50.0 4.5 4.5
いない 330 80.9 75.2 65.8 66.4 64.8 63.6 61.5 54.5 49.4 2.7 2.7
６か月未満 17 82.4 52.9 23.5 52.9 52.9 35.3 52.9 23.5 58.8 5.9 0.0
６か月以上～12か月未満 24 75.0 66.7 45.8 50.0 50.0 29.2 37.5 33.3 37.5 4.2 0.0
１年以上～３年未満 67 83.6 71.6 71.6 71.6 64.2 65.7 59.7 53.7 53.7 1.5 3.0
３年以上～５年未満 57 82.5 84.2 70.2 71.9 57.9 61.4 63.2 54.4 43.9 3.5 0.0
５年以上～10年未満 97 84.5 79.4 76.3 64.9 74.2 76.3 67.0 59.8 56.7 3.1 0.0
10年以上～15年未満 58 82.8 77.6 70.7 69.0 70.7 72.4 75.9 65.5 56.9 3.4 1.7
15年以上 112 81.3 78.6 70.5 68.8 70.5 70.5 74.1 59.8 45.5 3.6 0.9
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 83.3 50.0 66.7 66.7 33.3 33.3 16.7 16.7 66.7 16.7 0.0
１年以上～３年未満 17 94.1 64.7 70.6 58.8 70.6 70.6 58.8 58.8 47.1 0.0 0.0
３年以上～５年未満 29 86.2 58.6 55.2 82.8 62.1 51.7 44.8 20.7 31.0 3.4 0.0
５年以上 38 73.7 84.2 52.6 68.4 52.6 55.3 68.4 44.7 52.6 0.0 0.0
ずっと住み続ける 271 83.4 80.1 73.1 68.3 72.0 71.6 69.7 62.7 53.1 3.7 1.5
まだ決めていない 70 78.6 71.4 65.7 57.1 60.0 60.0 65.7 54.3 48.6 2.9 0.0

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本語を使用する場面

＜クロス集計＞ 
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② 日本語で困ったこと 

 「区役所などの公共施設の手続きで」の割合が最も高く 37.2%である。次いで、「銀行や郵便

局の手続きで（29.6%）」、「病気になったとき（24.6%）」である。 

前回調査との比較で増加傾向にあるのは、「区役所などの公共施設の手続きで」（＋7.3 ポイン

ト）、「仕事をしているとき」（＋3.0 ポイント）、である。一方減少傾向にあるのは、「病気になっ

たとき」（－3.2 ポイント）、「近所づきあいで」（－3.3 ポイント）である。また、「困ったことは

ない」と回答した人は、前回より減少傾向（－10.1 ポイント）にある。 

クロス集計表をみると、多くの国籍・地域の人の概ね 20％以上で「困ったことはない」と回

答している中、フィリピンは 6.7％と少ない。区役所・銀行などの手続きでは、比較的、日本語

の能力が高い中国・台湾、韓国・朝鮮は少ないが、その他の国籍・地域では多い。在留資格に着

目すると、「区役所などの公共施設の手続きで」では、技能実習が 70％程と多い。滞在年数に着

目すると、「仕事をしているとき」では、概ね滞在年数が長くなるにつれ、困ったと思う人が減

少する傾向にある。 

 

図表Ⅱ-15 日本語で困ったこと （複数回答） 
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27.2%
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12.6%

11.5%
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区役所などの公共施設の手続きで

銀行や郵便局の手続きで

病気になったとき

仕事をしているとき

仕事をさがすとき

学校の先生と話すとき

買い物などで

大雨や地震などの災害のとき

電車やバスに乗るとき

近所づきあいで

その他

困ったことはない

無回答

2019(n=780)

2024(n=443)
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合計 近所づき
あいで

電車やバ
スに乗る
とき

買い物な
どで

区役所な
どの公共
施設の手
続きで

銀行や郵
便局の手
続きで

仕事をさ
がすとき

仕事をし
ていると
き

病気に
なったと
き

学校の先
生と話す
とき

大雨や地
震などの
災害のと
き

その他 困ったこ
とはない

無回答

全体 443 10.2 10.4 11.5 37.2 29.6 15.3 24.2 24.6 12.6 11.3 3.8 23.5 4.3
男 183 12.0 12.6 13.7 38.8 30.6 16.4 25.7 25.1 12.6 10.4 4.4 25.1 2.7
女 253 8.7 8.3 9.9 36.0 29.2 14.6 22.9 24.1 11.9 11.9 3.6 22.9 5.5
その他 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 0.0 0.0 11.1 33.3 22.2 33.3 22.2 11.1 22.2 11.1 0.0 11.1 0.0
20歳～29歳 145 15.9 20.7 20.0 45.5 37.2 20.0 34.5 29.0 17.9 13.1 2.8 15.2 1.4
30歳～39歳 130 6.9 4.6 6.9 35.4 26.9 17.7 22.3 24.6 10.8 11.5 4.6 29.2 3.1
40歳～49歳 80 8.8 5.0 6.3 33.8 33.8 11.3 25.0 22.5 11.3 15.0 6.3 22.5 7.5
50歳～59歳 41 2.4 4.9 4.9 22.0 12.2 4.9 12.2 17.1 4.9 4.9 2.4 29.3 12.2
60歳～69歳 30 10.0 10.0 13.3 33.3 16.7 6.7 3.3 23.3 10.0 0.0 3.3 36.7 6.7
70歳～ 8 25.0 12.5 12.5 50.0 37.5 0.0 0.0 25.0 0.0 12.5 0.0 25.0 0.0
中国・台湾 123 11.4 11.4 13.0 22.8 20.3 10.6 22.8 29.3 13.8 6.5 1.6 27.6 1.6
韓国・朝鮮 18 0.0 0.0 0.0 5.6 11.1 0.0 0.0 5.6 0.0 5.6 5.6 66.7 0.0
フィリピン 45 0.0 4.4 6.7 33.3 33.3 6.7 22.2 13.3 13.3 6.7 4.4 6.7 17.8
ベトナム 80 11.3 11.3 13.8 56.3 33.8 20.0 32.5 18.8 8.8 15.0 3.8 17.5 1.3
ネパール 50 12.0 16.0 16.0 48.0 40.0 40.0 24.0 36.0 24.0 18.0 6.0 18.0 2.0
ブラジル 29 17.2 10.3 13.8 44.8 31.0 13.8 24.1 31.0 17.2 20.7 6.9 24.1 10.3
アメリカ 8 25.0 12.5 12.5 50.0 37.5 12.5 25.0 25.0 25.0 12.5 12.5 25.0 0.0
スリランカ 6 16.7 16.7 16.7 33.3 33.3 33.3 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0 50.0 0.0
その他 83 9.6 8.4 8.4 38.6 32.5 9.6 25.3 25.3 7.2 9.6 3.6 24.1 4.8
永住者 134 6.0 0.7 2.2 26.9 19.4 9.0 12.7 20.1 6.7 9.7 3.0 35.1 6.7
定住者 41 14.6 12.2 14.6 46.3 29.3 17.1 24.4 24.4 17.1 22.0 7.3 24.4 7.3
永住者の配偶者等 13 7.7 7.7 23.1 46.2 53.8 30.8 23.1 15.4 15.4 7.7 0.0 7.7 15.4
日本人の配偶者等 23 21.7 8.7 13.0 34.8 39.1 17.4 30.4 21.7 21.7 8.7 8.7 21.7 8.7
技能実習 43 16.3 20.9 18.6 67.4 41.9 7.0 39.5 34.9 2.3 11.6 2.3 9.3 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 4.6 6.2 7.7 29.2 21.5 16.9 30.8 24.6 7.7 9.2 3.1 29.2 0.0
留学 51 15.7 17.6 19.6 37.3 41.2 23.5 25.5 31.4 33.3 7.8 2.0 5.9 5.9
特定活動 14 7.1 35.7 35.7 50.0 35.7 35.7 35.7 28.6 7.1 28.6 7.1 0.0 0.0
家族滞在 27 7.4 11.1 14.8 44.4 29.6 14.8 18.5 29.6 14.8 7.4 3.7 25.9 0.0
その他 22 9.1 9.1 4.5 22.7 27.3 22.7 31.8 18.2 13.6 9.1 4.5 31.8 0.0

在留資格（ビ
ザ）

日本語で困ったこと

性別

年齢

国籍・地域

＜クロス集計＞ 
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合計 近所づき
あいで

電車やバ
スに乗る
とき

買い物な
どで

区役所な
どの公共
施設の手
続きで

銀行や郵
便局の手
続きで

仕事をさ
がすとき

仕事をし
ていると
き

病気に
なったと
き

学校の先
生と話す
とき

大雨や地
震などの
災害のと
き

その他 困ったこ
とはない

無回答

全体 443 10.2 10.4 11.5 37.2 29.6 15.3 24.2 24.6 12.6 11.3 3.8 23.5 4.3

住んでいる区 中区 56 3.6 7.1 7.1 25.0 28.6 5.4 17.9 21.4 10.7 5.4 1.8 28.6 7.1
港区 46 6.5 8.7 10.9 37.0 21.7 10.9 17.4 13.0 6.5 8.7 4.3 34.8 4.3
中川区 40 10.0 12.5 7.5 42.5 35.0 30.0 22.5 35.0 12.5 22.5 0.0 17.5 2.5
千種区 32 21.9 15.6 15.6 37.5 37.5 21.9 40.6 31.3 25.0 12.5 3.1 18.8 0.0
北区 30 6.7 6.7 10.0 50.0 30.0 20.0 16.7 30.0 10.0 6.7 6.7 16.7 3.3
中村区 25 4.0 4.0 4.0 32.0 40.0 8.0 16.0 20.0 4.0 4.0 0.0 32.0 4.0
緑区 25 4.0 12.0 8.0 52.0 40.0 8.0 24.0 24.0 8.0 12.0 0.0 24.0 4.0
名東区 25 8.0 12.0 12.0 20.0 16.0 12.0 20.0 24.0 12.0 4.0 16.0 44.0 8.0
南区 24 16.7 12.5 12.5 54.2 33.3 20.8 37.5 25.0 20.8 25.0 4.2 4.2 4.2
昭和区 24 4.2 0.0 4.2 8.3 8.3 8.3 16.7 20.8 12.5 0.0 0.0 37.5 4.2
東区 22 13.6 18.2 27.3 40.9 31.8 22.7 31.8 36.4 13.6 9.1 0.0 22.7 9.1
守山区 21 19.0 9.5 19.0 47.6 42.9 23.8 47.6 23.8 14.3 14.3 9.5 4.8 4.8
西区 20 20.0 15.0 20.0 40.0 35.0 20.0 25.0 40.0 10.0 10.0 5.0 35.0 0.0
天白区 19 10.5 10.5 10.5 26.3 10.5 10.5 26.3 15.8 10.5 10.5 0.0 5.3 10.5
瑞穂区 17 5.9 5.9 5.9 41.2 29.4 11.8 17.6 11.8 11.8 11.8 0.0 23.5 0.0
熱田区 14 21.4 7.1 14.3 50.0 21.4 7.1 14.3 21.4 28.6 28.6 14.3 7.1 0.0
している 344 9.3 9.6 9.3 37.2 28.8 15.4 27.3 21.2 11.0 12.5 3.8 25.9 4.4
していない（今、さがしている） 37 8.1 8.1 16.2 37.8 40.5 24.3 18.9 27.0 21.6 8.1 2.7 18.9 0.0
していない（さがしていない） 60 16.7 16.7 21.7 38.3 28.3 10.0 10.0 43.3 16.7 6.7 5.0 13.3 3.3
いる 112 9.8 5.4 8.0 32.1 28.6 9.8 18.8 21.4 8.9 8.9 5.4 26.8 7.1
いない 330 10.3 12.1 12.7 39.1 30.0 17.3 26.1 25.8 13.9 12.1 3.3 22.4 3.0
６か月未満 17 17.6 23.5 23.5 47.1 35.3 11.8 47.1 5.9 11.8 17.6 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 24 20.8 37.5 33.3 58.3 50.0 33.3 54.2 29.2 37.5 12.5 4.2 4.2 0.0
１年以上～３年未満 67 14.9 14.9 23.9 52.2 47.8 14.9 34.3 29.9 13.4 11.9 4.5 7.5 1.5
３年以上～５年未満 57 7.0 12.3 12.3 45.6 31.6 19.3 26.3 28.1 12.3 10.5 3.5 15.8 1.8
５年以上～10年未満 97 11.3 6.2 8.2 34.0 26.8 23.7 25.8 33.0 13.4 13.4 3.1 29.9 0.0
10年以上～15年未満 58 10.3 5.2 3.4 36.2 25.9 12.1 15.5 22.4 15.5 13.8 6.9 27.6 3.4
15年以上 112 5.4 6.3 5.4 25.0 19.6 6.3 12.5 17.9 6.3 8.0 3.6 39.3 3.6
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0 33.3 50.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 17 17.6 23.5 29.4 76.5 58.8 11.8 41.2 29.4 23.5 5.9 0.0 5.9 0.0
３年以上～５年未満 29 6.9 17.2 24.1 48.3 44.8 6.9 41.4 20.7 17.2 3.4 6.9 10.3 0.0
５年以上 38 15.8 15.8 18.4 55.3 36.8 13.2 36.8 23.7 10.5 10.5 2.6 13.2 0.0
ずっと住み続ける 271 8.5 7.4 7.7 31.7 26.6 17.7 21.4 24.4 11.1 12.9 4.4 28.4 1.8
まだ決めていない 70 14.3 14.3 14.3 41.4 28.6 15.7 20.0 28.6 17.1 12.9 2.9 25.7 4.3

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

日本語で困ったこと

＜クロス集計＞ 
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（４）これまでの日本語の学習について 

① 日本語の学習経験 

 「これまでに学んだことがあるが、現在は学んでいない」の割合が最も高く 53.0%である。

次いで、「現在、学んでいる（35.2%）」、「学んでいない、学んだことはない（9.0%）」である。 

前回調査との比較では、「現在、学んでいる」（＋6.6 ポイント）が増加している。 

クロス集計表をみると、日本語を「現在、学んでいる」のはベトナムが 60％程と最も多く、

ネパールが 40％程である。一方、フィリピン、ブラジルは、「学んでいない、学んだことはない」

と 20％程が回答しており、「現在、学んでいる」のは 20％程、「これまで学んだことはあるが、

現在は学んでいない」が 50～60％程である。在留資格に着目すると、定住者と、日本人の配偶

者等で「学んでいない、学んだことはない」が 30％程と多い一方、就労系（技能実習、技術・

人文知識・国際業務）、留学では少ない傾向にある。滞在年数に着目すると、「現在、学んでいる」

は３年未満までは 70～80％程であり、３年以上になると年数が長くなるにつれ、減少する傾向

にある。 

 

 

 

 

図表Ⅱ-16 日本語の学習経験 

 

  

現在、学んでいる

35.2%

これまでに学んだ

ことがあるが、現

在は学んでいな

い

53.0%

学んでいない、学

んだことはない

9.0%

無回答

2.7%
(n=443)
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＜前回調査比較＞ 

 

 

28.6%

35.2%

56.4%

53.0%

14.5%

9.0%

0.5%

2.7%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

現在、学んでいる これまでに学んだことがあるが、現在は学んでいない

学んでいない、学んだことはない 無回答
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合計 現在、学
んでいる

これまで
に学んだ
ことがあ
るが、現
在は学ん
でいない

学んでい
ない、学
んだこと
はない

無回答

全体 443 35.2 53.0 9.0 2.7
女 253 32.8 54.5 9.5 3.2

性別 男 183 37.2 51.9 8.7 2.2
その他 1 0.0 100.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 88.9 0.0 0.0 11.1
20歳～29歳 145 61.4 35.9 2.1 0.7
30歳～39歳 130 27.7 63.1 7.7 1.5
40歳～49歳 80 17.5 67.5 11.3 3.8
50歳～59歳 41 12.2 65.9 22.0 0.0
60歳～69歳 30 13.3 53.3 16.7 16.7
70歳～ 8 0.0 50.0 50.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 29.3 63.4 4.9 2.4
ベトナム 80 63.8 33.8 0.0 2.5
ネパール 50 38.0 50.0 10.0 2.0
フィリピン 45 17.8 53.3 24.4 4.4
ブラジル 29 17.2 55.2 20.7 6.9
韓国・朝鮮 18 0.0 77.8 22.2 0.0
アメリカ 8 37.5 62.5 0.0 0.0
スリランカ 6 16.7 66.7 0.0 16.7
その他 83 39.8 49.4 9.6 1.2
永住者 134 11.2 75.4 10.4 3.0
定住者 41 24.4 46.3 26.8 2.4
永住者の配偶者等 13 38.5 53.8 0.0 7.7
日本人の配偶者等 23 26.1 47.8 26.1 0.0
技能実習 43 69.8 27.9 2.3 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 35.4 58.5 1.5 4.6
留学 51 84.3 13.7 0.0 2.0
特定活動 14 42.9 35.7 14.3 7.1
家族滞在 27 29.6 66.7 3.7 0.0
その他 22 22.7 59.1 18.2 0.0

住んでいる区 中区 56 39.3 48.2 12.5 0.0
港区 46 23.9 47.8 26.1 2.2
中川区 40 22.5 65.0 10.0 2.5
千種区 32 40.6 50.0 3.1 6.3
北区 30 26.7 63.3 6.7 3.3
中村区 25 40.0 44.0 8.0 8.0
緑区 25 56.0 32.0 12.0 0.0
名東区 25 24.0 72.0 4.0 0.0
南区 24 41.7 45.8 4.2 8.3
昭和区 24 33.3 58.3 8.3 0.0
東区 22 31.8 50.0 18.2 0.0
守山区 21 28.6 66.7 0.0 4.8
西区 20 65.0 35.0 0.0 0.0
天白区 19 26.3 63.2 0.0 10.5
瑞穂区 17 29.4 64.7 5.9 0.0
熱田区 14 50.0 50.0 0.0 0.0
している 344 35.8 52.6 9.0 2.6
していない（今、さがしている） 37 35.1 54.1 8.1 2.7
していない（さがしていない） 60 33.3 55.0 8.3 3.3
いる 112 14.3 70.5 14.3 0.9
いない 330 42.4 47.0 7.3 3.3
６か月未満 17 76.5 23.5 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 24 66.7 25.0 0.0 8.3
１年以上～３年未満 67 68.7 28.4 0.0 3.0
３年以上～５年未満 57 47.4 45.6 7.0 0.0
５年以上～10年未満 97 32.0 59.8 6.2 2.1
10年以上～15年未満 58 13.8 70.7 13.8 1.7
15年以上 112 12.5 65.2 18.8 3.6
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 50.0 33.3 16.7 0.0
１年以上～３年未満 17 52.9 47.1 0.0 0.0
３年以上～５年未満 29 79.3 17.2 0.0 3.4
５年以上 38 52.6 42.1 5.3 0.0
ずっと住み続ける 271 27.7 59.0 10.7 2.6
まだ決めていない 70 35.7 50.0 10.0 4.3

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

日本語の学習経験

年齢

在留資格（ビ
ザ）

＜クロス集計＞ 
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② 日本語の学習方法 

 「日本に来る前に学んだ」の割合が最も高く 59.8%である。次いで、「ひとりで、教科書やテ

レビなどを使って（41.4%）」、「ひとりで、インターネットやアプリを使って（39.4%）」であ

る。 

前回調査との比較で増加傾向にあるのは、「日本に来る前に学んだ」（＋10.6 ポイント）、「ひ

とりで、インターネットやアプリを使って」（＋11.6 ポイント）である。一方減少傾向にあるの

は、「周りの会話を聞いて覚えている」（－4.5 ポイント）、「会社や職場で」（－3.8 ポイント）、

「無料または安い料金の地域の日本語教室で」（－3.8 ポイント）、「家族」（－7.6 ポイント）は、

減少している。 

クロス集計表をみると、ベトナム、ネパールは「日本に来る前に学んだ」が 80％程と多い。

次いで、ベトナムは「ひとりで、インターネットやアプリを使って」が 60％程、ネパールは「日

本の大学、専門学校、高校で」が 50％程と多い。「無料または安い料金の地域の日本語教室で」

は、フィリピン、アメリカが 30％程と多い。在留資格に着目すると、就労系（技能実習、技術・

人文知識・国際業務）は、身分系（永住者、定住者、その配偶者）よりも、「日本に来る前に学ん

だ」と「会社や職場」が多い傾向にある。一方、身分系（永住者、定住者、その配偶者）は「家

族」が多い傾向にある。 
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図表Ⅱ-17 日本語の学習方法 （複数回答） 

 

 

 

49.2%

42.1%

27.8%

36.7%

29.3%

26.7%

22.5%

27.8%

21.7%

23.5%

6.6%

3.8%

3.0%

6.0%

59.8%

41.4%

39.4%

32.2%

29.2%

24.3%

24.0%

24.0%

17.9%

15.9%

7.2%

6.6%

4.1%

5.1%

1.0%

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

日本に来る前に学んだ

ひとりで、教科書やテレビなどを使って

ひとりで、インターネットやアプリを使って

周りの会話を聞いて覚えている

学費を払う日本の日本語学校で

日本人の友だちから学ぶ

日本の大学、専門学校、高校で

会社や職場で

無料または安い料金の地域の日本語教室で

家族

日本人ではない友だちから学ぶ

通信教育で

日本の保育園･幼稚園･小学校･中学校で

その他

無回答

2019(n=663)

2024(n=391)
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日本語の学習方法
合計 日本に来

る前に学
んだ

ひとり
で、教科
書やテレ
ビなどを
使って

ひとり
で、イン
ターネッ
トやアプ
リを使っ
て

周りの会
話を聞い
て覚えて
いる

学費を払
う日本の
日本語学
校で

日本人の
友だちか
ら学ぶ

日本の大
学、専門
学校、高
校で

会社や職
場で

全体 391 59.8 41.4 39.4 32.2 29.2 24.3 24.0 24.0
女 221 57.0 39.8 37.1 32.1 28.5 21.3 22.6 22.6

