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〇はじめに 

 

近年、我が国に在留する外国人の増加に伴い、日本語学習のニーズの多様化が進む中で、外

国人との共生社会の実現にむけて、質の高い日本語教育の提供が喫緊の課題となっています。   

外国人を日本社会の一員として受入れ、外国人が社会から孤立しないようにするためには、

我が国に在留する全ての外国人が日本社会で生活していく上で必要となる日本語能力を身に付

け、「留学」、「就労」、「生活」の場でより円滑に意思疎通できる環境を整備し、多様な文化を尊

重した活力ある共生社会の実現に寄与することが求められています。 

また、日本語教育は、グローバル化が進む中で、諸外国や外国人等との交流を通じた相互理

解、人材育成、地域の活性化、新たな価値創出につながる社会の構築において、社会の発展と

ともに社会の安定に寄与する重要な役割を果たすことが期待されます。 

コロナ禍前の令和元年の日本語学習者は過去最高の約 28 万人となっており、その後一時的に

減少はしたものの、令和４年３月より入国制限も緩和されたことから、今後も拡大が見込まれ

ます。日本語学習を希望する外国人の多様なニーズへの対応や、学習者が学んだ日本語を多様

な場で活かすことができるように、留学生のみならず、就労者、生活者に対する日本語教育の

ニーズに対応する日本語教育の質の確保が求められると考えられます。 

令和元年６月には「日本語教育の推進に関する法律」（令和元年法律第 48 号）が成立し、国

内の日本語教師の資格の整備（推進法第 21 条）、及び日本語教育の水準の維持向上を図るため

に必要な適格性を有するものに関する制度の整備（推進法附則第２条）が求められました。こ

のことを契機とし、文化審議会国語分科会において審議を行い、「日本語教師の資格の在り方に

ついて（報告）」（令和２年３月)がまとめられ、その後、日本語教師の資格に関する調査研究協

力者会議において検討を行い、「日本語教育の推進のための仕組みについて（報告）～日本語教

師の資格及び日本語教育機関評価制度～」(令和３年８月)がまとめられました。 

 

この報告では、①日本語教師の資格要件、試験内容等とともに、②日本語教育機関の評価制

度など、新たな法制度に関する大枠としての方向性が提示されました。 

本有識者会議では、新たな制度を更に実効性のある制度とするため、法律案及びその他具体

の事項として、①日本語教育機関の評価の在り方、②日本語教師試験、③教育実習機関、④日

本語教師養成機関の評価の在り方について、有識者会議を設置し、関係者の御意見や調査結果

などを踏まえながら制度設計のための方向性について検討を行いました。 

 

その検討結果として、今後、日本語教育機関における日本語教育の水準の維持向上を図るた

めの仕組みとして、①国による一定の要件を満たす日本語教育機関の認定、②「登録日本語教

員」の制度化に当たっての方向性を提示し、その実現を通じて日本語教育の質の更なる向上を

目指すものとして取りまとめました。 

今後、この方向性に基づき、国において具体的な評価のための①日本語教育機関の認定基準、

②日本語教師養成機関の指定基準等や制度活用促進の在り方を検討するに当たり、審議会にお

いて専門的な議論を行い、関係者の御意見を聞きながら、十分に現状と課題を踏まえた上で検

討が行われる必要があると考えます。 

 

今後、本報告書で示された新制度の実現を通じて、日本語教師の活躍の場が広がり、質が確

保された日本語教育の一層の充実が図られることを期待します。 
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１．日本語教育の質の維持向上に関する仕組みの創設について 

 

（１）制度創設の背景・経緯 

(背景・経緯) 

○ 近年、我が国に在留する外国人の数は急激に増加しており（令和４年６月末で約 296

万人）、これに伴い日本語学習者及び日本語教育機関も増加し続けている（令和元年で

学習者は約 28 万人、機関は約 2,500）。留学生の増加とともに、「出入国管理及び難民

認定法」（以下「入管法」という。）改正による在留資格の整備（平成２年）、技能実習

制度の創設（平成 29 年）や特定技能制度の創設（平成 31 年）等による外国人労働者

やビジネス関係の外国人等の増加に伴い、日本語学習者の増加のみならず、日本語学

習のニーズの多様化が進んでいる。コロナ禍において一時的に学習者数の減少はみら

れるが、今後も在留外国人数とともに、日本語学習者数は拡大する見込みである。 

 

○ そうした外国人の中には、我が国において生活するために必要な日本語能力が十分で

ない者も多く存在し、日常生活、社会生活を円滑に営むことができないため、社会的

に疎外されているとの指摘もある。コロナ後のグローバル化社会において、多様な人

材を育成・確保するとともに、外国人を我が国の社会に包摂し、共生社会を実現する

観点から、我が国において生活するために必要な日本語能力を身に付けられる環境の

整備が必要となっている。 

 

○ 日本語教育機関も急速に増加し、留学生、就労者、高度人材、生活者、外国人等の子

供、難民・避難民等などのニーズを踏まえた特色ある教育活動も見られる一方で、国

内の日本語教育機関における日本語教育の質に関する共通の指標が存在せず、学習者、

外国人を雇用する企業や経済団体、生活者として受入れている地方公共団体等では、

日本語教育の水準を確認することが困難な状況が指摘されている。また、学習者数の

増加に伴い、日本語教育の担い手、特に日本語教育に関する知識及び技能等の専門性

を有する人材の養成・確保が重要な課題となっている。 

 

○ このような中で、今後の留学生や外国人労働者の増加を見据えて、日本語教育の機会

及び必要な日本語教育の環境整備を質・量の両面から充実していくことが不可欠とな

っている。 

 

(政府における取組) 

○ 国においては、平成 30 年に外国人等との共生社会の実現に向け、「外国人材の受入

れ・共生のための総合的対応策」（令和４年度改訂）をとりまとめるとともに、我が国

に居住する外国人が円滑なコミュニケーションができる環境を整備するための「日本

語教育の推進に関する法律（令和元年６月公布・施行）」(以下「推進法」という。)、

「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針

（令和２年６月閣議決定）」(以下「基本的方針」という。)が策定され、政府全体が日

本語教育の環境整備を推進することとしている。  

 

○ 推進法及び基本的方針においては、国内における日本語教師の資格の整備や、日本語

教育を行う機関であって日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有

するものに関する制度の整備について検討し必要な措置を行うことが明記された1。 

 

 

 
1 推進法第 21 条において、「国内における日本語教師（略）の資格の整備、…その他の必要な施策を講ずるものとする。」附則第２

条において、「国は、（略）日本語教育を行う機関であって日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有するもの

（略）に関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされている。 
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○ 日本語教師の資格化については令和２年３月に文化審議会国語分科会「日本語教師の

資格の在り方について（報告）」（以下「令和２年審議会報告」という。）、日本語教師

の資格及び日本語教育機関の評価制度の仕組みについては、令和３年８月に日本語教

育の資格に関する調査研究協力者会議「日本語教育の推進のための仕組みについて

（報告）～日本語教師の資格及び日本語教育機関評価制度～」（以下「令和３年協力者

会議報告」という。）がまとめられている。 

 

○ また、日本語教育の質の維持向上の観点から、今後の日本語教育の内容・方法等につ

いては、国際的に共通の指標で日本語能力を測る指標や評価などに活用する「日本語

教育の参照枠（報告）」及びその活用のための手引きが文化審議会国語分科会において

令和３年度にとりまとめられ、令和４年度からは、「留学」「就労」「生活」のモデルカ

リキュラム開発を開始した。 

 

○ 日本語教育人材については、文化審議会国語分科会「日本語教育人材の養成・研修の

在り方について(報告)」(改定版・平成 31 年３月)（以下「平成 31 年審議会報告」と

いう。）において、「留学」「就労」「生活」などの多様な分野に対応する日本語教師の

専門性として求められる資質・能力として「必須の教育内容」50 項目等が示され、大

学等や民間の日本語教師養成研修においてそれらを踏まえた教育内容の改善が進めら

れている。 

 

○ また、同報告書では日本語教師の役割・段階・活動分野ごとの日本語教育人材の資

質・能力などを踏まえた今後の日本語教育人材に必要な教育内容・方法等の普及を図

るため、養成及び現職日本語教師を対象とした研修の現場で活用可能となる教育内容

等が示されたことを踏まえ、平成 30 年度から養成及び現職日本語教師向けの実践的な

研修カリキュラムの開発を開始し、令和２年度からはそのうち優良モデルを活用した

研修を各地で展開している。 

 

○ あわせて地域における日本語教育の環境整備を推進するため、都道府県・政令指定都

市による総合的な体制づくりの支援を行っている。また、文化審議会国語分科会日本

語教育小委員会において、今後の地域における日本語教育の方向性を示した「地域に

おける日本語教育の在り方について（報告）」及び「日本語教育の参照枠」を踏まえた

生活者としての外国人の学習内容の目安となる「生活Cando」が取りまとめられている。 

 

(日本語教育に関する課題)  

○ 現在の日本語教育については、一例として次のような課題が指摘されている。 

 

(例) 

≪共通する課題≫ 

・学習者、外国人を雇用する企業や経済団体、生活者として受入れている地方公共団体

等が日本語教育機関を選択する際、教育の水準について正確かつ必要な情報を得るこ

とが難しい。 

・日本語学習ニーズの多様化に対応できる、専門性を有する日本語教育機関、日本語教

師の質的・量的確保が不十分。 

・我が国における日本語教育を行う機関は多種多様であるが、日本語教育の質の確保の

観点から組織的に改善充実を図る十分な仕組みが存在しない。 

※出入国在留管理庁「在留外国人に対する基礎調査（令和２年度）報告書」 

 

≪留学生対象の日本語教育機関（法務省告示機関）等の一部にみられる課題≫  

・適切かつ確実に実施されている日本語教育の成果や、特色ある日本語教育の取組があ
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る一方で、不適切な事案もあることによって、日本語教育機関全体に対して厳しい目

が注がれている。また、学習者等が選択する際の適切かつ必要な情報が得られず適切

な選択が難しい状況が見られる。2 

・校長等が機関の目標、教育課程の目的・内容を十分に把握していない機関がある。 

・教員数の不足、教員の経験不足、教員の待遇等の問題が改善できていない機関がある。 

・募集要項等に記載されている入学予定者の日本語能力レベルとカリキュラムの乖離が

ある。 

・渡日前、在留資格認定証明書交付申請の時点で求められる学習歴 150 時間程度（A1 レ

ベル相当）等を前提に入学した生徒の習熟レベルにばらつきがある。 

・教員や職員の業務過多等労働環境が厳しいことや、教職員の生徒支援体制が十分でな

いため、我が国の環境に慣れない留学生に最低限必要な学習指導・生活指導・進路指

導、住居などの指導に関する時間が不十分、出席管理が十分にできていない機関があ

る。 

・生活指導等における生徒の母語支援(通訳・翻訳配置)が不十分な場合がある。 

・資格外活動についての適切な指導を行っていても留学生とアルバイト先企業等との関

係を日本語教育機関だけで把握しきれない状況がある。 

・入管法に基づく在留管理上の観点から留学生を受入れる機関を告示する制度において、

教育的な観点からの質の確認・担保が十分でなく、教育環境が十分に整っていない機

関がみられる。 

 

≪地域における日本語教育の課題≫  

・学習者ニーズの多様化・増加(技能実習、特定技能、ビジネス関係等の家族を含めた

「生活者としての外国人」の増加と求められる習得レベルの多様化) 

・ボランティアを中心とした日本語学習支援体制の維持が困難な状況。（支援者の高齢化

や次世代の担い手不足） 

・地域の実情に合わせた教育プログラムの策定や支援者の指導等にあたる専門人材（日

本語教育コーディネーター、日本語教師）の不足、確保が困難な状況がある。 

・地域における日本語教育の専門人材等の養成・研修の仕組みが不十分である。 

・多様なニーズに対応するための専門性を有する日本語教育機関と地方公共団体等との

具体的な連携が弱い。 

・一部の地方公共団体において生活者、就労者、児童生徒を対象とした日本語教育機関

と連携した取組が行われているが、このような取組の普及、支援などが必要。 

・国からの財政支援が十分ではない。 
※令和３年出入国在留管理庁「地方公共団体における共生施策の取組状況等に関する調査」 

   「地域の日本語教育に関する課題」への回答では、「人員不足」が最多（58%） 

 

      「地域における日本語教育に携わる人材で特に求められている人材」への回答では、

「日本語学習支援者（ボランティア）」（52 自治体）、「地域日本語教育コーディネー

ター」（50自治体）「日本語教師」の順で多い。  

 

≪就労者に対する日本語教育の課題≫  

・外国人材受入れのニーズは高いが、日本語習得が十分でない外国人材に対し企業側で

はコミュニケーションに不安 

・仕事・生活両面でのコミュニケーション支援のため、継続的な日本語のサポートが必

要 

・受入れ企業や関係団体では人手、ノウハウが不足しており、専門の日本語教育機関や

 

 
2 日本語教育関係参考データ集 65 頁上段,66,67 頁：地域の日本語教育関係機関の連携における対応策、日本語教育

機関と地方公共団体との連携事例 

※令和３年文化庁調べ 

\\ 
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講師の確保・充実が必要。 

・費用負担の在り方。中小企業によっては日本語教育への費用負担が難しい状況がある

一方、地方公共団体によっては、企業負担を軽減する研修補助金等があるなど地域の

差がある。 

※日本商工会議所「多様な人材の活躍に関する調査」(2020） 

      「特定技能が円滑に機能するために政府が実施すべき取組」への回答は、「外国人材

に対する日本語教育の充実」が最多（47%） 

 

(日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な日本語教育機関の評価) 

○ 国内の日本語教育機関は、留学生のみならず、就労者、生活者等外国人のニーズが多

様化する中で、一定の日本語能力を習得させるため専ら日本語教育を行う法務省告示

校、大学の留学生別科等や、地方公共団体、国際交流団体、NPO等が行う地域の生活者

として必要な日本語を学ぶ地域日本語教室などにおいて地域の実情に応じた様々な取

組が行われている。 

 

○ 共通する課題として、日本語学習を希望する者が日本語教育機関を選択する際、提供

される教育プログラムの習得レベルなどの正確かつ必要な情報を得ることが難しい状

況や、「留学」「就労」「生活」に係る日本語学習ニーズの多様化に対応できる、専門性

を有する日本語教育機関、日本語教師の質的・量的確保が十分でないことが指摘され

ている。 

 

○ 様々な日本語教育機関がある中で、日本語教育を行う機関であって日本語教育の水準

の維持向上を図るために必要な適格性を有するものに関する制度の整備について検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

(人材の確保、養成・研修について) 

○ 在留外国人の増加とともに日本語教育のニーズの多様化が進む中で、日本語学習者数

（H22：16.8 万人→R1：27.8 万人）、日本語教育実施機関数が増加傾向にある一方で、

日本語教師数は緩やかな増加（H22：3.3 万人→R1：4.6 万人）に止まっている。前述

の外国人の日本語教育の課題においても共通して指摘されているように、留学生を受

入れる大学等教育機関、企業・事業者、地方公共団体等からも専門性を有する日本語

教師の確保に苦慮しているとの指摘がなされている。3 

 

○ また、令和２年審議会報告、令和３年協力者会議報告においては、法務省告示基準に

基づく現行の教師要件4があるものの教育内容・質が必ずしも一定とは言えない場合も

見られ、日本語教師の資質・能力にばらつきが生じていることなどが指摘されるとと

もに、法務省の告示校審査においては、募集要項に示す入学時及び到達目標における

日本語習得レベルに見合う教師が配置されていないなど様々な課題が指摘されている。 

 

 

