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 近年、日本に在住する外国人就労者は年々増加している。厚生労働省の統計（2022）によると、2021年10

月末には172万7,221人の外国人労働者が日本に在住しており、特に技能実習生の受け入れは、日本各地

で進められている。来日した外国人就労者は自律学習をする必要があるが、職場でも自宅でも学習環境が

整っていないため、地域の日本語教室を利用する傾向にある。本研究の調査地にあげた熊本県八代市1

は、在住外国人に外国人就労者が多く、特に技能実習生の割合が大きい。そのような在住外国人の特徴か

ら、八代市主催の日本語教室2は、「交流型」という立場で日本語教室が開催されている。 

 本稿では、①外国人就労者が多い地域の日本語教室ではどのような取り組みを行うのか、②学習者が日

本語教室を利用する目的や得たいものは何かをPAC分析を用いて明らかにし、地域住民や日本語教育関

係者が多文化共生社会の構築に向けてどのように貢献できるかを考察した。 

 調査は、八代市主催の日本語教室の活動内容や教室の実態、展望を明らかにするためにサポーター（ボ

ランティア）として日本語教室に参加し、教室の観察と八代市国際課の日本語教室担当者に対してインタビ

ューを行った。次に本研究では、学習者の学習意識を個人の内省的な観点から明らかにすることが中心で

あるため、日本語教室を利用する学習者2名に対してPAC分析を用いたインタビューを行った。 

 調査の結果から以下のことが明らかになった。 

① 外国人就労者が多い地域の日本語教室の取り組みについて 

八代市の日本語教室は、在住外国人に技能実習生が多いことから「日本語での交流を楽しむ」ことに重点を

置いており、八代市民と交流しながら日本語を学んでもらい、八代の魅力を伝えるイベント（体験）型日本語

教室として運営されていることが明らかになった。活動内容は、市の特色を生かした体験や、祭り、伝統・文

化体験、異文化理解を通して交流を楽しむカリキュラム設定となっている。また、サポーターとなる八代市民

も気軽に参加でき、教えるのではなく、交流を通して相互理解、相互学習できる教室にするために月1回の

開催にするという。担当者は、今後の展望について、現在いるサポーターの養成を行うため、サポーターの

増設はせず、経験を積むことを重視して活動を行い、将来的にはサポーターが担っていくようにするという。

また、今後はオンラインでＮ５・Ｎ４レベルの学習者に対して日本語を教えることや、やさしい日本語講座の継

続的な開講も考えているという。 

② 学習者が日本語教室を利用する目的や得たいものについて 

学習者が日本語教室を利用する目的や得たいものを明らかにするために、日本語教室を利用する学習者2

名に対してPAC分析を行った。日本語教室を利用する目的について、調査協力者のAさん（技能実習生）

は、日本人と勉強し、発音や会話の練習をすることが目的だと考えられた。調査協力者のBさん（技術・人文

知識・国際業務）は、日本語教室で、友達作りや、人間関係の構築、人と人とのコミュニケーションを目的とし

ていることが明らかになった。学んだ日本語を実際に使用することのできる日本語教室は日本人との接触が

少ない外国人就労者にとって、学んだ日本語の定着を図る場所としても活用できると考えられる。また、2名と

も日本語学習に対しての学習意欲は維持されている状況にあり、その背景には、有名な通訳士になりたいこ

とや、これからも日本で暮らしていきたいという様々な目標が関係している。身近に地域の日本語教室があ

り、地域の日本人と交流できる場があるという生活環境も学習意欲を高める存在になっているのではないと考

えらえられる。 

 また、地域の日本語教室は、会社で日本人と会話する機会が少ない外国人就労者にとって日本語学習の

場でもあり、話を親身になって聞いてくれるボランティアがいる教室は居場所でもある。日本語学習を励む学

習者にとって、自分自身のことや日本語能力を「すごい」と認められること、応援してくれるボランティアがいる

こと、そして近くに日本語教室があることが心の拠り所になっているのではないだろうか。

                           
1八代市は、平野部では、豊かな資源を活用してイ草やトマトなど数多くの農産物生産されている。また、県内最大

の国際貿易港である八代港が整備されたことから大企業の工場が進出し、県南最大の工業都市としても発展して

いる。 
2 文化庁の「日本語教室スタートアップ」事業を経て、2020年から日本語教室を開設した。 
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