性別 男 163 63.2 44.2 43.6 32.5 30.7 28.8 27.0 26.4
その他 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 8 75.0 37.5 50.0 12.5 50.0 25.0 37.5 0.0
20歳～29歳 141 78.7 43.3 48.2 37.6 31.9 28.4 27.0 28.4
30歳～39歳 118 63.6 41.5 39.8 28.0 24.6 17.8 22.9 25.4
40歳～49歳 68 39.7 39.7 33.8 35.3 33.8 33.8 26.5 23.5
50歳～59歳 32 18.8 46.9 28.1 21.9 28.1 12.5 21.9 15.6
60歳～69歳 20 40.0 35.0 10.0 20.0 20.0 10.0 0.0 5.0
70歳～ 4 25.0 0.0 25.0 100.0 0.0 75.0 25.0 50.0

国籍・地域 中国・台湾 114 57.9 31.6 20.2 15.8 36.8 21.1 36.8 18.4
ベトナム 78 83.3 52.6 64.1 41.0 20.5 19.2 5.1 35.9
ネパール 44 75.0 36.4 36.4 36.4 38.6 20.5 52.3 22.7
フィリピン 32 31.3 43.8 37.5 37.5 18.8 25.0 3.1 21.9
ブラジル 21 33.3 42.9 28.6 19.0 19.0 28.6 0.0 14.3
韓国・朝鮮 14 35.7 35.7 28.6 42.9 35.7 21.4 42.9 28.6
アメリカ 8 75.0 62.5 50.0 62.5 0.0 37.5 37.5 25.0
スリランカ 5 40.0 60.0 60.0 20.0 40.0 0.0 80.0 0.0
その他 74 52.7 44.6 47.3 41.9 29.7 36.5 14.9 25.7
永住者 116 37.1 34.5 18.1 22.4 31.9 23.3 24.1 17.2
定住者 29 44.8 27.6 37.9 31.0 37.9 17.2 20.7 20.7
永住者の配偶者等 12 58.3 16.7 41.7 33.3 8.3 25.0 8.3 16.7
日本人の配偶者等 17 35.3 64.7 41.2 35.3 29.4 11.8 5.9 29.4
技能実習 42 88.1 42.9 54.8 40.5 4.8 21.4 0.0 33.3
技術・人文知識・国際業務 61 73.8 55.7 59.0 45.9 23.0 37.7 37.7 41.0
留学 50 72.0 38.0 48.0 30.0 52.0 26.0 44.0 10.0
特定活動 11 100.0 45.5 18.2 18.2 9.1 27.3 9.1 36.4
家族滞在 26 69.2 46.2 53.8 34.6 42.3 15.4 15.4 19.2
その他 18 61.1 38.9 27.8 38.9 27.8 22.2 38.9 27.8

住んでいる区 中区 49 51.0 28.6 40.8 30.6 38.8 28.6 34.7 22.4
中川区 35 45.7 34.3 20.0 25.7 45.7 11.4 17.1 20.0
港区 33 57.6 45.5 39.4 30.3 30.3 18.2 12.1 30.3
千種区 29 72.4 44.8 48.3 24.1 31.0 20.7 44.8 13.8
北区 27 66.7 29.6 29.6 33.3 22.2 25.9 22.2 22.2
名東区 24 66.7 37.5 41.7 16.7 29.2 25.0 29.2 16.7
緑区 22 50.0 63.6 63.6 40.9 9.1 22.7 4.5 27.3
昭和区 22 68.2 63.6 59.1 45.5 18.2 45.5 50.0 31.8
中村区 21 47.6 38.1 23.8 33.3 38.1 14.3 33.3 14.3
南区 21 61.9 23.8 28.6 19.0 9.5 14.3 9.5 19.0
守山区 20 60.0 25.0 30.0 25.0 10.0 15.0 0.0 35.0
西区 20 75.0 45.0 55.0 60.0 30.0 45.0 25.0 50.0
東区 18 72.2 61.1 38.9 44.4 55.6 38.9 33.3 33.3
天白区 17 64.7 52.9 29.4 35.3 41.2 23.5 17.6 35.3
瑞穂区 16 37.5 43.8 43.8 18.8 25.0 37.5 25.0 6.3
熱田区 14 78.6 50.0 42.9 35.7 14.3 14.3 14.3 14.3
している 304 63.2 42.4 42.1 34.2 28.6 25.0 25.3 28.6
していない（今、さがしている） 33 60.6 45.5 33.3 36.4 39.4 27.3 15.2 12.1
していない（さがしていない） 53 41.5 34.0 28.3 18.9 26.4 17.0 22.6 5.7
いる 95 44.2 43.2 30.5 32.6 28.4 27.4 15.8 23.2
いない 295 64.7 41.0 42.4 31.9 29.5 23.4 26.4 24.4
６か月未満 17 76.5 35.3 58.8 23.5 23.5 23.5 5.9 11.8
６か月以上～12か月未満 22 77.3 31.8 40.9 18.2 22.7 9.1 13.6 18.2
１年以上～３年未満 65 81.5 47.7 56.9 36.9 32.3 29.2 13.8 30.8
３年以上～５年未満 53 71.7 41.5 54.7 35.8 17.0 20.8 22.6 17.0
５年以上～10年未満 89 65.2 56.2 42.7 42.7 32.6 30.3 31.5 33.7
10年以上～15年未満 49 53.1 28.6 20.4 26.5 40.8 14.3 32.7 12.2
15年以上 87 32.2 33.3 20.7 23.0 28.7 26.4 27.6 24.1
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 5 80.0 40.0 80.0 80.0 0.0 40.0 40.0 0.0
１年以上～３年未満 17 94.1 29.4 52.9 41.2 23.5 29.4 17.6 29.4
３年以上～５年未満 28 60.7 57.1 64.3 32.1 14.3 17.9 14.3 28.6
５年以上 36 80.6 44.4 52.8 27.8 33.3 16.7 8.3 25.0
ずっと住み続ける 235 59.6 40.4 35.3 30.2 31.5 25.1 28.1 24.7
まだ決めていない 60 43.3 41.7 28.3 33.3 31.7 26.7 25.0 20.0

日本での生活
予定期間

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

年齢

＜クロス集計＞ 
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日本語の学習方法
無料また
は安い料
金の地域
の日本語
教室で

家族 日本人で
はない友
だちから
学ぶ

通信教育
で

日本の保
育園･幼
稚園･小
学校･中
学校で

その他 無回答

全体 17.9 15.9 7.2 6.6 4.1 5.1 1.0
男 15.3 16.0 6.7 4.9 4.3 6.1 0.6
女 19.9 15.8 7.2 7.7 3.6 4.1 1.4
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0
20歳～29歳 15.6 9.2 12.1 11.3 5.0 4.3 0.7
30歳～39歳 15.3 16.1 2.5 6.8 5.9 5.9 0.0
40歳～49歳 17.6 26.5 10.3 1.5 1.5 5.9 1.5
50歳～59歳 31.3 18.8 3.1 0.0 0.0 3.1 3.1
60歳～69歳 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0
70歳～ 25.0 75.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0
中国・台湾 15.8 18.4 3.5 4.4 6.1 2.6 0.9
韓国・朝鮮 7.1 7.1 7.1 0.0 7.1 7.1 0.0
フィリピン 34.4 28.1 12.5 3.1 0.0 3.1 3.1
ベトナム 15.4 6.4 10.3 10.3 1.3 2.6 0.0
ネパール 20.5 15.9 6.8 9.1 6.8 11.4 0.0
ブラジル 14.3 9.5 9.5 9.5 19.0 14.3 0.0
アメリカ 37.5 37.5 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0
スリランカ 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
その他 14.9 18.9 8.1 6.8 0.0 2.7 2.7
永住者 19.8 20.7 5.2 0.0 7.8 5.2 1.7
定住者 17.2 24.1 10.3 10.3 10.3 10.3 3.4
永住者の配偶者等 41.7 41.7 8.3 0.0 0.0 8.3 0.0
日本人の配偶者等 17.6 35.3 0.0 23.5 5.9 5.9 0.0
技能実習 9.5 0.0 14.3 9.5 0.0 0.0 2.4
技術・人文知識・国際業務 19.7 8.2 4.9 11.5 0.0 1.6 0.0
留学 10.0 4.0 10.0 8.0 4.0 2.0 0.0
特定活動 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 18.2 0.0
家族滞在 26.9 23.1 15.4 7.7 3.8 7.7 0.0
その他 27.8 27.8 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0
中区 16.3 10.2 12.2 0.0 6.1 2.0 4.1
港区 24.2 18.2 12.1 9.1 12.1 12.1 0.0
中川区 17.1 25.7 0.0 11.4 0.0 5.7 5.7
千種区 13.8 10.3 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0
中村区 9.5 9.5 9.5 0.0 9.5 0.0 0.0
南区 23.8 14.3 9.5 9.5 4.8 9.5 0.0
北区 29.6 18.5 3.7 7.4 0.0 7.4 0.0
緑区 13.6 18.2 18.2 0.0 4.5 0.0 0.0
昭和区 18.2 9.1 0.0 9.1 4.5 13.6 0.0
守山区 10.0 20.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0
西区 20.0 10.0 5.0 10.0 5.0 10.0 0.0
名東区 16.7 12.5 0.0 4.2 4.2 0.0 0.0
東区 0.0 33.3 11.1 16.7 5.6 5.6 0.0
天白区 17.6 17.6 5.9 5.9 0.0 5.9 0.0
熱田区 35.7 7.1 7.1 21.4 0.0 0.0 0.0
瑞穂区 12.5 25.0 6.3 0.0 6.3 6.3 0.0
している 16.4 14.5 8.2 5.6 3.3 5.3 0.7
していない（今、さがしている） 12.1 18.2 6.1 9.1 9.1 3.0 3.0
していない（さがしていない） 28.3 22.6 1.9 11.3 5.7 3.8 1.9
いる 14.7 34.7 5.3 4.2 4.2 8.4 2.1
いない 19.0 9.8 7.8 7.5 4.1 4.1 0.7
６か月未満 5.9 17.6 11.8 5.9 5.9 5.9 0.0
６か月以上～12か月未満 13.6 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 16.9 9.2 10.8 13.8 1.5 6.2 1.5
３年以上～５年未満 15.1 13.2 13.2 7.5 0.0 5.7 0.0
５年以上～10年未満 18.0 19.1 6.7 9.0 3.4 2.2 0.0
10年以上～15年未満 22.4 26.5 2.0 6.1 6.1 2.0 2.0
15年以上 20.7 16.1 4.6 0.0 8.0 10.3 2.3
６か月未満 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 11.8 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0
３年以上～５年未満 21.4 3.6 17.9 3.6 0.0 7.1 3.6
５年以上 13.9 2.8 11.1 2.8 5.6 8.3 0.0
ずっと住み続ける 19.6 20.9 6.8 7.2 3.0 5.5 1.3
まだ決めていない 13.3 13.3 3.3 6.7 10.0 3.3 0.0

日本での生活
予定期間

国籍・地域

在留資格

住んでいる区

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

性別

年齢

＜クロス集計＞ 
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③ 日本語の学習目的 

 「日本で生活していくために必要だから」の割合が最も高く 87.0%である。次いで、「仕事で

必要だから（67.5%）」、「日本人との付き合いを広げるため（57.8%）」である。 

前回調査と比較すると、その他を除く全ての項目で今回の方が増加している。 

クロス集計表をみると、ベトナム、ネパールは全ての項目で多い。一方、ブラジルは「進学や

勉強のため」が 10％程で少ない。韓国・朝鮮は「よりよい条件の仕事をさがすため」や「日本

人との付き合いを広げるため」が少ない。在留資格に着目すると、就労系（技能実習、技術・人

文知識・国際業務）は、身分系（永住者、定住者、その配偶者）よりも、「進学や勉強のため」や

「日本語能力試験に合格するため」が多い。 

 

図表Ⅱ-18 日本語の学習目的 （複数回答） 

 

83.4%

62.3%

57.3%

40.3%

34.7%

33.8%

7.5%

87.0%

67.5%

57.8%

54.2%

45.5%

44.5%

6.4%

1.0%

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

日本で生活していくために必要だから

仕事で必要だから

日本人との付き合いを広げるため

よりよい条件の仕事をさがすため

進学や勉強のため

日本語能力試験に合格するため

その他

無回答

2019(n=663)

2024(n=391)
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日本語の学習目的
合計 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

よりよい
条件の仕
事をさが
すため

進学や勉
強のため

日本語能
力試験に
合格する
ため

その他 無回答

全体 391 87.0 57.8 67.5 54.2 45.5 44.5 6.4 1.0
女 221 90.5 57.9 64.7 53.4 44.8 40.3 5.9 0.9

性別 男 163 84.0 57.7 71.2 55.2 46.6 50.3 6.7 1.2
その他 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
18歳～19歳 8 75.0 50.0 62.5 62.5 75.0 75.0 0.0 0.0
20歳～29歳 141 87.9 60.3 75.2 64.5 61.7 61.7 6.4 0.7
30歳～39歳 118 86.4 55.1 63.6 55.9 43.2 46.6 5.1 0.8
40歳～49歳 68 88.2 66.2 66.2 47.1 30.9 25.0 10.3 1.5
50歳～59歳 32 84.4 40.6 62.5 31.3 25.0 18.8 0.0 3.1
60歳～69歳 20 85.0 50.0 50.0 35.0 20.0 10.0 10.0 0.0
70歳～ 4 100.0 100.0 75.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 114 83.3 45.6 57.0 42.1 48.2 31.6 3.5 0.0
ベトナム 78 96.2 74.4 87.2 78.2 56.4 62.8 1.3 1.3
ネパール 44 86.4 63.6 70.5 79.5 68.2 59.1 6.8 0.0
フィリピン 32 84.4 75.0 65.6 53.1 43.8 31.3 12.5 3.1
ブラジル 21 100.0 57.1 71.4 61.9 9.5 28.6 14.3 0.0
韓国・朝鮮 14 78.6 21.4 42.9 14.3 28.6 42.9 7.1 0.0
アメリカ 8 100.0 87.5 62.5 25.0 50.0 50.0 12.5 0.0
スリランカ 5 100.0 40.0 60.0 40.0 40.0 60.0 0.0 0.0
その他 74 79.7 52.7 66.2 43.2 31.1 44.6 10.8 2.7
永住者 116 85.3 52.6 62.1 43.1 34.5 21.6 10.3 1.7
定住者 29 82.8 55.2 62.1 55.2 34.5 27.6 6.9 3.4
永住者の配偶者等 12 91.7 66.7 66.7 66.7 16.7 16.7 0.0 0.0
日本人の配偶者等 17 94.1 58.8 47.1 29.4 23.5 41.2 5.9 0.0
技能実習 42 90.5 64.3 85.7 59.5 54.8 61.9 2.4 2.4
技術・人文知識・国際業務 61 96.7 60.7 73.8 62.3 50.8 55.7 8.2 0.0
留学 50 76.0 52.0 60.0 64.0 76.0 70.0 6.0 0.0
特定活動 11 72.7 36.4 81.8 36.4 27.3 54.5 0.0 0.0
家族滞在 26 92.3 65.4 69.2 61.5 53.8 53.8 0.0 0.0
その他 18 83.3 72.2 77.8 66.7 50.0 61.1 5.6 0.0

住んでいる区 中区 49 81.6 46.9 59.2 44.9 44.9 42.9 10.2 4.1
中川区 35 91.4 57.1 71.4 54.3 57.1 42.9 0.0 0.0
港区 33 84.8 39.4 69.7 48.5 30.3 36.4 6.1 6.1
千種区 29 82.8 58.6 62.1 51.7 58.6 48.3 3.4 0.0
北区 27 100.0 55.6 74.1 63.0 40.7 51.9 3.7 0.0
名東区 24 83.3 79.2 66.7 58.3 58.3 45.8 8.3 0.0
緑区 22 95.5 68.2 72.7 68.2 36.4 54.5 0.0 0.0
昭和区 22 86.4 68.2 63.6 54.5 59.1 50.0 18.2 0.0
中村区 21 71.4 61.9 57.1 52.4 47.6 52.4 4.8 0.0
南区 21 90.5 38.1 71.4 57.1 38.1 38.1 9.5 0.0
守山区 20 70.0 45.0 60.0 35.0 30.0 40.0 0.0 0.0
西区 20 100.0 80.0 85.0 75.0 55.0 50.0 15.0 0.0
東区 18 94.4 72.2 66.7 50.0 44.4 38.9 11.1 0.0
天白区 17 88.2 58.8 82.4 52.9 47.1 35.3 0.0 0.0
瑞穂区 16 93.8 62.5 81.3 56.3 37.5 31.3 12.5 0.0
熱田区 14 85.7 64.3 50.0 64.3 35.7 50.0 0.0 0.0
している 304 86.8 59.2 75.3 58.2 46.4 48.0 7.2 1.0
していない（今、さがしている） 33 84.8 60.6 54.5 54.5 45.5 45.5 0.0 3.0
していない（さがしていない） 53 88.7 47.2 30.2 30.2 41.5 24.5 5.7 0.0
いる 95 86.3 56.8 58.9 41.1 28.4 29.5 12.6 1.1
いない 295 87.1 58.3 70.5 58.6 50.8 49.2 4.4 1.0
６か月未満 17 88.2 64.7 82.4 58.8 58.8 64.7 5.9 0.0
６か月以上～12か月未満 22 72.7 63.6 72.7 59.1 40.9 45.5 0.0 0.0
１年以上～３年未満 65 89.2 66.2 75.4 58.5 58.5 67.7 1.5 1.5
３年以上～５年未満 53 88.7 62.3 75.5 67.9 58.5 58.5 5.7 0.0
５年以上～10年未満 89 91.0 57.3 62.9 55.1 44.9 46.1 6.7 0.0
10年以上～15年未満 49 81.6 49.0 61.2 49.0 40.8 28.6 6.1 4.1
15年以上 87 85.1 51.7 60.9 43.7 28.7 25.3 9.2 1.1
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 5 100.0 80.0 60.0 40.0 60.0 80.0 20.0 0.0
１年以上～３年未満 17 94.1 64.7 64.7 52.9 52.9 64.7 0.0 0.0
３年以上～５年未満 28 82.1 57.1 57.1 53.6 46.4 60.7 0.0 0.0
５年以上 36 88.9 58.3 86.1 44.4 41.7 52.8 5.6 2.8
ずっと住み続ける 235 86.0 57.4 67.7 57.0 46.4 42.6 6.4 1.3
まだ決めていない 60 86.7 55.0 61.7 51.7 40.0 35.0 6.7 0.0

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

在留資格（ビ
ザ）

＜クロス集計＞ 
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④ 地域の日本語教室を選んだ理由 

 「友だち、家族、職場の人などに紹介してもらった」の割合が最も高く 41.4%である。次い

で、「自分の都合のよい曜日や時間にやっているから（38.6%）」、「自分が勉強したいことを教え

てくれるから（35.7%）」である。 

 

図表Ⅱ-19 地域の日本語教室を選んだ理由 （複数回答） 
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友だち、家族、職場の人などに

紹介してもらった

自分の都合のよい曜日や時間に

やっているから

自分が勉強したいことを教えてくれるから

住んでいる場所に近いから

日本語以外もいろいろなことを

教えてくれるから

電車、バス、自動車で行きやすい

場所にあるから

教えてくれる先生がよいから

友だち、家族、職場の人なども

行っているから

勉強の他に、楽しいイベントがあるから

職場や学校の場所に近いから

近くに買い物や遊びなどによく行く

場所があるから

子どもと一緒に行くことができるから

その他

無回答

2019(n=144)

2024(n=70)
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地域の日本語教室を選んだ理由
合計 友だち、

家族、職
場の人な
どに紹介
しても
らった

自分の都
合のよい
曜日や時
間にやっ
ているか
ら

自分が勉
強したい
ことを教
えてくれ
るから

住んでい
る場所に
近いから

日本語以
外もいろ
いろなこ
とを教え
てくれる
から

電車、バ
ス、自動
車で行き
やすい場
所にある
から

教えてく
れる先生
がよいか
ら

全体 70 41.4 38.6 35.7 30.0 30.0 28.6 27.1
女 44 34.1 43.2 31.8 31.8 34.1 27.3 31.8

性別 男 25 52.0 28.0 40.0 28.0 24.0 28.0 16.0
その他 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
20歳～29歳 22 50.0 40.9 50.0 22.7 40.9 31.8 40.9
30歳～39歳 18 38.9 38.9 38.9 38.9 27.8 11.1 16.7
40歳～49歳 12 41.7 41.7 16.7 25.0 25.0 58.3 25.0
50歳～59歳 10 30.0 40.0 20.0 30.0 20.0 20.0 20.0
60歳～69歳 6 33.3 16.7 33.3 50.0 16.7 16.7 0.0
70歳～ 1 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

国籍・地域 中国・台湾 18 44.4 16.7 16.7 27.8 22.2 5.6 27.8
ベトナム 12 41.7 33.3 66.7 25.0 33.3 16.7 0.0
フィリピン 11 18.2 36.4 36.4 27.3 45.5 45.5 18.2
ネパール 9 66.7 33.3 33.3 22.2 11.1 33.3 33.3
ブラジル 3 66.7 66.7 66.7 33.3 0.0 100.0 66.7
アメリカ 3 33.3 66.7 0.0 66.7 33.3 33.3 0.0
韓国・朝鮮 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
スリランカ 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
その他 11 27.3 63.6 36.4 36.4 36.4 27.3 45.5
永住者 23 43.5 30.4 17.4 30.4 13.0 26.1 13.0
定住者 5 60.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
永住者の配偶者等 5 60.0 40.0 60.0 40.0 40.0 40.0 40.0
日本人の配偶者等 3 33.3 100.0 33.3 66.7 33.3 33.3 0.0
技能実習 4 25.0 0.0 100.0 0.0 50.0 0.0 0.0
技術・人文知識・国際業務 12 33.3 66.7 33.3 33.3 58.3 33.3 33.3
留学 5 20.0 20.0 20.0 0.0 20.0 40.0 60.0
特定活動 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
家族滞在 7 42.9 42.9 57.1 42.9 28.6 14.3 57.1
その他 5 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 40.0 0.0

