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計画策定の概要

第１章
だい

けい かく さく てい がいよう

しょう

【湖
こ さ い し

西市多
た ぶ ん か

文化共
きょうせいすいしん

生推進プランの位
い ち

置づけ】

新
しん

・湖
こ さ い し

西市総
そうごうけいかく

合計画

第
だい

2次
じ

湖
こ さ い し

西市多
た ぶ ん か

文化共
きょうせいすいしん

生推 進
    プラン　2 0 1 6 - 2020 整

せいごう

合
・第

だい

3 次
じ

湖
こ さ い し

西市
　　男

だんじょ

女共
きょうどう

同参
さんかくすいしんけいかく

画推進計画など

方
ほうこうせい

向性

の整
せいごう

合

・地
ち い き

域における多
た ぶ ん か

文化共
きょうせいすいしん

生推進プラン（総
そうむしょう

務省）

・ふじのくに多
た ぶ ん か

文化共
きょうせいすいしん

生推進基
き ほ ん

本計
けいかく

画（静
しずおかけん

岡県）

第
だい

１章
しょう

　計
けいかく

画策
さくてい

定の概
がいよう

要

湖
こ さ い し

西市では、2011（平
へいせい

成 23）年
ねん

３月
がつ

に「湖
こ さ い し

西市多
た ぶ ん か

文化 共
きょうせい

生 推
すいしん

進プラン（計
けいかく

画期
き か ん

間 2011-

2015）」（第
だい

1 次
じ

計
けいかく

画）を策
さくてい

定し、日
に ほ ん じ ん

本人と外
がいこくじん

国人が対
たいとう

等な湖
こ さ い

西市
し み ん

民であるとの観
かんてん

点に立
た

ち、誰
だれ

も

が安
あんしん

心して快
かいてき

適に生
せいかつ

活ができる多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生社
しゃかい

会の実
じつげん

現に向
む

けて取
と

り組
く

んできました。

第
だい

１次
じ

プランの計
けいかく

画期
き か ん

間が平
へいせい

成 27 年
ね ん ど

度末
まつ

をもって満
まんりょう

了となること、また、施
し さ く

策の進
しんこう

行状
じょうきょう

況や

社
しゃかい

会経
けいざい

済情
じょうせい

勢の変
へ ん か

化により生
しょう

じた課
か だ い

題に対
たいおう

応するため、現
げんこう

行施
し さ く

策の充
じゅうじつ

実や新
あら

たな取
とりくみ

組が必
ひつよう

要なこ

とから、「第
だい

2 次
じ

湖
こ さ い し

西市多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生推
すいしん

進プラン　2016-2020」を策
さくてい

定しました。

2016（平
へいせい

成28）年
ね ん ど

度から2020（平
へいせい

成32）年
ね ん ど

度までの５年
ねんかん

間とし、必
ひつよう

要に応
おう

じて見
み な お

直しを行
おこな

います。

本
ほん

計
けいかく

画は、「新
しん

・湖
こ さ い し

西市総
そうごう

合計
けいかく

画」を上
じょうい

位計
けいかく

画とする個
こ べ つ

別計
けいかく

画として位
い ち

置づけ、関
かんれん

連する計
けいかく

画

との整
せいごうせい

合性を図
はか

りながら、目
もくひょう

標の設
せってい

定と基
き ほ ん て き

本的な考
かんが

え方
かた

の提
て い じ

示、関
かんれん

連する取
とりくみ

組を体
た い け い か

系化する基
き ほ ん

本

計
けいかく

画として策
さくてい

定しました。

計画策定の趣旨
けいかくさくてい しゅし

１

けいかく きかん

計画の期間２

計画の位置づけ
けいかく いち

３



湖西市の現状と課題
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だい
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しょう
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湖西市の現状と課題

第２章
だい

こ さい し げんじょう かだい

しょう

第
だい

２章
しょう

　湖
こ さ い し

西市の現
げんじょう

状と課
か だ い

題

（１）外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の人
じんこう

口の状
じょうきょう

況

外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の人
じんこう

口の状
じょうきょう

況は、1990（平
へいせい

成２）年
ねん

６月
がつ

の「出
しゅつにゅうこく

入 国管
か ん り

理及
およ

び難
なんみん

民認
にんていほう

定法」改
かいせいほう

正法

施
し こ う

行以
い こ う

降、増
ぞ う か

加を続
つづ

けてきましたが、2008（平
へいせい

成 20）年
ねん

秋
あき

以
い こ う

降のリーマンショックを契
け い き

機とし

た世
せ か い て き

界的経
けいざい

済 状
じょうきょう

況 の悪
あ っ か

化や 2011（平
へいせい

成 23）年
ねん

３月
がつ

の東
ひがしにほん

日本大
だいしんさい

震災などの影
えいきょう

響を受
う

け減
げん

少
しょう

し、

現
げんざい

在も微
び げ ん

減傾
けいこう

向となっています。

2016（平
へいせい

成 28）年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現
げんざい

在の外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の人
じんこう

口は 2,535 人
にん

で、総
そうじんこう

人口（60,628 人
にん

）に占
し

める割
わりあい

合は、約
やく

4.2％となっています。なお、静
しずおかけん

岡県においては、2015（平
へいせい

成 27）年
ねん

12 月
がつ

末
まつ

現
げんざい

在の外
がいこくじん

国人住
じゅうみん

民の人
じんこう

口は 72,690 人
にん

で、総
そうじんこう

人口（3,770,625 人
にん

）に占
し

める割
わりあい

合は約
やく

1.9％となっ

ています。

( 静岡県データについては「静岡県における外国人の住民基本台帳人口調査の結果」より )
しずおかけん　　　　　　　　　　　　　　　　　　しずおかけん　　　　　　　　  がいこくじん　　じゅうみん き ほ んだいちょうじんこうちょうさ　　 け っ か

＜本市の総人口に占める外国人人口、日本人人口の推移＞
ほ ん し 　 　そうじんこう　　　　し　　　　　 がいこくじんじんこう　　　に ほ ん じ ん じんこう　　 す い い

資料：湖西市（各年３月末現在）
しりょう　 　こ さ い し 　  かくねん　  がつまつげんざい

外国人人口 日本人人口

62,291

3,360

58,931

3,222

58,639

2,882

58,604

2,681

58,567

2,660

58,367

2,535

58,093

61,861 61,486 61,248 61,027 60,628

2016年2015年2014年2013年2012年2011年
0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

70,000人

外国人市民の人口推移
がいこくじんしみん じんこう すいい

１
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（２）国
こくせき

籍別
べつ

の状
じょうきょう

況

国
こくせき

籍別
べつ

に外
がいこくじん

国人市
し み ん

民人
じんこう

口を見
み

ると、2016（平
へいせい

成 28）年
ねん

3 月
がつ

末
まつ

現
げんざい

在の国
こくせきすう

籍数は 38 ヵ
か こ く

国で、

「ブラジル」が 1,233 人
にん

と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「ペルー」429 人
にん

、「中
ちゅうごく

国」188 人
にん

、「フィリピン」

176 人
にん

、「ベトナム」170 人
にん

となっています。

ブラジル人
じん

市
し み ん

民が最
もっと

も多
おお

いことに変
へ ん か

化はありませんが、近
きんねん

年は減
げんしょう

少傾
けいこう

向にあることが分
わ

かりま

す。また、ベトナム人
じん

やタイ人
じん

の市
し み ん

民は年
ねんねん

々増
ぞ う か

加をしている状
じょうきょう

況です。

第２章　湖西市の現状と課題
だい　　　しょう　　   こ さ い し 　   げんじょう　    か だ い

0人

500人

1,000人

1,500人
＜外国人市民国籍別人口＞

ブラジル ペルー

1,233

429

176 188
115 170

77 39
108

フィリピン 中国 ベトナム タイ 韓国 その他インド
ネシア

資料：湖西市 (２０１６年３月末現在 )

がいこくじん し みんこくせきべつじんこう

しりょう　　 こ さ い し 　 　 　 　 　 ねん　 がつまつげんざい

＜外国人市民国籍別人口推移＞

ブラジル

ペルー

フィリピン

中国

ベトナム

タイ

韓国

その他

インドネシア

資料：湖西市 (各年３月末現在 )

がいこく じん し みん こく せき べつ じん こうすい い

しりょう　　 こ さ い し 　 かくねん　 がつまつげんざい

0 人 500 人 1,000 人 1,500 人 2,000 人

1,884
1,382

1,233
519

436
429

192
194
176
202
221
188

128

115
125
151
170

13
48
77
44
42
39
115

2012 年 2014 年 2016 年102
108

105
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順
じゅんい

位 自
じ ち か い め い

治会名
外
がいこくじん

国人
市
し み ん す う

民数
( 人

にん

)

１ 表
おもてわしづ

鷲津 634

２ 鷲
わ し づ

津 509

３ 三
み つ や

ツ谷あけぼの 335

４ 河
か み

美 268

５ 川
かわしり

尻 229

順
じゅんい

位 自
じ ち か い め い

治会名
外
がいこくじん

国人
市
し み ん す う

民数
( 人

にん

)

