
文化審議会国語分科会（ ）にて了承H21.1.27

国語分科会日本語教育小委員会における審議について

日本語教育の充実に向けた体制整備と

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討

＜はじめに＞

日本語教育小委員会では，前期（平成１９年７月～平成２０年２月）の審議におい

， ，て 地域社会の一員として生活するすべての人にとって不可欠な言語の習得について

中でも日本語を母語としない住民に対する施策検討の必要性が高まっていることを踏

まえ，現在喫緊の課題となっているのは，地域社会の一員として外国人が社会参加す

るため必要な日本語学習の支援であるとした。そして，特に，日本語教育の「内容の

」「 」「 」 ， 。改善 体制の整備 連携協力の推進 について 早急に検討する必要があるとした

これまで，地域に在住する外国人に対する日本語教育は，主としてボランティアの

自主的な活動によって支えられてきた。しかし，地域に在住する外国人にとって，通

学できる範囲に日本語を学べる教室が必ずしも開設されていないという状況や，仮に

開設されていたとしても，外国人の多様なニーズにこたえられていないという状況が

あるといった課題が指摘されている。

このような課題を解決するとともに，従来に増して期待されている外国人の社会参

加を可能にするためには，地域のボランティアやコーディネーターなどの個人レベル

での努力にとどまらず，国，都道府県，市町村等の行政機関などによる組織的な取組

が必要であり，関係者が果たすべき役割を明確化した上で，地域における日本語教育

の体制整備を検討することが必要となっている。

以上のような問題認識の下，今期の日本語教育小委員会においては，日本語教育に

関する「体制の整備」から検討を始め，引き続いて 「内容の改善」として，日本語，

教育の目標及び標準的な内容についての検討に着手した。なお，上記の三つの課題の

うち 「連携協力の推進」については，主に「体制の整備」の在り方に関する議論の，

中で検討が行われた。

以下，今期の審議内容を「地域における日本語教育の体制整備について」と「 生「

活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等について」に分けて記述する。
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Ⅰ 地域における日本語教育の体制整備について

地域における日本語教育の体制整備を進めるためには，関係機関の役割分担を明確

にするとともに，その上で，関係機関の連携協力等の推進を図ることが必要である。

こういった観点から，まず 「各機関の役割分担」を以下のように整理し，引き続い，

て 「各機関の連携協力の在り方 「地域における日本語教育で必要とされる機関及び， 」

人材とその役割」について整理を行った。

１ 各機関の役割分担

日本語教育関係機関の役割分担として，まず，国，都道府県，市町村がそれぞれ

担うべき役割を以下のように整理した。

（１）国の担うべき役割

地域における日本語教育の振興を図るため，国においては，以下のような役割

を担う必要がある なお この場合 国 とは 基本的に日本国内における 生。 ， ，「 」 ， 「

活者としての外国人」に対する日本語教育を振興する立場にある文化庁のことを

指している。

○ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目標及び標準的な内容・

方法，さらには，地域における日本語教育の体制整備の在り方を，指針とし

て示すこと。

○ この指針を踏まえつつ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育に，

係る日本語能力の測定方法及び指導力の評価方法についても，一定の指針を

示すこと。

○ 指針として国が示す「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準

的な内容・方法を地域で実践するためには，大学，研究機関，日本語教育機

関及び地域のボランティア団体その他関係団体の協力を得て，その指針を地

域の特性に応じて具体化することが必要であることから，都道府県及び市町

村と連携してそれを担う人材を養成すること。

○ 地域に日本語教室が開設されていないという状況や，日本語教室は開設さ

れていてもその内容が地域の外国人のニーズにそぐわないなどの状況を改善

し，学習者のニーズにこたえることができるよう，適切な財政支援を行うな

ど地域における日本語学習の環境整備のための支援を行うこと。

○ 指針として国が示す「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準
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的な内容・方法について，地域の日本語教育の指導者に適切に指導助言でき

