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2.5 日本語能力と学習 

2.5.1 聞く能力 

15 あなたの【聞
き

く能力
のうりょく

】を教
おし

えてください ※ひとつに✓ 

聞く能力では、「テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる」(51.2%)が最も多く、次いで「相手の言う

ことを聞いて、大体理解できる」(16.6%)、「相手がゆっくりはなせば、理解できる」(14.9%)の順となっていま

す。「ほとんど聞き取れない」は 4.2%です。 

 

図表 1 聞く能力(N=697) 

 

 

男女別でみると、女性の半数強が「テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる」のに対し、男性では

47.1%に留まっています。 

 

図表 2 聞く能力(性別) 

  

51.2% 16.6% 14.9% 8.9%

4.2%

4.2%

テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる 相手の言うことを聞いて、大体理解できる

相手がゆっくりはなせば、理解できる 単語だけ聞き取れる

ほとんど聞き取れない 無回答

51.2%

47.1%

55.2%

16.6%

17.4%

15.8%

14.9%

17.4%

13.4%

8.9%

10.9%

7.7%

4.2%

4.3%

4.0%

4.2%

2.9%

4.0%

全体
(N=697)

男性
(N=276)

女性
(N=404)

テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる 相手の言うことを聞いて、大体理解できる

相手がゆっくりはなせば、理解できる 単語だけ聞き取れる

ほとんど聞き取れない 無回答
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年齢別にみると、30 才代以下では「単語だけ聞き取れる」と「ほとんど聞き取れない」と回答した人の合

計が 15%以上になっていて、40才代以上に比べて高い割合となっています。 

 

図表 3 聞く能力(年齢別) 

  

51.2%

30.0%

34.2%

43.3%

58.9%

69.3%

61.0%

72.3%

54.5%

16.6%

20.0%

21.2%

23.8%

17.7%

8.0%

11.0%

2.1%

13.6%

14.9%

30.0%

26.0%

17.7%

12.9%

6.8%

7.3%

4.3%

9.1%

8.9%

20.0%

15.1%

12.2%

7.3%

6.8%

2.4%

4.2%

2.7%

3.0%

2.4%

5.7%

7.3%

10.6%

4.2%

0.7%

0.8%

3.4%

11.0%

10.6%

22.7%

全体
(N=697)

10才代
(N=10)

20才代
(N=146)

30才代
(N=164)

40才代
(N=124)

50才代
(N=88)

60才代
(N=82)

70才代
(N=47)

80才代以上
(N=22)

テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる 相手の言うことを聞いて、大体理解できる

相手がゆっくりはなせば、理解できる 単語だけ聞き取れる

ほとんど聞き取れない 無回答
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国籍別にみると、ベトナムは「テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる」(9.5%)と他の国籍の外国

人市民と比べて著しく低い割合となっています。 

 

図表 4 聞く能力(国籍別) 

 

  

51.2%

56.5%

47.7%

33.3%

26.8%

81.9%

27.3%

37.5%

9.5%

43.1%

16.6%

26.1%

16.8%

33.3%

19.5%

5.6%

18.2%

18.8%

28.6%

29.2%

14.9%

13.0%

16.4%

33.3%

29.3%

1.9%

36.4%

18.8%

33.3%

16.9%

8.9%

4.3%

10.3%

14.6%

0.5%

18.2%

18.8%

26.2%

6.2%

4.2%

7.9%

4.9%

1.9%

6.3%

2.4%

3.1%

4.2%

0.9%

4.9%

8.3%

1.5%

全体
(N=697)

ブラジル
(N=23)

中国
(N=214)

ペルー
(N=6)

フィリピン
(N=41)

韓国・朝鮮
(N=216)

タイ
(N=11)

米国
(N=16)

ベトナム
(N=84)

その他
(N=65)

テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる 相手の言うことを聞いて、大体理解できる

相手がゆっくりはなせば、理解できる 単語だけ聞き取れる

ほとんど聞き取れない 無回答
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地域別にみると、南区では、「テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる」と回答した外国人市民の

割合が 38.7%と他の地域と比べて低い割合となっています。 

 

図表 5 聞く能力(地域別) 

 

  