 
3 日本語教室、日本語学校などで教えている日本語教師は約４万人、そのうち、ボランティアが 48.0%、非常勤が 36.3%、常

勤が 15.7%である。また、高齢化が進み、若手が少ない状況であり、60・70 代が 34.8％、10～20 代が 6.1％である。法務省

告示校の日本語教師は年収が 200～300 万円、300～400 万円などの層が多い。 
4 日本語教師に関する現行の法務省告示機関の要件では、 

・学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを 420 単位時間以上受講、修了した者 

／62.5％ 

・民間試験に合格した者（昭和 63 年開始・公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験） ／

42.2％ 

・大学・大学院の日本語教師養成課程  ／15.8％ 

・その他上記に掲げる者と同等以上の能力があると認められる物／3.0％ 

などの複数のルートを経た者を要件として提示。 
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これらの背景としては、 

・ 専門性を有する日本語教師の質を担保する仕組みがなく、全国的に一定の質を確保

することが難しい状況 

・ 日本語教師の法的な位置付けが不明確であり、専門人材としての日本語教師の確保

が困難な状況 

・ 日本語教師として、養成・民間団体試験のみならず研修履歴、実績などを含めた専

門性を有することの証明が難しい状況(企業・地方公共団体等が日本語教師を採用

する際、専門性を確認することが困難)であること 

・ 日本語教師の処遇について、年間収入や、雇用単価等において、専門性が評価され

ておらず厳しい状況にあること5 

などである。 

 

○ また、これまでも大学等において専門人材として日本語教師の養成が行われてきたが、

令和元年度日本語教育総合調査結果によると、大学学部（通学制）においては、養成

課程を経て実際に教師になる者は１割以下となっており、専門性を有する教師が不足

する中で、職業としての社会的な認知が低く、日本語教師を目指す者が日本語教育機

関等で活躍する状況に結びついていない現状がある。 

 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大による入国制限が続き、留学生減に伴う教師の離職な

どによる日本語教師不足が深刻な状況や、日本語教師のキャリア形成が明確でないな

どの課題を踏まえつつ、日本語教師の専門人材としての質を保証する公的な資格とし

ての新たな仕組みとともに、処遇改善につながるような対応や、登録日本語教員に必

要な試験、登録の時期などに配慮しつつ、養成課程である大学等から日本語教育機関

へ就職を促す仕組みを検討する必要がある。 

  

○ 以上のようなこれまでの議論、日本語教育の課題や成果などを踏まえつつ、本会議で

は、推進法等に明記された今後の日本語教育機関の評価、及び日本語教師の資格化に

ついて、新たな制度の創設とその具体的な在り方を検討するとともに、上述のような

日本語教育の多様なニーズに対し、これらの制度をどのように活用して日本語教育全

体の推進を図っていくかについて提案する。 

 

（２）日本語教育の質の維持向上を図るための仕組み全体の方向性 

○ （１）の状況を踏まえ、推進法第１条の目的に基づき我が国に居住する外国人が日常

生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に資するよう、推

進法第３条の基本理念に定められている次の方向性を踏まえた仕組みを検討する。 

① 外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受け

る機会の最大限の確保を図ること 

② 日本語教育の水準の維持向上を図ること 

③ 外国人等に係る教育及び労働、出入国管理その他の関連施策等との有機的な連携を

図ること 

④ 国内における日本語教育が地域の活力の向上に寄与するものであるとの認識の下  

行われること 

 

○ これらの基本理念等を踏まえた新たな仕組みとして、我が国に在留する留学生、就労

者、生活者としての外国人が希望する日本語教育の機会が得られるよう、①日本語教

育を行う機関であって日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有す

る一定の基準を満たす日本語教育を行う機関を国が認定する(推進法附則第２条)、②

 

 
5 日本語教育関係参考データ集 54 頁下段：処遇関係 
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認定する機関において日本語教育を指導するために必要な知識・技能を習得した教員

の資格を整備(推進法第 21 条)することにより、日本語教育の適正かつ確実な実施を推

進していくことが必要である。 

 

○ 外国人が希望する日本語学習の目的やレベルが多様化している中で、認定によって日

本語教育の質が保証された日本語教育機関を可視化し、これらの活用を促進するため

の情報発信等の仕組みとともに、国家資格を有する日本語教師が社会的に認知され活

躍することが可能な仕組みとなるような制度を検討する。 

 

○ 本制度創設により、これまでの日本語教育機関における適切かつ確実な教育成果や、

特色ある日本語教育について一層の振興を図るとともに、教育上かつ留学生に関する

在留管理上の不適切な対応事案などが把握される認定機関においては、改善を求める

など、日本語教育全体の質の維持向上に資するものとして運用も含めた検討を行う。

これにより、学習者、企業等が選択する際の適切かつ必要な情報が得られ適切な選択

が可能な仕組みとなるよう検討する必要がある。 

 

○ 新たな制度が教育及び労働、出入国管理その他の関連施策等との有機的な連携によっ

て活用が促進され、適切かつ確実な運用が行われるよう図るとともに、地域における

日本語教育環境の基盤として、地方公共団体、国際交流団体等が教育機関、経済団体

等と連携し、生活者、就労者としての外国人に対する日本語教育の充実を図るための

取組に資するような仕組みとして機能するよう全体像を具体的に検討することが必要

である。 

 

○ また、推進法第 21 条に示された国内における日本語教育に関する専門的な知識及び技

能を必要とする業務に従事する日本語教師の資格に関する仕組みの検討においては、

専門性を有する日本語教師が適切に評価されるよう日本語教師の能力及び資質の向上

並びに専門性を可視化できる仕組みを構築し、日本語教師の処遇の改善が図られるよ

う、①日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、②日本語教師の養成に必

要な高度かつ専門的な知識及び技能を有する者の養成などの必要な施策を一体的、か

つ、総合的に推進することが必要である。 

 

○ 新たな制度、及び、その基盤となる養成・研修、関係省庁の連携による制度活用を促

進する施策などを効果的かつ着実に実施し改善・充実を図るため、本制度における

PDCA サイクルを促進することが必要である。また、それぞれの特性や事業内容等を踏

まえた、定性的な事例等を含む様々な情報をエビデンスとして収集・整理し、関係機

関等の課題を的確に把握・分析した評価を行い改善・充実につなげることが必要であ

る。 
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(ア)日本語教育の教育課程を適切かつ確実に実施する日本語教育機関の認定制度 

 

（認定の目的) 

○ 我が国に在留する留学生、就労者、生活者としての外国人等に対し、その希望、置か

れている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会の最大限の確保を図るため、

日本語教育機関において提供する教育課程に教員配置等の教育環境が整備された機関

が一定の基準を満たした場合には、それらの教育課程を適正かつ確実に実施すること

ができる機関であることを保証する観点から、国(文部科学大臣)の認定を受けること

とする。 

 

（認定を受けた教育課程を置く機関の情報発信等) 

○ 国の一定の基準を満たした認定を受けた日本語教育機関については、留学生、就労者、

生活者等で日本語学習を希望する者や、日本語教育の提供を必要とする地方公共団体、

企業等のニーズを踏まえた教育課程、教育環境等の情報提供を行う。 

 

○ 国は、認定を受けた日本語教育機関の情報を多言語でインターネット等を活用して公

表し、国内外の学習者や関係者が、一定の教育の質が保証された日本語教育機関を選

択できるような環境を整備する。また、認定を受けた教育課程を置く日本語教育機関

は、生徒募集の広告等に国が定める表示を付することができることとする。 

 

（外国人等に係る出入国管理、労働その他の関連施策等との協力等)  

○ 日本語学習を希望する外国人が、認定を受けた日本語教育機関の情報を得られるよう、

日本語教育に関わる関係省庁が連携協力し、留学生関係機関、地方公共団体の外国人

総合相談や就労に係る相談・情報提供を行う関係機関、国際交流団体、事業者、経済

団体等、関係者に広く周知するような仕組みの構築や、在籍管理、資格外活動などへ

の適切な対応のための協力を行う。その仕組みを通して「留学」「就労」「生活」の各

分野において、一定の教育の質が保証された認定を受けた日本語教育機関の活用を促

進する。 

 

○ 認定を受けた日本語教育機関であることを、在留資格「留学」による生徒の受入れを

認める要件とすることとし、出入国管理の観点から日本語教育機関の認定における法

務省との具体的な連携の在り方について検討する。 

 

（機関の継続的な質の保証・改善) 

○ 日本語教育機関は自己点検や情報公表を継続的に行うよう努めることで、関係者に対

する説明責任を果たしつつ、絶えず自己改善に努める、いわゆる内部質保証システム

を機能させる。認定後も教育の水準が維持されるよう、国は、認定を受けた日本語教

育機関に対し、日本語教育の実施に関し定期報告を求める。その他、定期的な実地調

査を行い、その際、学習者等に対し虚偽の情報提供がなされるなど何らかの課題が認

められ、必要な場合には、指導改善を求めるとともに、必要な勧告及び命令、認定の

取り消しまでの段階的な是正措置を講ずることができることとする。なお、国の認定

に関する対応に係る認定機関の意見申し立ては、行政手続法を踏まえた仕組みである

ことを運用等において周知することとする。 

 

（経過措置）   

○ 認定を受けようとする日本語教育機関は後述の「登録日本語教員」の配置を必須とす

ることが要件として求められることとなるが、その際には、十分な移行期間を設定す

る。特に、留学生が在籍している法務省告示校等については、現行制度から認定され

るまでの間を想定し、告示基準に定められた要件の下で配置されている現職日本語教
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師への経過措置や、試験の実施回数、会場数の確保、試験システムの構築などに時間

を要することなどの状況を踏まえ、経過措置期間として５年程度を想定した対応を検

討する。 

 

(イ)専門的な知識及び技能等を必要とする日本語教師の資格に関する仕組み 

 

（日本語教師の資格の仕組みの目的) 

○ 日本語教師の資格を整備する目的は、外国人等に日本語を教える日本語教師の専門性

としての資質・能力を確認し、証明するための資格を定めて、日本語教育の質の向上

及び日本語教師の確保を図り、日本語教育の一層の推進を行うことによる、多様な文

化を尊重した活力ある共生社会の実現、諸外国との交流の促進及び友好関係の維持発

展であり、令和２年審議会報告、令和３年協力者会議報告においては、名称独占の資

格として「公認日本語教師」としての資格化の方向性が示された。 

 

○ しかしながら、国内における日本語教育に関する専門的な知識及び技能を必要とする

業務に従事する日本語教師の新たな資格制度については、国内外の様々な場で日本語

学習者に直接指導する日本語教師との違いや混同を避けるような名称を検討すべきで

あることや、「公認日本語教師」の業務の明確化が困難であることなどが指摘された。 

 

○ これまでの検討を踏まえ、専門性を有した指導者として一定の専門的な知識及び技能

等を有する日本語教師について、国が創設する資格を有する者として国に登録した日

本語教師(以下、「登録日本語教員」という。) に対して、 

・専門人材の資格として国への登録を得て社会に証明できるよう法的効果を持つもの

として検討を行う 

・登録日本語教員のキャリア形成に資するよう、専門人材として求められる役割・段

階・「留学」「就労」「生活」等の活動分野ごとの資質・能力6などを踏まえた教育内

容・方法等の研修を受講できる支援策を、国等の事業等を通じて講じる。その際、

登録日本語教員の負担や業務過多等とならないような研修の在り方を検討する。 

・登録日本語教員が国、地方公共団体、団体等が実施する研修や、認定機関等におけ

る研修などの研修履歴を記録し活用できるような仕組みを検討する 

など、登録後のキャリア形成に資する仕組みとして検討する。 

 

○ 前述(ア)の日本語教育機関においては、一定の専門的な知識及び技能等を有する日本

語教師として国に登録された「登録日本語教員」を配置することとし、国の認定を受

け、一定の教育の質が保証された日本語教育機関として、登録日本語教員のキャリア

形成のための研修機会を確保するなどの組織マネジメントが求められるような仕組み

を検討する。 

 

○ 専門的な知識及び技能等を有する登録日本語教員は、認定を受けた日本語教育機関以

外にも、小中高等学校等における日本語指導が必要な児童生徒、難民等への指導、海

外での指導などの様々な場において活躍が期待されることから、国は、登録日本語教

員として基礎となる資質・能力を身に付けた上で、各分野において活動する者に対す

る研修等の環境整備を推進するとともに、登録日本語教員制度の普及を通じて本制度

の活用を促進する。国は、必要な研修機会を提供するため、現職日本語教師が学びや

すいようなオンライン研修教材などの提供に努めることとする。 

 

 
6 平成 31 年「日本語教育人材の養成・研修の在り方について」(文化審議会)報告では、３領域・５区分・16 下位区

分が提示され、養成段階で求められる必須の教育内容 50 項目とともに、その他の項目例が参考として示され、各教

育機関・団体の特性を生かして設定することができるとされている。（別紙７、９参照） 
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（登録日本語教員) 

○ 「登録日本語教員」となることを希望する者は、認定を受けた日本語教育機関におい

て日本語教育を行うために必要な知識及び技能について国が行う試験に合格し、かつ、

必要な実践的な能力を身に付けさせるために行う実践的な「教育実習」を修了した場

合に、国の登録を受けることができることとする。 

 

○ 国が指定した日本語教師の養成機関（以下、「指定日本語教師養成機関」という。）に

おいて、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を身に付けさせるため

の課程を修了した者については、試験の一部を免除することができることとする。 

 

(試験) 

○ 登録日本語教員を国家資格として位置付けることから、国が試験実施の一定要件を満

たす機関を指定し、試験の実施に関する事務を行わせることができることとする。 

・試験の内容は①日本語教育についての基礎的な知識及び技能に関する区分、②日本語

教育についての基礎的な知識及び技能を活用した問題解決能力（応用）に関する区分

とする。 

・受験機会を確保する観点から、全国各地において年１回以上試験を実施することとし、

受験に当たっての要件は特段設けないこととする。また、登録日本語教員を確保する

観点から、試験回数・会場数の増、CBT化などについて、継続して検討を行う。  

 

(実践的な教育実習) 

○ 国は、実践的な「教育実習」を実施する機関を指定できることとする。 

・実践的な「教育実習」の指定要件としては、 

ⅰ）日本語教師の実践的な知識及び技能を有する実務経験者が実習機関において所定の  

課程を担当する体制を有すること 

ⅱ) 平成 31年審議会報告において示された教育実習に関する指導項目を演習及び実習に

ついて行うこととすること 

  などを検討する。 

・法施行時においては、現職日本語教師や養成機関に在籍する者等の経過措置を検討す

る。 

・実践的な教育実習に含むべき具体的な内容については、具体的な指定基準等で定める

こととする。 

 

(日本語教師養成機関) 

○ 国は、「日本語教師養成課程」を実施する機関を指定することができることとする。 

・国が指定する日本語教師養成機関の指定要件としては、 

ⅰ）平成 31 年審議会報告において示された日本語教師養成課程において含むべき「社

会・文化・地域に関わる領域」「教育に関わる領域」「言語に関わる領域」の３領域、

５区分、15 下位区分、必須の教育内容 50 項目で構成された日本語教育についての基

礎的な知識及び技能の習得に必要な教育課程を備えること 

ⅱ）ⅰの授業を行うために必要な授業時間数 

ⅲ）日本語教師の養成に必要な高度かつ専門的な知識及び技能を有する学識経験を有す

る者が日本語教師養成課程を担当する体制を有すること 

などを検討する。 

 

○ 日本語教師養成課程に含むべき具体的な内容については、具体的な指定基準等で定め

ることとする。 
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(指定日本語教師養成機関と実習機関の質の保証・改善) 

○ 指定後も教育の水準が維持されるよう、国は、指定日本語教師養成機関、実践的な教

育実習を行う機関に対し、その実施に関し定期報告を求める。その他、虚偽の情報提

供がなされるなど何らかの課題が認められる場合には、指導を行い、改善を求めると

ともに、段階的な是正措置を講じることができることとする。 

 