る「指導者の指導者」を養成すること。

以上のほか，国は 「生活者としての外国人」の日本語学習の動機付けとなる，

奨励措置を検討し，提示することが期待される。これには，直接学習者に対する

ものと日本語教育の実施機関等に対するものが含まれると考えられる。

（２）都道府県の担うべき役割

都道府県においては，域内の市町村の状況を踏まえつつ，必要に応じ，国との

連絡調整を行う立場から，以下のような役割を担う必要がある。

なお，政令指定都市については （３）で述べる「市町村の担うべき役割」に，

加え，都道府県に準じて，これらの役割を果たすことが期待される。

○ それぞれの実情に応じた域内の日本語教育の体制整備を行うこと。

○ 指針として国が示す「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準

的な内容・方法を参考に，それぞれの実情に応じた日本語教育の内容・方法

を検討・調整すること。

○ 域内の市町村において，日本語教育を事業化し推進できる人材を，市町村

と連携して養成すること。

また，各都道府県は，域内の状況によって，近接する都道府県と協力して施策

を展開するなど，相互の連携協力を図ることについても検討する必要がある。

以上のほか，地域における日本語教育の体制整備に当たって都道府県が担うべ

き具体的役割としては，例えば以下のようなものが考えられる。

○ 学習者の背景・ニーズや教室数・講師数など，域内の日本語教育に関する

実態把握を行うこと。

○ 域内関係者の連絡会議を開催すること。

○ 他事業との連携協力や活動内容の広報を行うこと。

（３）市町村の担うべき役割

市町村においては，日本語教育の現場を抱える立場から，以下のような役割を
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担う必要がある。

○ 都道府県が検討・調整した日本語教育の内容・方法を，現場の実情に沿っ

て具体的に編成・実施すること。

○ 国が養成する「指導者の指導者」を活用するなどして，地域における日本

語教育の指導者を養成すること。

以上のほか，地域における日本語教育の体制整備に当たって市町村が担うべき

具体的役割としては，例えば以下のようなものが考えられる。

○ 日本語教室の設置運営を行うこと（教室設置のための学習者のニーズの把

握や施設（場所）の確保，教室における活動内容の広報，設置した教室にお

ける活動の成果の分析・評価などを含む 。。）

○ 学習者及び指導者からの相談に応ずること。

○ 域内外の人材・情報リソース（資源）を活用すること。

２ 各機関の連携協力の在り方

国，都道府県及び市町村が「１」で示した役割を果たすに当たっては，それぞれ

が独自に動くのではなく，相互に連携することによって，各機関の日本語教育に関

する機能・体制が強化されるものである。このため，国と都道府県，国と市町村，

都道府県と市町村間の連携はもちろんのこと，関係省庁間，都道府県間，市町村間

の連携が重要になる。

具体的な連携協力の在り方として，まず，国，都道府県及び市町村においては，

それぞれのレベルで地域における日本語教育を推進するため，国際交流協会等が行

う日本語教育のほかに，大学，日本語学校等の日本語教育機関，ＮＰＯ，ボランテ

ィア団体，企業，在住する外国人による団体及びその他関係団体とのネットワーク

を形成し，学習者のニーズに応じて多様な教育が提供できるような体制の整備を図

る必要がある。

また，地域における日本語教育は，多文化共生社会の実現に向けての取組でもあ

り，日本語教育を推進するためには，専門家やボランティアのほかに，一般市民の

参加が必要不可欠である。

学校における外国人児童生徒に対する日本語指導については，学校だけでなく地
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域全体で取組を進めることが重要であり，専門家やボランティアによる支援が得ら