51.2%

50.0%

58.9%

50.0%

59.0%

38.7%

59.2%

50.0%

16.6%

20.7%

12.3%

25.0%

12.0%

16.1%

17.6%

5.3%

14.9%

15.2%

13.7%

15.0%

20.5%

16.9%

8.0%

23.7%

8.9%

9.1%

5.5%

2.5%

16.9%

7.2%

15.8%

4.2%

2.0%

5.5%

2.5%

4.8%

8.1%

3.2%

5.3%

4.2%

3.0%

4.1%

5.0%

3.6%

3.2%

4.8%

全体
(N=697)

堺区
(N=198)

中区
(N=73)

東区
(N=40)

西区
(N=83)

南区
(N=124)

北区
(N=125)

美原区
(N=38)

テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる 相手の言うことを聞いて、大体理解できる

相手がゆっくりはなせば、理解できる 単語だけ聞き取れる

ほとんど聞き取れない 無回答
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日本滞在年数が 2 年より少ない外国人市民では、「テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる」と

「相手の言うことを聞いて、大体理解できる」と回答した割合が、半数に達していません。ただし、「相手がゆ

っくりはなせば、理解できる」人を含むと半数を超えます。 

 

図表 6 聞く能力(日本滞在年数別) 

 

 

51.2%

10.9%

14.0%

31.8%

24.4%

39.3%

62.7%

62.5%

57.5%

81.6%

16.6%

10.9%

25.6%

25.0%

33.3%

31.5%

17.9%

18.8%

7.5%

6.5%

14.9%

43.8%

18.6%

20.5%

24.4%

18.0%

14.9%

9.4%

15.0%

1.6%

8.9%

28.1%

27.9%

13.6%

15.6%

9.0%

3.0%

4.7%

5.0%

4.2%

6.3%

11.6%

6.8%

2.2%

2.2%

1.5%

4.7%

8.8%

1.6%

4.2%

2.3%

2.3%

6.3%

8.6%

全体
(N=697)

1年より少ない
(N=64)

1年以上～2年より少ない
(N=43)

2年以上～3年より少ない
(N=44)

3年以上～5年より少ない
(N=45)

5年以上～10年より少ない
(N=89) 

10年以上～15年より少ない
(N=67)

15年以上～20年より少ない
(N=64)

20年以上～30年より少ない
(N=80)

30年以上
(N=185)

テレビのニュース、ドラマを聞いて、理解できる 相手の言うことを聞いて、大体理解できる

相手がゆっくりはなせば、理解できる 単語だけ聞き取れる

ほとんど聞き取れない 無回答
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2.5.2 話す能力 

1６ あなたの【話す
はな  

能力
のうりょく

】を教
おし

えてください ※ひとつに✓ 

話す能力では「自分の言いたいことが問題なく話せる」(41.5%)が最も多く、次いで「自分の言いたいこと

が大体話せる」(23.3%)、「簡単な日常会話ができる」(15.1%)となっています。「ほとんど話せない」は 2.8%

です。 

 

図表 7 話す能力(N=721) 

 

男女別でみると、「自分の言いたいことが問題なく話せる」と回答した人の割合は女性の方が高くなって

います。 

 

図表 8 話す能力(性別) 

 

41.5% 23.3% 15.1% 13.2%

2.8%

4.2%

自分の言いたいことが問題なく話せる 自分の言いたいことが大体話せる

簡単な日常会話ができる 自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うことができる

ほとんど話せない 無回答

41.5%

37.5%

45.1%

23.3%

23.5%

23.4%

15.1%

18.9%

12.4%

13.2%

13.7%

13.1%

2.8%

3.2%

2.4%

4.2%

3.2%

3.6%

全体
(N=721)

男性
(N=285)

女性
(N=419)

自分の言いたいことが問題なく話せる 自分の言いたいことが大体話せる

簡単な日常会話ができる 自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うことができる

ほとんど話せない 無回答
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年齢別にみると、他の年齢に比べて、20 才代では「自分の言いたいことが問題なく話せる」と回答した人

の割合が最も低く、また「自分の言いたいことが大体話せる」と回答した人との合計割合は半数に達してい

ません。 

 

図表 9 話す能力(年齢別) 

 

  