1 表
おもてわしづ

鷲津 523

2 鷲
わ し づ

津 457

3 あけぼの 169

4 川
かわしり

尻 157

5 河
か み

美 129

２０１１（平
へいせい

成２３）年
ねん

＜自
じ ち

治会
かいべつがいこくじん

別外国人市
し み ん

民数
すう

（上
じょうい

位５地
ち く

区）＞

※三
み つ や

ツ谷あけぼの自
じ ち か い

治会は、2014（平
へいせい

成 26）年
ね ん ど

度にあけぼの自
じ ち か い

治会と三
み つ や

ツ谷自
じ ち か い

治会に再
さいへん

編

資
しりょう

料：湖
こ さ い し

西市（各
かくねん

年 3 月
がつまつげんざい

末現在）

２０１６（平
へいせい

成２８）年
ねん

（３）在
ざいりゅう

留資
し か く

格別
べつ

の状
じょうきょう

況

在
ざいりゅう

留資
し か く

格別
べつ

に見
み

ると、活
かつどう

動内
ないよう

容の制
せいげん

限・在
ざいりゅう

留期
き げ ん

限がない「永
えいじゅうしゃ

住者」が 1,201 人
にん

と最
もっと

も多
おお

く、

次
つ

いで活
かつどう

動内
ないよう

容の制
せいげん

限がなく在
ざいりゅう

留期
き げ ん

限が制
せいげん

限されている「定
ていじゅうしゃ

住者」が 610 人
にん

、「日
に ほ ん じ ん

本人の配
はいぐうしゃ

偶者

等
とう

」が 163 人
にん

となっています。その他
た

が多
おお

くなっている理
り ゆ う

由としては、企
きぎょう

業での技
ぎ の う

能実
じっしゅうせい

習生が

多
おお

いことが考
かんが

えられます。

（４）自
じ ち か い

治会別
べつ

の状
じょうきょう

況

自
じ ち か い

治会別
べつ

に見
み

ると、「表
おもて

鷲
わ し づ

津」に住
す

む外
がいこくじん

国人市
し み ん

民が最
もっと

も多
おお

く 523 人
にん

となっています。市
し な い

内で

も県
けんえい

営住
じゅうたく

宅・雇
こ よ う

用促
そくしん

進住
じゅうたく

宅がある「表
おもて

鷲
わ し づ

津」は、外
がいこくじん

国人の集
しゅう

住
じゅう

地
ち く

区となっています。同
どうよう

様に、

集
しゅうごう

合住
じゅうたく

宅が散
さんざい

在する「鷲
わ し づ

津」や「あけぼの」、雇
こ よ う

用促
そくしん

進住
じゅうたく

宅がある「川
かわしり

尻」や「河
か

美
み

」にも、多
おお

くの外
がいこくじん

国人が居
きょじゅう

住しています。

2011年
合計
3,360人

永住者
1,387人

定住者
1,091人

その他
565人

日本人の
配偶者等
285人

特別永住者
32人

2016年
合計
2,535人

永住者
1,201人

定住者
610人

その他
537人

日本人の
配偶者等
163人

特別永住者
24人

＜在留資格別内訳＞

２０１１（平成２３）年

ざいりゅう  し か く  べつ  う ち わ け

へいせい　　　 　 ねん　　

２０１６（平成２８）年
へいせい　　　　 ねん　　

資料：湖西市 (各年３月末現在 )
しりょう　　 こ さ い し 　 かくねん　 がつまつげんざい
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問
とい

１１　『 多
た ぶ ん か

文 化 共
きょうせい

生 』 と い う 言
こ と ば

葉 ・ 考
かんが

え 方
か た

に ついてどの程
て い ど

度知
し

っていますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１つを選
せんたく

択）

（１）『多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生』の認
に ん ち

知

　「知
し

らない」が 44.4％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「言
こ と ば

葉だけ知
し

っている」が 25.3％、「少
すこ

し知
し

っている」

が 23.0％、「よく知
し

っている」が 6.6％となっています。経
けいねん

年比
ひ か く

較でみると、「よく知
し

っている」が

2015（平
へいせい

成 27）年
ね ん ど

度で 6.6％と、2010（平
へいせい

成 22）年
ね ん ど

度と比
くら

べて 1.6 ポイント多
おお

くなっています。

多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に関
かん

する市
し み ん

民の考
かんが

えや意
い け ん

見を聞
き

くため、市
し な い

内在
ざいじゅう

住の 18 歳
さい

以
いじょう

上の男
だんじょ

女 1,500 人
にん

を

対
たいしょう

象に男
だんじょ

女共
きょうどう

同参
さんかく

画・多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に関
かん

する市
し み ん

民意
い し き

識調
ちょうさ

査を行
おこな

いました。有
ゆうこう

効回
かいしゅうすう

収数は 513 人
にん

、

有
ゆうこう

効回
かい

収
しゅうりつ

率は 34.2％でした。

第２章　湖西市の現状と課題
だい　　　しょう　　   こ さ い し 　   げんじょう　    か だ い

2015年度（N=513)

2010年度（N=700)

6.6 23.0 25.3 44.4

44.028.921.7

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

5.0

0.6

0.4

よく知っている 少し知っている
知らない言葉だけ知っている

無回答

しみん いしき ちょうさ

市民意識調査２
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問
とい

35　 あなたは外
がいこくじん

国人と以
い か

下のようなつき合
あ

いがありますか。　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　（あてはまるもの全
すべ

て選
せ ん た く か

択可※過
か こ

去の経
けいけん

験を含
ふく

む）

　「一
いっしょ

緒に働
はたら

いている（働
はたら

いていた）」が 32.7% と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「外
がいこくじん

国人の知
し

り合
あ

いはいないし、

つき合
あ

いを持
も

ったこともない」が 30.8%、「外
がいこくじん

国人とあいさつ程
て い ど

度のつき合
あ

いはある（あった）」が

23.6% などとなっています。経
けいねん

年比
ひ か く

較でみると、「外
がいこくじん

国人の知
し

り合
あ

いはいないし、つき合
あ

いを持
も

った

こともない」が 2015( 平
へいせい

成 27) 年
ね ん ど

度で 30.8% と、2010( 平
へいせい

成 22) 年
ね ん ど

度と比
くら

べて 1.9 ポイント少
すく

な

くなっています。

（２）外
がいこくじん

国人とのつき合
あ

い

2015年度（N=513)

2010年度（N=700)

32.7
35.7

23.6
21.6

14.4
13.7

13.1
13.3

6.8
5.9

4.3
3.7

2.7
6.7

1.9
1.6

0.8
1.4

30.8
32.7

6.4
2.9

一緒に働いている (働いていた )

外国人とあいさつ程度のつき合いは
ある（あった）

友人としてつき合っている（つき
合っていた）

学校で一緒に勉強している（してい
た）

その他のグループや地域活動に一緒
に参加している（していた）

自分または親せきが外国人と結婚し
て日本に住んでいる（住んでいた）

国際交流グループで一緒に活動して
いる（していた）

宗教活動（協会など）を通じて、一
緒に活動している（していた）

外国人の知り合いはいないし、つき
合いを持ったこともない

無回答

子どもの通う学校でのP T A活動な
どを通じて、一緒に活動している
（していた）

0% 10% 20% 30% 40%
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　「ときどきある」が 31.6% と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「あまりない」が 28.7%、「よくある」が 28.3%、「まっ

たくない」が 9.9% となっています。経
けいねん

年比
ひ か く

較でみると、「あまりない」が 2015( 平
へいせい

成 27) 年
ね ん ど

度で

28.7% と、2010( 平
へいせい

成 22) 年
ね ん ど

度と比
くら

べて 10.0 ポイント多
おお

くなっています。

　「どちらともいえない」が 44.1% と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「どちらかといえば感
かん

じる」が 18.7%、「ど

ちらかといえば感
かん

じない」が 15.4%、「親
した

しみを感
かん

じない」が 11.3%、「親
した

しみを感
かん

じる」が 6.0%

となっています。経
けいねん

年比
ひ か く

較でみると、「どちらかといえば感
かん

じる」が 2015( 平
へいせい

成 27) 年
ね ん ど

度で 18.7% と、

2010( 平
へいせい

成 22) 年
ね ん ど

度と比
くら

べて 4.3 ポイント多
おお

くなっています。

問
とい

36　 あ な た が 生
せいかつ

活 し て い る 地
ち い き

域 で、 外
がいこくじん

国 人 と 顔
かお

を 合
あ

わ せ る こ と が よ く あ り ま す か。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （１つを選
せんたく

択）

問
とい

37　 地
ち い き

域で暮
く

らす外
がいこくじん

国人についてどの程
て い ど

度親
した

しみを感
かん

じますか。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　  （１つを選
せんたく

択）

（３）外
がいこくじん

国人と顔
かお

を合
あ

わせる頻
ひ ん ど

度

（４）外
がいこくじん

国人への親
した

しみ

第２章　湖西市の現状と課題
だい　　　しょう　　   こ さ い し 　   げんじょう　    か だ い

2015年度（N=513)

2010年度（N=700)

よくある ときどきある

無回答

あまりない

全くない

1.6

1.1

9.928.731.628.3

6.618.734.639.0

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

2015年度（N=513)

2010年度（N=700)

親しみを感じる

どちらかといえば感じない

どちらかといえば感じる

無回答

どちらともいえない

親しみを感じない

4.5

1.8

11.315.444.16.0 18.7

13.919.345.314.45.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問
とい

38　 あなたが生
せいかつ

活している地
ち い き

域に外
がいこくじん

国人が増
ふ

えることに賛
さんせい

成ですか、反
はんたい

対ですか。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１つを選
せんたく

択）

（５）外
がいこくじん

国人が増
ふ

えることへの賛
さ ん ぴ

否

　「どちらかといえば反
はんたい

対」が 40.2% と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「どちらかといえば賛
さんせい

成」が 34.3%、

「反
はんたい

対」が 7.4%、「賛
さんせい

成」が 7.0% となっています。経
けいねん

年比
ひ か く

較でみると、「どちらかといえば反
はんたい

対」

が 2015( 平
へいせい

成 27) 年
ね ん ど

度で 40.2% と、2010( 平
へいせい

成 22) 年
ね ん ど

度と比
くら

べて 18.0 ポイント少
すく

なくなってい

ます。

2015年度（N=513)

2010年度（N=700)

反対
賛成

無回答

どちらかといえば賛成
どちらかといえば反対

11.1

3.0

7.440.27.0 34.3

13.458.222.03.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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2010
年

2015
年

そう思う 31.6 28.8

どちらかといえばそう思う 42.3 45.2

どちらかといえばそう思わない 13.4 14.0

そう思わない 9.7 5.7

無回答 3.0 6.2

2010
年

2015
年

そう思う 13.1 9.2

どちらかといえばそう思う 28.4 23.4

どちらかといえばそう思わない 31.2 37.2

そう思わない 24.0 24.0

無回答 3.3 6.2

2010
年

2015
年

そう思う 8.7 9.6

どちらかといえばそう思う 32.9 43.5

どちらかといえばそう思わない 36.4 29.8

そう思わない 18.3 10.3

無回答 3.7 6.8

2010
年

2015
年

そう思う 15.9 8.2

どちらかといえばそう思う 31.3 21.6

どちらかといえばそう思わない 29.3 41.1

そう思わない 20.1 22.8

無回答 3.4 6.2

2010
年

2015
年

そう思う 17.1 19.1

どちらかといえばそう思う 35.0 44.8

どちらかといえばそう思わない 22.0 18.1

そう思わない 22.3 11.1

無回答 3.6 6.8

2010
年

2015
年

そう思う 33.0 21.6

どちらかといえばそう思う 45.0 40.4

どちらかといえばそう思わない 13.1 24.4

そう思わない 5.6 8.8

無回答 3.3 4.9

❶社
しゃかい

会に多
た よ う せ い

様性が生
うま

れる ❷日
に ほ ん

本固
こ ゆ う

有の文
ぶ ん か

化がそこなわれる

❸地
ち い き

域経
けいざい

済の活
か っ せ い か

性化に貢
こうけん

献する ❹日
に ほ ん じ ん

本人の仕
し ご と

事が奪
うば

われる

❺外
が い こ く ご

国語を学
まな

ぶ機
き か い

会が増
ふ

える ❻治
ち あ ん

安が悪
あ っ か

化する

問
とい

39　 あなたは日
にほん

本に外
がいこくじん

国人が増
ふ

えるとどのような影
えいきょう

響があると思
おも

いますか。それぞれの項
こうもく

目に

　　　　ついてあなたの気
き も

持ちに最
もっと

も近
ちか

いものを選
えら

んでください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（それぞれ１つを選
せんたく

択）

　　　　　　　　　　※ 2010( 平
へいせい

成 22) 年
ね ん ど

度（N=700)、2015( 平
へいせい

成 27) 年
ね ん ど

度（N=513)