住んでいる区 中区 8 37.5 37.5 50.0 25.0 25.0 37.5 37.5
港区 8 62.5 37.5 50.0 25.0 37.5 50.0 37.5
北区 8 50.0 62.5 50.0 37.5 0.0 25.0 25.0
中川区 6 50.0 50.0 33.3 16.7 16.7 16.7 50.0
南区 5 20.0 40.0 20.0 20.0 40.0 20.0 40.0
熱田区 5 80.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0
千種区 4 50.0 50.0 50.0 50.0 75.0 50.0 50.0
昭和区 4 25.0 25.0 25.0 25.0 50.0 25.0 25.0
西区 4 25.0 0.0 100.0 25.0 25.0 25.0 0.0
名東区 4 25.0 25.0 0.0 50.0 25.0 50.0 25.0
緑区 3 33.3 33.3 66.7 33.3 66.7 33.3 0.0
天白区 3 33.3 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3
中村区 2 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
守山区 2 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0
瑞穂区 2 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0
東区 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
している 50 44.0 38.0 38.0 22.0 38.0 28.0 22.0
していない（今、さがしている） 4 50.0 75.0 50.0 50.0 25.0 50.0 100.0
していない（さがしていない） 15 33.3 26.7 20.0 46.7 6.7 20.0 20.0
いる 14 28.6 42.9 28.6 42.9 14.3 42.9 14.3
いない 56 44.6 37.5 37.5 26.8 33.9 25.0 30.4
６か月未満 1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
６か月以上～12か月未満 3 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 66.7
１年以上～３年未満 11 36.4 36.4 54.5 18.2 27.3 9.1 27.3
３年以上～５年未満 8 50.0 12.5 37.5 12.5 62.5 25.0 25.0
５年以上～10年未満 16 50.0 43.8 31.3 37.5 31.3 18.8 18.8
10年以上～15年未満 11 45.5 45.5 45.5 45.5 36.4 45.5 27.3
15年以上 18 38.9 38.9 27.8 27.8 5.6 38.9 22.2
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 2 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 100.0
３年以上～５年未満 6 16.7 66.7 16.7 16.7 50.0 16.7 50.0
５年以上 5 60.0 40.0 60.0 20.0 60.0 20.0 20.0
ずっと住み続ける 46 37.0 32.6 34.8 26.1 23.9 26.1 23.9
まだ決めていない 8 75.0 37.5 37.5 62.5 12.5 50.0 12.5

日本での生活
予定期間

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

年齢

＜クロス集計＞ 
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地域の日本語教室を選んだ理由
合計 友だち、

家族、職
場の人な
ども行っ
ているか
ら

勉強の他
に、楽し
いイベン
トがある
から

職場や学
校の場所
に近いか
ら

近くに買
い物や遊
びなどに
よく行く
場所があ
るから

子どもと
一緒に行
くことが
できるか
ら

その他 無回答

全体 70 22.9 14.3 10.0 7.1 4.3 1.4 2.9
女 44 25.0 13.6 9.1 6.8 2.3 0.0 0.0

性別 男 25 20.0 16.0 12.0 8.0 8.0 4.0 8.0
その他 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20歳～29歳 22 18.2 18.2 13.6 9.1 9.1 0.0 0.0
30歳～39歳 18 22.2 11.1 11.1 0.0 5.6 0.0 11.1
40歳～49歳 12 33.3 0.0 0.0 25.0 0.0 8.3 0.0
50歳～59歳 10 20.0 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60歳～69歳 6 33.3 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0
70歳～ 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 18 33.3 22.2 22.2 5.6 0.0 0.0 0.0
ベトナム 12 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
フィリピン 11 27.3 9.1 9.1 9.1 0.0 0.0 0.0
ネパール 9 33.3 22.2 22.2 11.1 22.2 11.1 0.0
ブラジル 3 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0
アメリカ 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
韓国・朝鮮 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
スリランカ 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 11 9.1 27.3 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0
永住者 23 17.4 13.0 8.7 8.7 0.0 0.0 0.0
定住者 5 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 20.0
永住者の配偶者等 5 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0
日本人の配偶者等 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
技能実習 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
技術・人文知識・国際業務 12 16.7 33.3 8.3 16.7 0.0 0.0 0.0
留学 5 0.0 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0
特定活動 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
家族滞在 7 71.4 14.3 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 5 40.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0

住んでいる区 中区 8 25.0 25.0 25.0 25.0 12.5 0.0 0.0
港区 8 37.5 12.5 12.5 25.0 12.5 12.5 12.5
北区 8 37.5 12.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0
中川区 6 16.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
南区 5 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
熱田区 5 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
千種区 4 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
昭和区 4 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西区 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
名東区 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
緑区 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
天白区 3 66.7 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3
中村区 2 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
守山区 2 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0
瑞穂区 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
東区 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
している 50 24.0 20.0 10.0 8.0 4.0 2.0 4.0
していない（今、さがしている） 4 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0
していない（さがしていない） 15 20.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0
いる 14 28.6 0.0 0.0 7.1 7.1 0.0 0.0
いない 56 21.4 17.9 12.5 7.1 3.6 1.8 3.6
６か月未満 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 11 18.2 27.3 18.2 9.1 0.0 0.0 0.0
３年以上～５年未満 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
５年以上～10年未満 16 37.5 12.5 12.5 6.3 0.0 0.0 6.3
10年以上～15年未満 11 36.4 9.1 9.1 9.1 18.2 0.0 0.0
15年以上 18 22.2 16.7 5.6 11.1 5.6 5.6 0.0
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
３年以上～５年未満 6 16.7 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7
５年以上 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
ずっと住み続ける 46 26.1 15.2 13.0 8.7 6.5 0.0 0.0
まだ決めていない 8 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0

日本での生活
予定期間

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

年齢

＜クロス集計＞ 
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（５）これからの日本語の学習について 

① 日本語の学習意向 

 「現在の学習を続けたい、これから新しく学びたい」の割合が最も高く 66.1%である。次い

で、「学びたいができない（18.7%）」、「学びたくない（11.1%）」である。 

前回調査と比較すると、「学びたくない」（＋1.2 ポイント）はほぼ横ばいとなっている。 

クロス集計表をみると、フィリピン、ベトナム、ネパールは「現在の学習を続けたい、これか

ら新しく学びたい」が 80％程と多い。「学びたくない」は韓国・朝鮮が 40％程、中国・台湾、

ブラジルが 20％程と多い。 

 

 

 

図表Ⅱ-20 日本語の学習意向 

 

 

＜前回調査比較＞ 

 

現在の学習を続

けたい、これから

新しく学びたい

66.1%

学びたいができ

ない

18.7%

学びたくない

11.1%

無回答

4.1%
(n=443)

60.0%

66.1%

26.7%

18.7%

9.9%

11.1%

3.5%

4.1%

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

2019

(n=780)

2024

(n=443)

現在の学習を続けたい、これから新しく学びたい 学びたいができない

学びたくない 無回答



69 

 

 

合計 現在の学
習を続け
たい、こ
れから新
しく学び
たい

学びたい
ができな
い

学びたく
ない

無回答

全体 443 66.1 18.7 11.1 4.1
女 253 66.0 18.2 10.7 5.1

性別 男 183 65.6 19.7 12.0 2.7
その他 1 100.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 100.0 0.0 0.0 0.0
20歳～29歳 145 80.7 12.4 4.1 2.8
30歳～39歳 130 66.9 16.9 14.6 1.5
40歳～49歳 80 55.0 31.3 10.0 3.8
50歳～59歳 41 48.8 22.0 22.0 7.3
60歳～69歳 30 43.3 20.0 16.7 20.0
70歳～ 8 37.5 37.5 25.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 52.8 27.6 17.9 1.6
ベトナム 80 82.5 11.3 5.0 1.3
ネパール 50 84.0 12.0 4.0 0.0
フィリピン 45 77.8 8.9 0.0 13.3
ブラジル 29 51.7 13.8 20.7 13.8
韓国・朝鮮 18 44.4 5.6 44.4 5.6
アメリカ 8 62.5 25.0 12.5 0.0
スリランカ 6 83.3 0.0 16.7 0.0
その他 83 61.4 27.7 6.0 4.8
永住者 134 48.5 24.6 20.9 6.0
定住者 41 65.9 14.6 9.8 9.8
永住者の配偶者等 13 69.2 15.4 7.7 7.7
日本人の配偶者等 23 56.5 21.7 17.4 4.3
技能実習 43 81.4 14.0 0.0 4.7
技術・人文知識・国際業務 65 67.7 21.5 9.2 1.5
留学 51 88.2 11.8 0.0 0.0
特定活動 14 92.9 0.0 7.1 0.0
家族滞在 27 63.0 22.2 14.8 0.0
その他 22 77.3 18.2 4.5 0.0

住んでいる区 中区 56 64.3 17.9 10.7 7.1
港区 46 50.0 23.9 23.9 2.2
中川区 40 67.5 15.0 12.5 5.0
千種区 32 75.0 9.4 6.3 9.4
北区 30 76.7 16.7 6.7 0.0
中村区 25 72.0 12.0 12.0 4.0
緑区 25 56.0 28.0 8.0 8.0
名東区 25 52.0 20.0 28.0 0.0
南区 24 62.5 33.3 0.0 4.2
昭和区 24 54.2 25.0 20.8 0.0
東区 22 68.2 13.6 18.2 0.0
守山区 21 76.2 14.3 0.0 9.5
西区 20 70.0 25.0 0.0 5.0
天白区 19 73.7 15.8 5.3 5.3
瑞穂区 17 70.6 23.5 5.9 0.0
熱田区 14 92.9 7.1 0.0 0.0
している 344 67.7 17.4 11.3 3.5
していない（今、さがしている） 37 67.6 16.2 16.2 0.0
していない（さがしていない） 60 56.7 28.3 6.7 8.3
いる 112 53.6 23.2 17.9 5.4
いない 330 70.3 17.3 8.8 3.6
６か月未満 17 76.5 17.6 5.9 0.0
６か月以上～12か月未満 24 100.0 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 67 79.1 14.9 1.5 4.5
３年以上～５年未満 57 75.4 17.5 3.5 3.5
５年以上～10年未満 97 72.2 17.5 9.3 1.0
10年以上～15年未満 58 55.2 27.6 13.8 3.4
15年以上 112 45.5 22.3 25.0 7.1
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 50.0 50.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 17 88.2 5.9 0.0 5.9
３年以上～５年未満 29 86.2 10.3 0.0 3.4
５年以上 38 71.1 21.1 7.9 0.0
ずっと住み続ける 271 65.3 18.1 12.9 3.7
まだ決めていない 70 54.3 24.3 15.7 5.7

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

日本語の学習意向

年齢

在留資格（ビ
ザ）

＜クロス集計＞ 
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② 日本語を学習したい理由 

 「日本で生活していくために必要だから」の割合が最も高く 86.2%である。次いで、「仕事で

必要だから（67.0%）」、「日本人との付き合いを広げるため（61.2%）」である。 

前回調査との比較で増加傾向にあるのは、「仕事で必要だから」（＋6.5 ポイント）、「よりよい

条件の仕事をさがすため」（＋8.3 ポイント）、「進学や勉強のため」（＋17.1 ポイント）、「日本

語能力試験に合格するため」（＋13.5 ポイント）である。 

クロス集計表をみると、「仕事で必要だから」「よりよい条件の仕事をさがすため」「日本語能

力試験に合格するため」はベトナム、ネパールが多い。在留資格に着目すると、就労系（技能実

習、技術・人文知識・国際業務）は、身分系（永住者、定住者、その配偶者）よりも、「進学や勉

強のため」や「日本語能力試験に合格するため」が多い。 

 

 

 

図表Ⅱ-21 日本語を学習したい理由 （複数回答） 

 

84.9%

60.5%

63.3%

47.3%

29.4%

25.3%

5.9%

86.2%

67.0%

61.2%

55.6%

46.5%

38.8%

5.9%

0.5%

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

日本で生活していくために必要だから

仕事で必要だから

日本人との付き合いを広げるため

よりよい条件の仕事をさがすため

進学や勉強のため

日本語能力試験に合格するため

その他

無回答

2019(n=676)

2024(n=376)
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日本語を学びたい理由
合計 日本で生

活してい
くために
必要だか
ら

仕事で必
要だから

日本人と
の付き合
いを広げ
るため

よりよい
条件の仕
事をさが
すため

進学や勉
強のため

日本語能
力試験に
合格する
ため

その他 無回答

全体 376 86.2 67.0 61.2 55.6 46.5 38.8 5.9 0.5
女 213 86.9 63.8 59.2 58.7 47.9 35.7 5.6 0.0

性別 男 156 85.3 71.8 64.1 51.3 45.5 43.6 5.8 1.3
その他 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 77.8 66.7 55.6 66.7 77.8 77.8 0.0 0.0
20歳～29歳 135 88.1 74.8 63.7 64.4 60.7 57.8 4.4 0.0
30歳～39歳 109 83.5 71.6 66.1 66.1 49.5 37.6 4.6 0.9
40歳～49歳 69 87.0 59.4 60.9 44.9 27.5 17.4 13.0 0.0
50歳～59歳 29 89.7 58.6 48.3 34.5 31.0 24.1 3.4 0.0
60歳～69歳 19 89.5 36.8 42.1 15.8 21.1 5.3 0.0 5.3
70歳～ 6 66.7 33.3 50.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0

国籍・地域 中国・台湾 99 76.8 55.6 54.5 38.4 46.5 23.2 4.0 0.0
ベトナム 75 97.3 86.7 73.3 84.0 54.7 57.3 1.3 0.0
ネパール 48 85.4 77.1 70.8 79.2 66.7 54.2 6.3 2.1
フィリピン 39 84.6 59.0 66.7 59.0 61.5 35.9 10.3 0.0
ブラジル 19 100.0 63.2 52.6 47.4 21.1 31.6 5.3 0.0
韓国・朝鮮 9 55.6 44.4 22.2 11.1 11.1 11.1 0.0 0.0
アメリカ 7 85.7 57.1 42.9 28.6 42.9 42.9 28.6 0.0
スリランカ 5 100.0 60.0 40.0 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0
その他 74 87.8 64.9 58.1 43.2 29.7 36.5 9.5 1.4
永住者 98 84.7 58.2 51.0 41.8 32.7 18.4 9.2 1.0
定住者 33 81.8 63.6 69.7 57.6 42.4 27.3 0.0 0.0
永住者の配偶者等 11 90.9 72.7 54.5 63.6 36.4 18.2 0.0 0.0
日本人の配偶者等 18 88.9 50.0 44.4 44.4 22.2 16.7 16.7 0.0
技能実習 41 92.7 80.5 65.9 70.7 65.9 70.7 2.4 0.0
技術・人文知識・国際業務 58 82.8 70.7 62.1 50.0 50.0 44.8 5.2 1.7
留学 51 82.4 66.7 62.7 66.7 72.5 58.8 3.9 0.0
特定活動 13 100.0 84.6 69.2 46.2 46.2 38.5 15.4 0.0
家族滞在 23 95.7 78.3 78.3 87.0 43.5 52.2 4.3 0.0
その他 21 81.0 66.7 71.4 61.9 38.1 33.3 0.0 0.0

住んでいる区 中区 46 84.8 47.8 45.7 52.2 43.5 30.4 2.2 2.2
港区 34 85.3 73.5 44.1 50.0 41.2 44.1 5.9 0.0
中川区 33 87.9 69.7 63.6 60.6 63.6 45.5 3.0 0.0
北区 28 92.9 78.6 67.9 60.7 50.0 39.3 3.6 0.0
千種区 27 74.1 66.7 51.9 48.1 59.3 33.3 3.7 0.0
南区 23 87.0 73.9 60.9 65.2 47.8 39.1 13.0 0.0
中村区 21 81.0 66.7 66.7 61.9 42.9 47.6 0.0 0.0
緑区 21 90.5 71.4 66.7 76.2 38.1 52.4 0.0 0.0
昭和区 19 73.7 68.4 73.7 42.1 52.6 36.8 15.8 0.0
守山区 19 94.7 52.6 52.6 42.1 26.3 31.6 5.3 0.0
西区 19 94.7 78.9 73.7 73.7 57.9 47.4 5.3 5.3
名東区 18 83.3 77.8 83.3 61.1 50.0 38.9 16.7 0.0
東区 18 94.4 50.0 55.6 22.2 38.9 38.9 11.1 0.0
天白区 17 94.1 76.5 76.5 52.9 47.1 35.3 0.0 0.0
瑞穂区 16 81.3 68.8 68.8 56.3 31.3 18.8 6.3 0.0
熱田区 14 85.7 64.3 71.4 71.4 42.9 35.7 7.1 0.0
している 293 86.0 74.7 62.8 58.7 48.8 40.6 5.8 0.3
していない（今、さがしている） 31 80.6 54.8 51.6 51.6 48.4 41.9 3.2 3.2
していない（さがしていない） 51 90.2 29.4 56.9 39.2 33.3 27.5 7.8 0.0
いる 86 86.0 59.3 53.5 45.3 34.9 19.8 12.8 0.0
いない 289 86.5 69.6 63.7 58.5 49.8 44.6 3.8 0.7
６か月未満 16 93.8 68.8 75.0 68.8 56.3 62.5 6.3 0.0
６か月以上～12か月未満 24 95.8 83.3 75.0 58.3 37.5 41.7 0.0 0.0
１年以上～３年未満 63 90.5 76.2 69.8 61.9 65.1 65.1 6.3 0.0
３年以上～５年未満 53 84.9 73.6 66.0 71.7 56.6 47.2 3.8 0.0
５年以上～10年未満 87 86.2 63.2 63.2 60.9 47.1 40.2 5.7 0.0
10年以上～15年未満 48 75.0 66.7 56.3 50.0 37.5 18.8 4.2 2.1
15年以上 76 86.8 53.9 43.4 32.9 27.6 19.7 7.9 1.3
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 83.3 66.7 66.7 50.0 50.0 83.3 16.7 0.0
１年以上～３年未満 16 93.8 62.5 62.5 50.0 62.5 43.8 0.0 0.0
３年以上～５年未満 28 89.3 64.3 67.9 60.7 46.4 57.1 3.6 0.0
５年以上 35 88.6 71.4 57.1 54.3 45.7 45.7 5.7 0.0
ずっと住み続ける 226 85.4 70.4 62.8 56.2 46.5 35.4 5.8 0.9
まだ決めていない 55 85.5 52.7 50.9 52.7 38.2 36.4 5.5 0.0

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日
本人の有無

＜クロス集計＞ 
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③ 日本語で学びたいこと 

 「日本語を話すこと」の割合が最も高く 71.3%である。次いで、「日本語を聞くこと（68.6%）」、

「日本語を読むこと（62.8%）」である。 

 前回調査との比較で増加傾向にあるのは、「日本語を聞くこと」（＋6.3 ポイント）である。 

クロス集計表をみると、ベトナム、ネパールが全般的に高い割合となっている。在留資格に着

目すると、就労系（技能実習、技術・人文知識・国際業務）、留学は、身分系（永住者、定住者、

その配偶者）よりも、「目上の人に対して使う丁寧な表現（敬語）」が多い。技能実習は、「地域

によって変わる表現（方言）」も 40％程と多い。 

 

 

図表Ⅱ-22 日本語で学びたいこと （複数回答） 

 

71.6%

62.3%

64.8%

63.9%
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23.9%

6.9%

2.9%

3.2%

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

日本語を話すこと

日本語を聞くこと

日本語を読むこと

日本語を書くこと

目上の人に対して使う丁寧な表現（敬語）

漢字を読んだり書いたりすること

地域によって変わる表現（方言）

日本語は勉強したいが、どんな日本語を

勉強したらいいかわからない

その他

無回答

2019(n=676)

2024(n=376)
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日本語で学びたいこと
合計 日本語を

話すこと
日本語を
聞くこと

日本語を
読むこと

日本語を
書くこと

目上の人
に対して
使う丁寧
な表現
（敬語）

漢字を読
んだり書
いたりす
ること

全体 376 71.3 68.6 62.8 61.7 56.4 54.3
女 213 70.0 66.7 63.4 63.8 56.8 53.5

性別 男 156 72.4 70.5 61.5 59.0 56.4 55.8
その他 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18歳～19歳 9 66.7 88.9 88.9 88.9 66.7 66.7
20歳～29歳 135 81.5 83.0 70.4 70.4 66.7 64.4
30歳～39歳 109 75.2 67.0 59.6 61.5 56.0 53.2
40歳～49歳 69 60.9 60.9 59.4 55.1 50.7 44.9
50歳～59歳 29 55.2 44.8 58.6 51.7 48.3 55.2
60歳～69歳 19 47.4 31.6 42.1 42.1 31.6 31.6
70歳～ 6 50.0 66.7 33.3 16.7 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 99 67.7 57.6 43.4 50.5 58.6 34.3
ベトナム 75 88.0 86.7 77.3 76.0 62.7 66.7
ネパール 48 81.3 77.1 75.0 77.1 62.5 66.7
フィリピン 39 56.4 51.3 59.0 51.3 51.3 64.1
ブラジル 19 52.6 68.4 57.9 57.9 47.4 52.6
韓国・朝鮮 9 22.2 44.4 55.6 33.3 22.2 66.7
アメリカ 7 57.1 71.4 57.1 42.9 42.9 42.9
スリランカ 5 60.0 60.0 60.0 60.0 40.0 60.0
その他 74 73.0 71.6 70.3 63.5 54.1 55.4
永住者 98 52.0 51.0 58.2 57.1 49.0 45.9
定住者 33 63.6 66.7 54.5 45.5 45.5 45.5
永住者の配偶者等 11 81.8 72.7 63.6 81.8 45.5 63.6
日本人の配偶者等 18 77.8 66.7 66.7 55.6 44.4 55.6
技能実習 41 87.8 82.9 75.6 73.2 73.2 63.4
技術・人文知識・国際業務 58 69.0 58.6 51.7 51.7 62.1 50.0
留学 51 80.4 88.2 70.6 70.6 64.7 70.6
特定活動 13 92.3 92.3 76.9 53.8 46.2 46.2
家族滞在 23 91.3 95.7 82.6 87.0 60.9 47.8
その他 21 71.4 52.4 42.9 61.9 57.1 61.9