れるよう，地域の日本語教育機関・団体と連携協力することが求められる。

国，都道府県及び市町村は，以上の団体及び個人とネットワークを形成し，協力

関係を構築することができるよう，そのための調整機能を担う人材を養成する必要

がある。

３ 地域における日本語教育で必要とされる機関及び人材とその役割

言語・文化的背景や日本語学習環境・動機の多様な住民が社会の様々な分野に広

， 。 ，がり 地域における日本語教育のニーズは非常に多様化している このような中で

国が指針として示す日本語教育の標準的な内容・方法と日本語教育の体制整備の在

り方は，飽くまでも指針であって，地域の特性や現場の状況に応じて適宜必要な修

正を加えるべきものである。

このように，都道府県及び市町村は，地域の特性に応じた日本語教育の企画・運

営を行うため，大学や研究機関の研究者，日本語教師，企業関係者，国際交流協会

関係者，ＮＰＯ関係者，ボランティア，在住外国人等の協力を得て，国の指針を現

場に適用可能な具体的なものにする必要があり，そのためのコーディネート機能を

果たす機関及び人材が必要となる。日本語教育のコーディネート機能を果たす機関

， ，及び人材が担う役割は ボランティアに大きく依存した日本語教育の現状を改善し

日本語教育の質的向上を支援することにある。

また，都道府県及び市町村においては，日本語教育のコーディネート機能を自治

体等の本来の業務として位置付け，それを担う人材をできる限り常勤職員として配

置することが重要である。例えば，都道府県及び市町村が設置した国際交流協会に

は，過去の経緯も含め地域の実情に詳しい人材が登用されているところもある。知

事部局や市町村長部局等に日本語教育を担当する組織を設け専任の職員を配置する

ことや，行政施策としての地域における日本語教育の活動拠点として，国際交流協

会等が継続的に日本語教育のコーディネート機能を果たすことが期待される。

Ⅱ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等について

政府は，外国人労働者を中心とする外国人受入れに関する諸問題を検討するため，

外国人労働者問題関係省庁連絡会議を設置している。同会議は，我が国に在住する外

国人の定住化傾向と外国人の生活環境の整備の必要性の高まりを踏まえ，平成１８年

１２月に 「 生活者としての外国人」に関する総合的対応策」を取りまとめた。この，「
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「総合的対応策」を受けて，文化庁においては，平成１９年度から「 生活者として「

の外国人」のための日本語教育事業」を実施している。

この「総合的対応策」等で「生活者としての外国人」という用語が使われたことを

契機として，この用語は，急速に日本語教育関係者の間に広まった。しかし，そもそ

も「生活者としての外国人」とは何であるかについては，この間，明確に定義されて

いない。

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等についての検討に際して，

本小委員会は 「生活者としての外国人」を次のようにとらえている。すなわち 「生， ，

活者」とは，だれもが持っている「生活」という側面に着目して，我が国において日

常的な生活を営むすべての人を指すものである。また 「生活者としての外国人」と，

は，そういった側面を有する外国人を指し，滞在形態等にかかわらず，日系南米人や

日本人の配偶者のような長期滞在の人々のほか，留学生・就学生，ビジネス関係者の

ような比較的短期滞在の人々も含まれる。

以下，本小委員会では，国が指針を示すべきであるとして掲げた「 生活者として「

の外国人」に対する日本語教育の目標及び標準的な内容・方法」のうち 「方法」を，

除く部分について審議を行った 「方法」については 「Ⅰ」において「体制整備」の。 ，

在り方を考えることで一定の検討が加えられたところであるが，指導法等に関する本

格的な検討は今後の課題である。

なお 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目標や内容等を検討するに，

当たっては，そもそも 「 生活者としての外国人」に対する日本語教育」とは何かを，「

明らかにしておくことが必要である。これについては，前述の「生活者としての外国

人」が，その「生活」のために必要な日本語能力を身に付けるために行われる教育の

ことを指していうものである。

１ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的・目標

「生活者としての外国人」に対する日本語教育によって達成すべき具体的な「目

標」を検討するに当たって，その到達点としての抽象的な上位概念である「目的」

を併せて検討した。その際 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的，

・目標は，生活から独立した言語体系の理解にあるのではなく，生活場面と密着し

たコミュニケーション活動を可能とする能力を獲得することにあるということを基

本的な考え方とした。

このことを前提として，次に掲げるのが，日本語教育の目的・目標である。すな

わち，言語・文化の相互尊重を前提としながら，日本語が主たるコミュニケーショ
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『日本語教育における学習項目一覧と段階的目標基準の開発：中間報告書 ，国立国語研*1 』