（６）外
がいこくじん

国人が増
ふ

えることによる影
えいきょう

響

　外
がいこくじん

国人が増
ふ

えることによる影
えいきょう

響は、「そう思
おも

う」項
こうもく

目は“①社
しゃかい

会に多
た よ う せ い

様性が生
うま

れる”で 28.8% と最
もっと

も多
おお

くなっています。一
いっぽう

方、「そう思
おも

わない」項
こうもく

目は“④日
に ほ ん じ ん

本人の仕
し ご と

事が奪
うば

われる”で 22.8% と最
もっと

も

多
おお

くなっています。また、“①社
しゃかい

会に多
た よ う せ い

様性が生
うま

れる”を「どちらかといえばそう思
おも

う」が 45.2％と

全
ぜん

項
こうもく

目 中
ちゅう

最
もっと

も多
おお

くなっています。

第２章　湖西市の現状と課題
だい　　　しょう　　   こ さ い し 　   げんじょう　    か だ い
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2010
年

2015
年

そう思う 31.6 28.8

どちらかといえばそう思う 42.3 45.2

どちらかといえばそう思わない 13.4 14.0

そう思わない 9.7 5.7

無回答 3.0 6.2

2010
年

2015
年

そう思う 13.1 9.2

どちらかといえばそう思う 28.4 23.4

どちらかといえばそう思わない 31.2 37.2

そう思わない 24.0 24.0

無回答 3.3 6.2

2010
年

2015
年

そう思う 8.7 9.6

どちらかといえばそう思う 32.9 43.5

どちらかといえばそう思わない 36.4 29.8

そう思わない 18.3 10.3

無回答 3.7 6.8

2010
年

2015
年

そう思う 15.9 8.2

どちらかといえばそう思う 31.3 21.6

どちらかといえばそう思わない 29.3 41.1

そう思わない 20.1 22.8

無回答 3.4 6.2

2010
年

2015
年

そう思う 17.1 19.1

どちらかといえばそう思う 35.0 44.8

どちらかといえばそう思わない 22.0 18.1

そう思わない 22.3 11.1

無回答 3.6 6.8

2010
年

2015
年

そう思う 33.0 21.6

どちらかといえばそう思う 45.0 40.4

どちらかといえばそう思わない 13.1 24.4

そう思わない 5.6 8.8

無回答 3.3 4.9

❶外
がいこくじん

国人は、自
じ ぶ ん

分自
じ し ん

身の努
どりょく

力で、

　日
に ほ ん

本の言
げ ん ご

語や文
ぶ ん か

化を身
み

につけるべきだ

❷外
がいこくじん

国人は、日
に ほ ん

本社
しゃかい

会にとけこむよう、

　日
に ほ ん

本の習
しゅうかん

慣やルールを学
まな

ぶべきだ

❸外
がいこくじん

国人は、地
ち い き

域の活
かつどう

動に積
せっきょくてき

極的に

　参
さ ん か

加すべきだ

❹行
ぎょうせい

政は、外
がいこくじん

国人が日
に ほ ん

本の言
げ ん ご

語や

　文
ぶ ん か

化を学
まな

べるよう援
えんじょ

助すべきだ

❺行
ぎょうせい

政は、外
がいこくじん

国人がかれら自
じ し ん

身の言
げ ん ご

語や

　文
ぶ ん か

化を守
まも

れるよう援
えんじょ

助すべきだ

❻日
に ほ ん じ ん

本人は、地
ち い き

域に住
す

む外
がいこくじん

国人の

　言
げ ん ご

語や文
ぶ ん か

化を学
まな

ぶべきだ

問
とい

40　 多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に関
かん

する次
つぎ

の意
い け ん

見についてあなたはどう思
おも

いますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（それぞれ１つを選
せんたく

択）

　　　　　　　　　 　※ 2010( 平
へいせい

成 22) 年
ね ん ど

度（N=700)、2015( 平
へいせい

成 27) 年
ね ん ど

度（N=513)

（７）多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に関
かん

する意
い け ん

見について

　外
がいこくじん

国人がすべきことは、“③外
がいこくじん

国人は、地
ち い き

域の活
かつどう

動に積
せっきょくてき

極的に参
さ ん か

加すべきだ”が「どちらかといえ

ばそう思
おも

う」で 56.1% と最
もっと

も多
おお

くなっています。また、行
ぎょうせい

政がすべきことは、“④行
ぎょうせい

政は、外
がいこくじん

国人が

日
に ほ ん

本の言
げ ん ご

語や文
ぶ ん か

化を学
まな

べるよう援
えんじょ

助すべきだ”が「どちらかといえばそう思
おも

う」で 47.8% と最
もっと

も多
おお

くなっています。日
に ほ ん じ ん

本人がすべきことは、“⑥日
に ほ ん じ ん

本人は、地
ち い き

域に住
す

む外
がいこくじん

国人の言
げ ん ご

語や文
ぶ ん か

化を学
まな

ぶべきだ”

を「どちらかといえばそう思
おも

う」で 43.5％と最
もっと

も多
おお

くなっています。
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問
とい

41　 地
ちいき

域を在
ざいじゅう

住外
がいこくじん

国人とともに暮
く

らしやすい社
しゃかい

会にするため、私
わたし

たち日
にほんじん

本人は何
なに

をすべきと思
おも

い

　　　　ますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （あてはまるもの全
すべ

て選
せんたく

択可
か

）

（８）外
がいこくじん

国人が住
す

みやすくなるために日
にほんじん

本人がすべきこと

　「日
に ほ ん

本で生
せいかつ

活するルールを外
がいこくじん

国人が守
まも

るように呼
よ

びかける」が 71.7％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「外
がいこくじん

国人

に対
たい

する差
さ べ つ

別意
い し き

識をもたないようにする」が 69.2％、「日
に ほ ん ご

本語や日
に ほ ん

本文
ぶ ん か

化を外
がいこくじん

国人に教
おし

える」が

44.6％などとなっています。経
けいねん

年比
ひ か く

較でみると、「日
に ほ ん ご

本語や日
に ほ ん

本文
ぶ ん か

化の多
た よ う せ い

様性を日
に ほ ん じ ん

本人が自
みずか

ら知
し

る

努
どりょく

力をする」が 2015( 平
へいせい

成 27) 年
ね ん ど

度で 33.1％と、2010( 平
へいせい

成 22) 年
ね ん ど

度と比
くら

べて 7.7 ポイント多
おお

く

なっています。

第２章　湖西市の現状と課題
だい　　　しょう　　   こ さ い し 　   げんじょう　    か だ い

71.7
71.1

69.2
66.9

44.6
39.3

43.7
46.1

33.1
25.4

32.4
27.3

4.3
5.0

2015年度（N=513)
2010年度（N=700)

日本で生活するルールを外国人が守
るように呼びかける

外国人に対する差別意識をもたない
ようにする

日本語や日本文化を外国人に教える

地域住民との交流や地域の活動に外
国人の参加を呼びかける

日本語や日本文化の多様性を日本人
が自ら知る努力をする

外国語の言葉や文化を学ぶ

無回答

80%60%40%20%0%
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問
とい

42　 日
にほんじん

本人住
じゅうみん

民と在
ざいじゅう

住外
がいこくじん

国人がともに暮
く

らしやすい社
しゃかい

会にしていくため、あなたは行
ぎょうせい

政はどの

　　　　ような取
と

り組
く

みに力
ちから

を入
い

れるべきだと思
おも

いますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （あてはまるもの全
すべ

て選
せんたく

択可
か

）

（９）日
にほんじん

本人と外
がいこくじん

国人が住
す

みやすくなるために行
ぎょうせい

政が取
と

り組
く

むこと

　「行
ぎょうせい

政サービス情
じょうほう

報を多
た げ ん ご

言語で表
ひょうき

記する」が 55.4％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「緊
きんきゅうじ

急時に防
ぼうさい

災 情
じょうほう

報

を多
た げ ん ご

言語で放
ほうそう

送する」が 52.4％、「労
ろうどう

働相
そうだん

談や生
せいかつ

活相
そうだん

談をしやすいように多
た げ ん ご

言語の通
つうやく

訳をつける」

「医
いりょう

療通
つうやく

訳を充
じゅうじつ

実する」が 43.3％などとなっています。経
けいねん

年比
ひ か く

較でみると、「緊
きんきゅうじ

急時に防
ぼうさい

災情
じょうほう

報を

多
た げ ん ご

言語で放
ほうそう

送する」が 2015( 平
へいせい

成 27) 年
ね ん ど

度で 52.4％と、2010( 平
へいせい

成 22) 年
ね ん ど

度と比
くら

べて 6.7 ポイン

ト多
おお

くなっています。

55.4
53.7

52.4
45.7

43.3
40.0

43.3
40.3

41.7
38.4

40.7
38.0

37.8
38.7

36.6
32.6

26.7
28.0

16.2
17.9

13.5
13.0

4.1
7.7

2015年度（N=513)
2010年度（N=700)