 （経過措置） 

○ 法施行時においては、法務省告示校や大学の留学生別科などで認定を受けようとする

日本語教育機関の現職日本語教師への経過措置が必要である。指定日本語教師養成機

関の教育課程と同等と認められる現行課程修了者、民間試験合格者である現職日本語

教師や、養成課程に在籍する者等の経過措置などを検討し、制度開始前には様々な機

会を通じて十分な周知を行うこととする。 

 

２．日本語教育機関の認定制度に関すること 

 

（１）認定の基準等 

①基本的な考え方 

○ 日本語教育機関の認定基準は、推進法において、「日本語教育の推進は、日本語教育を

受けることを希望する外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じ

た日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう行われなければならない」とさ

れていること、また、基本的方針において「地域に在住する外国人が自立した言語使

用者として生活していく上で必要となる日本語能力を身に付け、日本語で意思疎通を

図り、生活できるよう支援する必要がある」とされていることを踏まえ、様々な目的

を持った外国人等が自立した言語使用者7となることができるよう策定する方向性を検

討する。 

 

○ これに対応するため、認定を受けた日本語教育機関の認定は、「留学」（※）「就労」

「生活」の教育課程等に必要な環境を設け、習得レベルとしては、自立した言語使用

者となることを基本とした多様な目的を持った日本語教育に対応できるものとする。

認定日本語教育機関の教育課程が国際的な通用性を有すものとして認知され、認定機

関における課程修了時の学習成果が「留学」「就労」「生活」の様々な場で活用される

よう、日本語教育機関の認定においては、教育課程に関して各認定機関の多様な教育

内容・方法等を活かしつつ、「日本語教育の参照枠」を参照した教育課程の編成や学習

の評価、機関が備える人的・物的な体制の評価の両視点から確認する。  

 

○ また、質の高い日本語教育の提供を図ることができるよう、認定を受ける全ての機関

に置く教育課程等については、共通して備えることが必要な事項を確認する。なお、

「留学」の認定を受けた上で「就労」「生活」の課程を改めて申請する場合は、審査に

おける評価基準や、申請の諸手続き、書類などの重複を避けるなど諸手続きの負担が

ないよう対応を検討する。 

 

○ その際、「留学」類型の機関については、日本語教育の特性を踏まえつつ、教育機関と

して評価する基本的事項については、現行の専門学校制度、各種学校制度、法務省告

示校制度での日本語教育機関の運用実績も考慮した上で、現行の法務省告示基準など

 

 
7日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（令和２年６月２３日 閣議決

定）では、「日本語教育の参照枠」を基に、「地域に在住する外国人が自立した言語使用者として生活していく上で必

要となる日本語能力を身に付け、日本語で意思疎通を図り、生活できるよう支援する必要がある」としている。 
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を参考に、課題の改善を含め、教育の質の維持向上を目指した基準とすることを基本

とする。 

 

○ なお、認定基準を満たせば設置者の種別や機関の施設種別は問わずに認定を受けられ

る制度とする。例えば、専ら日本語教育を実施する事業者だけでなく、留学生を対象

に専ら日本語教育を実施する大学の留学生別科や、地方公共団体が生活者を対象とし

た場合や、就労者を対象とした日本語教育課程を置く団体などについても必要な一定

の要件を備える場合は認定対象となることとする。 

 

（※）ここでの「留学」は在留資格「留学」で活動する外国人を主な対象とする。 

 

②  

認定の基準、運用に必要な規定等の検討においては、制度創設の背景・経緯、目的など

の説明や、対象となる機関の扱い、認定の実施要項・方法等（対象、時期、審査主体、

審査基準等の評価の観点など）が明確となるような構造を念頭に検討する。 

  

○ 総則等 

・ 制度の目的を踏まえた認定基準の基本的枠組み等について規定 

 

○ 教育課程を置く日本語教育機関の組織構成の評価 

・ 教育上の基本組織としての課程、コースなど 

・ 日本語に通じない外国人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使

用する能力を習得させるための教育課程を置く機関の組織の概要や理念・使命、経営

状況、遵法状況、機関が自ら教育活動等の質を維持・向上するための体制など 

 

○ 教育課程に関する評価 

・ 教育課程の授業内容・方法、授業時数、成績判定の方法や修了認定の方法など 

・ 「日本語教育の参照枠」を参照した日本語教育の教育課程の編成、到達目標に対する

機関における日本語能力の評価方法などとの対応付け 

 

○ 人的・物的な体制の評価 

・ 教員数、教員資格、目的や教育課程等を踏まえた教員配置、入学者の募集・選考等、  

生徒数、生徒への教育及び生活上の支援体制、収容定員等、施設・設備について規定 

 

○ 組織の質の維持向上に関する取組の評価  

・ 自己点検評価、第三者評価、情報公開など 

  

※認定基準や審査上の観点などは、本会議の報告を踏まえ審議会で審議予定。 

 

③   

具体的な審査基準については、以下のイメージをもとに日本語教育の質を確保した機関

として必要な方向性などを更に検討 

 

○総則等 

総則等において、個別の確認項目を規定する前提として、 

・社会の要請に応じ、認定を受けた日本語教育機関の目的を達成するため、日本語教育機

関が「留学」「就労」「生活」類型に係る日本語教育の適切な目的・目標を定め組織的な

教育を行うこと 

認定基準等の基本的な構造 

具体的な認定基準、審査基準等の方向性 
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・各機関が組織の教育水準の自律的、継続的な維持向上にいかに取り組むかという観点か

ら認定基準や、関連規定を定めること 

などを検討する。 

 

○教育の内容・方法等に関する評価   

【教育課程等】 

・教育課程等は日本語教育機関における教育活動の根幹であり、自立した言語使用者を育

成するために必要な教育課程等の要件として、認定基準においてその外形や教育内容等

について評価することを検討する。 

・「留学」類型の機関としては「日本語教育の参照枠」の B2 レベル相当以上を到達目標と        

する教育課程を置くこととし、留学生として入学する者の進学、就職、自己研鑽等多様

な目的に応じて、日本語習得レベルを提示した上で、それらの教育課程を提供するもの

が認められるものとする。 

・その上で、教育課程等の外形については、修業期間、授業時数、単位時間等について、

これまでの法務省告示基準に基づく運用実績等を踏まえつつ、規定することを検討する。 

・評価制度は、標準的な日本語教育機関の質の確保を目的とするが、到達目標に必要な学    

習時間を確保した上で専門教育との円滑な接続を目的とした教育内容を設定する教育課

程や、高度人材受入れを促進する教育課程等、社会のニーズに応じて、教育上の観点か

ら特色のある日本語教育の普及を目的とした機関の評価の仕組みについても検討するこ

ととする。その際、当該教育課程全体を担当する専門教育等の担当教員との連携などに

よる教育課程の評価の在り方なども検討する。 

・留学生の修業期間等の方向性については、認定機関における教育内容・方法等や、教育 

上・在留管理上の受入れ体制などが整備され、適切かつ確実な運営を行う機関であるこ

とを前提に、ゼロレベルからの教育課程への留学生受入れの可能性や、非漢字圏からの

留学生の増加などを踏まえ、教育上の観点から実態・課題などを把握した上で、出入国

在留管理庁等と連携しながら検討する。 

・また、教育課程の内容・方法等について、文化審議会国語分科会が策定した「日本語教

育の参照枠」等に基づいた基準を文部科学大臣が定め、その基準を満たすことを求める

こととする。 

 

○人的・物的な体制の評価 

【収容定員等】  

日本語教育の質を担保するためには、言語教育の特性を踏まえて生徒の数が教員数や施

設・設備等の条件に対して適正である必要がある。 

・専修学校設置基準・各種学校規程や法務省告示基準を参考に、教員数や施設・設備等を

考慮して適正な収容定員を定めること。例えば、現行の法務省告示基準における教員数

を参考に、これまでの実績を踏まえた言語教育として適切な教員数の配置として、原則、

生徒の定員 20人につき１人以上とすることを検討するとともに、講義形式の授業などの

場合における柔軟な対応の在り方なども検討すること。 

・新設機関については一定の上限を設けることや、増員についてもその規模や頻度につい

て制限を設けること 

・機関全体の収容定員だけでなく、同時に授業を受ける生徒の数についても、生徒一人一

人と教員が向き合える環境を確保する観点からふさわしい一定人数以下に制限すること 

等を検討する。  

 

【教員】   

・教員については、授業を担当する教員は全て登録日本語教員でなければならないことと

して、その質を担保することとし、各機関における教員の数や教員組織の体制なども教

育の質を担保する上で重要な要素であるため、認定基準で確認すること 
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・教員組織を統べ、機関全体を管理する校長について、これまでの審査などを参考に要件

を定めることとするとともに、主任教員や生活指導担当者などの体制も求めること 

・教員の数や授業担当時間数の上限について、これまでの審査などを参考に定めること  

等を検討する。 

 

【施設・設備】 

教育の質を担保するためには、生徒数に見合った広さを持つ校舎が確保され、教育活動

等に必要な施設・設備が設けられている必要がある。このため、専門学校設置基準・各種

学校規程や法務省告示基準を参考に、 

・生徒数に応じた校舎及び教室の面積を確保することを求めるとともに、教育に不可欠な 

施設・設備の設置を求めること 

・安定的、継続的に日本語教育を実施するため、校地・校舎は設置者の自己所有か、又は

それに準ずるものとすること 

等を検討する。 

 

【入学者の募集等】 

入学者の募集や選考が適正に実施されることは、各機関の教育の目的や目標に即した適

切な教育活動が実施される上で重要であるとともに、生徒にとっても個々のニーズに合っ

た機関を選択する上で重要なものとなる。このため、入学者の募集に当たっての情報提供

や記録の保存等に関する事項について、これまでの基準等を参考に規定を検討する。 

さらに、我が国への外国人留学生等の適正な入国を担保する観点から、現行の法務省告

示基準において定められた入学者の募集や選抜に関する基準と同様の基準を出入国在留管

理庁が定めることを予定しており、当該基準を満たしていることを求めることとする。 

なお、「就労」や「生活」類型の機関については、選抜を実施していないなど実態が異な

る点があることから、入学者の募集等に関する基準のうち同類型の実態に合わない点は適

用しないこととする。 

 

【生徒への教育及び生活上の支援体制】 

主として外国人を対象に教育を行う日本語教育機関においては、生徒への教育上及び生

活上の支援が適切に行われることは、日本語教育の達成のみならず、生徒が我が国社会で

円滑に生活していく上でも重要である。また、在籍管理が適正に行われ、静謐な環境が整

うことが教育の質を確保する観点からも重要である。このため、認定基準において、 

・生徒への在学中の教育及び生活上の支援体制を求めるとともに、卒業後の進路を支援

する体制を求めること 

・生徒や教職員の健康診断等の健康管理の体制を有していることについても確認するこ

と 

・生徒の出欠管理に関する基準を現行の法務省告示基準と同様に定めるとともに、出入

国在留管理庁が定めることを予定している留学生の在留管理に関する基準を満たすこ

とを求めること   

等を検討する。 

なお、生徒の在籍管理等については、日本語教育機関への在籍を理由に在留が認められ

る「留学」類型において確認が必要なるものであるため、後述のとおり、「就労」や「生活」

類型の機関には適用しないこととする。 

 

○組織の質の維持向上に関する取組の評価  

【機関が自ら教育活動等の質を維持向上するための体制】 

・今般の認定制度においては、自己評価や情報提供等により機関が自ら教育活動等の評

価・改善を継続的に行い、教育の質を維持向上していくためのいわゆる内部質保証の

仕組みを盛り込むこととしている。 
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・このため、認定基準においても、それらの PDCA サイクルが機能するための体制が整っ

ていることを確認することとする。学習ニーズを踏まえた目標の明確化、目標に沿っ

てコース設計ができているかなど、目標、計画、実施、改善という教育活動を評価す

る機関の内部質保証システムが機能するように、機関内部の評価委員で構成される体

制などを確認することとする。 

・自己点検評価などにおいて、機関の教職員や生徒、進学先の大学・専門学校等や就職

先など関係者・関係機関等の意見などを活用した評価などの効果的な取組を実施する

ことなどを提示する。また、就労者、生活者向けの教育課程を置く場合は、企業や経

済団体、地方公共団体、外国人の生活支援関係団体などの意見を活用した取組なども

検討する。 

・また、日本語教育機関における日本語教育の質の維持向上を図る観点からは、それに

充てられる財政的な資源が適切に確保されていることが重要であるため、適正に財政

運営を行うこととしていることを確認することとする。 

・日本語教育機関の教育の質の維持向上の観点から登録日本語教員となった教師のキャ

リアアップを図るため、登録日本語教員が認定機関において、継続的に自己研鑽が可

能となるよう、認定機関における組織的な研修機会の確保の在り方として自己点検評

価の項目に研修計画などを記載するなどの仕組みを検討する。その仕組みにおいては、

国や関係団体が実施する研修の他、認定機関における授業見学や必要な研修、外部研

修の受講機会促進を計画的に実施していることなどを評価する。 

 

※上記のほか、教育の継続性・安定性の観点から、原則として、合理的理由がある場合を

除き、機関の廃止や譲渡は少なくとも一定期間行わないことを求めることや、適正な仲

介手数料などの評価の在り方などについて運用も含めて検討する。 

 

（大学留学生別科の評価） 

○ 大学別科のうち、大学の正規課程において日本語で授業を受けるにあたって必要な日

本語能力を備えていない外国人留学生を受入れ、学部等への進学等を目的として専ら

日本語教育を行う留学生別科については、大学設置基準や日本語教育機関の告示基準

等を参考として教育にふさわしい環境の確保を図ることが必要とされているものの、

これまで設置等に係る基準があるわけではなかった。また、一部の大学において不適

切な入学者選考や不十分な留学生の在籍管理などがみられた背景もあり、先般、文部

科学省の協力者会議における議論を踏まえ「大学における日本語等予備教育別科等に

係る参照基準（ガイドライン）」(令和４年８月)8が定められたところである。別科等

において日本語教育を実施する際に参考となる教育施設・設備、教員の資質、教育課

程等についての基準を示し、各大学で取組が進められている。 

 

○ 大学留学生別科は、進学のための日本語予備教育を行う別科のほか、「海外大学との協

定に基づき招致する交換留学生の一時的な受入れに用いる別科」（一定期間の学習修了

後は自国の所属大学に戻る者が対象）もあり、その特性を踏まえた対象範囲等につい

て、さらに検討が必要である。 

 

○ 大学留学生別科については、以下に掲げる特性がある。9 

・ガイドラインでは、入学資格として求める習得レベルの要件が N2 未満を対象としてい

るが、そのレベルが「日本語教育の参照枠」の A1 レベル相当から B1 レベル相当まで

多様であること 

 

 
8 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/20220905-mxt_kouhou02-1.pdf 
9 日本語教育関係参考データ集 55 頁下段：大学の留学生別科について 
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・留学生別科に係る実態調査の結果から、日本語教育を担当する教員は非常勤が多い

（約７割）、一方、専務10・兼担教員のうち約３割程度は教授・准教授が占めているこ

と 

・大学・大学院において日本語教育等に係る専攻分野をもつ専任の教授・准教授が、留

学生別科の教育を担当する場合があることや、留学生別科に所属する学生が、大学等

の正規の開講科目を履修する場合があること 

・別科は、大学内の一組織であることから、施設設備や教員組織について大学の正規課

程と共用とされることが多いこと（ただし、分校（別地）は除く） 

 

○ これらも踏まえ、今後、認定日本語教育機関の「留学」類型の枠組みを基本としつつ、

ガイドラインに関する取組などを通じた現状・課題などを把握した上で、①一定の体

系性と修業期間を有する課程であって、②日本語に通じない外国人が我が国において

生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための日本語教育

を目的とした教育課程を置く組織として、認定機関の対象とする方向で、具体的な認

定基準等について検討を行う。 

 