住んでいる区 中区 46 63.0 71.7 58.7 65.2 45.7 47.8
港区 34 55.9 61.8 50.0 52.9 52.9 55.9
中川区 33 81.8 66.7 69.7 69.7 51.5 66.7
北区 28 64.3 71.4 75.0 67.9 50.0 53.6
千種区 27 81.5 70.4 55.6 59.3 66.7 55.6
南区 23 69.6 60.9 56.5 52.2 39.1 47.8
中村区 21 76.2 81.0 81.0 71.4 71.4 66.7
緑区 21 76.2 76.2 71.4 71.4 52.4 47.6
昭和区 19 68.4 63.2 42.1 47.4 68.4 57.9
守山区 19 78.9 63.2 47.4 57.9 57.9 47.4
西区 19 73.7 73.7 63.2 68.4 78.9 78.9
名東区 18 66.7 55.6 72.2 66.7 66.7 61.1
東区 18 61.1 72.2 66.7 50.0 50.0 44.4
天白区 17 88.2 88.2 76.5 64.7 52.9 58.8
瑞穂区 16 62.5 56.3 62.5 62.5 68.8 25.0
熱田区 14 85.7 64.3 64.3 50.0 57.1 50.0
している 293 70.3 67.6 64.8 62.8 58.0 56.0
していない（今、さがしている） 31 80.6 80.6 71.0 71.0 71.0 58.1
していない（さがしていない） 51 70.6 66.7 45.1 49.0 39.2 43.1
いる 86 61.6 53.5 59.3 59.3 45.3 51.2
いない 289 74.0 73.0 63.7 62.3 59.5 55.0
６か月未満 16 87.5 87.5 81.3 87.5 75.0 68.8
６か月以上～12か月未満 24 87.5 83.3 79.2 62.5 66.7 54.2
１年以上～３年未満 63 84.1 85.7 66.7 65.1 69.8 58.7
３年以上～５年未満 53 86.8 86.8 73.6 75.5 52.8 58.5
５年以上～10年未満 87 70.1 62.1 55.2 57.5 56.3 57.5
10年以上～15年未満 48 68.8 60.4 64.6 60.4 54.2 50.0
15年以上 76 47.4 50.0 52.6 50.0 42.1 43.4
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 83.3 66.7 50.0 50.0 50.0 50.0
１年以上～３年未満 16 81.3 93.8 68.8 68.8 62.5 43.8
３年以上～５年未満 28 89.3 89.3 60.7 60.7 60.7 60.7
５年以上 35 80.0 82.9 71.4 71.4 60.0 54.3
ずっと住み続ける 226 69.5 64.6 65.5 62.4 55.8 54.9
まだ決めていない 55 63.6 63.6 49.1 52.7 52.7 50.9

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

在留資格（ビ
ザ）

＜クロス集計＞ 
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日本語で学びたいこと
合計 地域によっ

て変わる表
現（方言）

日本語は勉
強したい
が、どんな
日本語を勉
強したらい
いかわから
ない

その他 無回答

全体 376 23.9 6.9 2.9 3.2
女 213 20.7 7.5 3.3 3.8

性別 男 156 27.6 6.4 2.6 2.6
その他 1 100.0 0.0 0.0 0.0

18歳～19歳 9 11.1 0.0 0.0 11.1
20歳～29歳 135 32.6 6.7 2.2 0.7
30歳～39歳 109 25.7 3.7 3.7 2.8
40歳～49歳 69 17.4 10.1 5.8 4.3
50歳～59歳 29 10.3 6.9 0.0 6.9
60歳～69歳 19 10.5 15.8 0.0 10.5
70歳～ 6 0.0 16.7 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 99 25.3 12.1 4.0 4.0
ベトナム 75 28.0 2.7 0.0 1.3
ネパール 48 37.5 8.3 4.2 2.1
フィリピン 39 17.9 5.1 0.0 10.3
ブラジル 19 15.8 10.5 10.5 0.0
韓国・朝鮮 9 11.1 0.0 0.0 11.1
アメリカ 7 0.0 0.0 0.0 0.0
スリランカ 5 20.0 0.0 40.0 0.0
その他 74 18.9 5.4 1.4 1.4

永住者 98 19.4 10.2 2.0 6.1
定住者 33 18.2 12.1 6.1 6.1
永住者の配偶者等 11 0.0 0.0 0.0 0.0
日本人の配偶者等 18 0.0 11.1 5.6 0.0
技能実習 41 41.5 7.3 0.0 2.4
技術・人文知識・国際業務 58 25.9 3.4 6.9 1.7
留学 51 29.4 0.0 0.0 3.9
特定活動 13 23.1 15.4 7.7 0.0
家族滞在 23 26.1 0.0 4.3 0.0
その他 21 42.9 9.5 0.0 0.0

住んでいる区 中区 46 15.2 8.7 0.0 4.3
港区 34 29.4 14.7 2.9 2.9
中川区 33 21.2 6.1 3.0 0.0
北区 28 14.3 7.1 7.1 0.0
千種区 27 25.9 7.4 3.7 0.0
南区 23 26.1 0.0 8.7 0.0
中村区 21 19.0 4.8 0.0 0.0
緑区 21 14.3 23.8 0.0 0.0
昭和区 19 47.4 5.3 10.5 10.5
守山区 19 31.6 5.3 0.0 5.3
西区 19 63.2 10.5 0.0 0.0
名東区 18 11.1 5.6 11.1 11.1
東区 18 22.2 0.0 0.0 16.7
天白区 17 23.5 0.0 0.0 0.0
瑞穂区 16 18.8 0.0 0.0 6.3
熱田区 14 14.3 0.0 0.0 0.0

している 293 25.9 6.5 2.7 2.4
していない（今、さがしている） 31 25.8 3.2 3.2 3.2
していない（さがしていない） 51 11.8 11.8 3.9 7.8

いる 86 17.4 10.5 2.3 4.7
いない 289 25.6 5.9 3.1 2.8

６か月未満 16 43.8 6.3 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 24 20.8 12.5 0.0 0.0
１年以上～３年未満 63 34.9 1.6 1.6 3.2
３年以上～５年未満 53 17.0 5.7 0.0 1.9
５年以上～10年未満 87 23.0 4.6 4.6 2.3
10年以上～15年未満 48 31.3 12.5 8.3 2.1
15年以上 76 13.2 10.5 2.6 3.9

６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 33.3 0.0 0.0 16.7
１年以上～３年未満 16 18.8 6.3 0.0 0.0
３年以上～５年未満 28 21.4 10.7 0.0 0.0
５年以上 35 28.6 2.9 0.0 0.0
ずっと住み続ける 226 25.2 7.1 4.4 2.7
まだ決めていない 55 18.2 9.1 1.8 3.6

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

在留資格（ビ
ザ）

＜クロス集計＞ 
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④ 日本語を学びたい方法 

 「日本人と会話をしながら学ぶ」の割合が最も高く 57.7%である。次いで、「ひとりで、イン

ターネットやアプリを使って（52.1%）」、「無料または安い料金の地域の日本語教室で（49.7%）」

である。 

前回調査との比較で増加傾向にあるのは、「ひとりで、インターネットやアプリを使って」（＋

14.8 ポイント）である。 

クロス集計表をみると、ベトナム、ネパールは「ひとりで、インターネットやアプリを使って」

「日本人と会話をしながら学ぶ」が多い。ネパールでは「ひとりで、教科書やテレビなどを使っ

て」も 70％程と多い。 

 

 

図表Ⅱ-23 日本語を学びたい方法 （複数回答） 

 

 

  

56.5%

37.3%

48.4%

41.4%

25.6%

9.9%

10.2%

8.4%

4.6%

57.7%

52.1%

49.7%

45.5%

25.0%

15.7%

12.5%

10.1%

2.1%

3.5%

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

日本人と会話をしながら学ぶ

ひとりで、インターネットやアプリを使って

無料または安い料金の地域の日本語教室で

ひとりで、教科書やテレビなどを使って

会社や職場で

通信教育で

学費を払う日本の日本語学校で

日本人ではない人と会話をしながら学ぶ

その他

無回答

2019(n=676)

2024(n=376)
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日本語を学びたい方法
合計 日本人と

会話をし
ながら学
ぶ

ひとり
で、イン
ターネッ
トやアプ
リを使っ
て

無料また
は安い料
金の地域
の日本語
教室で

ひとり
で、教科
書やテレ
ビなどを
使って

会社や職
場で

通信教育
で

全体 376 57.7 52.1 49.7 45.5 25.0 15.7
女 213 53.1 49.8 51.2 43.2 23.9 16.0

性別 男 156 63.5 55.8 48.1 47.4 26.3 14.7
その他 1 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 88.9 22.2 44.4 55.6 33.3 0.0
20歳～29歳 135 74.1 65.2 48.1 54.1 37.0 15.6
30歳～39歳 109 56.9 50.5 57.8 39.4 21.1 15.6
40歳～49歳 69 42.0 50.7 46.4 43.5 24.6 21.7
50歳～59歳 29 27.6 27.6 48.3 37.9 3.4 13.8
60歳～69歳 19 31.6 31.6 47.4 42.1 0.0 10.5
70歳～ 6 66.7 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 99 48.5 48.5 47.5 46.5 20.2 20.2
ベトナム 75 72.0 66.7 54.7 49.3 37.3 20.0
ネパール 48 68.8 58.3 43.8 70.8 27.1 6.3
フィリピン 39 38.5 35.9 53.8 38.5 12.8 10.3
ブラジル 19 42.1 42.1 57.9 31.6 15.8 31.6
韓国・朝鮮 9 44.4 33.3 33.3 22.2 22.2 11.1
アメリカ 7 71.4 71.4 57.1 71.4 42.9 0.0
スリランカ 5 40.0 80.0 40.0 20.0 40.0 20.0
その他 74 63.5 47.3 50.0 33.8 23.0 12.2
永住者 98 36.7 37.8 44.9 36.7 9.2 17.3
定住者 33 51.5 48.5 54.5 36.4 18.2 18.2
永住者の配偶者等 11 45.5 45.5 72.7 36.4 27.3 9.1
日本人の配偶者等 18 50.0 38.9 44.4 27.8 33.3 11.1
技能実習 41 75.6 70.7 51.2 56.1 43.9 17.1
技術・人文知識・国際業務 58 60.3 58.6 53.4 55.2 32.8 20.7
留学 51 74.5 62.7 41.2 52.9 23.5 11.8
特定活動 13 84.6 46.2 61.5 38.5 30.8 7.7
家族滞在 23 56.5 69.6 65.2 47.8 17.4 0.0
その他 21 76.2 38.1 52.4 52.4 42.9 23.8

住んでいる区 中区 46 56.5 54.3 45.7 43.5 19.6 15.2
港区 34 44.1 47.1 52.9 35.3 17.6 14.7
中川区 33 63.6 42.4 60.6 39.4 21.2 6.1
北区 28 57.1 60.7 64.3 42.9 35.7 17.9
千種区 27 70.4 59.3 55.6 44.4 25.9 22.2
南区 23 47.8 47.8 47.8 43.5 26.1 17.4
中村区 21 61.9 57.1 42.9 38.1 19.0 0.0
緑区 21 52.4 57.1 42.9 57.1 14.3 23.8
昭和区 19 52.6 57.9 42.1 68.4 42.1 15.8
守山区 19 63.2 36.8 63.2 31.6 42.1 26.3
西区 19 78.9 73.7 52.6 68.4 36.8 15.8
名東区 18 61.1 61.1 50.0 55.6 22.2 16.7
東区 18 44.4 38.9 22.2 50.0 27.8 16.7
天白区 17 52.9 29.4 52.9 41.2 23.5 11.8
瑞穂区 16 56.3 62.5 37.5 43.8 12.5 25.0
熱田区 14 57.1 50.0 50.0 42.9 14.3 14.3
している 293 59.0 54.9 48.8 46.4 29.7 16.4
していない（今、さがしている） 31 54.8 35.5 67.7 41.9 16.1 6.5
していない（さがしていない） 51 52.9 47.1 43.1 43.1 3.9 17.6
いる 86 43.0 40.7 44.2 33.7 18.6 14.0
いない 289 61.9 55.4 51.6 49.1 27.0 16.3
６か月未満 16 87.5 68.8 31.3 50.0 50.0 37.5
６か月以上～12か月未満 24 66.7 41.7 45.8 37.5 20.8 8.3
１年以上～３年未満 63 74.6 69.8 58.7 65.1 36.5 14.3
３年以上～５年未満 53 71.7 60.4 56.6 39.6 32.1 13.2
５年以上～10年未満 87 56.3 52.9 52.9 46.0 25.3 13.8
10年以上～15年未満 48 47.9 45.8 41.7 47.9 14.6 16.7
15年以上 76 38.2 39.5 46.1 36.8 14.5 19.7
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 66.7 66.7 33.3 33.3 16.7 16.7
１年以上～３年未満 16 75.0 93.8 37.5 50.0 37.5 12.5
３年以上～５年未満 28 60.7 57.1 50.0 57.1 35.7 7.1
５年以上 35 68.6 54.3 65.7 48.6 31.4 22.9
ずっと住み続ける 226 55.3 50.4 51.3 43.8 24.3 16.4
まだ決めていない 55 61.8 47.3 40.0 50.9 18.2 14.5

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日
本人の有無

＜クロス集計＞ 
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日本語を学びたい方法
合計 学費を払

う日本の
日本語学
校で

日本人で
はない人
と会話を
しながら
学ぶ

その他 無回答

全体 376 12.5 10.1 2.1 3.5
女 213 10.8 1.0 1.9 3.3

性別 男 156 14.1 11.5 2.6 3.8
その他 1 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 66.7 11.1 0.0 11.1
20歳～29歳 135 14.8 14.1 3.0 0.7
30歳～39歳 109 11.0 6.4 0.9 2.8
40歳～49歳 69 7.2 13.0 2.9 2.9
50歳～59歳 29 3.4 6.9 0.0 13.8
60歳～69歳 19 15.8 0.0 5.3 10.5
70歳～ 6 0.0 0.0 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 99 12.1 7.1 2.0 4.0
ベトナム 75 9.3 9.3 0.0 1.3
ネパール 48 14.6 22.9 4.2 2.1
フィリピン 39 5.1 7.7 2.6 10.3
ブラジル 19 10.5 15.8 0.0 5.3
韓国・朝鮮 9 22.2 0.0 0.0 0.0
アメリカ 7 14.3 0.0 0.0 0.0
スリランカ 5 20.0 0.0 0.0 0.0
その他 74 17.6 9.5 4.1 2.7
永住者 98 8.2 7.1 3.1 8.2
定住者 33 6.1 12.1 6.1 3.0
永住者の配偶者等 11 18.2 0.0 0.0 0.0
日本人の配偶者等 18 22.2 0.0 0.0 0.0
技能実習 41 9.8 9.8 0.0 2.4
技術・人文知識・国際業務 58 6.9 10.3 0.0 1.7
留学 51 29.4 19.6 5.9 3.9
特定活動 13 0.0 0.0 0.0 0.0
家族滞在 23 26.1 17.4 0.0 0.0
その他 21 9.5 4.8 0.0 0.0

住んでいる区 中区 46 19.6 15.2 2.2 2.2
港区 34 8.8 17.6 5.9 5.9
中川区 33 21.2 3.0 0.0 0.0
北区 28 3.6 10.7 3.6 0.0
千種区 27 18.5 11.1 3.7 0.0
南区 23 8.7 4.3 0.0 0.0
中村区 21 4.8 9.5 0.0 0.0
緑区 21 9.5 9.5 0.0 4.8
昭和区 19 10.5 5.3 0.0 10.5
守山区 19 10.5 10.5 0.0 5.3
西区 19 10.5 10.5 0.0 0.0
名東区 18 5.6 11.1 11.1 11.1
東区 18 16.7 5.6 0.0 16.7
天白区 17 17.6 5.9 0.0 0.0
瑞穂区 16 6.3 12.5 6.3 6.3
熱田区 14 21.4 7.1 0.0 0.0
している 293 11.3 10.2 2.0 2.7
していない（今、さがしている） 31 22.6 12.9 0.0 3.2
していない（さがしていない） 51 13.7 7.8 3.9 7.8
いる 86 15.1 5.8 1.2 5.8
いない 289 11.8 11.4 2.4 2.8
６か月未満 16 31.3 18.8 6.3 0.0
６か月以上～12か月未満 24 8.3 8.3 0.0 0.0
１年以上～３年未満 63 17.5 11.1 3.2 3.2
３年以上～５年未満 53 15.1 11.3 0.0 1.9
５年以上～10年未満 87 10.3 10.3 0.0 2.3
10年以上～15年未満 48 12.5 6.3 4.2 2.1
15年以上 76 7.9 10.5 3.9 3.9
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 16.7 0.0 0.0 16.7
１年以上～３年未満 16 12.5 31.3 6.3 0.0
３年以上～５年未満 28 3.6 10.7 0.0 0.0
５年以上 35 28.6 8.6 0.0 0.0
ずっと住み続ける 226 10.6 9.3 2.7 2.7
まだ決めていない 55 16.4 10.9 1.8 3.6

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日

本人の有無

＜クロス集計＞ 
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⑤ 日本語を学びたい場所 

 「住んでいる場所の近く」の割合が最も高く 82.4%である。次いで、「駅の近く、電車やバス

で行きやすい場所（38.3%）」、「職場や学校の近く（31.4%）」である。 

前回調査との比較で増加傾向にあるのは、「職場や学校の近く」（+6.1 ポイント）、「子どもと

一緒に行くことができる場所」（＋3.9 ポイント）である。 

クロス集計表をみると、ネパールは「自動車で行きやすい場所」「買い物や遊びなどに行く場

所の近く」が多い。在留資格に着目すると、留学は「職場や学校の近く」が 70％程と多い。 

 

図表Ⅱ-24 日本語を学びたい場所 （複数回答） 
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住んでいる場所の近く

駅の近く、電車やバスで行きやすい場所

職場や学校の近く

子どもと一緒に行くことができる場所

自動車で行きやすい場所

買い物や遊びなどに行く場所の近く

その他

無回答

2019(n=676)

2024(n=376)
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日本語を学びたい場所
合計 住んでい

る場所の
近く

駅の近
く、電車
やバスで
行きやす
い場所

職場や学
校の近く

子どもと
一緒に行
くことが
できる場
所

自動車で
行きやす
い場所

買い物や
遊びなど
に行く場
所の近く

その他 無回答

全体 376 82.4 38.3 31.4 16.0 14.4 12.2 3.7 4.0
女 213 82.6 37.1 28.2 17.4 9.4 9.9 3.3 3.8

性別 男 156 82.1 40.4 35.3 14.7 21.2 15.4 3.8 4.5
その他 1 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 9 88.9 66.7 88.9 0.0 22.2 22.2 0.0 0.0
20歳～29歳 135 84.4 44.4 43.0 7.4 11.1 17.0 4.4 0.7
30歳～39歳 109 88.1 35.8 32.1 30.3 17.4 14.7 1.8 1.8
40歳～49歳 69 82.6 31.9 17.4 21.7 18.8 4.3 4.3 5.8
50歳～59歳 29 72.4 24.1 13.8 3.4 13.8 3.4 3.4 13.8
60歳～69歳 19 63.2 52.6 5.3 5.3 5.3 5.3 0.0 10.5
70歳～ 6 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3

国籍・地域 中国・台湾 99 83.8 33.3 31.3 17.2 11.1 4.0 2.0 3.0
ベトナム 75 88.0 37.3 34.7 14.7 10.7 10.7 1.3 2.7
ネパール 48 85.4 45.8 37.5 20.8 37.5 33.3 2.1 2.1
フィリピン 39 71.8 30.8 23.1 12.8 7.7 7.7 5.1 10.3
ブラジル 19 84.2 31.6 10.5 21.1 15.8 10.5 5.3 5.3
韓国・朝鮮 9 77.8 33.3 11.1 22.2 11.1 0.0 11.1 11.1
アメリカ 7 71.4 42.9 42.9 14.3 0.0 0.0 28.6 0.0
スリランカ 5 100.0 40.0 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0
その他 74 79.7 47.3 33.8 13.5 13.5 16.2 5.4 4.1
永住者 98 76.5 30.6 17.3 17.3 16.3 7.1 6.1 6.1
定住者 33 87.9 36.4 21.2 33.3 33.3 12.1 3.0 3.0
永住者の配偶者等 11 100.0 18.2 9.1 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0
日本人の配偶者等 18 72.2 22.2 27.8 27.8 5.6 0.0 0.0 16.7
技能実習 41 80.5 41.5 29.3 0.0 2.4 2.4 7.3 2.4
技術・人文知識・国際業務 58 87.9 43.1 39.7 19.0 10.3 25.9 3.4 1.7
留学 51 82.4 51.0 70.6 2.0 15.7 21.6 2.0 3.9
特定活動 13 84.6 15.4 38.5 15.4 0.0 15.4 0.0 0.0
家族滞在 23 95.7 60.9 13.0 34.8 26.1 8.7 0.0 0.0
その他 21 85.7 42.9 28.6 9.5 19.0 9.5 4.8 0.0