生活相談などに対して丁寧に対応す
る窓口を設ける

外国人に対して差別がなくなるよう
に外国文化などを理解する機会を設
ける

医療通訳を充実する

労働相談や生活相談をしやすいよう
に多言語の通訳をつける

緊急時に防災情報を多言語で放送す
る

行政サービス情報を多言語で表記す
る

日本人と外国人の交流の場を設ける

無料の日本語教室を開く

企業に足して労働規約の遵守などを
指導する

職業訓練を受けやすいようにカリ
キュラムを工夫する

公営住宅を充実させる

無回答

60%40%20%0%
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指
しひょう

標

現
げんじょう

状

2010

（平
へいせい

成 22）

年
ね ん ど

度

目
もくひょう

標

2015

（平
へいせい

成 27）

年
ね ん ど

度

「多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生」という言
こ と ば

葉の認
に ん ち ど

知度 26.7％
　　　　※ 1 ７０％

外
がいこくじんしみん

国人市民に親
した

しみを感
かん

じる日
に ほ ん じ ん し み ん

本人市民

　の割
わりあい

合
19.7%

　　　　※ 2
５０％

実
じっせき

績

2015

( 平
へいせい

成 27）

年
ね ん ど

度

29.6%
　　　※ 1

24.7%
　　　※ 2

2010（平
へいせい

成 22）年
ね ん ど

度に策
さくてい

定した「湖
こ さ い し

西市多
た ぶ ん か

文化 共
きょうせい

生 推
すいしん

進プラン」（第
だい

１次
じ

計
けいかく

画）では

５年
ね ん ご

後の到
とうたつ

達目
もくひょう

標の達
たっせい

成のため、４つの柱
はしら

と 15 の基
き ほ ん

本施
し さ く

策を掲
かか

げ、計
けいかく

画を実
じっこうせい

効性のある

ものにするために、65 の具
ぐ た い て き

体的施
し さ く

策とその中
なか

から８つの重
じゅうてん

点施
し さ く

策を設
せってい

定しました。

４つの柱
はしら

ごとのこれまでの主
おも

な取
とりくみ

組と成
せ い か

果、今
こ ん ご

後の課
か だ い

題は以
い か

下のとおりです。

※１　2010（平
へいせい

成 22）年
ね ん ど

度・2015（平
へいせい

成 27）年
ね ん ど

度に実
じ っ し

施した市
し み ん

民意
い し き

識調
ちょうさ

査において、『多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生』という

言
こ と ば

葉・考
かんが

え方
かた

についてどの程
て い ど

度知
し

っていますか。」という質
しつもん

問に対
たい

し、「よく知
し

っている」「少
すこ

し知
し

っている」

を選
えら

んだ人
ひと

の割
わりあい

合。
※２　2010（平

へいせい

成 22）年
ね ん ど

度・2015（平
へいせい

成 27）年
ね ん ど

度に実
じ っ し

施した市
し み ん

民意
い し き

識調
ちょうさ

査において、「地
ち い き

域で暮
く

らす外
がいこくじん

国人

についてどの程
て い ど

度親
した

しみを感
かん

じますか。」という質
しつもん

問に対
たい

し、「親
した

しみを感
かん

じる」「どちらかといえば感
かん

じる」

を選
えら

んだ人
ひと

の割
わりあい

合。

＜前
ぜんかい

回計
けいかく

画の到
とうたつ

達 状
じょうきょう

況 ＞

【これまでの主
おも

な取
とりくみ

組】

①日
に ほ ん ご

本語によるコミュニケーションが不
ふ じ ゆ う

自由な外
がいこくじん

国人市
し み ん

民であっても、日
に ほ ん じ ん

本人市
し み ん

民と同
おな

じよう

に正
ただ

しい情
じょうほう

報を提
ていきょう

供できるよう、申
しんせい

請書
しょるい

類や案
あんない

内パンフレットなどの多
た げ ん ご か

言語化を進
すす

めてき

ました。

②施
し せ つ

設への通
つうやく

訳の配
は い ち

置や市
し

の外
が い こ く ご

国語通
つう

訳
やくしゃ

者派
は け ん

遣制
せ い ど

度の利
り よ う

用促
そくしん

進により、的
てきかく

確な意
い し

思疎
そ つ う

通や正
せいかく

確

な行
ぎょうせい

政情
じょうほう

報の提
ていきょう

供を図
はか

りました。

③外
が い こ く ご

国語版
ばん

広
こ う ほ う し

報紙の発
はっこう

行や日
に ほ ん ご ば ん

本語版ホームページの自
じ ど う

動翻
ほんやく

訳により、多
た げ ん ご

言語による市
し せ い

政情
じょうほう

報の

提
ていきょう

供に努
つと

めました。

Ⅰ　コミュニケーション支
し え ん

援

第２章　湖西市の現状と課題
だい　　　しょう　　   こ さ い し 　   げんじょう　    か だ い

前回計画の評価
ぜんかい けいかく ひょうか

３
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④外
がいこくじん

国人市
し み ん

民に生
せいかつ

活をしていくうえで必
ひつよう

要な地
ち い き

域のルールを理
り か い

解してもらえるよう、多
た げ ん ご

言語で

作
さくせい

成したごみカレンダーや生
せいかつ

活ガイドブックを転
てんにゅう

入時
じ

に配
は い ふ

布しました。

⑤湖
こ さ い

西国
こくさい

際交
こうりゅう

流協
きょうかい

会と連
れんけい

携して日
に ほ ん ご

本語教
きょうしつ

室を開
かいさい

催し、生
せいかつ

活のために必
ひつよう

要なコミュニケーショ

ンを取
と

ることができるよう、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の日
に ほ ん ご

本語習
しゅうとく

得を支
し え ん

援しました。

【課
か だ い

題】

　市
し み ん

民意
い し き

識調
ちょうさ

査では、行
ぎょうせい

政が取
と

り組
く

むべきこととして「行
ぎょうせい

政サービス情
じょうほう

報を多
た げ ん ご

言語で表
ひょうき

記す

る」を選
えら

んだ人
ひと

の割
わりあい

合が 55.4％となっており、依
い ぜ ん

然として多
た げ ん ご

言語対
たいおう

応を要
ようぼう

望する声
こえ

は高
たか

いと

言
い

えます。日
に ほ ん ご

本語のままでも、ルビ（ふりがな）ややさしい日
に ほ ん ご

本語の活
かつよう

用により、読
よ

むことが

できる外
がいこくじん

国人市
し み ん

民も多
おお

くいるため、多
た げ ん ご か

言語化に加
くわ

え、ルビ付
づ

けややさしい日
に ほ ん ご

本語の普
ふきゅう

及を図
はか

る

ことが必
ひつよう

要です。また、翻
ほんやく

訳対
たいおう

応により多
おお

くの行
ぎょうせい

政情
じょうほう

報の多
た げ ん ご か

言語化に取
と

り組
く

んでいますが、そ

の情
じょうほう

報をどのように外
がいこくじん

国人市
し み ん

民に届
とど

けるか、提
ていきょう

供の手
しゅだん

段・方
ほうほう

法を検
けんとう

討し、整
せ い び

備していく必
ひつよう

要が

あります。

　外
がいこくじん

国人市
し み ん

民が日
に ほ ん ご

本語や文
ぶ ん か

化・日
に ほ ん

本社
しゃかい

会を学
まな

ぶことを望
のぞ

む声
こえ

が日
に ほ ん じ ん

本人市
し み ん

民・外
がいこくじん

国人市
し み ん

民双
そうほう

方

からあり、日
に ほ ん ご

本語や日
に ほ ん

本社
しゃかい

会に関
かん

する学
がくしゅう

習支
し え ん

援の重
じゅうようど

要度は高
たか

いと言
い

えます。「日
に ほ ん ご

本語教
きょうしつ

室」を

含
ふく

む日
に ほ ん

本の文
ぶ ん か

化・習
しゅうかん

慣を学
まな

べる機
き か い

会を確
か く ほ

保するとともに、それらに携
たずさ

わるボランティアの確
か く ほ

保

とレベルの向
こうじょう

上、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の日
に ほ ん ご

本語の習
しゅう

熟
じゅくど

度に合
あ

わせた運
うんえい

営体
たいせい

制の充
じゅうじつ

実などが必
ひつよう

要となりま

す。

【これまでの主
おも

な取
とりくみ

組】

①市
し

立
りつ

小
しょうがっこう

学 校中
ちゅうがっこう

学校に通
つうがく

学している日
に ほ ん ご

本語を母
ぼ ご

語としない外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童生
せ い と

徒に対
たい

し、指
し ど う い ん

導員を

配
は い ち

置し、初
し ょ き

期指
し ど う

導や授
じゅぎょう

業支
し え ん

援、教
きょういく

育相
そうだん

談などのサポートを行
おこな

いました。

②翌
よく

年
ね ん ど

度市
し り つ

立小
しょうがっこう

学 校中
ちゅうがっこう

学校に進
しんがく

学する外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童の保
ほ ご し ゃ

護者を対
たいしょう

象に入
にゅうがく

学説
せつめいかい

明会を行
おこな

い、日
に ほ ん

本

の学
がっこう

校文
ぶ ん か

化への理
り か い

解を促
そくしん

進しました。

③湖
こ さ い

西国
こくさい

際交
こうりゅう

流協
きょうかい

会と連
れんけい

携して就
しゅうがくまえ

学前児
じ ど う

童を対
たいしょう

象としたプレスクールを開
かいさい

催し、外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童

が日
に ほ ん

本の学
がっこう

校や生
せいかつ

活に少
すこ

しでも早
はや

く慣
な

れることができるよう支
し え ん

援をしました。

④外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の健
けんこう

康保
ほ け ん

険への加
かにゅう

入が進
すす

むよう、国
こくみん

民健
けんこう

康保
ほ け ん

険制
せ い ど

度の概
がいよう

要を多
た げ ん ご

言語で翻
ほん

訳
やく

し、

制
せ い ど

度の理
り か い

解促
そくしん

進を図
はか

りました。

Ⅱ　生
せいかつ

活支
し え ん

援
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⑤防
ぼうさい

災に関
かん

する知
ち し き

識が不
ふ そ く

足していることや防
ぼうさい

災意
い し き

識が希
き は く

薄な外
がいこくじん

国人市
し み ん

民が少
すく

なくないことか

ら、外
がいこくじんむ

国人向けの防
ぼうさい

災イベントや講
こ う ざ

座などを開
かいさい

催し、防
ぼうさい

災意
い し き

識の普
ふきゅう

及啓
けいはつ

発を行
おこな

いました。

⑥地
ち い き

域の防
ぼうさい

災訓
くんれん

練への参
さ ん か

加を促
うなが

すため、防
ぼうさい

災訓
くんれん

練の実
じ っ し

施を知
し

らせる外
がいこくじん

国人向
む

けポスターを作
さくせい

成

しました。

⑦災
さいがい

害情
じょうほう

報などを多
た げ ん ご

言語でメール配
はいしん

信し、迅
じんそく

速な情
じょうほう

報提
ていきょう

供を行
おこな

いました。

【課
か だ い

題】

　さまざまなサポートにより日
に ほ ん ご

本語で学
がっこう

校生
せいかつ

活が送
おく

ることができるようになっても、授
じゅぎょう

業に

ついていくことに困
こんなん

難を感
かん

じている児
じ ど う

童生
せ い と

徒も多
おお

いという実
じったい

態もあります。日
に ほ ん ご

本語習
しゅうとく

得の次
つぎ

の

ステップとして、学
がくしゅうめん

習面のサポートについての検
けんとう

討も必
ひつよう

要となってきます。また、就
しゅうがく

学を希
き ぼ う

望

する外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童生
せ い と す う

徒数は増
ぞ う か

加しており、外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童生
せ い と

徒や保
ほ ご し ゃ

護者に対
たい

する進
し ん ろ

路指
し ど う

導体
たいせい

制の整
せ い び

備

を図
はか

ることも重
じゅうよう

要です。

　医
いりょう

療・健
けんこう

康保
ほ け ん

険・福