○ その際、大学学部・研究科の進学に必要な日本語予備教育のコースにおいて直接学生

の日本語の指導を行う教員（非常勤含む）は登録日本語教員を配置することを求める

とともに、日本語教育を担当するより高度な専門性を有する教員として別科コースの

マネジメントなどを担当する専任・兼任教員11や、学部・研究科に在籍しながら専門教

育に必要な日本語指導に当たる兼任教員などを、登録日本語教員として配置を求める

かどうかについては、専門教育との関係も含め、その役割を整理した上で検討するな

ど、大学留学生別科の特性などを踏まえた検討を行う。 

 

④「就労」「生活」類型への対応の方向性 

（基本的な方向性） 

○ 「就労」や「生活」類型の機関については、その実施主体や形態等も多様であり、「留

学」類型のように法務省告示校制度等による評価などの蓄積がないことなども踏まえ、

制度開始当初においては、制度趣旨に照らして、質の担保が確実に図られるよう、こ

れまでの蓄積がある「留学」と共通した一定の質を確保するための教育課程、教員、

施設・設備などを評価する枠組みを基本としつつ、就労者、生活者の学習ニーズに対

応した認定等の在り方を検討することとする。 

 

（教育内容・方法等） 

○ 認定制度の開始直後においては、「日本語教育の参照枠」で示す自立した言語使用者と

しての習得レベル B1 相当以上の教育内容に沿った質を確保することを前提に検討する。

その際、「留学」類型や「就労」「生活」プログラムの実績などを参考に、教育課程等

に関する教育の内容・方法、施設・設備等一部の基準について、働きながら学ぶ就労

者、通学が困難な生活者も含めた学習環境にあわせて実施されている実績などを踏ま

え、質を確保するための「就労」や「生活」類型に必要な日本語教育の基準を定める

ことを検討する。 

 

○ その上で、「就労」や「生活」類型の機関については、学習者の多様なニーズへ対応す

るため、これまでの実績を踏まえ、対面のみならずメディア授業や、技能別プログラ

ムも含めて段階的に習得レベルを上げて学ぶことが可能となる教育プログラムの設定

の在り方などを検討する。例えば、「日本語教育の参照枠」の習得レベル基礎段階の言

 

 
10 大学の専任教員であって専ら日本語等予備教育別科等の教育及び運営に携わる者をいう。 
11 大学の専任教員ではあるが、別科の専務教員ではない者をいう。 
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語使用者となる A1レベル相当の修了後、A2レベル相当の習得や、自立した言語使用者

としてのレベルである B1 レベル相当以上の学びにつながる学習者の学習成果が生かさ

れる教育課程編成などの在り方も含め、学習者が継続して学びやすい環境を想定した

形態などの評価の在り方も検討する。 

 

○ 「就労」や「生活」類型に関する教育内容・方法、学習時間・学習期間などの設定に

ついては、文化審議会国語分科会の「日本語教育の参照枠」や、それに基づくモデル

カリキュラム開発の成果とともに、「地域における日本語教育の在り方について」(報

告)を踏まえ、引き続き、具体的に検討する。 

 

○ また、「就労」や「生活」類型の機関の実績を踏まえた上で、今後の社会的なニーズを

踏まえた更なる制度改善に向けて、段階的に必要な見直しや基準等の整備を行うこと

を検討する。 

（就労者向けの日本語教育課程を置く機関に関する評価の在り方) 

○ 「就労」類型の認定機関は、外国人を雇用する事業主その他の関係者と連携した教育

課程の編成等について相当の実績を有するとともに、それらの者との連携体制を確保

することなどを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 制度開始以降も、実態把握を進めつつ、段階的に認定の対象となる機関を広げていく

ことも考えられる。その際には、技能実習制度や特定技能制度等の見直しなどの関連

施策の状況やそれらの施策との連携を適切に図った上で、実効性のある形で制度設計

していく必要がある。 

（生活者を対象とした日本語教育課程を置く機関に関する評価の在り方)  

○ 令和３年協力者会議報告では都道府県・指定都市及び地域の日本語教育を行う機関が

申請主体として想定されていた「生活」類型の日本語教育課程を置く機関は、地方公

共団体、国際交流団体や法務省告示校を含む多様な主体が担っている現状を踏まえ、

①地方公共団体が自ら設置する機関、②地方公共団体が国際交流団体と連携して実施

する機関、③地方公共団体が他の日本語教育機関と連携して実施する機関などについ

て、一定の要件を備えた機関を認定の対象とすることについて検討を行う。 

 

・教育課程の到達目標については、「日本語教育の参照枠」と対応付けた習得レベル B1 以

上に応じた就労者向けの教育課程の授業内容・方法、授業時数など 

・教員資格、目的や教育課程等を踏まえた教員配置、例えば、教員要件について、就労や

就労のための研修を目的とした学習者に対する日本語教師経歴（経験年数や指導時間

数）や就労のための現職教師向け初任者研修等の受講歴など 

・外国人を雇用する事業者や産業界のニーズを踏まえた教育プログラムを設定できるコー

ディネーターや、登録日本語教員の配置、就労支援を行う機関との連携体制等 

・コーディネーター等には、就労や研修を目的とした学習者に対するコースデザイン等の

実績を求めること 

・組織の質の維持向上に関する取組の評価、自己点検評価、第三者評価、情報公開など 

・留学生を対象とした課程を置く機関が就労者を対象とする課程を置く場合や、収容定員

等、施設・設備等の評価については、上記の要件とともに、就労者向けの学習環境を念

頭に、それらの在り方について引き続き検討する。 

 

また、就労者向けの日本語教育の目的を踏まえた認定基準や審査基準等の在り方につ

いて、組織の概要や理念・使命、経営状況、遵法状況、教育上の基本組織など他の類

型と共通する項目とともに、次のような検討を行う。 
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○ また、生活者向けの日本語教育の目的を踏まえた認定基準等の評価の在り方について、

組織の概要や理念・使命、運営状況、遵法状況、教育上の基本組織など他の類型と共通

する項目とともに、次のような検討を行う。 

 

 

 

 

○ なお、「生活」類型の日本語教育課程を置く日本語教育機関の認定の在り方に関する検

討に当たっては、推進法に定められた地方公共団体の責務として行われる日本語教育

に加え、地域のボランティア等が運営する日本語教室によって多様な学習機会が提供

されることは重要であり、地域の各日本語教室の自主性・主体性に基づく活動と行政

との協働によって、地域全体の日本語教育の質の向上、共生社会の実現を図ることが

必要である。今後、制度化を契機として、地方公共団体と認定を受けた日本語教育機

関との連携や、登録日本語教員を地域日本語教育のコーディネーターとして活用する

ことなどを含め、地域における総合的な日本語教育の体制づくりへの支援を充実させ

ることが必要である。 

 

（２） 認定の手続等 

○ 国が各機関を認定しようとする際に、教育内容・方法や教育体制等について専門的な

観点からの審査が必要となることから、審議会の下に審査委員会を設置するなど、有

識者による審査を経る方向で検討する。 

 

○ 認定の申請等手続きから認定までに要する期間の明確化や効率的な運営等とともに、

専修学校等については都道府県から認可を受けた時点で既に制度的に担保されている

事項について、国による認定の際に重複して書類を提出することを求めない等の配慮

を行うこととする。 

 

○ 「留学」類型で認定を受けた日本語教育機関のうち、開設時及び定期審査等、厳格な

審査を受け基準を満たした日本語教育機関については、当該機関の諸手続きの簡素化

や所属する留学生に対しての手続き上の優遇措置などを検討する必要がある。 

 

（３）認定を受けた日本語教育機関に関する情報の公表（定期報告を含む） 

① 

○ 教育活動の情報公表は、教育機関が自ら教育や組織、運営の状況等について継続的に

点検・評価することで、質の保証を行うとともに、各機関の特色を踏まえた情報発信

も行うことを通じて絶えず改善・向上に取り組むものとして重要である。 

 

・認定機関の対象として、地方公共団体と他の日本語教育機関との連携による教育課程の

編成等について相当の実績を有し、地域の実情に応じて、都道府県又は指定都市、市区

町村との連携体制を確保している機関など 

・都道府県・指定都市については、教育課程の目的等が都道府県又は指定都市が策定した

推進法第 11条に定める基本的な方針等の基本方針と整合的であること 

・教育課程、「日本語教育の参照枠」との対応付けを行った習得レベル B1 以上に応じた生

活者向けの教育課程の授業内容・方法、授業時数など 

・教員資格、目的や教育課程等を踏まえた教員配置、例えば、教員要件について、生活者

のための日本語教師経歴（経験や指導時間数） 

・生活者の学習ニーズを踏まえた教育プログラムを設定できるコーディネーターや、登録

日本語教員の配置、生活者としての外国人の支援を行う機関との連携体制等 

・組織の質の維持向上に関する取組の評価、自己点検評価、第三者評価、情報公開など 

・留学生を対象とした教育課程を置く機関が生活者を対象とする課程を置く場合や、収容

定員等、施設・設備等の評価については、上記の要件とともに、生活者向けの学習環境

を念頭に、それらの在り方について引き続き検討する。 

 

基本的な考え方 
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○ 定期報告については、認定後も一定の教育の水準が維持されるよう、認定後の教育活

動の状況を国が実地調査を含めて定期的に把握し、指導・助言の端緒とするとともに、

結果を取りまとめて公表し、活動状況を可視化する観点から、在り方を検討する。 

 

○ 情報公表する項目や方法については、専門学校や大学等の例を参照しつつ検討する。

実効性あるものとするためには、各機関の管理者や担当職員の意識向上を併せて行う

ことも重要である。 

 

○ 認定を受けた日本語教育機関に関する情報の公表については、①認定時や変更届出受

領時に国が多言語で行う機関の情報公表、②国による機関から受領した定期報告の公

表、③機関から社会に対する情報提供が存在するため、相互の関係を整理することが

必要である。 

 

○ 日本語学習を希望する外国人が、認定を受けた日本語教育機関の情報を得られるよう、

これまで出入国在留管理庁において実施されてきた適正校の選定において把握される、

留学生を受入れる日本語教育機関としての不適切な受入れや資格外活動の状況、不十

分な在籍管理等の情報を出入国在留管理庁と連携し公表することなどを検討する。 

 

② 

○ 情報公表については、学習成果や情報公表の状況等認定後の状況に関する事を含める

方向で検討する。この場合、「留学」類型については、現在法務省から法務省告示機関

に報告を求めている事項等12を踏まえつつ、学習者や企業等が学習機会を適切に選択で

きるような認定機関における日本語教育の内容等を情報公表13の項目とすることについ

て検討する。 

 

○ 認定を受けた日本語教育機関に関する情報の公表については、①認定時や変更届受領

時に国が多言語で行う機関の情報公表、②国による機関から受領した定期報告の公表、

③機関から社会に対する情報提供が想定される。 

 

○ 今後のグローバル化社会の中で、これらの情報の公表により、日本語学習を希望する

者が国内外から質が保証された日本語教育機関に関する情報を直接入手できることや、

各地域の自治体や企業等が日本語教育に関する情報等を得られるような仕組みの構築

を通して社会のニーズに寄与するとともに、各機関の活動の可視化による日本語教育

全体の評価や質の向上を促すものとして検討する。 

 

○ 「留学」の教育課程を置く機関に対しては、現在の法務省告示校が、主に在留管理の

観点から出入国在留管理庁への報告を求められている、生徒の出席状況、退学の状況、

資格外活動の状況、卒業時点の進路や日本語能力等の同等の内容を、引き続き国への

報告を求めるとともに、国の公表の在り方等については、出入国在留管理庁とともに

検討を行う。 

 

 

 
12 法務省告示基準では、修了認定者のうち大学等への進学者数等について修業期間の終了ごとに報告し公表すること

や、基準適合性の自己点検結果について年 1 回報告することなど、定期的な報告事項が定められている。 
13 別紙５「日本語教育機関の情報の公表に関する方向性(イメージ)」：中途退学者数については、早期に到達目標レ

ベルを修了した者などが、進学、就職などにより早期に退学することや、中途退学者を減らすための組織的取組を行

う機関などがあることを踏まえ、それらの定性的な評価も含めた報告・公表の在り方を検討する。 

 

具体的な公表項目等 
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○ 認定機関において、現行の法務省告示の日本語教育機関における中途退学者として対

応している、修業期間中に想定されていた到達目標を達成した学習者が予定を早めて

進学、就職などした場合の対応や、海外のギャップイヤーなどの仕組みとの関係性を

踏まえた対応など、在籍状況や学習者の動向などについて、認定機関が定性的な評価

を含め適切な評価が得られるような情報公表の在り方について検討する。  

 

（４）認定を受けた日本語教育機関の評価（自己評価、第三者評価等） 

 ①基本的な考え方 

○ 認定を受けた日本語教育機関における教育の質を維持向上させていくためには、各機

関が自らの教育活動等の運営状況を的確に評価し、現状を把握した上で、改善へ繋げ

ていく内部質保証の体制を構築することが必要不可欠である。 

 

○ このため、認定制度においては、必要な項目を含む自己評価を毎年実施することを義

務とし、その結果の公表を求めるとともに、結果及び結果を踏まえた改善等の取組方

針について国に報告する仕組みとして検討する。 

 

○ さらに、日本語教育機関の質を客観的かつ専門的に確認する観点から、審議会の協力

を得て、国による実地調査を実施することについて、その具体的な在り方も含めて検

討する。 

 

②具体的な評価項目等 

○   日本語教育機関の自己点検評価の実施状況を踏まえ、自己点検評価を必須とし内容の

改善を求めることを基本とし、適切な第三者評価を実施する機関については、第三者

評価を推奨する観点から、優良な日本語教育機関の評価要素とすることや、認定後の

実地調査の頻度を減らすことなどフォローアップにおける諸手続きの負担軽減策など

により、各機関による第三者評価の積極的な実施を促すことについて検討する。 

 

（５）認定基準に関する経過措置 

○ 認定機関においては、専ら日本語教育を担当する教員は登録日本語教員として国家資

格を有する者であることを条件とする。 

 

○ 他方で、認定制度開始当初は登録日本語教員を十分確保できないことが想定されるた

め、一定の要件を満たす現職日本語教師等の配置をもって認定を受けることができる

経過措置を設けることを検討する。 

 

○ 具体的には、認定制度開始当初における教員の配置について、現行の法務省告示基準

を踏まえ、経過措置期間においては、登録日本語教員に代えて、現行の法務省告示校

における教員要件を満たす者などを教員として配置することを可能とすることを検討

するとともに、認定までの期間や諸手続き等の明確化を図る。コロナ禍における離職

者等の影響を踏まえ、認定に関する経過措置は５年程度を想定し検討する。 

 

３．日本語教師の国家資格に関すること 

前述１(２)（イ）に関して、筆記試験、実践的な教育実習を行う機関及び指定日本語教師

養成機関について、質を確保する観点から以下のような検討を行う。 

 

（１）筆記試験          

（試験の基本的な性格等） 

○ 登録日本語教員の試験は、認定を受けた日本語教育機関で日本語教育を行う全ての 
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教師が、平成 31年審議会報告を踏まえた基本的な知識及び技能として、 

①日本語教育に関する基礎的な知識及び技能 

言語そのものや言語教育、世界や日本の社会と文化等に関する基礎的な知識及び技 

能の３領域、５区分、15 下位区分及び 50 項目に基づく必須の教育内容14を踏まえた

もの 

②日本語教育に必要な知識及び技能の応用 

 

 

 

 

試験の一部（筆記試験①）の基礎的な知識及び技能について、平成 31年審議会報告にある

「必須の教育内容」50 項目に関する所定の科目について一定期間の学習を行った者は習得し

たものとし、養成課程の修了をもって筆記試験①を免除できることとする。試験は養成機関

における教育内容・方法等に波及効果を有することから、指定日本語教師養成機関における

教育課程の在り方と併せて適切に検討する必要がある。特に、令和３年協力者会議報告では、

指定日本語教師養成機関の修了者については、筆記試験の一部（筆記試験①）が免除される

仕組みとしていることから、筆記試験①の出題内容と指定日本語教師養成機関での履修内容

が整合することが必要である。  

 