41.5%

33.3%

16.3%

33.1%

46.3%

61.1%

57.3%

62.3%

66.7%

23.3%

33.3%

32.7%

27.9%

28.5%

18.9%

9.0%

11.3%

4.2%

15.1%

33.3%

26.5%

17.4%

12.2%

6.7%

11.2%

5.7%

8.3%

13.2%

23.1%

18.6%

9.8%

7.8%

7.9%

3.8%

2.8%

0.7%

2.3%

2.4%

4.4%

4.5%

5.7%

4.2%

0.7%

0.6%

0.8%

1.1%

10.1%

11.3%

20.8%

全体
(N=721)

10才代
(N=9)

20才代
(N=147)

30才代
(N=172)

40才代
(N=123)

50才代
(N=90)

60才代
(N=89)

70才代
(N=53)

80才代以上
(N=24)

自分の言いたいことが問題なく話せる 自分の言いたいことが大体話せる

簡単な日常会話ができる 自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うことができる

ほとんど話せない 無回答



61 

国籍別にみると、「自分の言いたいことが問題なく話せる」と「自分の言いたいことが大体話せる」と回答

したベトナムとフィリピンの割合は 3割前後と、他の国籍の外国人市民と比べると著しく低くなっています。 

 

図表 10 話す能力(国籍別) 

 

  

41.5%

52.0%

28.8%

9.8%

80.1%

16.7%

23.5%

4.8%

31.8%

23.3%

24.0%

35.1%

66.7%

24.4%

7.1%

33.3%

35.3%

21.4%

37.9%

15.1%

12.0%

14.0%

16.7%

24.4%

2.7%

33.3%

29.4%

40.5%

15.2%

13.2%

12.0%

15.8%

16.7%

34.1%

0.4%

16.7%

5.9%

33.3%

10.6%

2.8%

5.0%

7.3%

1.3%

5.9%

3.0%

4.2%

1.4%

8.4%

1.5%

全体
(N=721)

ブラジル
(N=25)

中国
(N=222)

ペルー
(N=6)

フィリピン
(N=41)

韓国・朝鮮
(N=226)

タイ
(N=12)

米国
(N=17)

ベトナム
(N=84)

その他
(N=66)

自分の言いたいことが問題なく話せる 自分の言いたいことが大体話せる

簡単な日常会話ができる 自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うことができる

ほとんど話せない 無回答
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地域別にみると、南区と美原区では、「自分の言いたいことが問題なく話せる」と「自分の言いたいことが

大体話せる」と回答した割合の合計が 6割に届かず、他の地域に比べて低い割合となっています。 

 

図表 11 話す能力(地域別) 

 

 

  

41.5%

43.3%

50.0%

36.6%

44.9%

29.0%

46.2%

42.1%

23.3%

24.1%

20.5%

29.3%

29.2%

25.0%

21.2%

10.5%

15.1%

14.3%

14.1%

22.0%

13.5%

16.9%

15.2%

15.8%

13.2%

12.3%

10.3%

4.9%

6.7%

21.8%

11.4%

26.3%

2.8%

2.0%

1.3%

2.4%

3.4%

5.6%

1.5%

5.3%

4.2%

3.9%

3.8%

4.9%

2.2%

1.6%

4.5%

全体
(N=721)

堺区
(N=203)

中区
(N=78)

東区
(N=41)

西区
(N=89)

南区
(N=124)

北区
(N=132)

美原区
(N=38)

自分の言いたいことが問題なく話せる 自分の言いたいことが大体話せる

簡単な日常会話ができる 自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うことができる

ほとんど話せない 無回答
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日本滞在年数が 3 年より少ない外国人市民では、「自分の言いたいことが問題なく話せる」と「自分の言

いたいことが大体話せる」と回答した割合の合計が、4割未満に留まっています。 

 

図表 12 話す能力(日本滞在年数別) 

 

  

41.5%

1.6%

2.1%

6.8%

17.8%

26.7%

50.7%

35.9%

46.4%

80.8%

23.3%

22.2%

36.2%

29.5%

33.3%

41.1%

18.3%

40.6%

25.0%

6.1%

15.1%

42.9%

14.9%

29.5%

22.2%

18.9%

21.1%

7.8%

9.5%

3.0%

13.2%

30.2%

38.3%

25.0%

22.2%

11.1%

8.5%

12.5%

11.9%

0.5%

2.8%

3.2%

6.4%

6.8%

2.2%

2.2%

1.4%

3.1%

4.8%

1.0%

4.2%

2.1%

2.3%

2.2%

2.4%

8.6%

全体
(N=721)

1年より少ない
(N=63)

1年以上～2年より少ない
(N=47)