ふ く し

祉制
せ い ど

度などは、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民に日
に ほ ん

本の制
せ い ど

度自
じ た い

体を理
り か い

解してもらうことが

難
むずか

しいという課
か だ い

題もあります。単
たん

に多
た げ ん ご か

言語化するだけでなく、理
り か い

解しやすい表
ひょうげん

現への置
お

き換
か

え

や丁
ていねい

寧な説
せつめい

明など、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民に配
はいりょ

慮した工
く ふ う

夫が望
のぞ

まれます。

　災
さいがい

害時
じ

の被
ひ が い

害を軽
けいげん

減するため、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民に対
たい

する防
ぼうさい

災意
い し き

識の普
ふきゅう

及啓
けいはつ

発は平
へ い じ

時から取
と

り組
く

むことが重
じゅうよう

要です。さらに、災
さいがい

害時
じ

に外
がいこくじん

国人市
し み ん

民へも的
てきかく

確に情
じょうほう

報伝
でんたつ

達が行
おこな

われることにより、

外
がいこくじん

国人市
し み ん

民が援
え ん ご

護される側
がわ

ではなく、支
し え ん

援の担
にな

い手
て

となることができることから、災
さいがい

害時
じ

に

おける情
じょうほう

報の多
た げ ん ご か

言語化やコミュニケーションツールの活
かつよう

用の推
すいしん

進が必
ひつよう

要です。また、ポスター

などで周
しゅうち

知をしても外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の防
ぼうさい

災訓
くんれん

練への参
さ ん か

加が少
すく

ないという現
げんじょう

状があります。地
ち い き

域にお

ける日
に ほ ん じ ん

本人市
し み ん

民と外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の連
れんけい

携を図
はか

る観
かんてん

点からも、外
がいこくじんむ

国人向け防
ぼうさい

災イベントのみでなく、

各
か く ち い き

地域における防
ぼうさい

災訓
くんれん

練への外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の積
せっきょくてき

極的な参
さ ん か

加がされるよう工
く ふ う

夫が必
ひつよう

要です。

【これまでの主
おも

な取
とりくみ

組】

①外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の地
ち い き

域社
しゃかい

会への積
せっきょくてき

極的な参
さんかく

画を促
うなが

すため、自
じ ち か い

治会加
かにゅう

入案
あんない

内チラシや各
かくしゅ

種活
かつどう

動

案
あんない

内を多
た げ ん ご

言語で作
さくせい

成し、転
てんにゅう

入時
じ

や必
ひつよう

要に応
おう

じて配
は い ふ

布をしました。

②意
い け ん ば こ

見箱の設
せ っ ち

置や、市
し み ん

民会
か い ぎ

議の委
い い ん

員などへの外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の登
とうよう

用を促
うなが

すことにより、外
がいこくじん

国人

市
し み ん

民の意
い け ん

見を広
ひろ

く聴
き

くことができるよう取
と り く

組みました。

Ⅲ　多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の地
ち い き

域づくり

第２章　湖西市の現状と課題
だい　　　しょう　　   こ さ い し 　   げんじょう　    か だ い
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③外
がいこくじん

国人市
し み ん

民も文
ぶ ん か

化・スポーツ施
し せ つ

設を利
り よ う

用し、活
かつどう

動を一
いっしょ

緒に行
おこな

うことで交
こうりゅう

流を図
はか

れるよう、

多
た げ ん ご

言語での案
あんない

内表
ひょうじ

示を行
おこな

いました。

④湖
こ さ い

西国
こくさい

際交
こうりゅう

流協
きょうかい

会と連
れんけい

携し、本
ほ ん し

市における多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生を推
すいしん

進するためにさまざまなことに

取
と

り組
く

みました。

【課
か だ い

題】

　チラシや案
あんない

内による地
ち い き

域活
かつどう

動のお知
し

らせは行
おこな

っていますが、なかなか参
さんかく

画に結
むす

びついてい

ない現
げんじょう

状があります。より一
いっそう

層参
さ ん か

加・参
さんかく

画を促
うなが

すための工
く ふ う

夫が必
ひつよう

要です。

　同
おな

じ目
もくてき

的をもって活
かつどう

動をするためには、多
た げ ん ご

言語による情
じょうほう

報提
ていきょう

供とともに受
う

け入
い

れる日
に ほ ん じ ん

本人

市
し み ん

民の意
い し き

識を深
ふか

める取
とりくみ

組が必
ひつよう

要となります。日
に ほ ん じ ん

本人市
し み ん

民・外
がいこくじん

国人市
し み ん

民双
そうほう

方への多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の

推
すいしん

進のため、引
ひ

き続
つづ

き多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生センター（仮
かしょう

称）の整
せ い び

備について検
けんとう

討を行
おこな

う必
ひつよう

要があります。

【これまでの主
おも

な取
とりくみ

組】

①湖
こ さ い し

西市多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生社
しゃかい

会推
すいしん

進 協
きょう

議
ぎ か い

会を開
かい

催
さい

し、多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生推
すいしん

進プランの進
しんちょく

捗状
じょうきょう

況や市
し

の

取
とりくみ

組について協
きょうぎ

議を行
おこな

いました。

②多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生社
しゃかい

会推
すいしん

進庁
ちょうない

内連
れんらくかい

絡会を開
かい

催
さい

し、市
し や く

役所
しょない

内における多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に関
かん

する情
じょうほう

報の

共
きょうゆうか

有化と連
れんけい

携を図
はか

り、市
し

役
やくしょ

所全
ぜんたい

体で施
し さ く

策を推
すいしん

進しました。

③外
がいこくじん

国人 集
しゅう

住
じゅう

都
と し

市会
か い ぎ

議※へ参
さんかく

画することにより、国
くに

・県
けん

や参
さ ん か

加都
と し

市と情
じょうほう

報交
こうかん

換や連
れんけい

携した

取
とりくみ

組を行
おこな

いました。

【課
か だ い

題】

　多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生社
しゃかい

会の実
じつげん

現には、市
し や く

役所
しょない

内や行
ぎょうせい

政同
ど う し

士はもちろん、地
ち い き

域や企
きぎょう

業といった関
かんれん

連す

る担
にな

い手
て

の連
れんけい

携が必
ひつよう

要不
ふ か け つ

可欠です。今
こ ん ご

後も積
せっきょくてき

極的に情
じょうほう

報の共
きょうゆう

有や連
れんけい

携を図
はか

っていく必
ひつよう

要があり

ます。

　　　　※外
がいこくじんしゅう

国人集 住
じゅう

都
と し

市会
か い ぎ

議…外
がいこくじん

国人住
じゅうみん

民が多
おお

く居
きょじゅう

住する都
と し

市の行
ぎょうせい

政や国
こくさい

際交
こうりゅう

流協
きょうかい

会が集
あつ

まり、

多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生への課
か だ い

題について考
かんが

える会
か い ぎ

議。

Ⅳ　推
すいしんたいせい

進体制の整
せ い び

備



施策の内容

第３章
だい

しさく ないよう

しょう
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指
しひょう

標

前
ぜんかいけいかく

回計画

現
げんじょうち

状値

2010

（平
へいせい

成 22）

年
ね ん ど

度

現
げんじょうち

状値

2015

（平
へいせい

成 27）

年
ね ん ど

度

目
もくひょうち

標値

2020

（平
へいせい

成 32）

年
ね ん ど

度

　「多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生」という言
こ と ば

葉の認
に ん ち ど

知度 26.7% 29.6% 50.0%

　外
がいこくじんしみん

国人市民に親
した

しみを感
かん

じる日
に ほ ん じ ん し み ん

本人市民の割
わりあい

合 19.7% 24.7% 50.0%

第
だい

３章
しょう

　施
し さ く

策の内
ないよう

容

本
ほ ん し

市は、自
じ ど う し ゃ

動車関
かんれん

連産
さんぎょう

業の集
しゅうせき

積が進
すす

むことによって発
はってん

展し、その企
きぎょう

業の多
おお

くが外
がいこくじん

国人労
ろうどうしゃ

働者

を受
う

け入
い

れてきました。これらの外
がいこくじん

国人は、本
ほ ん し

市の経
けいざい

済発
はってん

展を支
ささ

えるうえで重
じゅうよう

要な存
そんざい

在となって

います。

外
がいこくじん

国人を単
たん

に一
い ち じ て き

時的な滞
たいざいしゃ

在者や企
きぎょう

業で働
はたら

く人
ひと

として捉
とら

えるのではなく、地
ち い き

域の住
じゅうみん

民として認
みと

めることが重
じゅうよう

要です。

そこで、日
に ほ ん じ ん

本人・外
がいこくじん

国人という枠
わく

を取
と

り払
はら

い、誰
だれ

もが地
ち い き

域の住
じゅうみん

民として笑
え が お

顔でくらしていけ

るまちづくりを目
め ざ

指していきます。

基
き ほ ん

本理
り ね ん

念である「みんなが笑
え が お

顔でくらす多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生のまちづくり」を実
じつげん

現するために必
ひつよう

要な、

取
と

り組
く

むべき方
ほうこうせい

向性を次
つぎ

の３つとします。

（１）ともに学
まな

ぶまち

社
しゃかい

会・文
ぶ ん か

化・言
げ ん ご

語をともに学
まな

びながら、互
たが

いを理
り か い

解し、共
きょうせい

生の意
い し き

識豊
ゆた

かなまちづくりを進
すす

めます。

（２）ともに生
い

きるまち

誰
だれ

もが湖
こ さ い

西市
し み ん

民として、地
ち い き

域の人
ひとびと

々と安
あんしん

心・安
あんぜん

全にくらすことができるまちづくりを進
すす

めます。

（３）ともに創
つく

るまち

互
たが

いに多
た よ う せ い

様性を認
みと

め、尊
そんちょう

重し合
あ

いながら地
ち い き

域の一
いちいん

員として参
さんかく

画できるまちづくりを進
すす

めます。

基
き ほ ん

本理
り ね ん

念を実
じつげん

現するために、次
つぎ

の 2 つを指
しひょう

標とし、5 年
ね ん ご

後の目
もくひょう

標値
ち

を設
せってい

定します。

みんなが笑
え が お

顔でくらす多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生のまちづくり

第３章　施策の内容
だい　　　しょう　　  し さ く    な い よ う

基本理念
きほんりねん

１

めざ ほうこうせい

目指すべき方向性２

到達目標
とうたつ もくひょう

３
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施策の体系４
しさく たいけい
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第３章　施策の内容
だい　　　しょう　　  し さ く    な い よ う