（試験の内容等） 

○ 令和３年協力者会議報告を踏まえ、日本語教師の能力を判定する筆記試験は二つの区

分で構成する。筆記試験①は日本語教育の実践につながる基礎的な知識及び技能を測

定する試験、筆記試験②は現場対応能力につながる基礎的な問題解決能力を測定する

試験とする。 

 

○ 試験の出題範囲については、令和３年協力者会議報告において、平成 31 年審議会報告

において養成課程で実施すべき内容として示された「必須の教育内容」の 50 項目に基

づくものと整理されており、本試験は、養成修了段階で習得しておくべき必要不可欠、

かつ、基礎的な知識及び技能が網羅的に備わっていることを確認・評価するものとし

て位置付ける。 

 

○ また、平成 31 年審議会報告では、「留学生」の他に、「生活者」「就労者」「児童生徒」

「難民」などを対象とした日本語教育の活動分野や学習対象者に応じて求められる専

門性については現職日本語教師の初任研修の修了段階で求められるものとして位置付

けられていることから、例えば分野別の詳細な知識やより高度な知識については、本

試験で出題するものではなく、資格取得後の初任研修等を通じて継続的に習得15してい

くべきものとして登録日本語教員のキャリア形成の観点から養成・研修の全体像を示

すことが必要である。 

 

(出題の内容、形式) 

○ 登録日本語教員の試験は、資格取得時において基本的な知識及び技能が備わっている

ことを評価するものとして位置付けられる。また、指定日本語教師養成機関の養成課

程を経た者が習得すべき知識・技能を網羅的に備えているか否かを評価するという試

験の基本的な性格を踏まえ、「必須の教育内容」50項目に基づき基礎的な知識や基礎的

な問題解決能力を測定する問題が適切に出題され、大臣が指定する日本語教師養成機

関を適切に修了した者が合格できる内容であることが求められる。 

 

 
14 別紙７、９：「必須の教育内容」 
15 別紙 10：新制度における日本語教育人材の役割・段階・活動分野に応じた養成・研修のイメージ 

実際に日本語教育を行う際の現場対応や問題解決を行うことができる知識及び技能の

問題解決能力について確認し、一定の専門性を証明するための資格の要件として筆記

試験を実施する。 
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○ 出題に当たっては、質を維持するため継続的に問題を検証、蓄積し、開始後の試験の

改善などに生かす。また、試験の目的を踏まえ、教員のキャリア形成を見据えた養成

課程の段階で習得することが求められる基礎的な知識及び技能を測る問題を精査、か

つ標準的な問題を出題することを検討する。 

 

○ 試験の構成については、令和３年の報告書を踏まえ以下の二つの区分のとおりとする。 

・筆記試験①の区分（指定日本語教師養成機関の修了者は免除） 

原則として、出題範囲の５区分ごとの設問により、日本語教育の実践につながる基

礎的な知識及び技能を測定 

・筆記試験②の区分 

出題範囲が複数の領域にまたがる横断的な設問により、基礎的な知識及び技能を活

用した問題解決能力（応用）を測定。併せて、基礎的な知識及び技能を活用した問

題解決能力（応用）について、音声を媒体とした出題形式で測定   

 

○ 出題形式については、筆記試験①、筆記試験②ともに多肢選択式とする。 

なお、問題解決能力を測る記述式問題については、その意義を認めつつ、登録日本語

教員に対し、実践力を習得・評価する教育実習を求めること、試験実施運営の費用対

効果、日本語教師不足の中で、登録日本語教員の質・量を確保するための受験者への

配慮などの観点から総合的に検討する。 

 

(合否判定) 

○ 指定日本語教師養成機関の修了者は筆記試験①を免除される仕組みとされていること

から、筆記試験①と筆記試験②は、それぞれで合格基準を設定し、筆記試験①及び②

の受験者に対して、筆記試験①の合格基準を満たす者について筆記試験②の判定を行

うことや、筆記試験①を免除される指定日本語教師養成機関修了者に対する対応など

を想定した合否判定の在り方を検討する。 

 

○ 合格基準等については、試験の性格、位置付けを踏まえた標準的な合格基準等の在り

方について、専門家等の意見を踏まえた検討を行う。 

 

（試験の実施体制等） 

○ 登録日本語教員を国家資格として位置付けることから、試験は文部科学大臣が実施す

ることとするが、文部科学大臣が指定する一定の要件を満たす法人においても実施で

きることとする。また、受験機会を確保する観点から、全国各地において年１回以上

試験を実施することとし、受験に当たって要件は特段設けないこととする。なお、登

録日本語教員の質的・量的確保の観点から、試験の実施回数や開催場所を段階的に増

やすことや、CBT化を含む試験方法については、制度開始後の受験者数や教員数の状況

を踏まえ継続して検討する。 

 

（指定試験実施機関等に求められる役割） 

○ 令和３年協力者会議報告を踏まえ、資格制度の運用には、試験を実施する試験実施機

関の指定を行う。指定試験実施機関に求められる役割等は、別紙１の表のとおりとす

る。 

 

○ 教員の登録に関しては、登録証の発行、登録簿の管理などに関する新たなシステムの

在り方などについて、国において調査研究を行い、結果を踏まえた具体的な仕組みを

構築することとする。 
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（筆記試験の免除の対象者や免除する試験の範囲）                 

○ 令和３年協力者会議報告を踏まえ、登録日本語教員を目指す者は、原則として試験の

受験及び合格並びに教育実習の履修・修了を必要とするが、国は、指定日本語教師養

成機関における課程等を修了し、基礎的な知識及び技能を習得した者又はこれと同等

の知識及び技能を有するものについては、筆記試験①を免除することができるものと

する。この場合、知識及び技能を習得する養成課程の一部として実践的な教育実習を

一体的に行うことが肝要である。 

 

○ 試験の一部免除は、指定日本語教師養成機関で習得すべき必要な知識又は技能を有し

ていることが確認できる者に対して改めて試験等を行わず、指定日本語教師養成機関

の課程修了者の負担を軽減できることや、受験者の負担を軽減し、試験を受けやすく

することにより、資格取得の際の門戸を広げ、日本語教師の質・量の確保にも資する

ものである。 

 

○ 日本語教師の新たな資格試験の実施を目指して、上記のような方向性を踏まえ、今後、

国において試験システムの検証や、問題開発等を目的とした試行試験を行い16、日本語

教師を目指す学習者や養成機関等に対し、その内容や結果の情報提供を早期に行うな

ど、本試験までの運用を確実に行う必要がある。   

 

（２）教育実習の実施機関  

（実践的な教育実習） 

○ 令和３年協力者会議報告では、日本語教師の資格取得に当たり、「日本語教師に必要な

技能・態度に含まれる実践力を身に付けるため、教育実習を履修することが必要」と

されており、実習内容や担当教員数等が示されている。日本語教員の登録については、

試験の合格とともに、日本語教育を行うために必要な実践力を身に付けるための教育

実習を求めることとし、教育実習について、文部科学大臣の指定を受けた機関が教育

実習を実施するための質を充実・改善するための仕組みとして次のような基準等を検

討する。 

 

○ 資格取得の要件として筆記試験とともに必須となる教育実習は、日本語教師に求めら

れる資質・能力のうち、日本語教師に必要な基礎的な技能・態度に含まれる実践力と

して不可欠なものとして、平成 31 年審議会報告において提示された日本語学習を想定

して行う実際の指導及びそれに関連する授業などの教育実習の指導内容、指導時間数、

指導体制、評価の在り方などを検討する。 

 

○ 指定日本語教師養成機関において教壇実習を行う場合は、教育実習担当教員の下に責

任を持って教壇実習を行う機関内の体制を明確化するとともに、指定日本語教師養成

機関外で教壇実習を行う場合についても、教育実習担当教員と教壇実習指導者の役割分

担を明確にし、当該養成機関の責任の下で実習機関も含めて一体的に質を確保する指導体

制を置くことを前提に検討する。  

・ 大学等における教育実習（１単位以上）※１単位は 45時間の学習を必要とする内容を

もって構成することが標準（大学設置基準） 

・ 専門学校等における教育実習（45単位時間以上）※１単位時間は 45分以上 

 

 

 

 

 

 
16 日本語教育参考データ集 77頁下段：資格の整備等による日本語教育の水準の維持向上 
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※具体的な審査基準については、以下イメージをもとに、必要な方向性などを更に検討

する。以下は主なものを記載。 

【教育実習内容】 

・原則として対面で以下の内容を学習する。 

① オリエンテーション：目的、学習者のニーズ分析、構成要素と内容、学習者、 

コースカリキュラム、教材分析 

② 授業見学：指導の流れ、学習者観察の視点、授業分析評価の観点 

③ 授業準備：指導項目の分析、教案作成、教材教具準備 

④ 模擬授業：授業計画や教材・指導方法等の妥当性を検討することを主な目的とした 

         シミュレーション。模擬授業は複数回実践し、振り返りを行う。 

⑤ 教壇実習：１単位時間の指導２回を含む、複数回の教壇実習を実施 

⑥ 教育実習全体の振り返り：準備から授業報告までの一連の流れを振り返るとともに、         

学習者評価・教師評価・授業評価を行い、授業改善の手法 

を学ぶ。 

 

・対面のクラス指導以外の授業内容に応じた形態（個別指導、一対一の指導等、オンライ

ン）、対象別、レベル別、言語活動別の指導力を育成する多様な教育実習が設計されるこ

とが望ましい。 

・実習授業の方法として、オンラインで対応可能な範囲を検討する。その場合、多様な 

メディアを高度に利用して行うオンライン授業については、同時かつ双方向に行われる

もの、毎回の授業の実施に当たって、当該授業を行う教員が当該授業の終了後に適切な

方法で設問回答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せて行うこと、生徒の意

見交換の機会を確保するなど、対面授業に相当する教育効果を有すると認めた授業を実

施できることを前提に検討する。 

・オンライン授業で指導することも想定し、⑤教壇実習においても対面授業とオンライン

授業ができることも重要であり、オンラインでの実習についても、その具体的な在り方

も含め検討する。 

 

【教員の要件】 

① 専任(常勤)の教育実習担当教員を１名以上配置 

② 教育実習担当教員の要件 

・教育実習を実施する学科等の組織に所属 

・日本語教育に関する学位等の資格（登録日本語教員であることが望ましい） 

・教育法に関する教育・研究上の業績・実績又は実務上の実績 

・教育実習内容の編成に参画 

・複数配置する場合、必須の教育内容を指導するために必要な専門的指導を行う者で 

構成 

③ 教壇実習指導者は、平成 31 年審議会報告において示された日本語教師に必要な技

能・態度に含まれる実践力を備えた実務経験を有する「中堅」の段階以上にある者 

 

※教育実習を担当する専任（常勤）の教育実習担当教員の配置については、養成機関が

少ない地域などにおける対応について継続して検討を行う。 

 

【教壇実習】 

・原則として５名以上の日本語学習者に対するクラス指導で、実習生一人につき１単位時

間以上の指導２回以上を実施 

・大学等の指定日本語教師養成機関における教育実習担当者と教壇実習指導者が異なる場

合、連携の在り方や、機関内の体制を明確にすること 

・教壇実習施設が実習実施機関と別にある場合は、教壇実習指導者を１名以上配置し、１

名当たりの教壇実習指導者が担当する実習生は年に最大 20 人までとし、実習の質の維持
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向上を図る体制を含め、その具体的な連携など運用の在り方とともに検討する。 

・教育機関が定めたシラバス・カリキュラムにのっとり行われるクラス形式の授業を経験

することとする。 

・教壇実習の対象となる学習者は、日本語を母語としない者とし、教壇実習の内容レベル

にあった者とする。 

・教壇実習の実施に際しては、次のような教壇実習施設を利用。 

 (例) 指定日本語教師養成機関内の教壇実習のほか、指定日本語教師養成機関外で想定さ

れる教壇実習施設 

  ・認定を受けた日本語教育機関に設置されたコース  

・地方公共団体が主催する地域日本語教室のコース ※１    

・小中高等学校等の実習施設における自治体や学校法人と連携した児童生徒に対する

コース ※２ 

  ・企業・事業者等と連携した就労者向けコース 

  ・指定日本語教師養成機関が海外の大学等と提携した留学前日本語コース 

   

※上記のコース例について、実習実施機関と受入れ先となる機関等の実態等を踏まえた

内容・体制などの在り方を別途検討する。 

※１ 地方公共団体、関係団体等で生活者のための日本語教育を実施している機関が、

大学等養成機関とパートナーシップを形成し、将来的には地域の生活・就労支援

を支える人材の養成・確保につながる可能性を視野に、地方公共団体における理

解・協力が得られるよう国が十分に説明を行うなど、今後の対応を別途検討する。 

※２ 小・中・高等学校等における実習指導について、日本語教師の「中堅」に該当

する者がいない場合、「教壇実習指導者」として認定するのが難しいため、学校に

おける実習指導については別途検討する。 
 

 

【教育実習の評価・公表】 

・ 各機関の質保証のため、教育内容や受講料等の適切な評価項目・評価基準を定め、専任

の教育実習担当教員及び教壇実習指導者が行い、必ず課程・実習責任者が評価決定の最

終確認を行う。 

・ 教育実習の実施機関は、実習計画の概要、実習指導体制と方法の概要、教壇実習施設と

の連携の概要、評価方法の概要、受講料等を公表する。 

・ 各年度の教育実習受入れ数、修了者数等について、定性的な評価とともに公表する。 

 

【定期報告等】  

・指定後も一定の水準が維持されるよう、教育活動の状況に関する国への定期報告を行う

とともに、定期報告等で課題が把握された場合には、指導・助言の端緒とするとともに、

必要に応じて改善等を促す。  

 

（３）指定日本語教師養成機関 

(日本語教師養成課程の基準等) 

○ 令和３年協力者会議報告において、指定日本語教師養成機関が実施する養成課程を修

了した者については、試験の一部を免除することができることとしている。指定日本

語教師養成機関として想定されるものとしては、日本語教師の養成コース等を置く大

学・大学院や、法務省告示校で文化庁への届出を行っている日本語教師養成研修を実

施する専門学校、民間教育機関等が想定される。 

 【参考】現行の日本語教師の養成機関 

・大学等の日本語教育に関する課程：179大学 241課程（令和４年 10月現在） 

・民間教育機関等の日本語教師養成研修：80機関 170コース（令和４年 10月現在） 

 

※ 経過措置期間中の対応については別途検討する。 
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○ 令和３年協力者会議報告では、指定日本語教師養成機関を修了した者について、筆記

試験①と教育実習を免除できることとされ、養成課程の最低単位数等や指定の際の審

査項目の案等が示された。また、令和３年 10 月には学習者の日本語能力習得レベルや

評価などの目安となる「日本語教育の参照枠」がまとめられている。 

 

○ これを踏まえ、現代的・社会的ニーズに対応した指定日本語教師養成機関の質を確保

し、ひいては登録日本語教員の質を確保する観点から、指定日本語教師養成機関の指

定等については以下のような項目を検討する。 

 

※具体的な審査基準については、以下のイメージをもとに、必要な方向性等をさらに検討する。 

指定日本語教師養成機関審査項目（案） ※主なものを記載 

【機関の基本情報】 

・ 機関及び日本語教師養成課程の名称、設置形態、代表者、養成事業の概要、養成の実施

形態、養成の実施場所・環境・設備、個人情報保護の取組、連絡先 など 

 