究所日本語教育基盤情報センター編，2009(刊行予定）

この検討の過程で，独立行政法人国立国語研究所日本語教育基盤情報センター評価基準グ*2

ループグループ長 宇佐美洋，同センター学習項目グループグループ長 金田智子，及び財

団法人日本国際教育支援協会事業部日本語教育普及課作題主幹 川端一博の３氏から，協力

を得た。

ン手段となっている我が国において，外国人が日本語で意思疎通を図り生活できる

ようになることを日本語教育の目的とし，以下の四つを日本語教育の目標とする。

○ 日本語を使って，健康かつ安全に生活を送ることができるようにすること。

○ 日本語を使って，自立した生活を送ることができるようにすること。

○ 日本語を使って，相互理解を図り，社会の一員として生活を送ることができる

ようにすること。

○ 日本語を使って，文化的な生活を送ることができるようにすること。

２ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容

（１）日本語教育の標準的な内容に関する検討の経緯

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容の検討に当たっ

ては，まず，実際に日本語教育機関においてこれまで行われている「生活者とし

ての外国人」に対する日本語教育の実践事例に関する情報を，質問紙と聞き取り

調査により収集した（調査対象機関は 「参考」のとおり 。ここで収集した情， 。）

報を整理・分析し，それを基に「生活者としての外国人」に対する日本語教育の

内容について検討を行った。

さらに 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容について調査研，

究を行っている独立行政法人国立国語研究所からその研究成果 の提供を受け，
*1

日本語を学習することにより「できるようになる」ことが期待される「生活上の

行為」の事例を収集した。

そして，その事例リストを階層化し 「生活者としての外国人」に対する日本，

語教育の内容の大枠について検討を行った 。この検討の結果は，以下の（２）*2

及び「別紙」に示すとおりである。
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（２ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容についての考え）

方

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容は，外国人が日

本語で意思疎通を図りながら行う様々な「生活上の行為」に及ぶことが不可欠で

ある。その「生活上の行為」は，日常生活の様々な領域にわたって多様な姿や広

がりを持つものである。

「生活者としての外国人」に対する日本語教育においては，こうした広範多岐

にわたる「生活上の行為」を 「Ⅱ」の「１ 「生活者としての外国人」に対す，

る日本語教育の目的・目標」で述べた四つの「日本語教育の目標」を踏まえて，

「日本語教育の標準的な内容」とすることが必要である。

そこで 生活者としての外国人 に対する日本語教育の内容の大枠として 大，「 」 ，「

分類・中分類・小分類」と，具体的な「事例」からなる一覧表を「別紙」の表の

とおり作成した。

「大分類・中分類・小分類」とは 「生活者としての外国人」が日本語能力を，

求められると思われる「生活上の行為」を階層化し，まとめたものであり 「生，

活者としての外国人」に対する日本語教育において取り扱うべき内容の大枠であ

る。以下はその「大分類」である。

○ 「健康・安全に暮らす」

○ 「住居を確保・維持する」

○ 「消費活動を行う」

○ 「目的地に移動する」

○ 「子育て・教育を行う」

○ 「働く」

○ 「人とかかわる」

○ 「社会の一員となる」

○ 「自身を豊かにする」

○ 「情報を収集・発信する」

「別紙」の表では，以上の１０の「大分類」に，２３の「中分類」と，５７の

「 」 。 ，「 」 「 」小分類 がそれぞれ対応している なお 事例 欄に挙げた 生活上の行為

は 「小分類」で示した「生活上の行為」の領域の具体的な参考事例である。，

「別紙」の表は，各地域において実施されている「生活者としての外国人」に

対する日本語教育の内容を見直す際や 「生活者としての外国人」に対する日本，
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ここでいう「シラバス」とは，教育計画における指導項目のことをいう。*3