2年以上～3年より少ない
(N=44)

3年以上～5年より少ない
(N=45)

5年以上～10年より少ない
(N=90) 

10年以上～15年より少ない
(N=71)

15年以上～20年より少ない
(N=64)

20年以上～30年より少ない
(N=84)

30年以上
(N=198)

自分の言いたいことが問題なく話せる 自分の言いたいことが大体話せる

簡単な日常会話ができる 自己紹介、決まった挨拶、単語なら言うことができる

ほとんど話せない 無回答



64 

2.5.3 読む能力 

17 あなたの【読
よ

む能力
のうりょく

】を教
おし

えてください ※ひとつに✓ 

読む能力では「市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる」(48.3%)が最も多く、

次いで「絵に付いた簡単な指示(ごみの捨て方、料理の作り方)が分かる」(15.2%)、「市役所や学校、職場

からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる」(13.1%)となっています。「ほとんど読めない」は 8.2%で

す。 

 

図表 13 読む能力(N=710) 

 

 

男女別でみると、「市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる」人の割合は、女性

が 51.2%、男性が 45.6%となっていて、女性の方が男性に比べて高くなっています。 

 

図表 14 読む能力(性別) 

  

48.3% 13.1% 10.4% 15.2% 8.2% 4.8%

市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる

市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる

新聞の雑誌の広告やチラシ、駅の時刻表や案内板を見て、欲しい情報が取れる

絵に付いた簡単な指示（ごみの捨て方、料理の作り方）が分かる

ほとんど読めない

無回答

48.3%

45.6%

51.2%

13.1%

14.1%

12.7%

10.4%

12.0%

9.0%

15.2%

15.5%

15.4%

8.2%

8.8%

7.6%

4.8%

3.9%

4.1%

全体
(N=710)

男性
(N=283)

女性
(N=410)

市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる
市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる
新聞の雑誌の広告やチラシ、駅の時刻表や案内板を見て、欲しい情報が取れる
絵に付いた簡単な指示（ごみの捨て方、料理の作り方）が分かる
ほとんど読めない
無回答
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年齢別にみると、10才代と20才代では、「市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解で

きる」と「市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる」と回答した割合の合計が

それぞれ 44.4%、51.4%と、他の年齢に比べて低くなっています。 

 

図表 15 読む能力(年齢別) 

 

 

 

  

48.3%

33.3%

34.5%

44.6%

54.1%

63.6%

52.3%

61.5%

52.2%

13.1%

11.1%

16.9%

18.1%

9.8%

10.2%

8.0%

7.7%

13.0%

10.4%

11.1%

18.2%

7.2%

9.0%

6.8%

9.1%

11.5%

8.7%

15.2%

44.4%

23.6%

18.1%

17.2%

10.2%

10.2%

8.2%

6.8%

11.4%

9.0%

5.7%

6.8%

7.7%

4.3%

4.8%

0.6%

0.8%

3.4%

13.6%

11.5%

21.7%

全体
(N=710)

10才代
(N=9)

20才代
(N=148)

30才代
(N=166)

40才代
(N=122)

50才代
(N=88)

60才代
(N=88)

70才代
(N=52)

80才代以上
(N=23)

市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる

市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる

新聞の雑誌の広告やチラシ、駅の時刻表や案内板を見て、欲しい情報が取れる

絵に付いた簡単な指示（ごみの捨て方、料理の作り方）が分かる

ほとんど読めない

無回答
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国籍別にみると、タイと米国の約 3割以上、ペルーの 6割は「ほとんど読めない」と回答しており、他の国

籍の外国人市民に比べて高い割合を占めています。 

 

図表 16 読む能力(国籍別) 

 

 

 

 

48.3%

24.0%

54.0%

20.0%

9.8%

73.8%

25.0%

25.0%

11.9%

43.1%

13.1%

32.0%

16.7%

20.0%

17.1%

6.2%

8.3%

12.5%

19.0%

10.8%

10.4%

16.0%

7.4%

9.8%

6.2%

8.3%

18.8%

22.6%

15.4%

15.2%

28.0%

46.3%

2.2%

25.0%

12.5%

38.1%

12.3%

8.2%

7.9%

60.0%

14.6%

1.8%

33.3%

31.3%

8.3%

16.9%

4.8%

0.9%

2.4%

9.8%

1.5%

全体
(N=710)