【課程の教育内容等】 

次のような観点を踏まえ、コースカリキュラム・シラバス、定員、受講対象者、科目担

当教員数及び略歴、修了要件及び評価の考え方、受講ルール・マニュアル、広報資料、

証明書様式、テストサンプル等を提示すること 

・ 平成 31年審議会報告で示された「必須の教育内容」50 項目を網羅すること 

・ 「日本語教育の参照枠」を踏まえ、言語教育法・実習などの教育内容を編成すること 

・ 「必須の教育内容」50項目の各教育内容の時間配分が適当であること 

・ 養成課程全体として学習が体系的であること 

・ 講義、演習形式だけでなく体験、事例研究、問題解決学習など主体的・協働的に学ぶ機

会を取り入れること 

・ 機関独自の学習内容を含める場合、原則、養成課程全体の学習内容のうち３分の２以上

が「必須の教育内容」50 項目に関するものであること。ただし、学校教育や社会教育な

どの専門性を有する者が日本語教育を学ぶ課程の場合は、これによらない場合も認める

方向性について引き続き検討する。 

・ テストやパフォーマンス評価等により履修者の到達度の確認を行い、一定水準以上をも

って修了させること 

・ 通信による課程の場合、一定の単位時間以上の面接授業又は同時双方向性のある多様な

メディアを高度に利用した授業による科目を含むこと 

・ その他、定員、受講ルール・マニュアル、広報資料、証明書様式、テストサンプル等が

適正であること 

 

【教員】 

・ 養成課程を実施する学科等の組織に所属し、養成課程の編成に責任を有する常勤の主任   

教員を置くとともに、収容定員に応じて一定の数の常勤の教員を置くこと 

 

 

 
 

【実施体制、受講管理体制】 

・ 日本語教師養成課程の教員組織が適切に整備されていること 

・ 受講管理体制が明確かつ適切に整備されていること 

 

【財務状況（受講料、教材費、講師謝金等）】 

・ 指定日本語教師養成機関の財務状況を提示すること 

各科目の担当教員が、その学歴、学位、資格、教育又は研究上の業績、実績並びに職務 

 
求められる要件など教員審査の観点について、専門的観点から検討すること 

・ 

・ 

上の実績等を勘案して、当該科目を担当するために十分な能力を有すること 
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・ 受講料、教材費、講師謝金等を適切かつ明確に定めていること 

・ 受講料等の適切性や財務状況の整合性などの審査の観点など具体的に検討すること 

 

【教育実習の実習施設及び実施計画】 

・ 日本語教師養成課程と教育実習を一体的に実施することができる連携体制を有すること

とし、指定日本語教師養成機関は、実習全体の基本方針として、実習全体に関する組織

体制・指導体制、実習計画・教壇実習施設概要等を明確にする。 

・ 教壇実習が指定日本語教師養成機関外の場合は、当該養成機関との連携・指導体制、評

価方法・基準・危機管理体制などを含めた実習計画等を策定すること 

 

【自己点検評価、第三者評価の実施体制】  

・ 指定日本語教師養成課程を有する機関は、当該機関における課程の教育課程、教員組織、

教育実習並びに施設・設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表す

ること 

・ 適切な第三者評価を実施する機関については、第三者評価を推奨する観点から、指定後

のフォローアップにおける諸手続きの負担軽減策などにより、各機関による第三者評価

の積極的な実施を促すことについて、大学で実施されている認証評価や民間機関などの

評価制度との関係も整理しながら検討する。 

 

○ 審査は、国が養成課程を適当と認めるに当たっては、教育課程等の専門的事項を審査

する必要から審議会において行うこととする。また、その具体的な観点や運用などに

ついては引き続き検討する。 

 

○ 指定後の質を確保する観点から、定期報告等を求めるとともに、国は定期的な実地調

査を実施し、必要に応じて指導・改善等を行うとともに、必要な場合は、段階的な是

正措置を行うことができることとする。 

 

○ 法施行前から大学、大学院、短期大学、文化庁届出受理日本語教師養成研修機関（420

単位時間）の日本語教師養成課程に在籍している者については、当該養成課程が、指

定日本語教師養成機関と同等と認められる一定の要件（平成 31 年審議会報告で示され

た「必須の教育内容」50 項目を既に実施していることなど）を満たす場合には、同様

に筆記試験①の免除を認めるなどの経過措置について検討する。 

 

（４）日本語教員の登録に関する経過措置  

○ 令和３年協力者会議報告において、公認日本語教師の資格は、日本語教師の資格制度

を整えることにより、優れた日本語教師を養成・確保して、我が国の日本語教育の質

を向上させることを目的に創設されることを踏まえ、「日本語教育機関の告示基準」

第１条第１項第 13 号 の教員要件を満たす現職日本語教師等が公認日本語教師の資格

取得を希望する場合、原則として筆記試験合格及び教育実習履修・修了の要件を満た

した上で資格を取得することとするとされた。 

 

○ 日本語教師の資格取得から登録に当たっては、これまでの日本語教師の養成の教育内

容、既存の民間試験の出題範囲や受験者及び合格者の状況、現職日本語教師の実務経

験年数等の状況、養成、日本語教師の勤務形態に加え、コロナ禍における２年半にわ

たる留学生の入国制限の中で日本語教師の確保が困難な状況となっている現状・経緯

などを踏まえた検討を行う。制度開始時の日本語教師の質的・量的な確保に配慮しつ

つ、一定の要件を満たす現職日本語教師等について、円滑に登録日本語教員としての

登録を受けられるよう、また、日本語教師の学び直しの観点もあわせて、筆記試験や

教育実習の免除を含めた経過措置を設ける。 



28 

 

○ コロナ禍の影響による現職日本語教師の離職や、現職日本語教師のうち、非常勤講師

の割合が半数以上を占める状況、また、40～60 代の日本語教師が多くを占めており、

日本語学校の中核を担っている状況等を踏まえ、今後、登録日本語教員の質的・量的

な確保を図る観点から、経過措置における筆記試験の実施回数などを踏まえた配慮な

ど慎重な検討を行う必要があり、経過措置期間は最低５年程度を想定し対応すること

を検討する。 

 

○ 経過措置期間において、筆記試験は年間１回以上として段階的に回数・会場などを増

やすことや、一定の質が確保された民間試験合格者には、近年の状況変化を踏まえ習

得が必要と考えられる内容が盛り込まれた講習の受講を求め、受講内容が身に付いた

ことを確認するための修了試験を実施する等、具体的な方策について、引き続き、有

識者などによる検討を行う。 

 

○ 具体的には、次のような要件を満たす場合には、登録に当たっての経過措置期間は、

それぞれに示すとおり筆記試験や教育実習を免除することを検討する。 

 

（指定日本語教師養成機関と同等の教育課程を修了した者の経過措置） 

・ 日本語教師の養成において求められる資質・能力を身に付けるため、平成 12 年「日本

語教育のための教員養成について」(文化庁日本語教員の養成に関する調査研究協力者

会議）（以下「平成 12年報告」という。）、及び平成 31年審議会報告において示され

た「必須の教育内容」50 項目を踏まえたカリキュラムの見直しなどに取り組む大学等

養成機関の実態を踏まえた経過措置の在り方について検討する。 

・ これまでの日本語教師養成の実績などを前提に、制度開始前に、指定日本語教師養成

機関に求められる教育内容等と同等のものを履修した者、又は在籍中の者について、

大学等養成機関における科目が３領域・５区分・15 下位区分のうち、「必須の教育内

容」50 項目を含み必要な科目の履修及び養成課程の修了が認められた者は、筆記試験

の一部の免除が可能となるような措置を検討する。(別紙８：Ｃルート)                    

 

（質が担保された機関17の現職日本語教師に対する経過措置） 

・ 経過措置期間中において、現職日本語教師の要件を満たし、かつ、法務省告示校など

の一定の質が担保された機関に一定期間以上勤務している者は、実務的な経験を有す

ることから教育実習は免除することを検討する。（別紙８：Ｄ・Ｅ・Ｆルート） 

その際、質が担保された機関で勤務する現職日本語教師について、法務省告示校のほ

か、大学留学生センターや大学の留学生別科、学部での指導に当たる日本語教師、企

業等で指導経験が豊富な日本語教師なども含めて十分な経験を有する者の要件などを

検討する。現職日本語教師については、海外での活動勤務や、育児・介護などの理由

で現職日本語教師として一定期間活動していない者についての配慮を検討する。 

・ 試験会場数・回数の増や CBT化などの整備が十分ではない段階においては、試験の公平

性の観点から、前述の「必須の教育内容」50 項目に日本語教師養成機関が対応する前

に、現行の「日本語教育機関の告示基準」の教員要件を満たす養成課程・研修等を修

了した者については、平成 12年報告及び平成 31年審議会報告以降に新たに加えられた

教育内容や、近年の状況変化を踏まえ習得が必要と考えられる講習を受け修了するこ

とで、筆記試験の一部を免除するなどの在り方を検討する。 

・ その場合、有識者により、平成 12年報告及び平成 31年審議会報告で提示された教育内

容やそれ以前の状況などを踏まえた分析・評価を行うとともに、筆記試験との対応関

係や、それらを踏まえた講習の範囲や方法、その講習を通した習得状況を確認するた

 

 
17 別紙８：登録日本語教員の資格ルート・イメージ参照。質が担保された現職日本語教師について、法務省告示校の

ほか、大学留学生センターや大学の留学生別科等 
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めの講習修了認定を行う試験方法などについて有識者の意見を踏まえ検討を行う。 

・ 講習については、現職日本語教師の経験なども生かしつつ、当該教員が新たな知識・

技能を習得できるような、例えば、従来はなかった「著作権」「日本語教育と ICT」「日

本語教師の資質・能力」などの教育内容や、近年の状況変化を踏まえて最新の動向の

把握が求められる「在留外国人施策」「日本語教育プログラムの理解と実践」「コース

デザイン」「教材分析・作成・開発」「評価法」「目的・対象別日本語教育法」などの内

容について、一定の講習を受講することも検討する。 

 

（現職日本語教師のうち必須の教育内容との適合性を有する試験合格者に対する経過措置） 

・ 質が担保された日本語教育機関で勤務する一定の実務経験を有する現職日本語教師の

うち、前述の「必須の教育内容」50 項目との適合性を有する大学・大学院・短期大学、

文化庁届出受理日本語教師養成機関(420 単位時間)等日本語教師養成課程・研修等を修

了した者については、教育実習の免除が可能となるような措置を講じるとともに、平

成 12年報告及び平成 31年審議会報告以降に新たに加えられた教育内容や、近年の状況

変化を踏まえ、内容に変更があった教育内容等、新たに習得が必要と考えられる18知識

について、講習を受け修了することで、筆記試験を免除するなどの在り方を検討する。 

・ 日本語教育能力に関する民間試験のうち、その筆記試験の出題範囲と、平成 12 年報告

及び平成 31 年審議会報告で示された基礎的な知識及び技能としての「必須の教育内容」

50 項目との適合性や、当該民間試験実施からの経過期間等を勘案し、当該試験の合格

をもって新たな試験で確認する基礎的な知識及び技能と同等の能力を身に付けている

と判断され、質が担保された日本語教育機関で勤務する現職日本語教師については、

平成 12年報告及び平成 31年審議会報告以降に新たに加えられた教育内容や、近年の状

況変化を踏まえ、内容に変更があった教育内容等、新たに習得が必要と考えられる知

識について、講習を受け修了することで、筆記試験を代替するものとして検討する。 

・ その場合、有識者により、当該民間試験と、平成 12年報告及び平成 31年審議会報告で

提示された教育内容やそれ以前の状況などを踏まえた分析・評価を行うとともに、そ

れらを踏まえた講習の範囲や、講習を通した内容の習得状況を確認するための講習修

了認定を行う試験方法などについて有識者の意見を踏まえ検討を行う。 

・ 講習内容については、現職教師の経験なども生かしつつ、新たな知識・技能が習得さ

れるよう配慮する。そのため、民間試験との対応関係を検討した上で、必要な教育内

容や、前述のＤルートのように、近年の状況変化を踏まえて最新の動向の把握が求め

られる「在留外国人施策」「日本語教育プログラムの理解と実践」「コースデザイン」

「教材分析・作成・開発」「評価法」「目的・対象別日本語教育法」などの内容等につ

いては一定の講習を受講することも検討する。(別紙８：Ｅルート) 

・ 試験会場・回数増などの環境整備が十分でない段階においては、現職日本語教師の厳

しい勤務状況や、海外で勤務している日本語教師、コロナ禍でやむを得ず離職し異な

る職業に就いている日本語教師で復職を希望する者に対して、試験を受ける機会を確

保する公平性・公正性の観点から、オンラインによる講習及び講習修了認定試験の在

り方も含め検討する。(別紙８：Ｄ、Ｅルート） 

・ 講習の内容や、一部オンライン等も含めた方法、修了要件となる評価等については、

平成 12年報告及び平成 31年審議会報告で提示された教育内容を踏まえ、今後、有識者

の意見も踏まえながら、更に検討を行う。 

 

 

 

 

 
18 別紙９：日本語教師の養成における教育内容を参照。これまで文化審議会等で提示されてきた教育内容から従来に

はない教育内容や、変更がある内容のうち主なものを提示。 
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４．新たな制度に必要な基盤整備等 

 （１）必要な基盤整備 

（日本語教育に係る一元的な情報発信） 

○ 日本語学習を希望する者や、質が確保された認定機関等との連携を希望する者に対し、

制度開始後には、多言語による認定日本語教育機関の情報発信、指定実習実施機関、

指定日本語教師養成機関の情報など必要な情報がオンライン上も含めてアクセスしや

すくなるような仕組みを検討する。質が保証された認定機関等の情報発信については、

統一的なイメージをもって国内外で戦略的に展開する方策なども検討する。あわせて、

申請などの業務負担軽減、効率化の観点から各種申請をインターネットを利用して行

うシステム構築について検討する。また、日本語教育関係者に対し、日本語教育コン

テンツ共有システム（NEWS：Nihongo Education contents Web sharing  System)など

も含めた教育コンテンツの一元的発信の仕組みなどについて検討する。 

【日本語教育機関】 

・認定に係る申請について、サイト上の電子申請を可能とし、日本語教育機関及び国の各

種手続きを簡素化するとともに、認定を受けた機関についての多言語での情報発信 

【日本語教師養成機関】 

・指定に係る申請について、サイト上の電子申請を可能とし、手続きを簡素化するととも

に、指定を受けた機関についての情報発信 

【日本語教師】 

・試験の受験申請や合格証発行、資格取得証明書の電子化により、各種手続き等を簡素化 

・資格取得後、自己研鑽のための研修を受講した際には、受講歴の証明のデジタル化を促

進  

・教育実習の修了や勤務経験、研修の履歴を一貫して記録・管理することが可能になり、

各教員の指導経験、勤務状況、学位・各種免許等の学びの軌跡、ビジネス経験等の可視

化を通じたキャリア形成に資する仕組み 

【日本語学習者】 

・情報の一元化、及び認定機関の多言語情報発信により、情報アクセスの利便性向上。認

定機関に直接アクセス可能となるような仕組みを検討 
 

（地域における日本語教師養成・研修の拠点整備・関係機関のネットワーク化推進） 
○ 高度かつ専門的な日本語教育の指導法等に関する教育研究などが重要である。教授法、

評価法、ICT教育、音声指導など日本語教育の専門性の見地からの研究成果が認定日本

語教育機関、地方公共団体における研修などにおいて活かされるような日本語教師養

成・研修を担う高度な専門人材の育成、地域のニーズに応じた養成・研修を行う研修

人材育成の拠点を整備する。 

 

○ このため、日本語教師養成や研修の担い手の育成プログラムの開発、研修の実施及び

好事例を含めた新制度に関する情報共有、日本語教師養成を行う大学・大学院等を拠

点として、地域における取組の方向性を共有するため、地域の認定日本語教育機関、

地方公共団体における担当部署、国際交流団体、NPOなどが参画するネットワークを構

築する。 

 