語教育のカリキュラムやシラバス を構築する際に，日本語を用いる具体的な場*3

面設定を行う上での検討の基盤となり得るものである。

Ⅲ 今後の課題

今期のこれまでの審議を踏まえ，次期以降の日本語教育小委員会又はその他の検討

， 。の場において 以下の検討課題について引き続き検討を行っていくことが必要である

１ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容の更なる検討とそれを踏ま

えた標準的なカリキュラムの開発

「Ⅱ」に示した「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等は，検討

途中のものであり 「別紙」の表は，現時点での大枠を示したものにすぎない。特，

に 「別紙」の表中の「事例」は，飽くまで参考例であって，今後引き続いて整理，

・精査を行う必要がある。

今後は 「別紙」に掲げた「生活上の行為」を精査し，地域の特性や現場の状況，

を踏まえてレベル分けの可否も含めて検討を行う必要がある。その上で，例えば文

字や文法等，言語としての日本語の内容をどのように位置付けるか検討することが

必要である。

また，国が示す日本語教育の標準的な内容を踏まえ，各地域における多様な日本

語教育の実践を支援するために，標準的なカリキュラムの開発に向けて検討を行う

必要がある。

２ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の参考例としての教材作成

「１」の標準的なカリキュラムの内容を具体的に示し，それぞれの現場が適宜修

正を加えることにより，幅広く使うことのできる教材のプロトタイプ（原型）の作

成・提供に向けた検討を行う必要がある。

教材のプロトタイプ（原型）作成に当たっては，学習者や現場の指導者はもちろ

ん，日本語学校等の日本語教育機関に所属する日本語教師や，大学や研究機関で日

本語教育についての研究を進める専門家，さらには，地域の有識者や，その他関係

者と連携協力しながら作成を進める必要がある。
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ここでの「評価基準」とは，評価する際の具体的な判断のよりどころを指し 「評価*4 ，

規準」はより包括的な判断のよりどころを指す。

３ 日本語能力及び日本語指導力に関する評価

上記「１」及び「２」を踏まえ 「生活者としての外国人」に必要な日本語能力，

を客観的に測定するための評価基準 及び評価方法についての検討を行う必要があ*4

る。

また 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の振興を図るため，日本語，

指導者がその指導力の向上に努めることができるよう「生活者としての外国人」に

対する日本語指導者の指導力の評価規準 等についても，今後，検討を行っていく*4

必要がある。
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別
　
紙

　
　
　
　
外

国
人

が
日

本
語

を
用

い
て
意

思
疎

通
を
図

り
生

活
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
日
本
語
教
育
の
目
的
と
し
て
，
以
下
を
日
本
語
教
育
の
目
標
と
す
る
。

○
　
日
本
語
を
使
っ
て
，
健
康
か
つ
安
全
に
生

活
を
送

る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

○
　
日
本
語
を
使
っ
て
，
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

○
　
日
本
語
を
使
っ
て
，
相
互
理
解
を
図
り
，
社

会
の

一
員

と
し
て
生

活
を
送

る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

○
　
日
本
語
を
使
っ
て
，
文
化
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

＊
　
「
生

活
者

と
し
て
の

外
国

人
」
に
対

す
る
日

本
語

教
育

の
内

容
は

，
以

下
の

各
欄

に
掲

げ
る
「
生

活
上

の
行

為
」
を
行

う
の

に
必

要
な
日

本
語

能
力

を
養

成
す
る
も
の

で
あ
り
，

　
　
具
体
的
に
は
「
事
例
」
に
掲
げ
る
項
目
（
行
為
）
を
日
本
語
で
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 問
診
表
の
記
入
，
血
液
型
・
持
病
・
服
用
薬
・
症
状
の
説
明
，
医
者
の
説
明
・
指
示

の
理
解
と
応
答
，
・
・
・

薬
局
・
薬
店
の
利
用
（
市
販
薬
の
選
択
・
購
入
）
，
薬
ラ
ベ
ル
の
理
解
と
適
切
な
利

用
，
・
・
・

健
康
診
断
・
予
防
接
種
の
受
診
，
・
・
・

食
品
の
保
存
，
洗
剤
の
種
類
の
区
別
，
・
・
・

各
種
の
標
識
・
注
意
書
き
等
の
理
解
（
高
電
圧
危
険
，
感
電
注
意
，
立
入
禁
止
等
）

，
警
察
（
１
１
０
）
へ
の
連
絡
，
・
・
・

救
急
車
・
消
防
車
（
１
１
９
）
の
要
請
，
救
命
・
応
急
手
当
て
，
・
・
・

火
災
発
生
時
の
行
動
，
地
震
発
生
時
の
行
動
，
台
風
発
生
時
の
行
動
，
・
・
・

事
例

大
分

類
中

分
類

小
分
類

１
．
日

本
語

教
育

の
目

的
・
目

標

２
．
日

本
語

教
育

の
内

容

災
害
に
対
応
す
る

健
康
・
安
全
に
暮
ら
す

健
康

を
保

つ

診
察
を
受
け
る

生
　
　
活
　
　
上
　
　
の
　
　
行
　
　
為

「
生
活
者
と
し
て
の
外
国
人
」
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
目
的
・
目
標
と
内
容
（
案
）