ブラジル
(N=25)

中国
(N=215)

ペルー
(N=5)

フィリピン
(N=41)

韓国・朝鮮
(N=225)

タイ
(N=12)

米国
(N=16)

ベトナム
(N=84)

その他
(N=65)

市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる

市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる

新聞の雑誌の広告やチラシ、駅の時刻表や案内板を見て、欲しい情報が取れる

絵に付いた簡単な指示（ごみの捨て方、料理の作り方）が分かる

ほとんど読めない

無回答
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地域別にみると、南区では、「市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる」外国人

市民が 4割弱に留まっており、他の地域に比べて低い割合となっています。 

 

図表 17 読む能力(地域別) 

 

 

  

48.3%

48.5%

52.7%

47.4%

54.5%

38.4%

54.6%

48.6%

13.1%

12.9%

12.2%

10.5%

11.4%

16.0%

13.8%

16.2%

10.4%

13.4%

8.1%

10.5%

12.5%

9.6%

8.5%

2.7%

15.2%

17.3%

10.8%

13.2%

10.2%

21.6%

10.8%

21.6%

8.2%

4.5%

8.1%

13.2%

9.1%

12.0%

6.9%

10.8%

4.8%

3.5%

8.1%

5.3%

2.3%

2.4%

5.4%

全体
(N=710)

堺区
(N=202)

中区
(N=74)

東区
(N=38)

西区
(N=88)

南区
(N=125)

北区
(N=130)

美原区
(N=37)

市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる

市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる

新聞の雑誌の広告やチラシ、駅の時刻表や案内板を見て、欲しい情報が取れる

絵に付いた簡単な指示（ごみの捨て方、料理の作り方）が分かる

ほとんど読めない

無回答
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日本滞在年数が 2 年未満の外国人市民では、「市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、

理解できる」と「市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる」と回答した割合の

合計が 4割未満となっています。日本滞在年数 3年以上の外国人市民は、「市役所や学校、職場からの手

紙やお知らせを読んで、理解できる」と「市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解で

きる」と回答した割合の合計が、半数を超えています。 

 

図表 18 読む能力(日本滞在年数別) 

 

  

48.3%

15.9%

20.5%

17.4%

34.1%

44.8%

51.4%

50.8%

49.4%

76.4%

13.1%

12.7%

18.2%

23.9%

20.5%

19.5%

16.7%

13.1%

16.9%

3.1%

10.4%

17.5%

22.7%

15.2%

13.6%

5.7%

9.7%

11.5%

9.6%

5.6%

15.2%

39.7%

22.7%

21.7%

13.6%

26.4%

13.9%

21.3%

7.2%

2.6%

8.2%

14.3%

15.9%

19.6%

15.9%

3.4%

6.9%

3.3%

13.3%

2.1%

4.8%

2.2%

2.3%

1.4%

3.6%

10.3%

全体
(N=710)

1年より少ない
(N=63)

1年以上～2年より少ない
(N=44)

2年以上～3年より少ない
(N=46)

3年以上～5年より少ない
(N=44)

5年以上～10年より少ない
(N=87) 

10年以上～15年より少ない
(N=72)

15年以上～20年より少ない
(N=61)

20年以上～30年より少ない
(N=83)

30年以上
(N=195)

市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、理解できる

市役所や学校、職場からの手紙やお知らせを読んで、少し理解できる

新聞の雑誌の広告やチラシ、駅の時刻表や案内板を見て、欲しい情報が取れる

絵に付いた簡単な指示（ごみの捨て方、料理の作り方）が分かる

ほとんど読めない

無回答
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2.5.4 書く能力 

18 あなたの【書
か

く能力
のうりょく

】を教
おし

えてください ※ひとつに✓ 

書く能力では、「仕事の報告書や学校の先生に子どもの状況を伝える連絡、料理の作り方など、状況や

方法を説明する文章を書くことができる」(32.3%)が最も多く、次いで「名前や国名、住所などが書ける」

(22.3%)、「職場の同僚や学校の先生、家族に要件を伝える簡単なメモなどを書くことができる」(18.6%)の

順となっています。一方「ほとんど書けない」が 9.2%います。 

 

図表 19 書く能力(N=737) 

 

男女別でみると、「仕事の報告書や学校の先生に子どもの状況を伝える連絡、料理の作り方など、状況

や方法を説明する文章を書くことができる」人の割合は、女性が 34.5%、男性が 30.0%となっていて、女性

の方が高くなっています。 

 