○ また、国内の日本語教師数や養成機関等の地域差や、養成課程を修了しても実際に日

本語教師となる者が少ない現状があることに加えて、教師不足を課題とする地方公共

団体、経済団体、日本語教育機関があるなど雇用のミスマッチが生じている状況もあ

る。前述のようなネットワークにおいて、関係者間で、地域における日本語教師養成

機関、日本語教育機関、地方公共団体、経済団体等における域内の課題・ニーズを共
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有し、養成課程修了者の就職支援などの取組を行い、必要な専門人材として日本語教

師が評価され、適切な配置確保がなされ、処遇改善につなげることが重要である。 

 
○ 登録日本語教員の質的・量的確保を図るため、「潜在的な」日本語教師の復帰促進のた

めのオンラインを含めた研修などを検討する。 
 

（２）新たな制度の活用促進 
○ これまで整理した背景・課題を踏まえ、日本語学習を希望する者や、質が確保された

認定日本語教育機関、登録日本語教員の活用を希望する機関に対し、新たな制度が活

用されることが重要である。このため、推進法の基本理念を踏まえ、外国人等に係る

教育及び労働、出入国管理等施策との有機的な連携等19を通じて、本制度が求められる

社会全体の中で活用されるよう、次のような具体的方策について検討する。 

 

・ 認定日本語教育機関における日本語教育プログラムの情報が、希望する留学生、就労

者、生活者に提供されるよう、多文化共生相談窓口を含む地方公共団体、国際交流団

体、経済団体、事業者等の関係者に広く周知する仕組みを検討する。 

・ 在外公館や関係独立行政法人、外国人在留支援センター（FRESC）、外国人雇用サービ

スセンター、ハローワーク、高度外国人材活躍推進ポータル（JETRO）、外国人就労者

に関する各種会議等における情報提供を効果的に行う仕組みを構築する。                                

・ 認定日本語教育機関であることを在留資格「留学」付与の要件とし、必要な制度や運

営の見直しについて検討する。その際、留学生や認定日本語教育機関の負担軽減を図

る観点から関係省庁において連携した制度運用の在り方を検討する。 

・ 技能実習制度、特定技能制度において認定日本語教育機関、及び登録日本語教員の活

用促進を検討する。 

・ 外国人児童生徒等の日本語学習支援においても、地方公共団体等と大学等の日本語教

師養成機関、日本語教育機関等との連携により、登録日本語教員で「児童生徒」向け

研修などを受講した者が、小中高等学校等において、学校教員と協働して児童生徒支

援に携われるよう、特別の教育課程、夜間中学の補習や、授業におけるティームティ

ーチングなどにおいて日本語指導者として積極的に活用されるよう具体的な仕組みを

検討する。 

・ 在外教育施設に通う日本人児童生徒に対し、研修を受けた登録日本語教員を積極的に

活用する仕組みを検討。また、現地採用教員の人材育成にあたっては、国際交流基金

による海外日本語教師研修等の活用も検討する。 

 

  など登録日本語教員については、認定日本語教育機関以外の場でも活用を促進できるよう

方策を検討する。  

 

 
19 日本語教育関係参考データ集 71 頁下段：「認定日本語教育機関」及び「登録日本語教員」の活用について 
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（別紙１） 試験実施体制 

 

主な項目 指定試験実施機関 

機関の位置付け 文部科学大臣に代わって資格試験を行う機関 

機関の数 １機関 

指定機関の種類 法人（法人の要件についての詳細は今後検討） 

指定の要件 以下の全ての要件を満たす場合にのみ試験実施機関として指定 

①法令に定める試験科目の全てについて試験を行うこと 

②法令に定める要件を満たした試験委員が試験の問題の作成、採

点を行うこと 

③資格試験業務の専任の部門を置くこと 

④試験の信頼性を確保するための措置が取られていること 

 

試験委員の適性 試験委員は次のいずれかに関する知識経験を有するものとする。 

①学校教育法による大学・短期大学等において日本語教育又はそ

の関連領域に関する科目を担当する教授・准教授の職にある

者、又はあった者 

②一定年数以上専任の日本語教師の職に従事した経験等を有する

者 

③①②と同等以上の知識及び経験を有する者 

監督等 ・文部科学大臣は、業務の適正な実施を確保するため必要がある

ときは、当該機関に対し、業務の実施に関し監督上必要な命令

をすることができる。 

指定の取消し等 ・文部科学大臣は、機関が法令で定められた欠格条項に該当した

場合には、指定を取り消さなければならない。 

・文部科学大臣は、機関が一定の要件に該当する場合には、指定

の取消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ

ることができる。 

報告等 文部科学大臣は、業務の適正な実施を確保するため必要があると

きは、機関に対し、業務に関する必要な報告を求めることができ

るほか、担当省庁の職員に当該機関の事務所に立ち入り、業務の

状況、帳簿、書類などを検査させることができ、又は関係者に質

問させることができる。 
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à
b
c
d
e

�
�

f
�
�
g
�
h
i
j

k
l
�
�

f
	


�
�
�
2
m
�
n

o
p
�
q
r
j

別紙３

34



�
�
�
�

�
�
�
�
	



�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
 
!
�

�

�
�
"
#

$
%
&

'
(

)
*
+
,

-
.


/
�

'
(
0
1
�

)
*
2
3

-
.


/
�
4
5

�
6
7
8
'
(

0
1
�
)
*
2
3

( 9 * :
;
<
0
�

=
>
�
8
?

�
@
A
B
C

;
<
D
E

F
G
�
H
�

;
<
0
�

�
+
,

I
J
;
K

I
J
L
M

)
*
+
,

N
O
P
Q
R
S
T
�
U
O
P
0
�
V
W
X
Y
Z
[
/
\
]
^
_
Y
`
]
8
?
�
a
0
1
Y
b
!
]
�
	


�
c
�
d
e
�
V
0
1
�
f
g
Y
^
7
�

h
i
]
j
`
]


k
Y
�
O
P
Q
�
O
l
V
W
X
Y
L
M
`
]
m

U
/
\
]
^
_
�
�
	


�
c
V
n
_
0
1
U
+
,
`
]
�
c
d
e
�
o
V

p
q
`
]
m

V
f
r
`
s

N
m
�
8
?
�
t
(
�
u
v
V
w
8
`
�
	


�
c
0
1
V
'
(
`
]
x
y
V
z
{
�
�
'
(
|
}
~
l
'
(
�
Y
b
�
�
�
�
�
�
�
Y
^
�
�

o
�
�
�
 
�
V
�
]
s

�
�
�
r
�
�
.
/

�
�
�
�
�
�
�
�

U
h
�
�
�
�
�
�
�

�
�
g
Y
�
�
:
�

�
�
�
�
 
�

¡
¢

4 5 £ ¤

*
:
d
e

�
2
3

I
¥
g
�
d
¦

o
p
q
V
§
¨

`
]
8
?
�

>
�
©
%

'
(
V
D
!
8
�
	


�
c
0
1
�
o
�
�
�
 
�
Y
1
`
]
�
�
�
ª
«
¬
�

®̄
°
�

�
�

0
1

0
1

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
 
!
�

±
²

別紙４

35



�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
$
%
&
'
&
(
)
*
+
,
-
.
'
/
0
1
2
3
4
�
�
5
6
7
8
9
�
:
5
'
;
<
=
>
"
?
@
A
%
&
,
*
+
-
.
3

B
;
'
C
)
%
&
D
E
�
:
F
�
�
G
+
H
,
-
.
3
I
%
&
D
E
J
K
'
L
(
)
*
+
M
N
<
O
P
(
)
Q

�
R
S
E
,
*
+
,
-
.
'
C
T
3
 
!
"
U
V
�
W
X
(
)
Y
<
;
Z
[
D
E
\
,
]
^
_
S
�
 
!
"
#
$
%
&
'
&
(
)
*
+
�
`
a
b
c
?
d

)
R
e
6
3
f
g
h
,
i
j
k
6
l
m
n
<
 
!
"
#
$
'
&
(
)
o
p
q
�
r
(
n
,
J
K
'
e
s
1
,
t
u
'
v
w
(
)
e
e
x
'
3
f
%
&
,
y

z
,
{
|
)
}
'
C
)
\
,
~
�
�
�
(
Q

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�


�
�
�
�

�
�
�
�
�
	


�
�

-
.
�
k

;
;
�
�
G
+
H
,
�
k
2
%
&
�

%
&

�
�
>
"

 
!
"
�
�
�
�
,
[
;
"

 
!
"

 
!
"
�
�
�
,
[
;
"

,
�
�
�
�
�

�
 
�
¡
¢
�

�
�
5
�
�
7
8
5

£
¤
¥

¦
§

¨
\
�
¡
¢
�

�
�
©
ª
n
,
«
¬
�

®
E
S
)
¯
°
©

ª
,
±
²
³
´
µ
¶
,
%
&
,
©
!
·
µ
*

+
,
-
.
�
@
A
Q

f
%
&
,
#
$
y
z
�
�
G
·
'
;
<
¸
¹
F
3
º
»
¼

½
>
,
¾
¿
e
(
)
e
e
x
'
3
À
Á
�
,
Â
Ã
'
/
0
1

;
<
Ä
Å
·
'
-
.
(
)
R
e
?
%
&
Æ
,
Ç
È
É
Ê
�

�
(
Q

%
&
i
E
<
#
$
y
z
n

'
&
(
)
*
+
�
J
K
'

M
N
(
)
R
e
?
Ë
Ì
Í

¦
�
Î
�
(
e
e
x
'
\
~

�
'
Ï
Ð
)
Q

Ñ
 
�
Ò
�

(
)
Ã
Ó
�
¡

¢
�

Ô
%
&
�
�
Õ
Ö
Y
,
Ó
·
¼
×
Ø
¼
Ù
Ö

Ô
Ú
Õ
,
£
Û
 

Ô
U
Ü

Ô
#
Ý
¼
Þ
Ý
ß
à
�
#
Ý
,
U
�
n
�
�
�
�

Ô
�
Õ
¼
Õ
�

Ô
�
�
�
Ý

Ô
�
	
�
�


�
�
,

,
#
$
ß
à
'
&
(
)
Â
Ã

Ô
 
!
"
#
$


�
,
�
�

Ô
�
m
£
�
¼
�
m
 
�
¼
5
Æ
¼
U
G
¼
�
m
 

Ô
b
U
¼
�
U
¼
�
U
¼
�
U
¼
�
m
,
Ò
�

Ô
�
�
'
&
(
)
Ò
�

Ô
�
y
�
,
�
�
k
Ñ

Ô
v
�
�
'
&
(
)
Â
Ã

Ô
�
m
�
¼
b
U
�
¼
�
,

,
�
�

Ô
%
&
<
@
A
�
U
�
n
,
�
�

Ô
%
&
,
�
�
�
�
�
�
,
�
	



Ô
b
U
Y
�
¼
P
�
Y
�
¼
�
�
Y
�
¼

�
Y
�

Ô
b
U
Y
�
�
,
�
�
³
´
�
b
U
�
�
6
�
�
�
«
�
�
�
�

Ô
 
!
"
#
$


�
,
y
z
Z
�

Ô
U
V
,
�
�
�
�


�
�
�
,
©
ª

Ô
U
V
,
�
Î
�
�
m
5
,
�
�
,
 
!
"
�
�
�
�
�
�

Ô
�
U
3
�
�
�
�
�
�
�
�
,
�
 
n
'
!
)
�
�
,
�
�
³
´

Ô
�
y
�
,
�
�
,
�
�
³
´
�
�
 
"
#
�
�
�

Ô
�
U
Y
�
¼
$
Þ
Y
�
¼
�
µ
�
U
q
¼
$
Þ
q

Ô
i
%
�
�
¼
&
'
Y
�
�
,
(
Î
3
(
Î
�
)
*
|
�
+
ß
�
,

Ô
Õ
Ö
Y
,
-
�
³
´

.
/
0
U
1
2
3
,
%
&
'
/
0
1
2
3
4
P
,
«
�
5
H
6
7
'
L
F
1
3
�
'
P
0

8
9
,
:
;
D
E
<
b
;
P
0
8
9
=
>
,
+
H
<

®
E
S
1
0
)
3
�
�
,

<
?
³
´
3
�
U
,
³
´
3
@
A
[
y
z
,
³
´
3
�
m
5
;
,
�
�
6
 
!
"

�
�
n
'
/
0
1
B
n
,
Z
�
�
C
d
D
d
;
>
,
+
H
�

®
)
<
3
-
.
,

L
E
e
2
F
µ
0
Q

4
B
,
Ã
Ó
�
F
G
e
F

µ
<
E
3
f
%
&
,
H
¨
6

I
J
3
K
P
(
)
g
h
,
³

´
3
U
V
Y
¼
L
U
¼
l
m

n
,
M
�
N
µ
¶
'
O
P
3

f
%
&
<
Q
i
'
R
Ç
µ

Ã
Ó
�
S
#
(
)
Q

T
|
U
3
/
$
V
1
2
3
,

%
&
'
/
0
1
2
[
;
W

X
�
Y
�
Z
[
\
]
�̂
>

,
*
+
M
N
�
_
�
(
)

R
e
x
G
|
E
S
)
Q

別紙５

36



�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�
�
�
	


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
$
�
�
%
�
�
&
�
�
%
�
!
�
�
	



�
�
�
�
'
(
)
*
�
�
	


+
�
�
,
�
-
�
.

/
0
1
2
3
4
5
6

7
8
9
:
;
<
=
>
?
;
<
@

A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K
�

L
M
N
O
P
Q
�

R
�
�
S
�

A
B
C
D
E
T
G

H
I
U
V
N
O

W
X
Y
Z
)
*

[
\
D
E

/
0
1
2
]
6
^
_
9
`
=
a
b
c
d
e
c
f
1
6
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
@

q
�
D
E
�


/
0
1
2
]
r
s
t
u

v
w
?
x
2
3
y
z
6
{
|
}
~
y
�

2
3
y
z

d
>
?
;
<
�
h
�
�
2
3

y
z
x
�
�

�
�

P
Q
)
*
R
�
'
(
�
�
%
�
�
�

/
0
1
2
]
r
s
t
u
�
�
`
~

�
n
�
>
?
;
<
�
x
�
�

�
�
c
;
<
�
h
�

=
�
<
�
�
�
4
@

�
�
�
�
�

�
8
6
�
�
�
/
0
1
2
3
�
�
x
2
�
x
g
h
�
�
=
 
¡
¢
£
@

q
�
�
�
	


+
¤
¥
�


¦
§
�
�
�
�


�
¨
©
�
¨
ª
�


«


�
¨
©
�
¨
ª
�

¬
!
�
�
	


+
¤
¥

®
K

¨
©
�
¯
°
N
�
¨
ª
$
�
°
±
�
²
$
�
³
Ḱ
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à
b
c
d
e
c
f
g
h

ij
kl
m
"


�
�
n
o
"
p
q
ir
k

�
�
s
t
u
v
w
>
x
iy
kz
p
q
{
|

i}
k

�
�

E
~
i�
k�
�
�
x

i�
k

�
�
�
�
�
i�
kl
m
"


�
�


�
�

E
�
�

�̀
X
�
a
b
h

i�
kn
o
�
�
�
i�
k�
�
�
x
"
C
1
"
�
F
ij
�
k�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ij
j
k�
�
*
�
 