薬
を
利
用
す
る

健
康
に
気
を
付
け
る

衛
生
管
理
を
す
る

安
全

を
守

る

安
全
に
配
慮
す
る

事
故
に
対
応
す
る
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大
分

類
中

分
類

小
分
類

事
例

不
動
産
業
者
の
利
用
，
不
動
産
広
告
か
ら
の
情
報
収
集
，
賃
貸
契
約
の
締
結
，

・
・
・

入
居
・
退
去
時
の
あ
い
さ
つ
，
引
っ
越
し
業
者
の
依
頼
，
・
・
・

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
等
の
使
用
開
始
の
手
続
　
，
公
共
料
金
（
電
気
，
ガ
ス
，
水
道
）

の
支
払
い
，
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
等
の
使
用
明
細
の
理
解
，
・
・
・

対
面
販
売
（
ス
ー
パ
ー
，
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
）
に
よ
る
購
入
，
レ
ス
ト
ラ
ン

・
喫
茶
店
・
居
酒
屋
の
利
用
，
返
品
・
交
換
の
依
頼
，
・
・
・

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
・
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
等
の
利
用
，
利
用
明
細
・
請
求
書
の
理
解
，

・
・
・

口
座
の
開
設
，
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
利
用
，
預
金
，
・
・
・

路
線
図
の
確
認
，
行
き
先
・
停
留
所
の
確
認
，
運
賃
の
支
払
・
切
符
の
購
入
，
・
・
・

行
き
先
の
指
示
，
運
賃
の
支
払
，
・
・
・

道
聞
き
，
交
番
の
利
用
，
交
通
標
識
の
理
解
，
・
・
・

盗
難
防
止
（
施
錠
）
，
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
，
・
・
・

運
転
免
許
の
取
得
，
道
路
交
通
法
の
遵
守
，
・
・
・

出
産
前
の
健
診
，
母
親
学
級
・
父
親
学
級
へ
の
参
加
，
・
・
・

母
子
健
康
手
帳
の
管
理
，
乳
幼
児
健
康
診
断
の
受
診
，
子
供
の
医
療
費
助
成
の

申
請
，
・
・
・

健
康
管
理
（
食
事
，
歯
磨
き
，
睡
眠
等
）
，
健
康
診
断
の
通
知
等
の
理
解
，
伝
染
病

の
予
防
接
種
，
・
・
・

公
園
の
利
用
，
育
児
相
談
，
・
・
・

託
児
施
設
・
保
育
施
設
の
利
用
，
各
種
通
知
へ
の
対
応
，
通
知
を
理
解
し
た
上
で

の
持
参
物
の
用
意
，
・
・
・

各
種
通
知
へ
の
対
応
，
早
退
・
遅
刻
・
欠
席
の
届
け
，
学
校
行
事
へ
の
参
加
，
・
・
・

障
害
の
特
徴
等
の
理
解
，
特
別
支
援
学
校
・
学
級
へ
の
入
学
等
，
・
・
・

特
別

支
援

教
育

を
受

け
さ
せ

る

子
育
て
・
教

育
を
行

う

家
庭

及
び
地

域
で
子

育
て
を
す
る

出
産
に
備
え
る

育
児
を
す
る

家
庭
で
子
供
を
育
て
る

地
域
で
子
供
を
育
て
る

住
居
を
確

保
・
維

持
す
る

子
供

に
教

育
を
受

け
さ
せ

る

電
車
，
バ
ス
，
飛
行
機
，
船
等
を
利
用
す
る

自
力

で
移

動
す
る

徒
歩
で
移
動
す
る

自
転
車
を
使
用
す
る

車
・
オ
ー
ト
バ

イ
等
を
使

用
す
る

タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る

幼
稚
園
・
保
育
所
で
教
育
・
保
育
を
受
け
さ

せ
る

小
・
中

・
高

校
学

校
で
教

育
を
受

け
さ
せ

る

消
費
活

動
を
行

う

物
品
購
入
・
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

物
品
購
入
・
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
す
る

お
金

を
管

理
す
る

カ
ー
ド
等

を
利

用
す
る

銀
行
を
利
用
す
る

住
居

を
確

保
す
る

住
居
を
確
保
す
る

住
環

境
を
整

え
る

引
っ
越
し
を
す
る

住
居
を
管
理
す
る

生
　
　
活
　
　
上
　
　
の
　
　
行
　
　
為

公
共

交
通

機
関

を
利

用
す
る

目
的
地
に
移
動
す
る
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求
人
広
告
・
情
報
誌
か
ら
の
情
報
収
集
，
求
人
へ
の
応
募
，
面
接
の
準
備
（
自
己