住んでいる区 中区 46 89.1 39.1 28.3 17.4 10.9 19.6 0.0 4.3
港区 34 88.2 35.3 23.5 20.6 17.6 23.5 0.0 2.9
中川区 33 81.8 42.4 30.3 21.2 27.3 3.0 3.0 3.0
北区 28 89.3 42.9 32.1 17.9 28.6 21.4 0.0 0.0
千種区 27 88.9 44.4 44.4 3.7 3.7 14.8 0.0 0.0
南区 23 78.3 39.1 13.0 17.4 8.7 13.0 13.0 0.0
中村区 21 76.2 28.6 33.3 14.3 0.0 4.8 9.5 0.0
緑区 21 90.5 28.6 14.3 19.0 9.5 4.8 0.0 4.8
昭和区 19 73.7 42.1 63.2 5.3 0.0 5.3 5.3 15.8
守山区 19 63.2 21.1 15.8 10.5 15.8 10.5 10.5 15.8
西区 19 89.5 52.6 47.4 0.0 15.8 10.5 0.0 0.0
名東区 18 77.8 33.3 33.3 22.2 16.7 5.6 0.0 11.1
東区 18 55.6 27.8 33.3 5.6 11.1 11.1 16.7 11.1
天白区 17 82.4 41.2 35.3 17.6 23.5 5.9 0.0 0.0
瑞穂区 16 81.3 37.5 25.0 37.5 31.3 12.5 12.5 0.0
熱田区 14 100.0 57.1 35.7 28.6 0.0 7.1 0.0 0.0
している 293 82.9 38.2 32.1 15.0 16.7 12.6 3.8 3.1
していない（今、さがしている） 31 90.3 41.9 35.5 22.6 9.7 12.9 3.2 3.2
していない（さがしていない） 51 74.5 37.3 25.5 15.7 3.9 9.8 3.9 9.8
いる 86 77.9 34.9 23.3 20.9 11.6 4.7 4.7 7.0
いない 289 83.7 39.1 33.9 14.5 15.2 14.5 3.5 3.1
６か月未満 16 56.3 62.5 43.8 6.3 18.8 31.3 6.3 0.0
６か月以上～12か月未満 24 83.3 25.0 20.8 4.2 4.2 4.2 8.3 0.0
１年以上～３年未満 63 88.9 55.6 57.1 6.3 9.5 20.6 4.8 1.6
３年以上～５年未満 53 86.8 35.8 28.3 17.0 3.8 9.4 1.9 0.0
５年以上～10年未満 87 88.5 35.6 34.5 26.4 18.4 14.9 1.1 3.4
10年以上～15年未満 48 87.5 35.4 29.2 27.1 33.3 8.3 2.1 2.1
15年以上 76 75.0 32.9 13.2 11.8 13.2 6.6 6.6 6.6
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 66.7 33.3 66.7 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7
１年以上～３年未満 16 87.5 25.0 31.3 6.3 6.3 6.3 18.8 0.0
３年以上～５年未満 28 85.7 50.0 39.3 10.7 3.6 14.3 3.6 0.0
５年以上 35 85.7 37.1 34.3 5.7 11.4 14.3 5.7 0.0
ずっと住み続ける 226 82.7 40.3 28.8 19.9 19.5 12.8 2.2 3.1
まだ決めていない 55 85.5 32.7 34.5 16.4 7.3 10.9 5.5 3.6

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

在留資格（ビ
ザ）

＜クロス集計＞ 
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⑥ 日本語を学びたいができない、学びたくない理由 

「仕事で忙しいため」の割合が最も高く 36.4%である。次いで、「十分に日本語ができるから

（29.5%）」、「日本語教室などの時間があわないから（15.9%）」、「無回答（15.9%）」である。 

前回調査との比較で増加傾向にあるのは、「十分に日本語ができるから」（＋7.7 ポイント）で

ある。一方減少傾向にあるのは、「日本語教室などの場所がわからないから」（－6.7 ポイント）

である。 

 

 

図表Ⅱ-25 日本語を学びたいができない、学びたくない理由 （複数回答） 

 

  

39.6%

21.8%

17.2%
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15.8%
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9.1%
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3.9%

6.3%

3.5%

4.6%

3.9%

6.3%

36.4%

29.5%

15.9%

15.2%

9.1%

8.3%

7.6%

6.1%

4.5%

3.8%

3.8%

3.8%

2.3%

3.8%

15.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

仕事で忙しいため

十分に日本語ができるから

日本語教室などの時間があわないから

お金がないから

日本語教室などの場所がわからないから

出産や子育てのため

学ぶ方法がわからないから

日本語教室などが行きやすい場所にないから

ひとりで学ぶテキストやインターネット、

アプリなどがわからないから

日本語を使わなくても生活ができるから

日本語教室などの教え方や

内容がわからないから

日本語教室に行くことがはずかしいから

日本語教室のペースについていけないから

その他

無回答

2019(n=285)

2024(n=132)
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日本語を学びたくない理由
合計 仕事で忙

しいため
十分に日
本語がで
きるから

日本語教
室などの
時間があ
わないか
ら

お金がな
いから

日本語教
室などの
場所がわ
からない
から

出産や子
育てのた
め

学ぶ方法
がわから
ないから

日本語教
室などが
行きやす
い場所に
ないから

全体 132 36.4 29.5 15.9 15.2 9.1 8.3 7.6 6.1
女 73 34.2 26.0 19.2 19.2 12.3 12.3 5.5 6.8

性別 男 58 39.7 34.5 12.1 10.3 5.2 3.4 10.3 5.2
その他 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20歳～29歳 24 58.3 16.7 37.5 25.0 8.3 12.5 4.2 12.5
30歳～39歳 41 29.3 43.9 14.6 9.8 4.9 14.6 4.9 9.8
40歳～49歳 33 39.4 18.2 12.1 18.2 12.1 6.1 6.1 3.0
50歳～59歳 18 33.3 27.8 11.1 16.7 5.6 0.0 16.7 0.0
60歳～69歳 11 18.2 45.5 0.0 9.1 27.3 0.0 9.1 0.0
70歳～ 5 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 56 30.4 25.0 12.5 10.7 7.1 8.9 8.9 1.8
ベトナム 13 23.1 23.1 30.8 7.7 0.0 7.7 0.0 7.7
ブラジル 10 60.0 20.0 20.0 30.0 10.0 0.0 10.0 0.0
韓国・朝鮮 9 22.2 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ネパール 8 75.0 50.0 25.0 37.5 12.5 25.0 0.0 25.0
フィリピン 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0
アメリカ 3 66.7 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0
スリランカ 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 28 42.9 21.4 17.9 25.0 21.4 7.1 10.7 14.3
永住者 61 27.9 34.4 4.9 16.4 11.5 4.9 8.2 3.3
定住者 10 70.0 20.0 30.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0
永住者の配偶者等 3 66.7 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
日本人の配偶者等 9 22.2 55.6 33.3 22.2 11.1 22.2 11.1 22.2
技能実習 6 83.3 0.0 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0
技術・人文知識・国際業務 20 50.0 40.0 25.0 20.0 15.0 5.0 5.0 10.0
留学 6 50.0 0.0 16.7 16.7 0.0 0.0 33.3 0.0
特定活動 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
家族滞在 10 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 40.0 0.0 0.0
その他 5 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0
港区 22 50.0 27.3 9.1 27.3 9.1 0.0 13.6 4.5

住んでいる区 中区 16 31.3 37.5 12.5 37.5 6.3 12.5 6.3 0.0
名東区 12 8.3 41.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中川区 11 54.5 27.3 27.3 18.2 9.1 9.1 0.0 9.1
昭和区 11 27.3 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0
緑区 9 33.3 22.2 22.2 0.0 22.2 33.3 0.0 11.1
南区 8 37.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
北区 7 71.4 28.6 42.9 42.9 28.6 14.3 14.3 14.3
東区 7 42.9 28.6 28.6 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0
中村区 6 16.7 50.0 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7
千種区 5 20.0 40.0 40.0 20.0 20.0 20.0 0.0 40.0
西区 5 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0
瑞穂区 5 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
天白区 4 75.0 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0
守山区 3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
熱田区 1 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
している 99 44.4 34.3 15.2 15.2 7.1 6.1 3.0 5.1
していない（今、さがしている） 12 25.0 25.0 16.7 25.0 8.3 25.0 16.7 8.3
していない（さがしていない） 21 4.8 9.5 19.0 9.5 19.0 9.5 23.8 9.5
いる 46 34.8 34.8 15.2 17.4 10.9 13.0 6.5 6.5
いない 86 37.2 26.7 16.3 14.0 8.1 5.8 8.1 5.8
６か月未満 4 75.0 0.0 25.0 25.0 50.0 25.0 0.0 25.0
６か月以上～12か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 11 81.8 9.1 27.3 9.1 0.0 0.0 9.1 0.0
３年以上～５年未満 12 41.7 0.0 41.7 33.3 0.0 25.0 0.0 8.3
５年以上～10年未満 26 30.8 38.5 19.2 11.5 0.0 19.2 3.8 11.5
10年以上～15年未満 24 33.3 33.3 16.7 16.7 16.7 4.2 8.3 12.5
15年以上 53 26.4 37.7 5.7 13.2 11.3 0.0 9.4 0.0
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 3 100.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 66.7 0.0
１年以上～３年未満 1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
３年以上～５年未満 3 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0
５年以上 11 45.5 27.3 9.1 18.2 9.1 9.1 0.0 0.0
ずっと住み続ける 84 32.1 32.1 19.0 15.5 7.1 6.0 3.6 4.8
まだ決めていない 28 35.7 32.1 10.7 7.1 14.3 10.7 14.3 14.3

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日

本人の有無

＜クロス集計＞ 
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日本語を学びたくない理由
合計 ひとりで

学ぶテキ
ストやイ
ンター
ネット、
アプリな
どがわか
らないか
ら

日本語を
使わなく
ても生活
ができる
から

日本語教
室などの
教え方や
内容がわ
からない
から

日本語教
室に行く
ことがは
ずかしい
から

日本語教
室のペー
スについ
ていけな
いから

その他 無回答

全体 132 4.5 3.8 3.8 3.8 2.3 3.8 15.9
女 73 4.1 4.1 1.4 5.5 1.4 1.4 16.4

性別 男 58 5.2 3.4 6.9 1.7 3.4 5.2 15.5
その他 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20歳～29歳 24 4.2 8.3 4.2 4.2 4.2 0.0 4.2
30歳～39歳 41 2.4 2.4 2.4 2.4 0.0 0.0 14.6
40歳～49歳 33 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 27.3
50歳～59歳 18 11.1 5.6 5.6 0.0 5.6 5.6 16.7
60歳～69歳 11 18.2 0.0 9.1 18.2 0.0 18.2 9.1
70歳～ 5 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0

国籍・地域 中国・台湾 56 7.1 3.6 0.0 5.4 1.8 5.4 16.1
ベトナム 13 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
ブラジル 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0
韓国・朝鮮 9 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0
ネパール 8 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0
フィリピン 4 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 50.0
アメリカ 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
スリランカ 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 28 3.6 0.0 7.1 3.6 0.0 0.0 25.0
永住者 61 3.3 3.3 1.6 3.3 1.6 6.6 16.4
定住者 10 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0
永住者の配偶者等 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
日本人の配偶者等 9 0.0 0.0 11.1 22.2 0.0 0.0 0.0
技能実習 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
技術・人文知識・国際業務 20 5.0 15.0 5.0 5.0 0.0 0.0 15.0
留学 6 33.3 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0
特定活動 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
家族滞在 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
その他 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
港区 22 9.1 4.5 4.5 0.0 0.0 9.1 13.6

住んでいる区 中区 16 0.0 6.3 6.3 0.0 6.3 6.3 0.0
名東区 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 41.7
中川区 11 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 9.1 9.1
昭和区 11 18.2 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 18.2
緑区 9 0.0 0.0 11.1 0.0 11.1 0.0 11.1
南区 8 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5
北区 7 14.3 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0
東区 7 0.0 0.0 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0
中村区 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
千種区 5 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西区 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
瑞穂区 5 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0
天白区 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
守山区 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7
熱田区 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
している 99 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 1.0 17.2
していない（今、さがしている） 12 8.3 8.3 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0
していない（さがしていない） 21 9.5 4.8 4.8 9.5 4.8 14.3 19.0
いる 46 2.2 6.5 4.3 6.5 0.0 4.3 13.0
いない 86 5.8 2.3 3.5 2.3 3.5 3.5 17.4
６か月未満 4 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 11 18.2 0.0 9.1 9.1 9.1 0.0 0.0
３年以上～５年未満 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
５年以上～10年未満 26 0.0 7.7 3.8 7.7 0.0 0.0 19.2
10年以上～15年未満 24 0.0 8.3 4.2 0.0 4.2 4.2 8.3
15年以上 53 7.5 0.0 3.8 3.8 1.9 7.5 22.6
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 3 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
３年以上～５年未満 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
５年以上 11 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ずっと住み続ける 84 2.4 4.8 3.6 4.8 3.6 3.6 19.0
まだ決めていない 28 7.1 0.0 3.6 3.6 0.0 7.1 14.3

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日
本人の有無

＜クロス集計＞ 
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（６）あなたの家族や友だちなどの日本語について 

① 家族や友だちなどの日本語 

年齢層は２歳から 71 歳まで、回答者との関係は、配偶者をはじめ、親、子ども、兄弟姉妹、

おじ・おば、従弟等の家族・親族、友人・知人等、131 人についての回答があった。 

日本語で困っていることや日本語学習の目的は、子どもの学校での勉強、進学、就職や転職、

仕事でのコミュニケーション、日常生活、病院、公的手続き等の生活でのコミュニケーション、

日本語習得の難易度、時間等の制約、日本語教室等が挙げられている。 

 

図表Ⅱ-26 日本語で困っていること、日本語学習の目的（主な自由記述意見） 

 

子どもの学校での勉強 
 授業を受けるために必要な言語能力をできるだけ早く身に

つけたい。 

進学 

 日本語ができなければ、学校の課程、プログラムの多くに参

加することができず、奨学金も申請できないため、学習や学

術的交流に不利となるため。 

就職や転職 

 日本で就職したいと考えているので日本語の能力を向上さ

せる必要がある。しかし就職のための日本語を短期間（就職

活動期間）に学ぶことができる環境やサービスが不足してい

る。 

仕事でのコミュニケーシ

ョン 

 コミュニケーションがうまく取れないので、仕事でとても困

る。会話が堪能になりたい。 

 敬語を使うのが難しくて困る。 

日常生活 

 簡単な日本語だけ聞きとれるため、生活が不便。 

 日本語で聞くことができるが、自分の気持ちをあまり話せな

い。日本語を勉強して、日本で生活したい。 

病院 
 病気になった時に自分の言いたいことが言えないため、日本

語を学びたい。 

公的手続き等の生活での

コミュニケーション 

 市役所での手続き等、基本的な事を教えてくれる人がいな

い。 

日本語習得の難易度  漢字が多く一番難しい。 

時間等の制約  仕事後は疲れて、少ししか勉強する時間がない。 

日本語教室について 
 授業料を無料や安くして欲しい。 

 住んでいる地区の近くに欲しい。 
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（７）名古屋市内の日本語教室検索サイトについて 

① 「なごにほ」の認知度 

「知らない」が 85.3%、「知っている」は 10.4%である。 

クロス集計表をみると、ベトナムは「なごにほ」の認知度が 20％程と比較的高く、ネパール

も 14.0％ある。在留資格に着目すると、日本人の配偶者等、技能実習で、認知度が 20％程ある。   

ただ、大部分の人が「なごにほ」を知らない状況である。 

 

図表Ⅱ-27 「なごにほ」の認知度 

 

 

知っている

10.4%

知らない

85.3%

無回答

4.3%
(n=443)
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合計 知ってい
る

知らない 無回答

全体 443 10.4 85.3 4.3
女 253 9.5 84.6 5.9

性別 男 183 10.4 87.4 2.2
その他 1 0.0 100.0 0.0
18歳～19歳 9 11.1 88.9 0.0
20歳～29歳 145 12.4 80.0 7.6
30歳～39歳 130 12.3 85.4 2.3
40歳～49歳 80 5.0 95.0 0.0
50歳～59歳 41 14.6 78.0 7.3
60歳～69歳 30 3.3 90.0 6.7
70歳～ 8 0.0 100.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 6.5 91.9 1.6
ベトナム 80 22.5 70.0 7.5
ネパール 50 14.0 78.0 8.0
フィリピン 45 4.4 88.9 6.7
ブラジル 29 3.4 93.1 3.4
韓国・朝鮮 18 5.6 94.4 0.0
アメリカ 8 12.5 87.5 0.0
スリランカ 6 0.0 83.3 16.7
その他 83 9.6 88.0 2.4
永住者 134 5.2 93.3 1.5
定住者 41 7.3 87.8 4.9
永住者の配偶者等 13 7.7 76.9 15.4
日本人の配偶者等 23 17.4 78.3 4.3
技能実習 43 18.6 65.1 16.3
技術・人文知識・国際業務 65 10.8 86.2 3.1
留学 51 11.8 84.3 3.9
特定活動 14 7.1 92.9 0.0
家族滞在 27 14.8 85.2 0.0
その他 22 18.2 77.3 4.5

住んでいる区 中区 56 3.6 92.9 3.6
港区 46 13.0 84.8 2.2
中川区 40 12.5 82.5 5.0
千種区 32 6.3 93.8 0.0
北区 30 3.3 93.3 3.3
中村区 25 16.0 72.0 12.0
緑区 25 8.0 88.0 4.0
名東区 25 4.0 88.0 8.0
南区 24 12.5 87.5 0.0
昭和区 24 4.2 95.8 0.0
東区 22 9.1 86.4 4.5
守山区 21 9.5 76.2 14.3
西区 20 30.0 60.0 10.0
天白区 19 5.3 89.5 5.3
瑞穂区 17 5.9 94.1 0.0
熱田区 14 35.7 64.3 0.0
している 344 10.8 84.3 4.9
していない（今、さがしている） 37 10.8 89.2 0.0
していない（さがしていない） 60 8.3 88.3 3.3
いる 112 7.1 89.3 3.6
いない 330 11.5 83.9 4.5
６か月未満 17 0.0 82.4 17.6
６か月以上～12か月未満 24 25.0 70.8 4.2
１年以上～３年未満 67 11.9 80.6 7.5
３年以上～５年未満 57 14.0 80.7 5.3
５年以上～10年未満 97 14.4 82.5 3.1
10年以上～15年未満 58 8.6 91.4 0.0
15年以上 112 3.6 92.9 3.6
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 0.0 83.3 16.7
１年以上～３年未満 17 17.6 70.6 11.8
３年以上～５年未満 29 20.7 69.0 10.3
５年以上 38 10.5 86.8 2.6
ずっと住み続ける 271 9.2 86.7 4.1
まだ決めていない 70 10.0 88.6 1.4

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

「なごにほ」の認知度

年齢

＜クロス集計＞ 
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② 「なごにほ」を知ったきっかけ 

「インターネットで検索して知った」の割合が最も高く 58.7%である。次いで、「友だち、家

族、職場の人などに教えてもらった（34.8%）」、「名古屋国際センターで教えてもらった（17.4%）」

である。 

 

図表Ⅱ-28 「なごにほ」を知ったきっかけ （複数回答） 

 

 

58.7%

34.8%

17.4%

10.9%

8.7%

2.2%

0.0%

0.0%

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

インターネットで検索して知った

友だち、家族、職場の人などに

教えてもらった

名古屋国際センターで教えてもらった

日本語教室で教えてもらった

その他

パンフレット、ポスターで知った

覚えていない

無回答

(n=46)
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「なごにほ」を知ったきっかけ
合計 インター

ネットで
検索して
知った

友だち、
家族、職
場の人な
どに教え
てもらっ
た

名古屋国
際セン
ターで教
えても
らった

日本語教
室で教え
てもらっ
た

パンフ
レット、
ポスター
で知った

その他 覚えてい
ない

無回答

全体 46 58.7 34.8 17.4 10.9 2.2 8.7 0.0 0.0
女 24 58.3 25.0 12.5 0.0 4.2 8.3 0.0 0.0

性別 男 19 63.2 42.1 26.3 15.8 0.0 5.3 0.0 0.0
その他 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0
20歳～29歳 18 72.2 38.9 11.1 16.7 5.6 11.1 0.0 0.0
30歳～39歳 16 50.0 25.0 18.8 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0
40歳～49歳 4 50.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50歳～59歳 6 33.3 33.3 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60歳～69歳 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70歳～ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ベトナム 18 88.9 27.8 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0

国籍・地域 中国・台湾 8 37.5 25.0 37.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0
ネパール 7 42.9 57.1 14.3 57.1 0.0 28.6 0.0 0.0
フィリピン 2 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
韓国・朝鮮 1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブラジル 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
アメリカ 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
スリランカ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 8 50.0 25.0 12.5 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0
永住者 7 42.9 42.9 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
定住者 3 66.7 33.3 66.7 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0
永住者の配偶者等 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
日本人の配偶者等 4 50.0 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0
技能実習 8 87.5 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
技術・人文知識・国際業務 7 28.6 14.3 28.6 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0
留学 6 50.0 33.3 0.0 50.0 0.0 16.7 0.0 0.0
特定活動 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
家族滞在 4 75.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 4 75.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
港区 6 83.3 33.3 16.7 16.7 0.0 33.3 0.0 0.0
西区 6 66.7 66.7 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0
中川区 5 100.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
熱田区 5 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中村区 4 75.0 25.0 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0
南区 3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

住んでいる区 中区 2 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
千種区 2 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
緑区 2 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0
守山区 2 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
東区 2 50.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北区 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
昭和区 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
名東区 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
天白区 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
瑞穂区 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
している 37 62.2 32.4 16.2 10.8 2.7 8.1 0.0 0.0
していない（今、さがしている） 4 75.0 50.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0
していない（さがしていない） 5 20.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
いる 8 50.0 25.0 25.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0
いない 38 60.5 36.8 15.8 13.2 0.0 10.5 0.0 0.0
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 50.0 16.7 16.7 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0
１年以上～３年未満 8 62.5 37.5 12.5 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0
３年以上～５年未満 8 62.5 37.5 0.0 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0
５年以上～10年未満 14 71.4 28.6 14.3 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0
10年以上～15年未満 5 20.0 60.0 60.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0
15年以上 4 75.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 3 66.7 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
３年以上～５年未満 6 33.3 33.3 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0
５年以上 4 50.0 75.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ずっと住み続ける 25 68.0 28.0 24.0 4.0 4.0 8.0 0.0 0.0
まだ決めていない 7 57.1 14.3 14.3 28.6 0.0 14.3 0.0 0.0

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

＜クロス集計＞ 
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③ 「なごにほ」の利用の有無 

 「ない」の割合が最も高く 39.1%である。次いで、「ある（希望の教室が見つかった）（34.8%）」、

「ある（希望の教室が見つからなかった）（26.1%）」である。 

 

図表Ⅱ-29 「なごにほ」の利用の有無 

 

  