¡
¢

ij
r
k�
�
*
£
�
�
¤
�
ij
y
kz
p
q
*
z
�
�
¥
¦

�̀
X
�
§
¨
h

ij
}
k©
ª
«
¬

ij
�
k�
�
�

ij
�
k
®
¯
°
±
²
³
�
�
*
²
´
�
�
µ
ij
�
k�

�
�
�
�
�
�
ij
�
k¶
p
q
·
B
*̧
¹

ij
�
k

�
�
�
�

*

E
�
�
 
º
»
¼

�̀
X
�
�
�
h

ir
�
k

�
�

�
�
(
)
*
+
,

ir
j
k

�
�

E
½
¾
¿
�
À
�
«
¬
"
=
Á
ir
r
k
Â
*
�
�
Ã
Ä
�
Å
Æ

ir
y
k�
�
�
Ç
È
É
�
ir
}
k
Ê
Ë

ir
�
k
Ì
�
Í
*
Î
�
*
Ï
Ð

ir
�
kÑ
Ò
Ë

ir
�
kÊ
Ó
Ô
Õ

ir
�
k
E
=

ir
�
kÖ
×
�
�
�
Í
iy
�
kÊ
Ó
�
Í
*
Ø
Ù
Ú
Û
+
,
iy
j
kÜ
º
*
Ý
Þ
ß


�
�

E
Ë

iy
r
k¶
p
q
×

E
iy
y
k¶
p
q
�
�
�
�
�
�
�
�
�
iy
}
k�
�
�
�
�
�
�
�
�

E
iy
�
k

�
�

E
"
à�
�

iy
�
k�
Î
�

�̀
X
h

iy
�
k³
�
�
�
�
iy
�
kÝ
�
�
�
�
iy
�
k

�
�

E
�
 
4
�


�
�
�
Í

i}
�
k

�
�

E
�
 
4
�
�
�
*
�
�
�
�
i}
j
k

�
�

E
�
 
4
�
p
L
"
¡
T

i}
r
k

�
�

E
�
 
4
�
�
	
*
�


�
�
i}
y
k

�
�

E
�
 
4
�
p
Ë
�
�
i}
}
k

�
�

E
�
 
4
�
 
�
�
�

i}
�
k

�
�

E
�
 
4
�
�
�

º
�
�
i}
�
k·
B
*
«
¬
+
,
i}
�
k�
�
�
�
+
,
i}
�
kn
o
p
q
+
,

i}
�
kÝ
w
�
�
+
,
i�
�
k¶
p
q
�
�
+
,

別紙９

40



�
�
�
�
�

�
�
�
	


�
�
�

�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�  ! " #

$ % & ' ( ) * & ' ( ) +

,
-
.
/
0
1
2

3
4
5
6
7
4
8
4

9
:

;
<
1
=

9
: >>>

?
@
A
B
C
D
E
.
/
0
1
2
F
G
H
I
J
K
L
M
K
N
O
P
Q
B
R
S
T
U
V
K
9
:
H
W
X
4
Y

Z
[
H
.
/
0
1
\

U
V
]
^

_̀
a
b
c
d
e
f

g
h
[
i
j
H

.
/
0
1
\

U
V
9
:

_
k̀
l
b
c
m
n
d
e
f

o
N
p
q
r
s
H
t
u
F

v
w
x
y
�
 
!
"
#

z
{
|
}

~
[
o

v
w
x
y
�
 
!
"
#

z
{
|
}

�
�
o
�
j

v
w
x
y
�
 
!
"
#

z
{
|
}

�
�
p

v
w
x
y
�
 
!
"
#

z
{
|
}

�
�
j

v
w
x
y
�
 
!
"
#

z
{
|
}

�
t

v
w
x
y
�
 
!
"
#

z
{
|
}

.
/
0
1
\

�
�
�
�
9
:

�
�
�
�

�
�
�
�

1
2
�
�

:
�

� � . / 0 1 = � � � � � �

�
�
U
V
�
 

�
 
!
¡
¢
£
¤
¥
¦
§

¨
©
ª
«
¬

ª
®̄
�
 

!
"
#
°
±
v
§
�
 
!

"
²
³
´
µ
v
¶
·
§̧

�
 
!
¡
¢
¹
£
¤
º̧

»
x
y
¼
½
¾
¿
À
Á
Â

y
Ã

¨
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
¾
Ê
Ë

x
y
|
}
¾
Ì
Í
Î
Ï
Ð

Á
Â
Ñ
Ò
y
Ã

.
/
0
1
\
H
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø

. / 0 1 \

Ù
Ú
³
|
}
Û
Ü
¦

Ý
³
|
}
¹
Þ
ß
Ü̧
¥

à
�

. / 0 1 2 F G

.
/
0
1
\

�
 
!
¡
¢
¥
v
�
�
�
 
!
¹
�
�
x
y
¥

.
/
0
1
2

3
4
5
6
7
4

8
4

�
 
!
"
²
�
�
�
�
	
³


�
>
"
�

�
>
�
�
§

�
 
!
"
#
É
v
w
x
y
�
�
>
�
�
¹
�
�
�
�
§

�
�
à
�
�
°
³
�
�
>
�
�
¹
�
�
¥

.
/
0
[
�

�
�
p

�
 
!
"
#
¯
�
 
!
"
²
©
ª
«
¬

ª
®
ª
°

±
v
�
 
!
¡
¢
¥
³
�
 
!
¡
¢
¹
£
¤
§̧
º

»
x
y
¥
��
�
�
�
¬
�
°̧
Ñ
¶
·
�

	
.
/
0
1
\


Ó
Ô
Õ
Ö
�
V
�

D
E
�
�
�
U
V
K
�
�
�
�
K
�
�
.
/
0
1
=
K
�
<
K
�
�
K
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
4
8
4
j
H
9
:
�
�
H
�
�
�
�
�
�

	
�
�
�
s
�
,
-
.
/
0
1
2
�
�
�
E
�
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
4
8
4
�
.
/
0
[
�
�
�
p
_
�
�
�
 
6
Ö
�
�
f
H
2
V
K
!
"
�
#
$

�
�
.
/
0
1
=
�

%
�
&
p

_
'
(
�
r
f

� � ) * + , } - ¥ .

/ 0 1 2 3

4
/
0
1
5
�
 
!
"
²
v
6
Ò
Ñ
³
7
8
9
à
:
;
<
=
>
?
v
�
x
y
@
A
§
/
0
B
5
�
 
!
"
²
v
C
D
à
:
;
<
=
>
?
³
E
F
v
�
x
y
@
A

別紙10

41



巻末参考資料 
 

 

１. 日本語教育関係参考データ集 

…42 

２. 日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議の設置について 

…83 

３．日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議 委員名簿 

…84 

４．審議経過 

…85 





0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

61 62 63 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3

42



94,769
(19.5%) 

112,251
(19.9%) 

123,342
(19.0%

5,939
(0.9%) 

6,763
(1.0%) 

7,735
(1.1%) 

9,475
(1.2%) 

12,705
(1.4%) 

18,652
(1.7%)

26,270
(2.1%) 

343,791 
(23.5 )

372,894 
(22.5 )

370,346 
(21.5%)

334,603 
(19.4%)

11,026
(1.7%) 

130,116
(19.0%) 134,228

(19.7%) 

136,608
(19.9%) 

145,426
(18.5%) 

168,296
(18.5%) 

211,108
(19.5%) 

257,788
(20.2%) 

308,489 
(21.1 )

383,978 
(23.1 )

402,356 
(23.3%)

351,788 
(20.4%)

84,878
(17.5%) 

100,309
(17.8%) 

110,586
(17.0%) 

120,888
(17.6%) 

124,259
(18.2%) 

132,571
(18.5%) 

147,296
(18.7%) 

167,301
(18.4%) 

200,994
(18.5%) 

238,412
(18.6%) 35,615

(2.4 )

41,075 
(2.5 )

45,565 
(2.6%)

65,928 
(3.8%)

82,931
(17.1%) 

96,897
(17.2%) 108,091

(16.6%) 

109,612
(16.0%) 108,492

(15.9%) 

121,770
(17.0%) 146,701

(18.6%) 

192,347
(21.2%) 

239,577
(22.1%) 

297,012
(23.2%) 

276,770
(19.0 ) 

329,034 
(19.8 )

359,520 
(20.8%)

394,509 
(22.8%)

223,820
(46.0%) 

253,361
(45.0%) 

296,834
(45.7%) 

319,622
(46.6%) 

308,689
(45.2%) 

318,788
(44.4%) 

338,690
(43.0%) 

367,211
(40.4%) 

413,389
(38.1%) 

459,132
(35.9%) 

495,668
(33.9%) 

531,781
(32.1%) 

546,469 
(31.7%)

580,328 
(33.6%)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

39.5
(

58.0
( )

6.6

35.2

22 7 1

33.5
1 28

10

( )

43



44



47,599 
23,730 23,447 16,498 18,694 15,241 24,057 35,619 23,944 21,511 

50,295 62,647 71,231 
86,950 98,874 

102,454 

113,626 

54,539 
33,761 

17,405 
19,896 

29,860 

32,365 
36,661 

35,731 

33,590 

19,998 

13,559 

14,014 
15,212 

20,646 

23,200 

30,403 
34,422 

28,910 

18,164 

12,847 

13,002 

51,399 

53,157 

53,518 

56,672 

58,418 

63,047 

66,112 

44,276 

41,730 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

45



163,697 

161,848 

168,145 

184,155 

208,379 

267,042 

298,980 

312,214 

279,597 

242,444 

10,428 

12,410 

15,009 

18,631 

22,154 

25,643 
31,251 

41,347 
45,066 

48,561 

52,405 

53,787 

53,847 

52,921 

51,047 

51,298 

55,755 64,011 

78,812 

95,550 

109,508 

117,302 
121,812 

117,927 118,498 

123,829 
132,720 

141,774 

138,075 

137,756 

135,519 
139,185 

152,062 

188,384 

208,901 

228,403 218,783 

201,873 

25,622 

24,092 
32,626 

44,970 
56,317 

78,658 

90,079 

83,811 

60,814 

40,567 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

260000

280000

300000

320000

340000

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

171,122

239,287

68,165

46



174359

191753

217881

239597

259711

277857

160921

123408

6198

7843

10181

10827

17027

17301

10544

6791

351 472

9,228

9,891

9,345

11,861

11,701

13,195 10,573
10302

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

26 27 28 29 30

47



48



49



50



10

51



C2

C1

B2

B1

A2

A1

CEFR CEFR

C2

C1

B2

B1

A2

A1

52



17673 18899
21718 22043 22640 23043 24743

21898
18845

5816

9408
10114

10304 11271 11833
12908

15031

13989

14230

2053

4093
3936

4146
4648

5115
5655

6635

5868

6166

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

53



1.9

42.0

34.4

1.2

47.2

59.5

3.5

8.8

3.7

7.2

2.1

15.5 72.6

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

2.1 3.1

1.3

1.6

25.5

26.7

1.4

39.9

46.3

8.6

14.3

16.8

10.4

6.3

4.9

13.3

4.2

1.5

8.8

2.1

1.1
12.5 12.6 10.5 20.0

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

17.7

46.0

25.6

35.8

1.0

33.0

12.0

1.8

9.4

5.7

3.8

14.3

92.7

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

54



14.9%
2.4%

39.2%

35.3%

8.2%

4.5%

1.7%

30.8%

55.9%

7.0% 4.9%
1.2%

44.4%40.7%

8.6%

22

12

4
2 4

N5 N4 N3
N2

69 66 354

0 100 200 300 400 500

(R4.11.25 )

55



56



531

255

185

339

661

570

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

14,93 13,29 17,36 22,30 28,36 34,22 38,92 43,54 41,05

508 574 675 1,009 1,734 2,345 2,945 3,882 3,758

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

57



58



59



60



61



0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

10 20 30 40 50 60 70

62



63



38

50

30

39

52

25

2
5

0

10

20

30

40

50

60

28
31

27

45

5

31
27

13

0

10

20

30

40

50

64



65



66



67



68



69



70



FRESC

71



72



73



74



75



76



77



NEWS Nihongo Education contents Web sharing
System)

78



79



80



81



82



日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議の設置について 

令和４年４月２８日 

文 化 庁 次 長 決 定 

１．趣旨 

文化庁では、令和元年６月に成立した「日本語教育の推進に関する法律」において、

日本語教師の資格の整備や日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を

有するものに関する制度の整備が求められていること等を契機とし、「日本語教師の

資格に関する調査研究協力者会議」において当該制度に関する検討を進めてきた。令

和３年８月に取りまとめられた「日本語教育の推進のための仕組みについて（報告）」

では、①資格取得要件、試験の内容、指定試験機関及び試験の免除等資格、②日本語

教育機関の分類、評価制度の性質及び審査項目等日本語教育機関の評価制度に関する

事項が提示され、これを踏まえ文化庁において法制化に向けた検討を進めている。 

更なる詳細な制度設計に当たっては、①日本語教育機関の評価制度の詳細及び②日

本語教師試験及び日本語教師養成機関に係る検討が必要となり、より実情に沿った制

度とするべく、引き続き関係者の意見を聞きながら進めていくことが不可欠である。 

このため、日本語教育機関の評価制度及び資格制度の詳細について検討するための

有識者会議を設置する。 

２．検討課題 

〇日本語教育機関の評価制度について 

（１）認定基準（修業年限、授業時間数、教育課程、施設・設備、教職員体制等）に

ついて

（２）自己点検評価、情報公表及び定期報告等について

（３）その他

〇日本語教師の資格制度について 

（１）試験や実習の内容について

（２）試験機関の指定について

（３）日本語教師に関する経過措置について

（４）日本語教師養成機関の指定について

（５）その他

３．実施方法 

（１）協力者会議は別紙に掲げる委員をもって構成する。

（２）必要に応じて、委員以外の協力を得ることができる。

４．実施期間 

令和４年４月２８日～令和５年３月３１日 

５．その他 

本件に関する庶務は、関係課の協力を得て、文化庁国語課において行う。 
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日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議 委員一覧 

石坂 守啓

〇伊東 祐郎

大日向 和知夫 

加藤 早苗

神吉 宇一

川口 昭彦 

佐々木 倫子

田尻 英三

◎西原 鈴子

西村 学

浜田 麻里

札野 寛子

前田 早苗

山口 修

浜松市 企画調整部長 

  国際教養大学専門職大学院 日本語教育実践領域 代表 

アカデミーオブランゲージアーツ元校長

 （一社）日本語学校ネットワーク 代表理事 

インターカルト日本語学校 学校長

 武蔵野大学 准教授、元 AOTS ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

 大学改革支援・学位授与機構名誉教授

（一社）専門職高等教育質保証機構 代表理事 

 桜美林大学名誉教授、JAMOTE 審査員 

 龍谷大学名誉教授 

 ＮＰＯ法人日本語教育研究所 理事長  

 全国専門学校日本語教育協会 事務局長

 文化学園文化外国語専門学校 副校長  

 京都教育大学 教授 

 金沢工業大学元教授、国際高等専門学校 教授 

 千葉大学名誉教授 

 学校法人瓜生山学園京都文化日本語学校 顧問 

（敬称略、五十音順） 

※ ◎：座長、〇：座長代理

※ 役職は令和４年４月２８日現在のもの
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日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議における

審議経過

令和４年 

５月３１日 

（第１回） 

〇日本語教育機関の評価制度及び資格制度に関する 

検討状況の報告 

〇日本語教育機関からのヒアリング 

（インターカルト日本語学校）  等 

６月３０日 

（第２回） 

〇経済団体ヒアリング（日本商工会議所） 

〇日本語教育機関関係団体ヒアリング 

 （日本語教育機関団体連絡協議会） 

〇検討事項の整理 等 

８月３日 

（第３回） 

〇日本語教育機関の認定基準等について 等 

９月２７日 

（第４回） 

〇日本語教師の養成等について  等 

１０月２５日 

（第５回） 

〇日本語教師の養成等について  等 

１１月１７日 

（第６回） 

〇日本語教育の質の維持向上の仕組みについて 等 

１２月１３日 

（第７回） 

〇「日本語教育の質の維持向上の仕組みについて（報告）」 

（素案）  等 

令和５年 

１月２５日 

（第８回） 

最終回 

〇「日本語教育の質の維持向上の仕組みについて（報告）」

（案）   等 
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