施策の体系４
しさく たいけい
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No. 事
じぎょう

業・施
し さ く め い

策名 内
ないよう

容 担
た ん と う か

当課

1

行
ぎょうせい

政サービス・制
せ い ど

度

の周
しゅうち

知を多
た げ ん ご

言語・や

さ し い 日
に ほ ん ご

本 語 に て

実
じ っ し

施

各
かくしゅ

種案
あんない

内や通
つ う ち

知など、行
ぎょうせい

政サービスや制
せ い ど

度の周
しゅうち

知を

多
た げ ん ご

言語、ルビふり、やさしい日
に ほ ん ご

本語を用
もち

いて行
おこな

います。 各
か く か

課

2

多
た げ ん ご

言語ウェブサイト

の 充
じゅうじつ

実 と SNS※ を

利
り よ う

用した情
じょうほうはっしん

報発信の

検
けんとう

討

市
し

ウェブサイトの多
た げ ん ご

言語での情
じょうほうていきょう

報提供の充
じゅうじつ

実を図
はか

ります。

また、多
おお

くの外
がいこくじんしみん

国人市民が利
り よ う

用している SNS を活
かつよう

用し

た情
じょうほうはっしん

報発信の実
じ っ し

施について検
けんとう

討します。

企
き か く せ い さ く か

画政策課

市
しみんきょうどうか

民協働課

3
多
た げ ん ご ば ん

言語版広
こ う ほ う し

報紙の

発
はっこう

行・配
は い ふ

布

多
た げ ん ご ば ん

言語版広
こ う ほ う し

報紙を毎
まいつき

月発
はっこう

行し、配
は い ふ

布します。

外
がいこくじんしみん

国人市民に必
ひつよう

要・有
ゆうえき

益な情
じょうほう

報の充
じゅうじつ

実や、多
た げ ん ご か

言語化を

図
はか

ります。
市
しみんきょうどうか

民協働課

4
多
た げ ん ご ば ん

言語版生
せいかつ

活ガイド

ブックの作
さくせい

成と配
は い ふ

布

多
た げ ん ご ば ん

言語版生
せいかつ

活ガイドブックを作
さくせい

成し、転
てんにゅう

入手
て つ づ

続き時
じ

など

に配
は い ふ

布します。

必
ひつよう

要に応
おう

じて提
ていきょう

供する情
じょうほう

報を精
せ い さ

査し、内
ないよう

容の充
じゅうじつ

実を図
はか

り

ます。

市
しみんきょうどうか

民協働課

市
し み ん か

民課

Ⅰ　コミュニケーションの支
し え ん

援

基
きほん

本施
しさ く

策１　情
じょうほう

報提
ていきょう

供の充
じゅうじつ

実

　日
に ほ ん ご

本語が不
ふ じ ゆ う

自由であることから生
しょう

じる、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の日
にちじょう

常生
せいかつ

活における不
ふ あ ん

安を軽
けいげん

減し、

安
あんしん

心してくらせるまちをつくるためにも、日
に ほ ん じ ん し み ん

本人市民と同
おな

じ情
じょうほう

報を共
きょうゆう

有できる環
かんきょう

境を整
ととの

え

ることが重
じゅうよう

要な課
か だ い

題としてあげられます。

　また、湖
こ さ い し

西市の総
そうじんこう

人口における外
がいこくじん

国人市
し み ん

民の割
わりあい

合は、静
しずおか

岡県
けんない

内で２番
ば ん め

目に多
おお

く、生
せいかつ

活

情
じょうほう

報の多
た よ う か

様化が進
すす

む中
なか

で、通
つうやく

訳を必
ひつよう

要とする相
そうだん

談も多
た す う

数あります。

　近
きんねん

年、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民がもつ背
はいけい

景も多
た よ う か

様化する中
なか

、多
おお

くの方
かた

が理
り か い

解できる英
え い ご

語や、簡
かんけつ

潔で分
わ

かりやすい表
ひょうげん

現を用
もち

いた「やさしい日
に ほ ん ご

本語」※、ルビふりによる情
じょうほう

報提
ていきょう

供も望
のぞ

まれています。

今
こ ん ご

後は、ポルトガル語
ご

・スペイン語
ご

・英
え い ご

語を中
ちゅうしん

心とした多
た げ ん ご か

言語化と並
へいこう

行して、ルビふりに

よる情
じょうほう

報提
ていきょう

供や、やさしい日
に ほ ん ご

本語の活
かつよう

用を推
すいしん

進する取
とりくみ

組が必
ひつよう

要です。

基本施策及び事業施策内容
きほんしさく じぎょうしさく ないようおよ

５
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No. 事
じぎょう

業・施
し さ く め い

策名 内
ないよう

容 担
た ん と う か

当課

５
通
つうやくまどぐち

訳窓口の設
せ っ ち

置の

継
けいぞく

続と充
じゅうじつ

実

通
つうやく

訳職
しょくいん

員を配
は い ち

置した通
つうやくまどぐち

訳窓口を継
けいぞく

続して設
せ っ ち

置し、円
えんかつ

滑な

窓
まどぐち

口対
たいおう

応を推
すいしん

進します。

地
ち い き

域の外
がいこくじんしみん

国人市民を通
つうやく

訳職
しょくいん

員に積
せっきょくてき

極的に登
とうよう

用し、研
けんしゅう

修など

によりスキルアップに取
と

り組
く

みます。

市
しみんきょうどうか

民協働課

６

公
こうきょう

共窓
まどぐち

口における

IT 活
かつよう

用についての

調
ちょうさ

査・研
けんきゅう

究

翻
ほんやく

訳ソフトや翻
ほんやく

訳アプリの公
こうきょう

共施
し せ つ

設における導
どうにゅう

入に向
む

け

て、他
た

市
し

町
まち

の状
じょうきょう

況や活
かつよう

用方
ほうほう

法などを調
ちょうさ

査・研
けんきゅう

究します。 市
しみんきょうどうか

民協働課

７
外
が い こ く ご

国語通
つうやくしゃ

訳者派
は け ん

遣

事
じぎょう

業の推
すいしん

進

外
が い こ く ご

国語通
つうやくしゃ

訳者派
は け ん

遣事
じぎょう

業における通
つうやくしゃ

訳者の充
じゅうじつ

実と研
けんしゅう

修など

による育
いくせい

成を行
おこな

います。事
じぎょう

業の周
しゅうち

知により活
かつよう

用を促
うなが

し、

外
がいこくじんしみん

国人市民への情
じょうほう

報提
ていきょう

供の充
じゅうじつ

実を図
はか

るとともに、地
ち い き

域の

外
がいこくじんしみん

国人市民を通
つうやくしゃ

訳者として積
せっきょくてき

極的に活
かつよう

用するよう努
つと

めま

す。

市
しみんきょうどうか

民協働課

８
やさしい日

に ほ ん ご

本語の

活
かつよう

用啓
けいはつ

発

普
ふ だ ん

段の業
ぎょうむ

務や生
せいかつ

活・地
ち い き

域において「やさしい日
に ほ ん ご

本語」の

実
じっせんてき

践的な活
かつよう

用を促
うなが

すため、市
し

職
しょくいん

員や市
し み ん

民に対
たい

して研
けんしゅう

修・

啓
けいはつ

発を実
じ っ し

施し、その習
しゅうとく

得を図
はか

ります。
市
しみんきょうどうか

民協働課

※やさしい日
に ほ ん ご

本語…普
ふ だ ん

段使
つか

われている日
に ほ ん ご

本語よりも簡
かんたん

単で、外
がいこくじん

国人にも分
わ

かりやすい日
に ほ ん ご

本語。

※ SNS…インターネット上
じょう

でコミュニティをつくり、人
にんげん

間関
かんけい

係の構
こうちく

築を促
そくしん

進するサービス。

第３章　施策の内容
だい　　　しょう　　  し さ く    な い よ う
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No. 事
じぎょう