ある（希望の教室

が見つかった）

34.8%

ある（希望の教室

が見つからなかっ

た）

26.1%

ない

39.1%

(n=46)
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「なごにほ」の利用の有無
合計 ある（希

望の教室
が見つ
かった）

ある（希
望の教室
が見つか
らなかっ
た）

ない 無回答

全体 46 34.8 26.1 39.1 0.0
女 24 25.0 37.5 37.5 0.0

性別 男 19 47.4 10.5 42.1 0.0
その他 0 0.0 0.0 0.0 0.0
18歳～19歳 1 100.0 0.0 0.0 0.0
20歳～29歳 18 27.8 33.3 38.9 0.0
30歳～39歳 16 25.0 31.3 43.8 0.0
40歳～49歳 4 25.0 25.0 50.0 0.0
50歳～59歳 6 66.7 0.0 33.3 0.0
60歳～69歳 1 100.0 0.0 0.0 0.0
70歳～ 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ベトナム 18 33.3 33.3 33.3 0.0

国籍・地域 中国・台湾 8 37.5 50.0 12.5 0.0
ネパール 7 28.6 14.3 57.1 0.0
フィリピン 2 100.0 0.0 0.0 0.0
韓国・朝鮮 1 0.0 0.0 100.0 0.0
ブラジル 1 0.0 0.0 100.0 0.0
アメリカ 1 100.0 0.0 0.0 0.0
スリランカ 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 8 25.0 12.5 62.5 0.0
永住者 7 57.1 14.3 28.6 0.0
定住者 3 66.7 33.3 0.0 0.0
永住者の配偶者等 1 100.0 0.0 0.0 0.0
日本人の配偶者等 4 50.0 50.0 0.0 0.0
技能実習 8 37.5 37.5 25.0 0.0
技術・人文知識・国際業務 7 14.3 14.3 71.4 0.0
留学 6 16.7 33.3 50.0 0.0
特定活動 1 100.0 0.0 0.0 0.0
家族滞在 4 0.0 25.0 75.0 0.0
その他 4 0.0 25.0 75.0 0.0
港区 6 33.3 16.7 50.0 0.0
西区 6 50.0 0.0 50.0 0.0
中川区 5 0.0 60.0 40.0 0.0
熱田区 5 20.0 60.0 20.0 0.0
中村区 4 50.0 25.0 25.0 0.0
南区 3 66.7 0.0 33.3 0.0

住んでいる区 中区 2 50.0 50.0 0.0 0.0
千種区 2 0.0 0.0 100.0 0.0
緑区 2 50.0 0.0 50.0 0.0
守山区 2 50.0 50.0 0.0 0.0
東区 2 0.0 0.0 100.0 0.0
北区 1 100.0 0.0 0.0 0.0
昭和区 1 0.0 0.0 100.0 0.0
名東区 1 0.0 100.0 0.0 0.0
天白区 1 0.0 0.0 100.0 0.0
瑞穂区 1 0.0 100.0 0.0 0.0
している 37 32.4 21.6 45.9 0.0
していない（今、さがしている） 4 25.0 50.0 25.0 0.0
していない（さがしていない） 5 60.0 40.0 0.0 0.0
いる 8 37.5 37.5 25.0 0.0
いない 38 34.2 23.7 42.1 0.0
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 16.7 66.7 16.7 0.0
１年以上～３年未満 8 50.0 12.5 37.5 0.0
３年以上～５年未満 8 50.0 12.5 37.5 0.0
５年以上～10年未満 14 21.4 42.9 35.7 0.0
10年以上～15年未満 5 40.0 0.0 60.0 0.0
15年以上 4 50.0 0.0 50.0 0.0
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0
１年以上～３年未満 3 0.0 66.7 33.3 0.0
３年以上～５年未満 6 50.0 16.7 33.3 0.0
５年以上 4 25.0 0.0 75.0 0.0
ずっと住み続ける 25 36.0 32.0 32.0 0.0
まだ決めていない 7 42.9 14.3 42.9 0.0

在留資格（ビ
ザ）

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

年齢

＜クロス集計＞ 
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（調査票の回答言語） 

 「簡体中国語」の割合が最も高く 28.2%である。次いで、「ベトナム語（18.1%）」、「日本語

（15.6%）」である。 

 

図表Ⅱ-30 調査票の回答言語 

 

 

  

日本語

15.6%

簡体中国語

28.2%

フィリピノ語

10.2%

ベトナム語

18.1%

ネパール語

11.3%

ポルトガル語

6.3%

英語

10.4%
(n=443)



91 

 

＜クロス集計＞ 

 

  

合計 日本語 簡体中国
語

フィリピ
ノ語

ベトナム
語

ネパール
語

ポルトガ
ル語

英語 無回答

全体 443 15.6 28.2 10.2 18.1 11.3 6.3 10.4 0.0
女 253 14.2 32.0 17.0 17.0 8.3 5.5 5.9 0.0

性別 男 183 18.0 23.5 1.1 20.2 14.2 7.7 15.3 0.0
その他 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
18歳～19歳 9 11.1 33.3 0.0 11.1 33.3 0.0 11.1 0.0
20歳～29歳 145 15.2 22.1 5.5 29.0 19.3 2.1 6.9 0.0
30歳～39歳 130 10.0 29.2 8.5 23.8 10.8 6.2 11.5 0.0
40歳～49歳 80 17.5 31.3 12.5 7.5 5.0 10.0 16.3 0.0
50歳～59歳 41 26.8 34.1 22.0 0.0 2.4 9.8 4.9 0.0
60歳～69歳 30 13.3 36.7 23.3 0.0 0.0 13.3 13.3 0.0
70歳～ 8 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 0.0

国籍・地域 中国・台湾 123 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ベトナム 80 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ネパール 50 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
フィリピン 45 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブラジル 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.6 3.4 0.0
韓国・朝鮮 18 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
アメリカ 8 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0
スリランカ 6 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0
その他 83 54.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 43.4 0.0
永住者 134 18.7 41.0 14.2 4.5 3.0 11.2 7.5 0.0
定住者 41 4.9 26.8 19.5 2.4 14.6 22.0 9.8 0.0
永住者の配偶者等 13 7.7 23.1 15.4 23.1 23.1 7.7 0.0 0.0
日本人の配偶者等 23 30.4 8.7 8.7 13.0 0.0 13.0 26.1 0.0
技能実習 43 14.0 7.0 7.0 67.4 0.0 0.0 4.7 0.0
技術・人文知識・国際業務 65 12.3 26.2 3.1 24.6 16.9 0.0 16.9 0.0
留学 51 13.7 29.4 2.0 9.8 31.4 0.0 13.7 0.0
特定活動 14 14.3 28.6 14.3 28.6 7.1 0.0 7.1 0.0
家族滞在 27 14.8 29.6 3.7 29.6 11.1 0.0 11.1 0.0
その他 22 22.7 22.7 13.6 13.6 22.7 0.0 4.5 0.0

住んでいる区 中区 56 17.9 30.4 14.3 8.9 12.5 3.6 12.5 0.0
港区 46 26.1 13.0 6.5 17.4 8.7 19.6 8.7 0.0
中川区 40 20.0 35.0 7.5 20.0 2.5 7.5 7.5 0.0
千種区 32 18.8 46.9 9.4 3.1 12.5 0.0 9.4 0.0
北区 30 13.3 20.0 10.0 20.0 26.7 3.3 6.7 0.0
中村区 25 20.0 20.0 12.0 24.0 16.0 4.0 4.0 0.0
緑区 25 4.0 28.0 8.0 44.0 4.0 8.0 4.0 0.0
名東区 25 8.0 36.0 16.0 0.0 4.0 4.0 32.0 0.0
南区 24 8.3 12.5 8.3 37.5 16.7 12.5 4.2 0.0
昭和区 24 25.0 50.0 4.2 8.3 0.0 0.0 12.5 0.0
東区 22 4.5 36.4 13.6 4.5 22.7 9.1 9.1 0.0
守山区 21 14.3 14.3 19.0 19.0 9.5 9.5 14.3 0.0
西区 20 10.0 15.0 0.0 45.0 20.0 5.0 5.0 0.0
天白区 19 10.5 21.1 15.8 21.1 10.5 5.3 15.8 0.0
瑞穂区 17 5.9 64.7 11.8 5.9 5.9 0.0 5.9 0.0
熱田区 14 14.3 14.3 7.1 35.7 14.3 0.0 14.3 0.0
している 344 16.9 22.7 10.5 22.7 11.0 5.5 10.8 0.0
していない（今、さがしている） 37 18.9 32.4 2.7 5.4 21.6 13.5 5.4 0.0
していない（さがしていない） 60 6.7 58.3 11.7 0.0 6.7 5.0 11.7 0.0
いる 112 25.0 28.6 17.9 5.4 1.8 8.0 13.4 0.0
いない 330 12.4 28.2 7.6 22.4 14.2 5.8 9.4 0.0
６か月未満 17 17.6 17.6 11.8 23.5 11.8 0.0 17.6 0.0
６か月以上～12か月未満 24 16.7 12.5 8.3 25.0 20.8 4.2 12.5 0.0
１年以上～３年未満 67 16.4 28.4 3.0 29.9 13.4 0.0 9.0 0.0
３年以上～５年未満 57 10.5 24.6 8.8 35.1 5.3 3.5 12.3 0.0
５年以上～10年未満 97 11.3 29.9 6.2 22.7 15.5 3.1 11.3 0.0
10年以上～15年未満 58 19.0 34.5 8.6 10.3 17.2 1.7 8.6 0.0
15年以上 112 20.5 32.1 15.2 0.9 4.5 17.0 9.8 0.0
６か月未満 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
６か月以上～12か月未満 6 16.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0
１年以上～３年未満 17 29.4 29.4 5.9 23.5 5.9 0.0 5.9 0.0
３年以上～５年未満 29 13.8 20.7 10.3 31.0 6.9 0.0 17.2 0.0
５年以上 38 23.7 15.8 2.6 39.5 7.9 2.6 7.9 0.0
ずっと住み続ける 271 14.0 32.1 8.1 16.2 13.7 5.9 10.0 0.0
まだ決めていない 70 17.1 25.7 15.7 10.0 8.6 12.9 10.0 0.0

就業状況

同居家族の日
本人の有無

日本の滞在年
数

日本での生活
予定期間

調査票の回答言語

年齢

在留資格（ビ
ザ）
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Ⅲ 地域日本語教室に対する調査結果 

 

Ⅲ-Ⅰ アンケート 

 

調査概要 

 

調査対象 名古屋市内の地域日本語教室 

調査期間 2024 年 5 月 16 日～5 月 30 日 

調査方法 ウェブアンケート 

配布数 42 教室 

回収数 42 教室 

 

調査結果 

 

（１）教室について 

① 学習者の募集期間 

「随時」が 35 件、「決まっている」が 6 件である。 

 

図表Ⅲ-1 学習者の募集期間 

 

 

 

  

随時

35 

決まっている

6 

無回答

1 

(n=42)
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【決まっている場合の時期とターム】 

自由記述 

4 月、10 月・途中参加可 

4 月、7 月、8 月、12 月・途中参加は状況に応じて可 

4 月、7 月、8 月、12 月・途中参加不可 

4 月、9 月、1 月 途中参加可 

4 月 9 月 1 月・途中参加可（受付を止める場合有） 

６月 

オンライン 4 月・10 月 欠員が出れば途中参加可。会話サロン 4 月～7 月・10 月～1 月

途中参加可 

学習者募集時期：4 月-5 月、8 月-9 月、12 月-1 月、ターム（5 月-7 月、9 月-11 月、

1 月-3 月）途中参加可能 

随時募集しているが、月末・月初にまとめて入会いただくことにしている。 

 

 

② 受講の資格･条件等 

「あり」が 16 件、「なし」は 26 件である。 

 

図表Ⅲ-2 受講の資格･条件等 

 

 

 

 

  

あり

16 

なし

26 

(n=42)
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【受講の資格･条件等がある場合の内容】 

自由記述 

オンライン環境のある方 

原則子ども、受け入れに余裕のある場合のみ大人も受け入れる 

来年就学予定の園児～高校生、過年度生、学齢超過生 

年長～小学校６年生 

小学生/中学生 

日本語を母語としない 6～15 歳の子ども（2009 年 4 月 2 日～2018 年 4 月 1 日生ま

れ）、2009 年 4 年 2 月より前に生まれ、現在中学校に在籍している子ども 

10 歳以上（夜開催のため） 

12 歳以上 

中学 1 年〜既卒 

中学生以上 

中学生以上、初級・初級ミドルクラスは英語が理解できる人 

外国人高校生および高校・大学進学を目指す若者 

16 歳以上 

満１６歳以上 

市内在住在勤在学の１６歳以上の方 

大人 

未就学児の受入れは不可 

大学の留学生、スタッフとその配偶者 

留学生または日本で正社員就職を目指す方（N3 程度から参加可能） 
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③ 開講クラス・レベル 

「初級」が 31 件、「中級」は 29 件、「上級」が 20 件である。 

 

図表Ⅲ-3 開講クラス・レベル （複数回答） 

 

  

31 

29 

20 

16 

10 

0 10 20 30 40

初級

中級

上級

子どもクラス

その他
n=42
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④ 学習内容・目的 

「生活に必要な日本語会話」（38 件）、「漢字」（31 件）、「文字（ひらがな・カタカナ）」、「文

法」（いずれも 30 件）など、幅広い内容、目的を学んでいる。 

 

図表Ⅲ-4 学習内容・目的 （複数回答） 

 
【その他】 

進学支援、学習者の要望に添う、キャリア支援プログラム、テスト・受験対策 

 

  

38 

30 

31 

30 

26 

17 

16 

9 

15 

14 

22 

14 

23 

16 

5 

1 

0 20 40

生活に必要な日本語会話

文字（ひらがな・カタカナ）

漢字

文法

読解

作文

日本語能力試験対策

ビジネス日本語

子どもの学校生活に必要や語彙や会話

子どもの宿題支援など学校の勉強に

付随した日本語支援

日本文化や地域文化・生活習慣などの紹介

料理体験・社会見学・

地域行事参加などの体験活動

交流パーティー・季節行事・

ゲームなどのレクリエーション

生活に必要な情報提供・支援

（教育、福祉、各種手続きなど）

その他

無回答 n=42
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⑤ 教室形態 

「少人数グループ」（21 件）が最も多い。「教室形式」は 4 件、「マンツーマン」は 10 件で

ある。 

 

図表Ⅲ-5 教室形態 

 

 

 

 

 

 

  

教室形式

4

マンツーマン

10

少人数グループ

21

その他

7

(n=42)
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（２）学習者について 

① 学習者の属性と内訳人数について 

 

自由記述 

大学生 2 人、技能 2 人、従業員 5 人 

3 人 

未就学児３名 小学生 10 名 

未就学児 4 名、小学生 5 名、中学生 3 名、高校生 2 名、過年度生 1 名 

中学生 1 名、従業員 29 名、主夫・主婦 5 名 

中学生 1 名、高校生 1 名、留学生 2 名、主婦 1 名、従業員 7 名ほど 

小学生 58 人、中学生 55 人、高校生 23 人、過年度生 29 人、大人 118 人 

登録：小 12 名、中 17 名、高２名、過１名（2024/4 月） 

小学生 2、中学 3、大人 5 

7〜8 名 

小学生：２人、中学生：13 人、高校生：40 人、過年度生・学齢超過生：１２人 

15 名 

高校生 3 人 過年度 3 人 従業員 5 人 主婦 15 人 

技能実習生 1 人、従業員 2 人、主婦 1 人 

各回 5 名前後（入れ替わりもあるので人数は毎回変わります） 

小学校低学年 20 名、小学校高学年 10 名、中学校 20 名 

全体で 12 人ほど 

小学生：10、中学生：7、高校生：2、大人：27 

留学生５名、自営業者２名 

それぞれ数名程度 

中学生 4 人、従業員 4 人 

小学生 10 人程度、中学生 3 人、大人 2 人 

従業員 8 人 
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② 学習者の定員 

「10 人以下」、「11～20 人」（いずれも 11 件）が最も多い。次いで「21～30 人」、「31～

40 人」（いずれも６件）である。 

 

図表Ⅲ-6 学習者の定員 

 

 

【その他】記述なし 

  

10人以下

11 

11～20人

11 

21～30人

6 

31～40人

6 

41～50人

2 

51～99人

3 

その他

3 

(n=42)
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③ 現在の学習者数 

「10 人以下」（17 件）が最も多い。次いで「11～20 人」（11 件）、「31～40 人」、「51～

99 人」（いずれも５件）である。 

 

図表Ⅲ-7 現在の学習者数 

 

10人以下

17

11～20人

11

21～30人

2

31～40人

5

41～50人

1

51～99人

5

無回答

1

(n=42)
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④ 学習者の出身国・地域 

「中国」（28 件）が最も多い。次いで「フィリピン」（17 件）、「ベトナム」（16 件）であ

る。 

 

図表Ⅲ-8 学習者の出身国・地域 （複数回答） 

 

 

  

28 

17 

16 

12 

7 

2 

5 

5 

3 

4 

2 

10 

0 5 10 15 20 25 30

中国

フィリピン

ベトナム

ネパール

韓国

インド

スリランカ

パキスタン

ブラジル

台湾

インドネシア

その他 n=42
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⑤ 学習者の年齢層 

「20 代」（30 件）が最も多く、次いで「10 代」、「30 代」（いずれも 24 件）と若い世代が

中心となっている。 

 

図表Ⅲ-9 学習者の年齢層 （複数回答） 

 

  

9 

24 

30 

24 

15 

11 

6 

1 

3 

0 10 20 30 40

～9歳

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

把握していない n=42
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⑥ 学習者の募集方法 

「学習者からの紹介、口コミ」（37 件）が最も多く、次いで「名古屋市内日本語教室検索サ

イト「なごにほ」への掲載」（35 件）、「チラシの配布」（23 件）である。 

 

図表Ⅲ-10 学習者の募集方法 （複数回答） 

 

  

37 

35 

23 

1 

1 

11 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

学習者からの紹介、口コミ

名古屋市内日本語教室検索サイト

「なごにほ」への掲載

チラシの配布

フリーペーパーやボランティアガイド誌

などへの掲載

企業や地域団体などを通じた募集

その他 n=42
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（３）支援者（ボランティア、スタッフ）について 

① 支援者の人数 

「10 人以下」（17 件）が最も多く、次いで「11～20 人」（10 件）、「21～30 人」（７件）

である。 

 

図表Ⅲ-11 支援者の人数 

 
 

 

② 支援者の参加人数 

「10 人以下」（23 件）が最も多く、次いで「11～20 人」（８件）、「21～30 人」（５件）で

ある。 

 

図表Ⅲ-12 支援者の参加人数 

 

10人以下

17

11～20人

10

21～30人

7

31～40人

2

41～50人

2

51～99人

3

無回答

1

(n=42)

10人以下

2311～20人

8

21～30人

5

31～40人

2

41～50人

1

51～99人

2
無回答

1

(n=42)
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③ 支援者の主要な年齢層 

「60 代」（12 件）が最も多く、次いで「50 代」（10 件）、「70 代以上」（4 件）である。

「把握していない」は 5 件であった。 

 

図表Ⅲ-13 支援者の主要な年齢層 

 
 

 

④ 日本語が母語ではない方の参加 

「参加している」が 15 件、「参加していない」が 24 件である。 

 

図表Ⅲ-14 日本語が母語ではない方の参加 

 

  

～10代

1
20代

2

30代

1

40代

3

50代

10

60代

12

70代以上

4

把握していない

5

その他

2

(n=42)

参加している

15

参加していない

24

その他

2
無回答

1

(n=42)
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⑤ 支援者の属性 

「主夫・主婦」（28 件）が最も多く、次いで「会社員」（25 件）、「退職者」（24 件）であ

る。 

 

図表Ⅲ-15 支援者の属性 （複数回答） 

 

 

  

28 

25 

24 

22 

16 

13 

6 

5 

5 

7 

0 10 20 30

主夫・主婦

会社員

退職者

日本語教師

学生

教職員（除く日本語教師）

自営業者

公務員

自治会・町内会などのメンバー

その他 n=42
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⑥ 支援者の経験・資格について 

「日本語教師の資格を有する人」（30 件）が最も多く、次いで「日本語ボランティア教室で

5 年以上の活動経験がある人」（26 件）、「名古屋国際センターや愛知県国際交流協会が主催

する日本語ボランティア養成講座の受講経験がある人」（22 件）である。 

 

図表Ⅲ-16 支援者の経験・資格について （複数回答） 

 

【その他】 

把握していない、経験なし 

 

 

  

30 

26 

22 

18 

16 

14 

5 

4 

12 

2 

0 10 20 30 40

日本語教師の資格を有する人

日本語ボランティア教室で

5年以上の活動経験がある人

名古屋国際センターや愛知県国際交流協会が

主催する日本語ボランティア養成講座の

受講経験がある人

海外在住経験者

日本語教育機関や大学で

日本語を教えた経験を有する人

日本語教師養成講座・大学専攻等で

教え方を勉強中の人

生涯学習センターや図書館で実施する日本語

ボランティア養成講座の受講経験がある人

当教室の元学習者

その他

無回答 n=42
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（４）オンライン学習について 

① オンライン学習への対応状況 

「対応している」が８件、「コロナ禍は対応していたが、今はしていない」が 11 件である。

一方「していない（今後も行う予定はない）」は 14 件である。 

 

図表Ⅲ-17 オンライン学習への対応状況 

 

【その他】 

・一部クラスのみ対応している。 

・個人的にオンライン学習を行っている人もいますが、教室としてはやっていません。 

・要望があったとき不定期にマンツーマンで対応 

 

 

対応している

8

コロナ禍は対応

していたが、今

はしていない

11

していない（今

後も行う予定

はない）

14

していない（今後

検討している）

6

その他

3

(n=42)
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（５）「なごにほ」について 

① 「なごにほ」掲載開始以降の変化について 

「問い合わせが増えた」（20 件）が最も多く、次いで「実際に学習者の参加に結びついた」

（13 件）、「実際に支援者の参加に結びついた」（８件）である。一方「あまり変化はない」

は 10 件である。 

 