図表 20 書く能力(性別) 

 

32.3% 13.0% 18.6% 22.3% 9.2% 4.6%

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

日常生活や自分のふるさと、自分の経験について紹介する文章を書くことができる

職場の同僚や学校の先生、家族に要件を伝える簡単なメモなどを書くことができる

名前や国名、住所などが書ける

ほとんど書けない

無回答

32.3%

30.0%

34.5%

13.0%

12.1%

13.5%

18.6%

23.2%

15.8%

22.3%

20.9%

23.4%

9.2%

10.1%

8.5%

4.6%

3.7%

4.3%

全体
(N=737)

男性
(N=297)

女性
(N=423)

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

日常生活や自分のふるさと、自分の経験について紹介する文章を書くことができる

職場の同僚や学校の先生、家族に要件を伝える簡単なメモなどを書くことができる

名前や国名、住所などが書ける

ほとんど書けない

無回答
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年齢別にみると、50 才代では「仕事の報告書や学校の先生に子どもの状況を伝える連絡、料理の作り

方など、状況や方法を説明する文章を書くことができる」人の割合が 51.7%と最も高く、20 才代で 20.8%と

最も低くなっています。 

 

図表 21 書く能力(年齢別) 

 

 

 

 

  

32.3%

33.3%

20.8%

29.1%

31.3%

51.7%

39.1%

37.5%

29.6%

13.0%

11.1%

22.8%

12.8%

17.2%

5.6%

6.5%

5.4%

7.4%

18.6%

55.6%

28.2%

26.2%

16.4%

7.9%

9.8%

12.5%

3.7%

22.3%

20.8%

19.2%

25.0%

28.1%

21.7%

19.6%

33.3%

9.2%

7.4%

11.6%

9.4%

5.6%

12.0%

8.9%

3.7%

4.6%

1.2%

0.8%

1.1%

10.9%

16.1%

22.2%

全体
(N=737)

10才代
(N=9)

20才代
(N=149)

30才代
(N=172)

40才代
(N=128)

50才代
(N=89)

60才代
(N=92)

70才代
(N=56)

80才代以上
(N=27)

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

日常生活や自分のふるさと、自分の経験について紹介する文章を書くことができる

職場の同僚や学校の先生、家族に要件を伝える簡単なメモなどを書くことができる

名前や国名、住所などが書ける

ほとんど書けない

無回答
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国籍別にみると、ペルーでは 50%、フィリピンでは 22.9%、米国では 35.3%の人が「ほとんど書けない」と

回答しています。「名前や国名、住所などが書ける」、「ほとんど書けない」の合計では、ペルーでは 83.3%、

フィリピンでは 77.1%となっています。また、タイでは「名前や国名、住所などが書ける」が 66.7%と最も高く

なっています。 

 

図表 22 書く能力(国籍別) 

 

  

32.3%

16.0%

27.0%

16.7%

61.0%

16.7%

23.5%

7.0%

24.2%

13.0%

12.0%

16.4%

8.3%

6.6%

16.7%

17.6%

14.0%

28.8%

18.6%

28.0%

22.1%

14.6%

8.3%

11.8%

43.0%

19.7%

22.3%

36.0%

23.5%

33.3%

54.2%

11.4%

66.7%

11.8%

30.2%

10.6%

9.2%

8.0%

9.3%

50.0%

22.9%

2.6%

35.3%

5.8%

15.2%

4.6%

1.8%

10.1%

1.5%

全体
(N=737)

ブラジル
(N=25)

中国
(N=226)

ペルー
(N=5)

フィリピン
(N=48)

韓国・朝鮮
(N=228)

タイ
(N=12)

米国
(N=17)

ベトナム
(N=86)

その他
(N=66)

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

日常生活や自分のふるさと、自分の経験について紹介する文章を書くことができる

職場の同僚や学校の先生、家族に要件を伝える簡単なメモなどを書くことができる

名前や国名、住所などが書ける

ほとんど書けない

無回答
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地域別にみると、南区では「名前や国名、住所などが書ける」と「ほとんど書けない」と回答した割合の合

計が 45.1%と他の地域に比べて大きくなっています。美原区でも、38.8%と高くなっています。 

 

図表 23 書く能力(地域別) 

 

 