業・施
し さ く め い

策名 内
ないよう

容 担
た ん と う か

当課

9
日
に ほ ん ご

本語の学
がくしゅう

習機
き か い

会

の提
ていきょう

供

日
に ほ ん ご

本語初
しょきゅうしゃ

級者に対
たい

する、生
せいかつしゃ

活者としての日
に ほ ん ご

本語教
きょうしつ

室を

開
かいさい

催し、外
がいこくじんしみん

国人市民の日
に ほ ん ご

本語習
しゅうとく

得を支
し え ん

援します。

また、未
みしゅうがくじ

就学児に対
たい

する日
に ほ ん ご

本語教
きょうしつ

室を開
かいさい

催し、日
に ほ ん ご

本語

の習
しゅうとく

得を支
し え ん

援しながら日
に ほ ん

本の学
がっこうせいかつ

校生活について学
まな

ぶ

機
き か い

会を提
ていきょう

供します。

市
しみんきょうどうか

民協働課

10
日
に ほ ん ご

本語学
がくしゅう

習支
し え ん

援ボ

ランティアの育
いくせい

成

日
に ほ ん ご

本語ボランティア養
ようせい

成講
こ う ざ

座の開
かいさい

催などにより日
に ほ ん ご

本語

学
がくしゅう

習支
し え ん

援の担
にな

い手
て

となるボランティアを育
いくせい

成します。 市
しみんきょうどうか

民協働課

11
日
に ほ ん

本の地
ち い き

域社
しゃかい

会へ

の理
り か い

解促
そくしん

進

ごみの出
だ

し方
かた

や分
ぶんべつほうほう

別方法などの地
ち い き

域社
しゃかい

会ルールを

外
がいこくじんしみん

国人市民にも分
わ

かりやすく周
しゅうち

知し、日
に ほ ん

本で生
せいかつ

活する

ためのマナーや生
せいかつ

活習
しゅうかん

慣の理
り か い

解促
そくしん

進に努
つと

めます。

ごみ減
げんりょうか

量課

市
し み ん か

民課

商
しょうこうかんこうか

工観光課

市
しみんきょうどうか

民協働課

基
きほん

本施
しさ く

策２　日
に ほ ん ご

本語や日
に ほ ん

本社
しゃかい

会に関
かん

する学
がくしゅう

習支
し え ん

援

　外
がいこくじん

国人市
し み ん

民は、仕
し ご と

事をしたい、地
ち い き

域に参
さ ん か

加したいという思
おも

いがありながら、言
こ と ば

葉が通
つう

じな

いことにより不
ふ あ ん

安や恐
きょうふ

怖を感
かん

じ、参
さ ん か

加しづらい・できないという現
げんじょう

状があります。外
がいこくじん

国人

市
し み ん

民が個
こ こ

々の能
のうりょく

力を活
い

かし、長
ちょうきてき

期的な視
し や

野で安
あんてい

定した生
せいかつ

活水
すいじゅん

準を確
か く ほ

保するためには、日
にちじょう

常

生
せいかつ

活や就
しゅうぎょう

業におけるコミュニケーション手
しゅだん

段としての日
に ほ ん ご

本語能
のうりょく

力を身
み

につけることが必
ひつよう

要で

す。

　また、日
に ほ ん ご

本語の学
がくしゅう

習を支
し え ん

援するためには、ボランティアの協
きょうりょく

力が必
ひつよう

要不
ふ か け つ

可欠ですが、携
たずさ

わ

るボランティアが不
ふ そ く

足しているという声
こえ

もあり、担
にな

い手
て

を育
いくせい

成する必
ひつよう

要があります。

　さらに、地
ち い き

域社
しゃかい

会のルールやマナーについても学
まな

ぶことが、特
とくてい

定の外
がいこくじん

国人コミュニティ

にとどまることなく、幅
はばひろ

広く日
に ほ ん じ ん

本人市
し み ん

民との関
かか

わりをもつきっかけになると考
かんが

えられます。

外
がいこくじん

国人市
し み ん

民・日
に ほ ん じ ん

本人市
し み ん

民がサポートしあいながら取
と

り組
く

み、地
ち い き

域が一
いちがん

丸となって、日
に ほ ん ご

本語や

日
に ほ ん

本社
しゃかい

会についての学
がくしゅう

習機
き か い

会を外
がいこくじん

国人市
し み ん

民へ幅
はばひろ

広く提
ていきょう

供し続
つづ

ける必
ひつよう

要があります。

重点
じゅうてん
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No. 事
じぎょう

業・施
し さ く め い

策名 内
ないよう

容 担
た ん と う か

当課

12

外
がいこくじん

国 人 児
じ ど う

童 生
せ い と

徒 や

保
ほ ご し ゃ

護者に対
たい

する教
きょういく

育

についての意
い し き

識啓
けいはつ

発

外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童生
せ い と

徒及
およ

び保
ほ ご し ゃ

護者に対
たい

し、日
に ほ ん

本の教
きょういく

育制
せ い ど

度の

仕
し く

組みや学
がっこうせいかつ

校生活、進
しんがく

学に関
かん

する情
じょうほうていきょう

報提供をそれぞれ

に行
おこな

い、就
しゅうがく

学意
い し き

識の高
こうよう

揚と理
り か い

解の促
そくしん

進に努
つと

めます。

学
がっこうきょういくか

校教育課

市
しみんきょうどうか

民協働課

13

外
がいこくじん

国 人 児
じ ど う

童 生
せ い と

徒 や

保
ほ ご し ゃ

護者に対
たい

する支
し え ん

援

体
たいせい

制の充
じゅうじつ

実

学
が っ き

期途
とちゅう

中で編
へんにゅう

入する外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童生
せ い と

徒の初
し ょ き

期指
し ど う

導や

授
じゅぎょう

業支
し え ん

援、教
きょういく

育相
そうだん

談、保
ほ ご し ゃ

護者への支
し え ん

援を行
おこな

う指
し ど う い ん

導員や

通
つうやくいん

訳員を小
しょうがっこう

学校中
ちゅうがっこう

学校に派
は け ん

遣します。

指
し ど う い ん

導員・通
つうやくいん

訳員のスキルアップに努
つと

めます。

学
がっこうきょういくか

校教育課

14
外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童生
せ い と

徒支
し え ん

援

に関
かん

する連
れんけい

携の強
きょうか

化

外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童生
せ い と

徒支
し え ん

援連
れんらく

絡協
きょうぎかい

議会などを開
かいさい

催し、関
かんけい

係

機
き か ん

関と外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童生
せ い と

徒の支
し え ん

援について情
じょうほう

報の共
きょうゆう

有や

取
とりくみ

組の検
けんとう

討を行
おこな

います。

学
がっこうきょういくか

校教育課

市
しみんきょうどうか

民協働課

　公
こうりつ

立小
しょうがっこう

学 校中
ちゅうがっこう

学校に通
かよ

う外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童生
せ い と

徒は、慣
な

れない環
かんきょう

境に加
くわ

え、日
に ほ ん ご

本語の理
り か い

解が十
じゅうぶん

分

でないことなどから、学
がっこう

校での学
がくしゅう

習に困
こんなん

難が伴
ともな

う場
ば あ い

合があります。外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童生
せ い と

徒も就
しゅうがく

学へ

の意
い よ く

欲を高
たか

め、将
しょうらい

来を切
き

りひらいていくことのできる力
ちから

を身
み

につけることができる環
かんきょう

境を

整
せ い び

備することが必
ひつよう

要です。

　そのためには、日
に ほ ん ご

本語理
り か い

解の遅
おく

れや学
がっこう

校での教
きょうか

科学
がくしゅう

習を補
おぎな

う学
がくしゅう

習支
し え ん

援、さらに保
ほ ご し ゃ

護者

の進
しんがく

学への理
り か い

解が必
ひつよう

要不
ふ か け つ

可欠であると考
かんが

えます。学
がっこう

校などの教
きょういく

育機
き か ん

関との連
れんけい

携を強
きょうか

化し、

外
がいこくじん

国人児
じ ど う

童生
せ い と

徒がより明
あか

るい未
み ら い

来を築
きず

くための支
し え ん

援体
たいせい

制の整
せ い び

備が重
じゅうよう

要です。

Ⅱ　生
せいかつ

活の支
し え ん

援

基
きほん

本施
しさ く

策３　教
きょういくかんきょう

育 環境の整
せ い び

備

第３章　施策の内容
だい　　　しょう　　  し さ く    な い よ う
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No. 事
じぎょう