図表Ⅲ-18 「なごにほ」掲載開始以降の変化について （複数回答） 

 
 

  

20 

13 

8 

10 

4 

1 

1 

0 10 20 30

問い合わせが増えた

実際に学習者の参加に結びついた

実際に支援者の参加に結びついた

あまり変化はない

把握していない

その他

無回答 n=42
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② 「なごにほ」へのご意見 

 

自由記述 

上記の人数は 3 クラス全体の人数（各クラス 10 名定員） 

「なごにほ」自体を知らない外国人が多いのでもっと周知が必要 

いつも掲載をありがとうございます。 

なごにほ利用説明会の開催:更新の時期に合わせて利用者のヒアリングも兼ねて行う。 

機能を拡充してくださりありがとうございます。 

検索がしやすいのがいいです。 

対象を「中高生」枠を追加。「オンラインクラスあり」「ボランティア募集」の絞り込み

検索。「募集時期」で「随時募集」と「定期募集」の絞り込み・キーワード検索（例：

「ポルトガル語」で検索し、媒介語での教授があるかどうか検索するなど）を追加してほ

しい。 

団体の特長がわかる内容に。写真も掲載希望 
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（６）近年の動向について 

① 学習者数の動向 

「増えた」が 14 件、「減った」は６件、「あまり変わらない」は 14 件である。 

 

図表Ⅲ-19 学習者数の動向 

 
【その他】 

・コロナ禍や直後は激減。2024 年に入ってから急増 

・コロナ感染症前の人数には及ばないが、戻りつつある。 

・コロナ流行時期は減ったが、また以前の人数の 40 人前後に戻りつつある。 

・コロナ後は少し増えた。 

・教室の形式を変更した。 

 

【増加傾向にある出身国、属性】 

自由記述 

7 年前にはなかった国籍でパキスタン、スリランカが増加している。問い合わせも増えて

いる。 

スリランカ、パキスタン 40%増加 

スリランカ出身者が増えた。 

パキスタン、スリランカの家族での居住者が増えた。 

コロナ禍以前はベトナムの技能実習生が多くいたが、コロナ禍でほぼいなくなり、昨年度

からスリランカ、ネパール、パキスタンの学習者が増えた。 

この 2 年で子どもが急増した。2022 年初頭は 2 名だったのが 2024 年現在では 20 名近

くになった。ネパール・フィリピン・中国出身者が多い。 

増えた

14

あまり変わらない

14

減った

6

その他

6

無回答

2

(n=42)
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ネパールの小学生や中学生、ベトナムの会社員や主婦 

特に、ネパール出身の過年度生・学齢超過生が増えた。 

コロナ以後 20%ほど、増加。特にネパール出身者が増えた。 

昨年から中国人学習者さんが激増。ほとんどが初心者 

中国 

コロナ直後（2023 年）に比べると倍増。日系ブラジル人学習者が増えた。ブラジル人は

友人と行動する傾向がよくあるため、口コミで急増した。ネパール人も在留者が増加して

おり、家族帯同者が増えている。昨年まではほとんど児童の問い合わせはなかったが、今

年 2024 年に入り、ネパール・中国・フィリピンの 10 代の就学児童の参加希望があっ

た。 

アフガン難民 

インド、フィリピンからの学習者が増加。属性は家族滞在 

コロナが落ち着いた令和 5 年度から増加した。令和 6 年度に入り、韓国籍の子どもが増

えた。 

定員が 20％ほど増えた。 

来日間もない中学生が増えました。 

 

  



113 

 

② 支援者数の動向 

「増えた」が 13 件、「減った」は５件、「あまり変わらない」は 19 件である。 

 

図表Ⅲ-20 支援者数の動向 

 
  

増えた

13

あまり変わらない

19

減った

5

その他

1

無回答

4

（n=42）
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③ 新しい支援者が参加したきっかけ 

「「なごにほ」を見て」（17 件）が最も多く、次いで「現支援者や当教室の関係者から紹介さ

れて」（16 件）、「名古屋国際センターや愛知県国際交流協会で相談して」（11 件）である。 

 

図表Ⅲ-21 新しい支援者が参加したきっかけ （複数回答） 

 

  

17 

16 

11 

9 

7 

5 

5 

4 

10 

0 5 10 15 20

「なごにほ」を見て

現支援者や当教室の関係者から紹介されて

名古屋国際センターや

愛知県国際交流協会で相談して

名古屋国際センターや愛知県国際交流協会

などのボランティア講座を受講して

チラシを見て

市国際交流課の学生ボランティア・

インターンシップ派遣事業

「ボラみみ」などのボランティア情報誌・

ウェブサイト

中部経済連合会などが実施した

ボランティアマッチング事業

その他 n=42
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（７）教室運営予算について 

① 教室運営費の財源について 

学習者から徴収する参加費」（23 件）が最も多く、次いで「主催者の持ち出し」（13 件）、

「寄付」（６件）である。 

 

図表Ⅲ-22 教室運営費の財源について （複数回答） 

 

 

  

23 

4 

5 

3 

5 

0 

2 

6 

13 

8 

1 

0 10 20 30

学習者から徴収する参加費

支援者から徴収する会費

名古屋市国際交流活動助成

愛知県日本語学習支援基金助成

社会福祉協議会の助成金

町費・自治会費など地域の予算

法人や自治体からの事業委託費

寄付

主催者の持ち出し

その他

無回答
n=42
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② 支援者への交通費・謝礼について 

「支給している」が 13 件、「支給していない」は 25 件である。 

 

図表Ⅲ-23 支援者への交通費・謝礼について 

 
【その他】 

・活動費としてクラスごとに金額を設定し、学習者から徴収する参加費の一部から支給 

・年度末に余裕があれば交通費を一部支給 

・昨年度までは交通費を出していたが財政難で今年度から廃止 

 

【支給している場合の１回あたりの金額】 

自由記述 

200 円 

平均 300 円（片道の交通費） 

400 円 

500 円 

800 円 

980 円 

数百円 

1000 円 

1 回 1000 円（参加人数により変動あり） 

1 回 2,250 円 

2000 円 

3000 円 

交通費実費 

  

支給している

13

支給していない

25

その他

3

無回答

1

(n=42)
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③ 会場費について 

「使用料を払っている」が 16 件、「無料で利用している」は 20 件である。 

 

図表Ⅲ-24 会場費について 

 
【その他】 

・名古屋市の指定管理事業なので全免で利用している。（３件） 

・自宅 

・自社ビルのため、内部の按分があります。 

・オンラインで開催しているため、会場費はかかりません。 

 

【支給している場合の１回あたりの金額】 

自由記述 

500 円 

1000 円 

1200 円 

1400 円 

1500 円 

2000 円 

2 部屋¥2000(¥1000×2) 

取れた部屋数によりますが、大体 2600 円です。 

約 3,000 円（部屋 4 つ分） 

4000 円 

5000 円（光熱費込み） 

5000 円～  

約 5000 円 

50000 円未満 

  

使用料を払って

いる

16

無料で利用している

20

その他

6

(n=42)
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④ 教室運営に必要な年間予算額 

 

自由記述 

8000 円 

10000 円 

10000～15000 円位 

３万円（2 件） 

５万円（3 件） 

約 7 万円ほど 

10 万円 

最低 10 万円（代表者の交通費、光熱費、資料代） 

約 12 万円 

193,514 円 

20 万円（3 件） 

240,000 円（20,000 円＠1 ヶ月） 

250,000 円 

30 万円（3 件） 

31 万円 

403,680 円 

50 万円（2 件） 

60 万円（2 件） 

コロナ対応で、かなりの変化があり、わからない。 

運営の経費は全て上位組織にお任せしているので把握していない。 
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（８）連携協働について 

① 連携・協働先 

「地域のボランティア団体、NPO など」（11 件）が最も多く、次いで「社会福祉協議会、区

役所などの公的機関」、「他の日本語ボランティア教室」（いずれも９件）である。一方で「特

にない」は 14 件であった。 

 

図表Ⅲ-25 連携・協働先 （複数回答） 

 

 

  

8 

11 

2 

5 

9 

8 

9 

14 

6 

2 

0 5 10 15

自治会・学区連絡協議会

地域のボランティア団体、NPOなど

学習者の出身国の同国人グループ・団体

企業

社会福祉協議会、区役所などの公的機関

大学などの教育機関

他の日本語ボランティア教室

特にない

その他

無回答 n=42
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② 名古屋市および名古屋国際センターとの連携 

「市や名古屋国際センターが主催する研修会、啓発イベントに参加したことがある」（28

件）が最も多く、次いで「市が実施する「大学生ボランティア・インターンシップ派遣事

業」を活用したことがある」（14 件）である。一方で「特にない」は７件であった。 

 

図表Ⅲ-26 名古屋市および名古屋国際センターとの連携 （複数回答） 

 
 

  

28 

11 

14 

7 

2 

0 10 20 30

市や名古屋国際センターが主催する研修会、

啓発イベントに参加したことがある

地域日本語教育コーディネーター、

「日本語学習者・支援者サポートデスク」

などに相談したことがある

市が実施する「大学生ボランティア・

インターンシップ派遣事業」を

活用したことがある

特にない

その他
n=42
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③ 参加してみたい研修・啓発イベントについて 

 

自由記述 

ネパールやスリランカなど、学習者が急増しているエリアに関する理解講座など。日本語

教室に参加している外国人（学習者・支援者）が主役の啓発イベント 

ボランティア向けの日本語教育基礎講座 

やさしい日本語講座、名古屋在住の外国人児童に関する日本語事情（市としてどのような

サポートがあるか報告・また課題をディスカッションするなどの企画） 

外国人の方に対して分かりやすい日本語で、税金を支払うことの必要性と給与明細の見方

を説明する講座。各税金が何のために取られているお金なのか疑問に思う留学生が多いた

め 

外国人労働者及びその家族に対する日本語教育の現状と国、地方自治体の取組について。 

高校生向けに、進学・就職関連の話が聞ける機会があるとありがたいです。 

支援者の能力、スキルの活かし方 

若者の育成と協働 

対話型教室、やさしい日本語 

地域日本語教室内部の組織づくりや、行政・学校・地域の他組織との連携に関する内容を

お聞きしたいです。 
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（９）教室の課題について 

① 現在の運営状況や課題 

「課題はあるものの、おおむね順調に運営できている」（32 件）が最も多く、次いで「課題

はなく、順調に運営できている」（５件）、「課題があり、運営に困難を感じている」（３件）

である。 

 

図表Ⅲ-27 現在の運営状況や課題 

 
  

課題はなく、順調に

運営できている

5

課題はあるものの、おおむ

ね順調に運営できている

32

課題があり、運

営に困難を感

じている

3

無回答

2

(n=42)
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② 具体的な課題 

 

自由記述 

現在、外国人児童（中学生以上）のクラス増設を検討中。異文化理解や日本語教育に精通

していないボランティアスタッフへの教育が課題。中・上級学習者たちは、向上心のない

講師を見限って参加しなくなる傾向がある。 

お借りしている施設の設備に wi-fi がないのが少々困難 

コピー機や印刷機など増える学習者に対応できる機材がなく、教材の手作りに限界を感じ

ている。 

デジタルデバイド 

ボランティアさんの人手が不足気味のため、学習者さんの受入れが減少しています。 

ボランティアの活動スケジュールの調整：掛け持ちで活動しているボランティアが多いた

め、事業が重なると人手を確保することが困難になる。現在は学生ボランティアと企業ボ

ランティアの参加で調整が取れているが、継続できるか不安要素はある。 

ボランティアの高齢化、活動ボランティアのスキルアップ意欲の低さ 

ボランティアの不足 

運営スタッフが少ない。 

支援者が少ない。有料にすると学習者は減る。 

会場費の負担増が課題。学習者の数の増加により、会場費も増加傾向にある。 

資金面です。 

活動予算の確保（ボランティアへの交通費は正当な対価として考えているが、市の国際交

流助成ほか交通費は対象外となる制度が多く、利用しづらい）。 

学習意欲が落ちてしまうこと、宿題の未提出 

学習者と支援者のマッチング（コーディネート）を適切に行う体制づくり 

学習者と支援者の人数が少ない学習者の継続的参加率がよくない。 

学習者の人数が増え過ぎると、授業に差しさわりが出る（教室が狭い）。 

学習者の数がコロナ発生以前の状況に戻らない。 

コロナ禍で３年間休講した影響で学習者・ボランティアが減少したこと 

学習者の増加、学習レベルの違いなどからクラス数が増えすぎ（現在 10 クラス）、教室

の場所確保が困難な時がある。大きな部屋で 5 つのクラスの授業をすすめる時もある。部

屋が取れなくてロビーで実施することもある。 

参加者がなかなか定着しない。 
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生徒が継続して来ない、講師の指導能力のばらつき 

支援者・学習者ともに活動に熱心な方も多いが、一方で、ゆるやかに参加したい方が参加

しにくい状況がある。また、負担が一部のボランティアに偏っており参加者全員で教室を

作っていく仕組みを整える必要がある。 

主にオンライン活動のため、研修会・ミーティングなど対面による活動の参加者が限られ

ている。また発信元からの情報提供のみで、一方的になりがち。 

多様な学習者にどう対応するか、生活上の困難から学習ができない人への対応 

地域に支援が必要な子どもたちがたくさんいるが、そのような子どもたちに教室参加を促

しても参加しない。 

定員の倍の学習希望者がいるが、部屋のキャパやボランティアの人数もあり、定員を増や

すことが難しい。 

令和５年度より始まった対話型クラスのクラス運営について 
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③ 今後、地域日本語教育コーディネーターのサポートとして望むこと 

 

自由記述 

① 児童へのサポートを拡充（特に中学生） ②地域にいるボランティアと学習者との橋

渡し 

①は取り出し授業も受けられていない生徒がいます。高校受験に関する知識が保護者

にも伝わっていない状況もありました。進路を検討する時に、通訳または充分な学校

からのフォローがなく、放任されている現状があります。日本語もわからず、通訳も

いない状況で保護者も生徒も不安がっているのが実情です。 

②地域には日本語教育資格をもっていてボランティアをしたいと思っている人たちが

たくさんいます。しかし一番サポートが必要な児童や中高生たちとボランティアがマ

ッチングする仕組みがまだまだ不充分です。各区に外国人児童向けの学童があればい

いですが、児童向けの日本語ボランティア NPO がある地域は限られています。 

個人単位のボランティアと児童を結びつける人材バンク、その橋渡しやフォローをす

るコーディネーターがいるといいと思います。 

こまめな巡回をしてサポート、フォローしてほしい。 

学習者を増やす方法 

教育委員会との連携や協働が必要な気がします。教育委員会に外国籍児童生徒にかかわる

部署があるにもかかわらず、まともな日本語教材のストックがなく、学校での初期支援の

内容もバラバラで、手厚い支援が受けられる学校とそうでないところとの差が激しいよう

です。地域の教室ではそれぞれの学校間格差を埋めるべく奮闘していますが、それをボラ

ンティアが担うのは適切なのでしょうか？寄る辺のない過年度生はなおさらです。 

教室検索について。教室のマップや曜日検索表など一目でわかるものを作ってほしい。 

近くに住む外国人の方が見えたら紹介して欲しい。 

初級日本語をオンラインで教えられるボランティアの方がいればご紹介いただきたい。 

地域日本語教育コーディネーターのサポートを受けたいのですが、どのタイミングで声か

けするのは、難点があります。 

本業や出張の合間を縫って指導を行っているので、コーディネーター制度が導入されたこ

とによる新しい事務作業やアンケートなどが増えると、こちらの負担が多くなるので必要

最小限にしていただけるとありがたいというのが正直なところです。 
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Ⅲ-Ⅱ ヒアリング 

 

調査概要 

 

調査対象 名古屋市内の日本語教室 11 教室 

調査期間 2024 年 6 月 27 日～7 月 28 日 

調査項目 ・発生している課題について（アンケート内容の確認） 

・課題が発生した原因について 

・課題解決のために名古屋市（あるいはコーディネーター）に期待すること 

 

調査結果 

 

（１）日本語学習のための多様な場や機会づくり 

① 活動予算の確保 

 名古屋市の助成金は、機材等は対象にならない。コピー機や印刷機などの機材がなく、教材

の手作りに限界を感じている。 

 ボランティアから、よいテキストがないという声があがっている。テキスト等の購入費は必

要だと感じている。 

 活動予算の確保が課題である。現在活用している助成金は、いずれも期限付きのため、今後

の収入の見込みがない。また、活動期間中には教室の持ち出しになるのがネックである。市

の助成金について日本語教室が活用しやすい設計（一律給付型等）をしてほしい。加えて、

ボランティアへの交通費は対象外となる制度が多く、利用しづらい。一度、ボランティア教

室を集めて助成金についての意見交換会を開いてみてはどうか。 

 

② 会場の確保 

 学習者の増加や、学習レベルの違いなどからクラス数が増え教室確保が困難なときがある。

区の社会福祉協議会に福祉団体として登録しているので、部屋代は無料だが、優先的に部屋

を取ってもらうことはできない。何とかならないか。 
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（２）地域日本語教育の担い手の確保・育成 

① 学習支援者の確保 

 学習希望者からの問い合わせは多いが、ボランティアの数が以前に比べて減少し、なかなか

応じられない。ボランティアは、コロナ禍でオンラインに切り替えたことで減少した。さら

にここ数年で日本語学校の求人数が急増したため、ボランティアよりも仕事として日本語教

師を選ぶ人が増えている。 

 ボランティアの不足が課題である。検索サイト「なごにほ」を見て、来るボランティアもい

るが、数は多くない。 

 企業から来てくれる人が 1 年単位で来なくなっている。継続的に確保できると嬉しい。 

 定員に対して学習希望者が殺到し、キャンセル待ちが常態化している。ボランティアが手薄

になりがちで、受入れる子どもの数を増やせないため、来日間もなく緊急性の高い子どもが

受講チャンスを逃すケースも起きている。研修の一環として教職員にボランティア体験をし

てもらう、あるいは退職教員に呼びかけサテライト教室を実際に開いてもらう等、外国人児

童生徒とかかわりを持つ教職員や関心のある教職員、OBOG がサポーターとなり教室活動

に参加する仕組みがあるといい。 

 ボランティアの高齢化が課題である（平均すると 70 代）。新しいボランティアが少ない上

に、ベテランの方と馴染んでいけず、継続しない。他の教室との繋がりも必要なので、連絡

協議会などでメンバーとして情報交換、意見交換に参加したり、他の教室も見学したりした

い。また、インターンの参加はありがたく、これからも続けてほしい。 

 運営スタッフが少ないことが課題である。教室立ち上げのきっかけになったボランティア養

成講座では参加者が抽選になっていたため、講座を受講できなかった人たちが大勢いた。定

期的に養成講座や理解講座を開いて欲しい。 

 

② 学習支援者の育成 

 活動ボランティアのスキルアップ意欲の低さが課題である。スキルアップ事業やお知らせを

しても、意識が高い人はわずかで、多くは参加しない。 
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（３）地域日本語教育に関する情報の収集・提供 

① 学習者に向けた情報提供 

 教室の情報が学習者に届いていない。 

 地域に支援が必要な子どもたちがたくさんいるが、そのような子どもたちに教室参加を促し

ても参加しない子どもが多い。保護者や学校との連携の必要性が認識されているが、掘り起

こしに至っていない。再度、多くの関係者の情報を共有し、知恵を出し合って、支援を必要

としている子どもたちに参加するよう働きかけられるといい。市には、そのコーディネート

をお願いしたい。 

 

② 支援者に向けた情報提供 

 対話型の活動とはどのようなものか、教えてほしい。 

 外国人児童生徒への支援策に関する情報発信を、よりタイムリーにわかりやすく届けてほし

い。あわせて、市内のどの学校へも偏りなく届くような仕組み作りが必要である。 

 今後どのような教室にしていくか、相談にのってほしい。 

 

（４）外国人市民への日本語学習の大切さの啓発 

① 日本語学習の継続 

 イベントを企画すると参加する学習者はいるが、なかなか継続できない。外国人向けのイベ

ントも日本人の参加者の方が多い。 

 学習者と支援者が少ない。学習者の継続参加率がよくない。 

 学習者が途中でやめていく。 

 

（５）日本人市民に対する外国人市民の日本語学習への理解促進 

 ヒアリング調査において、本項目に関わる事項は、特に聞かれなかった。 

 

（６）必要な施策・取組の検討を行うための会議の設置 

 ヒアリング調査において、本項目に関わる事項は、特に聞かれなかった。 

 

（７）施策を効果的に実施するための体制づくり 

① 関係者間の協働 

 市と教育委員会との連携や協働を期待している。地域の教室でボランティアが奮闘している

が、保護者、学校や地域と関係性を作ることが重要である。横の繋がりができるように動い

てもらいたい。 

 指導室や日本語教育相談センター、現場の先生はボランティア教室がどんな活動をしている
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か、子どもたちがどんな風に勉強しているか、実際に足を運んで見てほしい。 

 

（８）その他、新たに発生している課題・ニーズ 

① 就学・進学支援 

 保育園～学齢期の子どもがいる学習者が多く、学校のルール（欠席連絡方法など）が異なる

ことや、進学についての悩みがよく話題になる。教育現場でも困っていると思うので、園や

学校とつながり、情報共有できる機会があるとよい。 

 多様な国から子どもの来日が増加していて、国によって教育システムが違うため、過年齢の

子の進学問題も多い。来日間もない外国人家族への日本の学校システム説明、進学説明会な

ど、もっと愛知県との連携・協力関係を充実させてほしい。 
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Ⅳ 大学に対する調査結果 

 

調査概要 

 

調査対象 名古屋市内及び近郊の日本語教育の専門家を育成する大学 

調査期間 2024 年 7 月 8 日～7 月 31 日 

調査方法 ウェブアンケート 

配布数 13 大学 

回収数 10 大学 

 

調査結果 

 

（１）日本語教室サークルについて 

① 学内で活動している日本語を外国人等に教える日本語教室サークル等 

「ない」が 8 件、「ある」は 0 件である。 

 

図表Ⅳ-1 日本語教室サークル（学内） 

 

【その他】 

・今期は行っていないが、2023 年度は実施した。 

  