 

  

32.3%

34.4%

42.3%

35.0%

31.9%

18.0%

38.8%

30.6%

13.0%

14.4%

11.5%

10.0%

16.5%

11.3%

12.7%

11.1%

18.6%

23.0%

11.5%

17.5%

18.7%

23.3%

13.4%

19.4%

22.3%

16.7%

21.8%

20.0%

18.7%

36.1%

21.6%

19.4%

9.2%

8.1%

7.7%

12.5%

9.9%

9.0%

7.5%

19.4%

4.6%

3.3%

5.1%

5.0%

4.4%

2.3%

6.0%

全体
(N=737)

堺区
(N=209)

中区
(N=78)

東区
(N=40)

西区
(N=91)

南区
(N=133)

北区
(N=134)

美原区
(N=36)

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

日常生活や自分のふるさと、自分の経験について紹介する文章を書くことができる

職場の同僚や学校の先生、家族に要件を伝える簡単なメモなどを書くことができる

名前や国名、住所などが書ける

ほとんど書けない

無回答
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日本滞在年数が 3年より少ない外国人市民では「名前や国名、住所などが書ける」と「ほとんど書けない」

と回答した割合の合計が、4割以上を占めています。また、滞在年数が 20年以上 30年より少ない人も「名

前や国名、住所などが書ける」と「ほとんど書けない」と回答した割合の合計が 48.8%と半数近くを占めて

います。 

 

図表 24 書く能力(日本滞在年数別) 

  

32.3%

7.8%

4.4%

13.0%

17.0%

27.5%

34.2%

20.3%

25.6%

62.4%

13.0%

18.8%

26.7%

10.9%

25.5%

11.0%

16.4%

17.2%

11.6%

4.9%

18.6%

32.8%

24.4%

26.1%

27.7%

31.9%

17.8%

26.6%

10.5%

5.9%

22.3%

23.4%

22.2%

34.8%

17.0%

23.1%

21.9%

29.7%

36.0%

12.7%

9.2%

17.2%

20.0%

13.0%

10.6%

6.6%

9.6%

6.3%

12.8%

3.9%

4.6%

2.2%

2.2%

2.1%

3.5%

10.2%

全体
(N=737)

1年より少ない
(N=64)

1年以上～2年より少ない
(N=45)

2年以上～3年より少ない
(N=46)

3年以上～5年より少ない
(N=47)

5年以上～10年より少ない
(N=91) 

10年以上～15年より少ない
(N=73)

15年以上～20年より少ない
(N=64)

20年以上～30年より少ない
(N=86)

30年以上
(N=205)

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

日常生活や自分のふるさと、自分の経験について紹介する文章を書くことができる

職場の同僚や学校の先生、家族に要件を伝える簡単なメモなどを書くことができる

名前や国名、住所などが書ける

ほとんど書けない

無回答
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2.5.5 現在日本語を学んでいるか 

19 あなたは現在
げんざい

、日本語
に ほ ん ご

を学
まな

んでいますか ※ひとつに✓ 

現在日本語を「学んでいる人」は 34.3%、「学んでいない人」は 59.9%です。 

 

図表 25 現在日本語を学んでいるか 

 

 

日本語を「学んでいる」人では、男性が 38.1%、女性が 32.2％と男性の方が多い割合を占めています。 

 

図表 26 現在日本語を学んでいるか(性別) 

 

学んでいる, 
34.3%

学んでいない, 
59.9%

無回答, 5.8%

34.3%

38.1%

32.2%

59.9%

57.0%

62.6%

5.8%

5.0%

5.2%

全体
(N=761)

男性
(N=302)

女性
(N=441)

学んでいる 学んでいない 無回答
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年齢別でみると、20才代以下では約7割の外国人市民が日本語を学んでいるのに対し、30才代以上で

は学んでいない人の割合の方が高くなっています。 

 

図表 27 現在日本語を学んでいるか(年齢別) 

 

  

34.3%

70.0%

68.6%

35.8%

25.6%

11.8%

21.3%

22.4%

11.1%

59.9%

30.0%

30.1%

62.6%

72.9%

86.0%

68.1%

56.9%

59.3%

5.8%

1.3%

1.7%

1.6%

2.2%

10.6%

20.7%

29.6%

全体
(N=761)

10才代
(N=10)

20才代
(N=156)

30才代
(N=179)