紹
介
，
動
機
の
確
認
，
適
切
な
振
る
舞
い
等
）
，
・
・
・

給
与
明
細
の
理
解
，
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
質
問
，
・
・
・

安
全
上
の
標
示
へ
の
対
応
，
労
働
安
全
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
へ
の
対
応
，
危
険
・
事
故

・
け
が
・
損
傷
に
関
す
る
報
告
，
・
・
・

職
務
に
か
か
わ
る
報
告
書
や
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
な
ど
の
記
入
，
遅
刻
・
欠
勤
の
連
絡

・
申
請
，
職
場
習
慣
へ
の
対
応
，
・
・
・

指
示
さ
れ
た
業
務
の
遂
行
，
進
捗
（
し
ん
ち
ょ
く
）
状
況
・
問
題
な
ど
の
報
告
，
職
務

分
担
に
関
す
る
相
談
，
・
・
・

人
事
考
課
の
面
談
，
職
務
記
録
の
記
入
，
契
約
更
新
の
手
続
，
・
・
・

知
識
・
技
能
向
上
の
た
め
の
方
法
・
学
習
機
会
・
職
業
訓
練
に
関
す
る
情
報

入
手
，
ア
イ
デ
ィ
ア
や
見
解
の
効
果
的
発
表
，
・
・
・

電
話
，
Ｆ
Ａ
Ｘ
，
コ
ピ
ー
機
等
の
利
用
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
，
・
・
・

休
憩
時
間
中
の
会
話
参
加
，
・
・
・

あ
い
さ
つ
，
自
己
紹
介
，
自
国
紹
介
，
趣
味
・
特
技
の
紹
介
，
好
き
嫌
い
の
紹
介
，

・
・
・

お
祝

い
，
見
舞
い
，
葬
式
，
・
・
・

礼
儀
に
か
な
っ
た
訪
問
，
礼
儀
に
か
な
っ
た
接
客
，
・
・
・

多
様
な
あ
い
さ
つ
（
お
辞
儀
，
握
手
，
ハ
グ
，
キ
ス
等
）
へ
の
対
応
，
・
・
・

各
種
税
金
（
所
得
税
，
住
民
税
等
）
の
支
払
，
確
定
申
告
・
還
付
申
告
，
各
種
手

続
（
外
国
人
登
録
，
転
入
・
転
出
届
等
）
，
・
・
・

公
共
マ
ナ
ー
（
ポ
イ
捨
て
禁
止
，
歩
き
た
ば
こ
禁
止
等
）
に
か
な
っ
た
対
応

，
環
境
保
護
（
リ
サ
イ
ク
ル
）
へ
の
協
力
，
ゴ
ミ
出
し
（
ゴ
ミ
の
分
け
方
）
に
つ
い
て
の

理
解
，
・
・
・

物
の
や
り
と
り
（
土
産
，
お
す
そ
分
け
）
，
苦
情
（
言
う
，
言
わ
れ
る
）
に
つ
い
て
の
対

応
，
迷
惑
・
損
害
に
関
す
る
謝
罪
，
・
・
・

掲
示
板
の
お
知
ら
せ
等
へ
の
対
応
，
自
治
会
行
事
へ
の
参
加
・
協
力
，
地
域
清
掃

，
・
・
・

外
国
人
相
談
窓
口
の
利
用
，
通
訳
・
翻
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
，
・
・
・

国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
等
へ
の
加
入
，
保
険
金
の
請
求
，
・
・
・