ある

0 

ない

8 

把握していない

1 

その他

1 

(n=10)
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② 学外で活動している日本語を外国人等に教える日本語教室サークル等 

「ない」が６件、「ある」は１件である。 

 

図表Ⅳ-2 日本語教室サークル（学外） 

 

【その他】 

記述なし 

  

ある

1 

ない

6 

把握していない

1 

その他

2 

(n=10)
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（２）「なごにほ」について 

① 名古屋市内の地域日本語教室検索サイト「なごにほ」の認知（養成課程担当の教員） 

「知っていて、実際に閲覧したことがある。」が５件、「知らなかった」が５件である。 

 

図表Ⅳ-3 「なごにほ」の認知 

 

 

 

② （「なごにほ」を閲覧したことがあると回答した場合）活用方法・自由意見 

 

自由記述 

近隣の日本語教室の検索など 

大変有益な情報が記載されているため、日本語教師養成課程の科目において、名古屋市の

取組、および名古屋市内の地域日本語教室の実態を紹介すべく、活用しています。今後、

学生たちが参加できるようなイベントについても、ぜひ情報提供していただけましたら幸

いです。 

日本語教員課程履修者の学生が通っている地域日本語教室の概要について知るため、日本

語教育科目を履修している学生に紹介するため。 

日本語教室の紹介 

本学所属の海外からの派遣教員への情報提供に使用しています。可能であれば、近隣市町

村の情報も欲しいと思います。 

  

知っていて、実際

に閲覧したことが

ある。

5 

名称は知っているが、

閲覧したことはない。

0 

知らなかった

5 

(n=10)
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（３）養成課程について 

① 地域日本語教室や多文化共生に関する内容（養成課程のカリキュラム・シラバス内） 

 

自由記述 

ゲスト講師を呼んでお話を聞く、ボランティアの情報を学生に提供し参加してもらう。 

ボランティア活動の紹介、見学 

異文化理解に関する科目を開講している。 

主に１年次に履修する「日本語教育学入門Ⅰ」および「日本語教育学入門Ⅱ」という講義

科目、そして３年次に履修する「日本語教育学演習」という演習科目において、専任教員

および非常勤講師（外部講師）が、適宜、その実態やあり方、また本学の学生がボランテ

ィア教室に参加する際の留意点等について解説しています。 

多文化共生に関する内容は、必修科目「日本語教材・教具研究Ｂ」や選択必修科目で講義

として扱っている。 

担当教員による講義科目 

地域のボランティア教室に実際に参加している。 

地域のボランティア教室を見学することを推奨している。ゲスト講師として関係者を招

く。 

地域の日本語教室の先生に来学いただき特別講演をしていただく。 
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② 登録日本語教員養成機関への申請 

「申請する」が 7 件、「申請しない」が 1 件である。 

 

図表Ⅳ-4 登録日本語教員養成機関への申請 

 

【その他】 

・2026 年度の登録を目指し、2025 年度に申請予定 

 

  

申請する

7 申請しない

1 

その他

2 

(n=10)
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③ 登録実践研修機関への申請 

「申請する」が４件、「申請しない」が３件である。 

 

図表Ⅳ-5 登録実践研修機関への申請 

 

【その他】 

・2026 年度の登録を目指し、2025 年度に申請予定 

・本学科では行わない。 

 

④ （登録実践研修機関への「申請を行わない」と回答した場合）実践研修の実施方法 

 

自由記述 

申請前においては、日本語学校の協力を得て教壇実習を行います。 

他の研修機関と協定等を取り交わし、その機関で実践の場を設ける予定 

登録実践研修機関として申請を行います。 

日本語学校と提携 

日本語学校へ依頼予定 

 

 

  

申請する

4 

申請しない

3 

その他

3 

(n=10)
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（４）地域の日本語教育について 

① 地域の日本語教室との連携 

「ある」が３件、「ない」が４件である。 

 

図表Ⅳ-6 地域の日本語教室との連携 

 

【その他】 

・日本語教師養成課程ではなく、大学の他部署に地域の日本語教室との連携がある。 

・名古屋市の事業で協力 

 

② （地域の日本語教室との連携がある場合）連携内容 

 

自由記述 

学生がボランティアとして教室に関わっている。 

昨年度より、名古屋市からの情報提供を踏まえて、希望する学生が地域日本語教室にボラ

ンティアとして参加しています。 

授業内で自主夜間中学校を訪問し、学生に日本語学習支援を経験させる。日本語教室の代

表の先生をお招きし、講演いただく。 

日本語教師養成課程ではなく、大学の他部署に地域の日本語教室との連携がある。 

名古屋市の事業で協力 

連携は行っていませんが、地域の日本語教室にボランティアとして参加している学生がお

ります。 

  

ある

3 

ない

4 

その他

3 

(n=10)
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③ 地域の日本語教室以外に連携している機関・団体 

「他の日本語教育機関」が５件、「名古屋市」、「企業」、「地域組織（自治会、学区連絡協議会

など）」がいずれも１件である。 

 

図表Ⅳ-7 連携している機関・団体 （複数回答） 

 

 

④ （連携先を選択した場合）連携内容 

 

自由記述 

愛知県内の複数の日本語教育機関（日本語学校）に、４年次の日本語教育実習の受入れを

お願いしています。また、佐賀県の短期大学で介護や日本語を学ぶ留学生とのオンライン

交流を定期的に行っています。 

教育実習や授業見学、交流等 

教壇実習の学習者役募集、授業見学、教壇実習 

教壇実習の実施 

姉妹提携を結んでいる複数の海外の大学の日本語学科での日本語教育実習 

職員研修、教材作成など 

  

1 

0 

0 

5 

0 

1 

1 

3 

2 

0 2 4 6

名古屋市

名古屋国際センター

地域の学校（小中高）

他の日本語教育機関

社会福祉法人

企業

地域組織（自治会、学区連絡協議会など）

特にない

その他 (n=10)
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⑤ 今後期待する新たな連携先・連携内容 

 

自由記述 

地方公共団体、地域の日本語教室、社会福祉法人、企業等とは連携したいと思っていま

す。 

本学は日本語教員養成研修推進拠点事業の拠点に選ばれていることから広く地域と連携し

ていきたい。 

名古屋市やその近辺に住んでいらっしゃる日本語学習者の方々と、本学の学生との様々な

形での交流やコラボレーションの機会がいただけるとありがたいと思っています。 

 

 

⑥ 日本語教育の専門家を養成する機関として地域日本語教育に協力できそうな事柄 

「既存の地域日本語教室への指導者の派遣」（６件）が最も多く、次いで「地域の生活者や子

どもを対象とした日本語教室の開催」「地域日本語教育に関するネットワークへの参加」（いずれ

も５件）である。 

 

図表Ⅳ-8 地域日本語教育へ協力できそうな事柄 （複数回答） 

 

  

6 

5 

5 

3 

3 

1 

2 

2 

0 2 4 6 8 10

既存の地域日本語教室への指導者の派遣

地域の生活者や子どもを

対象とした日本語教室の開催

地域日本語教育に関する

ネットワークへの参加

日本語ボランティア養成研修の実施

地域日本語教室への、活動場所の提供

教材の提供

特にない

その他 (n=10)
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⑦ 地域日本語教育について感じている課題 

 

自由記述 

外国からの労働者受入れに舵を切っているいま、ボランティア主体になっていることにつ

いては、強く懸念を持っています。ボランティアみなさんの取組は否定されるものではあ

りません。適正な待遇で勤務する日本語教師がいる上で、ボランティアに協力を得るとい

う形にしていかないと持続可能ではないと思います。 

情報共有が難しい。 

知多半島の日本語教室の様子を伺っていると、活動場所の立地の問題、児童の送迎への課

題などがあるように感じる。そのために本学が場所・人を提供することを一時期試みた

が、平日夜間の送迎の問題は解決せず、継続できなかった。 

地域の日本語教育の発展を願っています。 

名古屋市やその近隣の自治体において、 

・地域日本語教育がどのような方針のもと、どのような学習者を対象に行われているの

か。 

・地域日本語教室が例えば大学等に所属する専門家や大学生に対してどのような要望を持

っていらっしゃるのか。 

・地域日本語教室が、どのような人材を求めていらっしゃるのか。 

などの情報を、随時、把握できる機会があれば良いと考えています。 

 

⑧ 名古屋市の地域日本語教育体制づくり推進事業について期待すること 

 

自由記述 

継続的な取組・地域と学級（児童・生徒）がつながるような学校との連携の強化 

市が日本語教師を雇用する、または、日本語教師を適正な賃金で雇用する NPO に委託す

るなどの形で地域の日本語教育を持続可能なものに変えて行って欲しいと思います。 

上記質問においての回答内容に加え、ぜひ、大学（生）と名古屋市の地域日本語教育との

様々な関わり方について、情報提供をいただけるとありがたいと思っております。 

名古屋市には課題がないかもしれないが、児童が参加しやすいように送迎を含めた体制を

期待します。 

名古屋市周辺に在住されている日本語指導が必要な方々に支援が行き届くようにお願いし

ます。 
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Ⅴ 地域関係者等に対する調査結果 

 

調査概要 

 

調査対象 名古屋市内の日本語学習もしくは外国人市民に関係する機関・団体 

調査期間 2024 年 8 月 22 日～9 月 13 日 

配布・回収数 12 件 

 

調査結果 

 

（１）日本語学習のための多様な場や機会づくり 

① 学習機会の確保 

 外国人に日本語を覚えたいという気持ちはあるので、機会をどう与えるか。（市営住宅） 

 名古屋に転入したら、とりあえず語学が学べるところがあるといい。（行政機関） 

 野跡に日本語教室が欲しい。（行政機関） 

 日常生活における文化・習慣教育をしてほしい。（行政機関） 

 父親から、母親にも日本語を勉強してほしいという話は聞く。地域の教室について、今後連

携していきたい。（行政機関） 

 ボランティアをしたいという外国人がある程度いる。日本語を日本人と話す機会がなく、機

会を求める人はいる。（行政機関） 

 ボランティア、学習者両方の環境を整えてほしい。（市営住宅） 

 

② 日本語教室 

 日本語ができないので外に出られない、小学校の先生とコミュニケーションが取れない、手

書きの文字が読めない、などの話は聞く。そういった方にとっては、教室はある種の居場所

となっている。（教育機関） 

 市内の教室は 40 以上と聞いているが、実質稼働していないものもあると聞く。実質の稼働

が大事だと思うので、精査してほしい。（教育機関） 

 地域日本語教室をもっと増やせるような仕組みを期待する（ボランティアの養成講座など）。

新しくできたら協力したい。（行政機関） 

 日本語教室で勉強したい、興味があるという話は聞くが、余裕がなく通えていない様子。以

前は団地内で土曜日の夜の大人向け教室をしていたが、だんだん通う人がいなくなり、閉鎖

した。（市営住宅） 
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 日本語が話せない生徒はあまりいない（転入を除いて）。生活の日本語能力は高くても、学

習の日本語能力は低い子は多くいる。日本語で会話ができても日本語に自信がない。地域の

日本語教室に連れて行っている。（行政機関） 

 

（２）地域日本語教育の担い手の確保・育成 

 日本語教師養成講座も実施している。（教育機関） 

 

（３）地域日本語教育に関する情報の収集・提供 

 外国人に情報が届かないので、言い方が適切かわからないが、市としても情報を届けるため

の営業をしてほしい。（教育機関） 

 情報発信をしっかりと。（市営住宅） 

 日本人からの情報発信が難しい。コミュニティのリーダーからの情報はすぐ広まる。（行政

機関） 

 NIC でやっているワンストップ説明会を、地域でも行ってほしい。（行政機関） 

 介護の仕組みなど、制度的なものがうまく伝わらない。多言語、やさしい日本語で話しかけ

てもなかなか情報が伝達しない。キーになる人物（協会の牧師や社長など）に情報を流して

もらうとよく伝わると思っているので、次の計画に向けて検討中（行政機関） 

 区役所内でも、来庁者が特に困った様子はない。相談があった場合は、国際センターにつな

いでいる。なごにほも案内している。（行政機関） 

 入居者向けパンフレットで、ごみ、学校等一般的な相談事の窓口として国際センターを積極

的に案内してよいのか。また、トラブルが発生した際に原因が文化や宗教観の違いなのか個

人的な習慣による違いなのかの判断が難しいため、相談できる窓口がほしい。（行政機関） 

 

（４）外国人市民への日本語学習の大切さの啓発 

① 就労・子育てにおける日本語学習の重要性 

 来庁者から聞いた話では、日本のルールやアルバイトなど、特定の場面の日本語に困ってい

るらしい。また、妊娠した時も日本語に困っているとのこと。学校の事や子どもの事などに

関して、日本語でコミュニケーションする際に困っている。（行政機関） 

 日本語教育もだが、日常生活における文化・習慣教育が必要（行政機関） 

 子どもとの関係で困ったことはないが、親との関係でトラブルになることがある。持ち物の

連絡などがむずかしい。（行政機関） 

 

② 孤独・孤立防止のための日本語学習の重要性 

 学校でも家庭でも居場所がない子どもが多い。学校に来なくなり、非行に走ってしまう子も

いる。自分たちで何とか解決するのを待っており、特別なフォローや声掛けはしていない。
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（行政機関） 

 担当教員が生活言語と学習言語の違いを理解しておらず、勉強をなまけていると誤解される

場合もある。進路などの情報について、伝える人が身近にいない。保護者も日本語が話せな

いので、子どもが通訳するために学校を休んでいる。（行政機関） 

 子どもの居場所づくりが必要（行政機関） 

 母親は地域とかかわりがない人もいるかもしれない。イスラム系は、モスク、ハラールショ

ップなどで交流がある様子。助けてくれる人は家族、親戚と答える人が多い。ヘルパーをあ

まり使いたがらないが、一度使い始めるとその後も継続して使うことも多い。（行政機関） 

 日本人ママとのママ会のようなものはない様子。（行政機関） 

 子どもは保育園に行けば日本語を話せるようになる。保育園に行ってほしいが、持ち物の多

さなどで、親が躓くことが多いと聞く。日本人側もあまり話しかけないので、もっと話しか

けたらいい。（行政機関） 

 

（５）日本人市民に対する外国人市民の日本語学習への理解促進 

① やさしい日本語の理解促進 

 職員向けのやさしい日本語の取組について、もっと行うべき。（教育機関） 

 申込時、日本語がわからない入居者には、日本語がわかる人と一緒に来てもらう、電話越し

に通訳してもらう、翻訳機を使って対応している。自治会と外国人住民の意思疎通のため、

翻訳機の貸し出しも始めた。最近、やさしい日本語での資料も作り始めた。（行政機関） 

 保育園の受付、手当の申請など、窓口で常に対応している。手続きに来る人は、ほぼ書類の

内容がわからないと言う。多言語対応しているがあまり読んでもらえず、やさしい日本語で

対応するケースが多い。やさしい日本語で話しているつもりが、威圧的と言われたことがあ

る。（行政機関） 

 

② 自治会等における対応 

 住民のベトナム人にひらがなならわかるといわれたので、お知らせをひらがなで書いたり、

ルビを振ったりしている。自治会の仕事も一度日本人と外国人をペアにしてやったところ、

仕事を覚えてもらえた。以降は一人でもできるようになった。（市営住宅） 

 子ども、父親は日本語ができるが、母親はできない場合が多い。貼り紙等は日本語とポルト

ガル語及び絵を加えてわかりやすくしたものを貼っている。（市営住宅） 

 

（６）必要な施策・取組の検討を行うための会議の設置 

 区として外国人に関わるボランティアや NPO とのつながりがあまりなく（NPO 自体があ

まりないとのこと）、事業を実施する上でそういった方たちから情報を得ることが重要だと

思うが、そういう事情によりあまり情報がない。（行政機関） 
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（７）施策を効果的に実施するための体制づくり 

 外国人住民とは、区が推進する活躍の場づくりなどのイベントで関わるほか、貸付事業でか

かわりがある。コロナの特例貸付では多くの方が手続きに来て、外国人の多さが表面化した

と思っている。介護など他の窓口にはまだつながっていない。（行政機関） 

 日本語学校１校だけではできない事業がある（例：外国で教えている先生との交流会など）

ので、とりまとめて何か事業をしたりできるといい。（教育機関） 

 教員 OB とつながる機会があるといい。学習の理解度が判断できると、子ども向け教室で役

に立つ。（行政機関） 

 区の教室と連携していきたい。（行政機関） 

 公立保育園と何か事業ができるといい（教室など）。野跡で行ってほしい。（行政機関） 

 事業間の連携をもっと強化すべき（日本語教育以外の事業も）。（教育機関） 

 

（８）その他、新たに発生している課題・ニーズ 

① 多言語対応、通訳サービスの提供について 

 重層的支援についても、外国人の割合はあまり多くない。貸付に来る人は、日本語が話せる

付き添いの人と来ることが多い。友達が通訳する、翻訳機を利用してコミュニケーションを

とっている。また、上位組織が翻訳したパンフレットも使っている。（行政機関） 

 ごみの出し方の多言語パンフレットを取りに来ることはあるが、特に外国人との関わりはな

い。留学生は多く住んでいるが大学がまとめて手続きをしている場合が多く、特に対象とし

た事業を行ってはいない。保健所が翻訳用タブレットを要求しているという話は聞いた。（行

政機関） 

 窓口では区役所内の手続きの話だけではなく、入管に関することやその他の悩んでいること

も聞いている。留学生、技能、家族滞在の人が多い。特定の言語のコンシェルジュがいるの

でこの区に引っ越してきた、という例も聞いたことがある。（行政機関） 

 乳幼児健診（1 回あたり 20～40 人が受診）を実施すると、毎回外国人がいる。子育て教室

には外国人は来ない。健診について、未受診の割合が外国人は高い。健診は日本語で行って

いるが、言語が通じないときは「テレビ de 通訳」を使用している。母子手帳は 7 か国語に

対応している。（行政機関） 

 区としては、主に市民課で外国語表記などの対応を行っている。（行政機関） 

 日本語がわからないと、子どもの発達検査が正確に出来ない。ほかの言語でもできるといい。

（行政機関） 
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② 行政機関における手続き、情報提供について 

 お金の面でも地域日本語教室は苦労していると聞いているので、手続きが簡単な助成等を検

討してほしい。（行政機関） 

 多言語では審査ができないため、申請書類は日本語の書類しかない。（行政機関） 

 子どもが通訳をしていることがある。離婚の手続きなども子どもが通訳をしている。（行政

機関） 

 日本人にも同様の対応をしているにもかかわらず（手続きなど）、外国人だからと差別され

たと感じる人が多い。（行政機関） 

 区役所内で言語に困っている様子は特にない。なにかの手続きの折には、学校や会社などで

日本語が話せる方を引き連れてきている様子がよくみられる。（行政機関） 

 特に目立った課題等は聞いていない。一部の自治会から、外国人向けのごみ出しなどの案内

がないか聞かれたくらい。（行政機関） 

 手続き的には困った様子はない（窓口に来れば日本人がやってくれるから）。（行政機関） 

 

③ コミュニケーションについて 

 子どもが通訳しているケースもあるが、あいさつをしたら返してくれるなど、コミュニケー

ションはとれる。また、日本語で話しかければ大体わかると言っていた。ただ、話していて

考え方や几帳面さの違いがあると思うことはある。（市営住宅） 

 学校内で同じ言語の外国人が複数人いる場合、そこで固まって日本人とコミュニケーション

をとらなくなる。日本生まれなのに日本人との関りがない子もいる。子どもは日本語を話す

が、親は別の言語しか話せず、子どもが親に色々なことを相談できない。（行政機関） 

 父親は日本語が話せるが、母親は話せない人が多い。父親が通訳をする場合もあるが、母親

の言っていることがもれなく伝わっているとは思えない。（行政機関） 

 話しているとき、わかっていなくても「わかった」と言われることが多い。日本語が読める、

翻訳した言語で内容がわかる場合でも、理解できていない場合がある（ルールがわからない、

知識がないので理解ができない）。会話の意図が伝わらないことがある。察してほしい、が

通じない。（行政機関） 

 園で起こったことを子どもが母国語で親に伝えることでニュアンスが変わってしまい、揉め

ることがある。（行政機関） 

 

④ 地域における安全、環境維持について 

 ごみの仕分け、不法投棄問題はあるが、棟によってはうまくできている。小さい子どもだけ

で外で遊んでいたりする。以前草刈りをしているところに近づいてしまったり、屋上に立ち

入ってしまったりしたことがあり、危ない。（市営住宅） 
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 ごみ問題・騒音など、貼り紙をしても効果がなく、言っても聞かない。貼り紙をして注意し

ても、母語の貼り紙がなかったからわからなかったと言われる。相手の言語で対応しように

も、自治会側は言葉がわからないので対応できない。（市営住宅） 

 ごみの不法投棄、騒音、窓ガラスやフェンスの破壊、無断駐車、自治会への不加入などの問

題がある。注意しても繰り返す場合もある。協力的な外国人もいたが、コミュニティの中で

居づらくなり引っ越してしまった。もはや個人の力で解決するのはむずかしい。（市営住宅） 

 町内会長、民生委員と話す機会があるが、ごみの捨て方、BBQ・サッカーの騒音、町内会に

入らないなどの問題が地域から上がっていると聞いている。最初に転入するときに、町内会

費の説明をしてほしい、と自治会の人が言っているのを聞いた。（行政機関） 

 市営住宅のルール等が伝わらない。市営住宅では、共用部の清掃やごみ出し当番があるが、

外国人住民に伝えても、通じない、通じても守ってもらえないことがある。解決には、外国

人住民と日本人住民がお互いに歩み寄ることが大切だが、歩み寄る機会やお互いを知る機会

がない。（行政機関） 

 ネパールのお祭りの際に近所の人にうるさいと怒られる。（行政機関） 

 

⑤ 特に問題はない 

 当区は東山線がありバス路線も充実しており、近隣区とのアクセスが良い。現状地域日本語

教室は存在しないが、必要とする方は近隣区まで出かけているのかもしれない。（行政機関） 

 子どもの教育に関しても、教育に対する意識が高い親が多く、特に問題があるとは聞いてい

ない。（行政機関） 

 