40才代
(N=129)

50才代
(N=93)

60才代
(N=94)

70才代
(N=58)

80才代

以上
(N=27)

学んでいる 学んでいない 無回答
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国籍別にみると、ベトナムの約 7 割が日本語を学んでいて、他の国籍の外国人市民に比べて高くなって

います。 

 

図表 28 現在日本語を学んでいるか(国籍別) 

 

  

34.3%

24.0%

40.3%

34.0%

15.1%

41.7%

29.4%

68.1%

42.4%

59.9%

76.0%

58.9%

100.0%

66.0%

71.1%

58.3%

70.6%

28.6%

56.1%

5.8%

0.8%

13.8%

3.3%

1.5%

全体
(N=761)

ブラジル
(N=25)

中国
(N=236)

ペルー
(N=6)

フィリピン
(N=53)

韓国・朝鮮
(N=232)

タイ
(N=12)

米国
(N=17)

ベトナム
(N=91)

その他
(N=66)

学んでいる 学んでいない 無回答
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地域別では、堺区に居住している人の約 4 割が日本語を学んでいて、他の地域に比べて多くなっていま

す。 

図表 29 現在日本語を学んでいるか(地域別) 

 

  

34.3%

40.1%

31.3%

29.5%

30.1%

35.3%

32.6%

30.0%

59.9%

53.9%

63.8%

63.6%

64.5%

62.5%

60.7%

67.5%

5.8%

6.0%

5.0%

6.8%

5.4%

2.2%

6.7%

2.5%

全体
(N=761)

堺区
(N=217)

中区
(N=80)

東区
(N=44)

西区
(N=93)

南区
(N=136)

北区
(N=135)

美原区
(N=40)

学んでいる 学んでいない 無回答
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日本滞在年数別が、5年未満の人の 6割以上が日本語を学んでいますが、5年以上の人では 3割未満

になっています。 

 

図表 30 現在日本語を学んでいるか(日本滞在年数別) 

  

34.3%

70.6%

75.5%

65.2%

63.8%

29.8%

25.3%

20.0%

18.7%

16.3%

59.9%

27.9%

24.5%

30.4%

34.0%

70.2%

74.7%

80.0%

80.2%

68.4%

5.8%

1.5%

4.3%

2.1%

1.1%

15.3%

全体
(N=761)

1年より少ない
(N=68)

1年以上～2年より少ない
(N=49)

2年以上～3年より少ない
(N=46)

3年以上～5年より少ない
(N=47)

5年以上～10年より少ない
(N=94) 

10年以上～15年より少ない
(N=75)

15年以上～20年より少ない
(N=65)

20年以上～30年より少ない
(N=91)

30年以上
(N=209)

学んでいる 学んでいない 無回答
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2.5.6 日本語を学んでいない理由 

(Q19で「学んでいない」と回答した人) 

20 【問
とい

１９で「学
まな

んでいない」】と答
こた

えたあなたに聞
き

きます。 

日本語
に ほ ん ご

を学
まな

んでいない理由
り ゆ う

は何
なに

ですか いくつでも✓ 

日本語を学んでいない理由は、「もう十分に日本語ができるから」(50.9%)が最も多く、次いで「仕事のた

めに、日本語を学ぶ時間的余裕がないから」(25.4%)、「日本語教室の情報がないから」(11.0%)の順となっ

ています。 

その他の回答では、「日本語教育を受けて育ったから(日本の学校教育)」、「知的障害があり理解できな

い」、「高齢だから」、「家族、友人、会社の人達みんなが私を助けてくれると思っている」等が挙げられてい

ます。 

 

図表 31 日本語を学んでいない理由(N=456)[MA] 

 

50.9%

25.4%

11.0%

10.1%

9.2%

7.9%

7.7%

7.2%

6.1%

2.2%

1.3%

5.3%

もう十分に日本語ができるから

仕事のために、日本語を学ぶ時間的余裕がないから

日本語教室の情報がないから

日本語を学ぶために必要な金銭的余裕がないから

日本語教室の時間が合わないから

学ぶ意欲が湧かないから

どうやって勉強したらいいか分からないから

子育てのために、日本語を学ぶ時間的余裕がないから

日本語教室が遠くて通うことができないから

日本語を使う必要がないから

（日本語以外の言語で十分生活ができる）

日本語教室の教え方や内容、レベルが合わないから

その他