裁
判
手
続
，
・
・
・

他
者

と
の

関
係

を
円

滑
に
す
る

生
　
　
活
　
　
上
　
　
の
　
　
行
　
　
為

大
分

類
中

分
類

小
分
類

事
例

福
祉
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

人
と
か

か
わ

る

自
己

紹
介

を
す
る

自
己
紹
介
を
す
る

働
く

仕
事

を
探

す
就
職
活
動
を
す
る

労
働
条
件
を
理
解
す
る

社
会
保
険
を
利
用
す
る

職
業
能
力
の
開
発
を
行
う

事
務
機
器
等
を
利
用
す
る

職
場
の
人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る

異
文
化
を
理
解
す
る

人
と
付

き
合

う

礼
儀
作
法
を
身
に
付
け
る

社
会

の
一

員
と
な
る

地
域

・
社

会
の

ル
ー
ル

・
マ
ナ
ー
を
守

る

社
会
の
ル
ー
ル
を
守
る

地
域
の
マ
ナ
ー
を
守

る

地
域
社
会
に
参
加
す
る

近
所

付
き
合

い
を
す
る

地
域
社
会
に
参
加
す
る

権
利
を
行
使
す
る

社
会

制
度

を
利

用
す
る

仕
事

を
す
る

（
仕
事
に
必
要
な
能
力
を
身
に
付
け
る
）

職
場
の
安
全
を
確
保
す
る

個
別
業
務
を
遂
行
す
る

協
働
業
務
を
遂
行
す
る

勤
務
評
価
に
対
応
す
る

仕
事

に
役

立
つ
能

力
を
高

め
る
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大
分

類
中

分
類

小
分
類

事
例

目
標
達
成
の
た
め
の
作
業
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
検
討
，
職
業
（
生
涯
）
設
計
，
・
・
・

大
学
・
高
等
学
校
等
へ
の
進
学
，
各
種
資
格
取
得
，
・
・
・

学
習
目
標
の
設
定
，
作
業
リ
ス
ト
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
作
成
，
学
習
の
た
め
の
機
器

の
操
作
，
・
・
・

辞
書
や
教
材
の
利
用
，
開
設
し
て
い
る
教
室
等
の
情
報
収
集
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を

活
用
し
た
自
学
自
習
，
・
・
・

辞
書
や
教
材
の
利
用
，
日
本
語
教
室
等
に
関
す
る
情
報
収
集
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を

活
用
し
た
自
学
自
習
，
・
・
・

歴
史
・
地
理
に
つ
い
て
の
理
解
，
文
化
・
芸
術
に
つ
い
て
の
理
解
，
政
治
・
経
済
に
つ

い
て
の
理
解
，
・
・
・

外
出
や
余
暇
の
計
画
立
案
，
情
報
収
集
（
イ
ベ
ン
ト
，
娯
楽
施
設
，
地
域
の
サ
ー
ク

ル
活
動
等
）
，
地
域
の
公
共
施
設
（
図
書
館
，
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
等
）
の
利
用
，
・
・
・

郵
便
の
利
用
，
宅
配
便
の
利
用
，
・
・
・

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
と
の
契
約
，
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
取
得
，
ネ
ッ
ト

検
索
，
・
・
・

開
設
・
契
約
，
留
守
番
電
話
の
利
用
，
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
利
用
，
・
・
・

新
聞
・
雑
誌
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
情
報
収
集
，
ニ
ュ
ー
ス
等

で
用
い
ら
れ
る
統
計
情
報
の
把
握
，
・
・
・

図
書
館
の
利
用
，
・
・
・

生
　
　
活
　
　
上
　
　
の
　
　
行
　
　
為

余
暇

を
楽

し
む

情
報
を
収

集
・
発

信
す
る

通
信

す
る

手
紙
・
小
包
を
送
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
す
る

電
話
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
す
る

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
利

用
す
る

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
等

か
ら
情

報
を
収

集
す
る

図
書
館
を
利
用
す
る

自
身
を
豊
か
に
す
る

人
生

設
計

を
す
る

人
生
設
計
を
す
る

学
習

す
る

学
習
す
る

学
習
を
管
理
す
る

学
習
方
法
を
身
に
付
け
る

日
本
語
を
学
習
す
る

日
本
に
つ
い
て
理
解
す
る

余
暇

を
楽

し
む
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参考

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容に関する

聞き取り調査対象機関一覧

学校法人江副学園 新宿日本語学校
えぞえ

財団法人アジア福祉教育財団 難民事業本部 ＲＨＱ支援センター

財団法人海外技術者研修協会 ＡＯＴＳ日本語教育センター

財団法人新宿文化・国際交流財団

財団法人中国残留孤児援護基金 中国帰国者定着促進センター

（五十音順）
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