業・施
し さ く め い

策名 内
ないよう

容 担
た ん と う か

当課

15
ハ ロ ー ワ ー ク と の

連
れんけい

携による就
しゅうぎょう

業支
し え ん

援

ハローワークと連
れんけい

携し、外
がいこくじん

国人相
そうだん

談コーナーの充
じゅうじつ

実

などで就
しゅうぎょう

業支
し え ん

援を実
じ っ し

施します。 商
しょうこうかんこうか

工観光課

16
技
ぎ の う

能実
じっしゅうせい

習生受
うけいれ

入事
じぎょう

業

の支
し え ん

援

商
しょうこうかい

工会の実
じ っ し

施する技
ぎ の う

能実
じっしゅうせい

習 生受
うけいれ

入事
じぎょう

業の支
し え ん

援を継
けいぞく

続

して行
おこな

います。
商
しょうこうかんこうか

工観光課

市
しみんきょうどうか

民協働課

17

企
きぎょう

業との意
い け ん

見交
こうかん

換を

通
とお

し た 労
ろうどう

働 環
かんきょう

境 の
整
せ い び

備の意
い し き

識啓
けいはつ

発

外
がいこくじんしみん

国人市民の雇
こ よ う

用に関
かか

わる企
きぎょう

業と意
い け ん

見交
こうかん

換を行
おこな

い、

人
じんけんほしょう

権保障及
およ

び就
しゅうろう

労環
かんきょう

境改
かいぜん

善に向
む

けた啓
けいはつ

発に取
と

り組
く

み

ます。

市
しみんきょうどうか

民協働課

商
しょうこうかんこうか

工観光課

基
きほん

本施
しさ く

策４　労
ろうどう

働環
かんきょう

境の整
せ い び

備

　湖
こ さ い し

西市に住
す

む外
がいこくじん

国人市
し み ん

民において、永
えいじゅう

住・定
ていじゅうか

住化傾
けいこう

向が見
み

られる中
なか

で、安
あんてい

定した収
しゅうにゅう

入を得
え

られる労
ろうどう

働環
かんきょう

境を確
かくりつ

立することは最
もっと

も重
じゅうよう

要な課
か だ い

題となります。

　また、安
あんてい

定した労
ろうどう

働環
かんきょう

境にとどまらず、長
ちょうきてき

期的に滞
たいざい

在する外
がいこくじん

国人労
ろうどうしゃ

働者にとっては、職
しょく

場
ば な い

内の地
ち い

位の向
こうじょう

上を図
はか

ることも労
ろうどう

働意
い よ く

欲を継
けいぞく

続するためには必
ひつよう

要不
ふ か け つ

可欠です。
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No. 事
じぎょう

業・施
し さ く め い

策名 内
ないよう

容 担
た ん と う か

当課

18

医
いりょう

療・ 福
ふ く し

祉 サ ー ビ

ス に お け る 案
あんない

内 や

表
ひょうじ

示 の 多
た げ ん ご か

言 語 化 と

多
た げ ん ご

言 語・ や さ し い

日
に ほ ん ご

本語での対
たいおう

応

医
いりょう

療や健
けんこう

康、子
こ そ だ

育て、介
か い ご

護などの福
ふ く し

祉サービス

について多
た げ ん ご

言語による情
じょうほうていきょう

報提供や問
もんしんひょう

診票などの

多
た げ ん ご か

言語化を促
そくしん

進します。

医
いりょう

療通
つうやくしゃ

訳者の適
てきせい

正な配
は い ち

置を継
けいぞく

続して行
おこな

います。

また、健
けんこう

康・福
ふ く し

祉に関
かん

する各
かくしゅ

種相
そうだん

談を多
た げ ん ご

言語や、や

さしい日
に ほ ん ご

本語で対
たいおう

応します。

地
ち い き ふ く し か

域福祉課

子
こ そ だ

育て支
し え ん か

援課

長
ちょうじゅ

寿介
か い ご か

護課

健
けんこうぞうしんか

康増進課

病
びょういん

院管
か ん り か

理課

病
びょういん

院医
い じ か

事課

19

医
いりょう

療・ 保
ほ け ん

健・ 福
ふ く し

祉

制
せ い ど

度 の 周
しゅうち

知 と 加
かにゅう

入

促
そくしん

進

外
がいこくじんしみん

国人市民へパンフレットや出
で ま え

前講
こ う ざ

座を活
かつよう

用した

健
けんこう

康保
ほ け ん

険・年
ね ん き ん せ い ど

金制度などのさらなる周
しゅうち

知を行
おこな

い、

加
かにゅう

入を促
そくしん

進します。

また、外
がいこくじんしみん

国人市民を雇
こ よ う

用する企
きぎょう

業を通
つう

じた周
しゅうち

知に取
と

り組
く

み、併
あわ

せて企
きぎょう

業への意
い し き

識啓
けいはつ

発を行
おこな

います。

保
ほ け ん ね ん き ん か

険年金課

商
しょうこうかんこうか

工観光課

市
しみんきょうどうか

民協働課

20
火
か さ い

災・救
きゅうきゅう

急通
つうほう

報への
多
た げ ん ご

言語での対
たいおう

応

外
がいこくじんしみん

国人市民に対
たい

し、火
か さ い

災・救
きゅうきゅうじ

急時の通
つうほう

報の方
ほうほう

法を
周
しゅうち

知します。
また、日

に ほ ん ご

本語以
い が い

外での通
つうほう

報への対
たいおう

応方
ほうほう

法を検
けんとう

討し

実
じ っ し

施します。

警
け い ぼ う か

防課

基
きほん

本施
しさ く

策５　安
あんしん

心してくらせる環
かんきょう

境づくり

　安
あんしん

心してくらせる環
かんきょう

境づくりは、生
せいかつじょう

活上の不
ふ あ ん

安を解
かいしょう

消し、自
じ り つ

立した生
せいかつ

活を送
おく

るための

基
き ほ ん

本土
ど だ い

台です。

　みんなが安
あんしん

心して生
せいかつ

活をしていくためには、医
いりょう

療・保
ほ け ん

健・福
ふ く し

祉などに関
かん

する情
じょうほう

報や環
かんきょう

境

の整
せ い び

備が欠
か

かせません。日
にちじょう

常生
せいかつ

活では日
に ほ ん ご

本語が話
はな

せても、専
せんもんてき

門的な用
よ う ご

語を理
り か い

解できない

外
がいこくじん

国人も多
おお

くいます。医
いりょう

療に係
かか

る問
もんだい

題は命
いのち

の問
もんだい

題でもあり、市
し

としても対
たいおう

応が必
ひつよう

要です。

　また、社
しゃかい

会保
ほしょう

障制
せ い ど

度について、特
とく

に病
びょうき

気や怪
け が

我、高
こうれい

齢になったときに、保
ほ け ん

険や年
ねんきん

金に

未
み か に ゅ う

加入であることがどれだけ生
せいかつ

活に影
えいきょう

響するかを外
がいこくじん

国人市
し み ん

民も理
り か い

解できるよう周
しゅうち

知する

必
ひつよう

要があり、さらには、社
しゃかい

会保
ほしょう

障制
せ い ど

度を利
り よ う

用するためには義
ぎ む

務を果
は

たさなければならない

ことも認
にんしき

識してもらう必
ひつよう

要があります。

　外
がいこくじん

国人市
し み ん

民にとって日
に ほ ん

本の制
せ い ど

度は、自
じ ぶ ん

分たちが関
かか

わっていることでありながら複
ふくざつ

雑で

理
り か い

解することが困
こんなん

難であり、不
ふ あ ん

安を感
かん

じることが多
おお

いという実
じつじょう

情があります。外
がいこくじん

国人市
し み ん

民

にとっても不
ふ り え き

利益になる事
こと

がないよう、医
いりょう

療や福
ふ く し

祉などの各
かくしゅ

種制
せ い ど

度に関
かん

する情
じょうほう

報提
ていきょう

供を広
ひろ

く行
おこな

うことなども重
じゅうよう

要な課
か だ い

題です。

第３章　施策の内容
だい　　　しょう　　  し さ く    な い よ う

重点
じゅうてん
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No. 事
じぎょう

業・施
し さ く め い

策名 内
ないよう

容 担
た ん と う か

当課

21
防
ぼうはん

犯・交
こうつう

通安
あんぜん

全に関
かん

す

る意
い し き

識の啓
けいはつ

発

防
ぼうはん

犯・交
こうつう

通ルールに関
かん

する情
じょうほうていきょう

報提供の多
た げ ん ご か

言語化ややさ

しい日
に ほ ん ご か

本語化を促
そくしん

進し、周
しゅうち

知を行
おこな

います。

防
ぼうはん

犯対
たいさく

策や交
こうつう

通安
あんぜん

全対
たいさく

策の情
じょうほう

報を周
しゅうち

知する講
こ う ざ

座などを

外
がいこくじんしみん

国人市民を対
たいしょう

象に開
かいさい

催します。

危
き き か ん り か

機管理課

22
防
ぼうさい

災に関
かん

する周
しゅうち

知や

意
い し き

識の啓
けいはつ

発

地
じ し ん

震に関
かん

する知
ち し き

識や防
ぼうさい

災に関
かん

する情
じょうほうていきょう

報提供を多
た げ ん ご

言語

や、やさしい日
に ほ ん ご

本語を用
もち

いて行
おこな

い、外
がいこくじんしみん

国人市民の防
ぼうさい

災

意
い し き

識の向
こうじょう

上と、災
さ い が い じ

害時の被
ひ が い

害の軽
けいげん

減を図
はか

ります。

防
ぼうさい

災意
い し き

識を啓
けいはつ

発するためのイベント・出
で ま え

前講
こ う ざ

座などを

行
おこな

い、外
がいこくじんしみん

国人市民の防
ぼうさい

災基
き そ

礎知
ち し き

識の習
しゅうとく

得を促
そくしん

進します。

危
き き か ん り か

機管理課

23
災
さ い が い じ

害時に有
ゆうよう

用な人
じんざい

材の

把
は あ く

握と育
いくせい

成

外
が い こ く ご

国語通
つうやくしゃ

訳者派
は け ん

遣事
じぎょう

業登
とうろくしゃ

録者などを活
かつよう

用し、災
さ い が い じ

害時に

地
ち い き

域で活
かつやく

躍できる人
じんざい

材の把
は あ く

握に努
つと

めます。また、研
けんしゅう

修

などにより育
いくせい

成に努
つと

めます。

危
き き か ん り か

機管理課

市
しみんきょうどうか

民協働課

24
災
さ い が い じ

害時の情
じょうほう

報伝
でんたつしゅだん

達手段

の多
た げ ん ご か

言語化

災
さ い が い じ

害時の同
どうほうむせん

報無線の多
た げ ん ご

言語放
ほうそう

送や、防
ぼうさい

災ほっとメール

のポルトガル語
ご ば ん

版の充
じゅうじつ

実と多
た げ ん ご か

言語化を推
すいしん

進します。

また、避
ひ な ん じ ょ

難所の表
ひょうじぶつ

示物の多
た げ ん ご か

言語化を促
そくしん

進します。

危
き き か ん り か

機管理課

企
き か く せ い さ く か

画政策課

市
しみんきょうどうか

民協働課

25
災
さ い が い じ

害時の外
がいこくじん

国人対
たいおう

応の

明
め い か く か

確化

災
さ い が い じ

害時において、外
がいこくじんしみん

国人市民への対
たいおう

応を行
おこな

う班
はん

を設
せ っ ち

置

し、関
かんけい

係する各
かくはん

班と連
れんけい

携して対
たいおう

応をします。
危
き き か ん り か

機管理課

市
しみんきょうどうか

民協働課

　市
し

では、交
こうつう

通安
あんぜん

全教
きょうしつ

室の開
かいさい

催と防
ぼうはん

犯や交
こうつう

通安
あんぜん

全に関
かん

する出
で ま え

前講
こ う ざ

座を実
じ っ し

施し、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民

に対
たい

して交
こうつう

通ルールなどの周
しゅうち

知を図
はか

っています。今
こ ん ご

後も継
けいぞく

続して防
ぼうはん

犯や交
こうつう

通安
あんぜん

全のルール

をより多
おお

くの外
がいこくじん

国人市
し み ん

民へ周
しゅうち

知し、理
り か い

解を促
そくしん

進することが、市
し み ん

民の安
あんぜん

全を維
い じ

持するために

重
じゅうよう

要です。

　また、市
し

では災
さいがい

害に備
そな

え、防
ぼうさい

災ハザードマップを作
さくせい

成し、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民に対
たい

して緊
きんきゅう

急時
じ

の

避
ひ な ん

難対
たいおう

応などの周
しゅうち

知を図
はか

っていますが、情
じょうほう

報がどこまで行
ゆ

き届
とど

いているか十
じゅうぶん

分に把
は あ く

握さ

れていないのが現
げんじょう

状です。地
じ し ん

震や水
すいがい

害などの前
ぜんれい

例のないような自
し ぜ ん

然災
さいがい

害が発
はっせい

生する前
まえ

に、

母
ぼ こ く

国とは異
こと

なる日
に ほ ん

本特
とくゆう

有の防
ぼうさい

災対
たいさく

策について理
り か い

解してもらう必
ひつよう

要があります。

基
きほん

本施
しさ く

策６　防
ぼうはん

犯・交
こうつうあんぜん

通安全・防
ぼうさい

災の意
い し き

識啓
けいはつ

発
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No. 事
じぎょう

業・施
し さ く め い

策名 内
ないよう

容 担
た ん と う か

当課

26
人
じんけんそんちょう

権尊重を視
し て ん

点とし

た多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の推
すいしん

進

出
で ま え

前講
こ う ざ

座や広
こうほう

報などを通
とお

して人
じんけんそんちょう

権尊重を視
し て ん

点とした

多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生への理
り か い

解を促
そくしん

進します。 市
しみんきょうどうか

民協働課

27

市
し

職
しょくいん

員 へ の 多
た ぶ ん か

文 化

共
きょうせい

生についての意
い し き

識

啓
けいはつ

発

多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生意
い し き

識を深
ふか

めるため、意
い し き

識啓
けいはつ

発研
けんしゅう

修などを

実
じ っ し

施します。
総
そ う む か

務課

市
しみんきょうどうか

民協働課

28

多
た ぶ ん か

文 化 共
きょうせい

生・ 国
こくさい

際

理
り か い

解に関
かん

する教
きょういく

育の

推
すいしん

進

異
こと

なる言
げ ん ご

語・文
ぶ ん か

化・習
しゅうかん

慣などに配
はいりょ

慮した教
きょういく

育や違
ちが

い

を認
みと

め合
あ

う多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生教
きょういく

育を行
おこな

います。

外
が い こ く ご

国語指
し ど う

導助
じょしゅ

手※（ALT) を活
かつよう

用し、多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の

視
し て ん

点に立
た

った国
こくさい

際理
り か い

解教
きょういく

育の推
すいしん

進に努
つと

めます。

学
がっこうきょういくか

校教育課

29
外
がいこくじんしみん

国人市民の意
い け ん

見な

どの市
し せ い

政への反
はんえい

映

外
が い こ く じ ん し み ん

国人市民の意
い け ん

見や要
ようぼう

望を市
し せ い

政に反
はんえい

映させるた

め、審
し ん ぎ か い

議会や委
い い ん か い

員会などに外
が い こ く じ ん し み ん

国人市民が登
とうよう

用され

る環
かんきょう

境を整
せ い び

備します。また、各
かくしゅ

種審
し ん ぎ か い

議会などへの
外
がいこくじんしみん

国人市民の登
とうよう

用を推
すいしん

進します。

外
がいこくじんしみん

国人市民の多
おお

く利
り よ う

用する場
ば し ょ

所に意
い け ん ば こ

見箱を設
せ っ ち

置する

など広
ひろ

く意
い け ん

見を聴
ちょうしゅ

取する機
き か い

会を確
か く ほ

保します。

各
か く か

課

市
しみんきょうどうか

民協働課

　言
げ ん ご

語・宗
しゅうきょう

教・習
しゅうかん

慣などの違
ちが

いから、外
がいこくじん

国人に対
たい

して様
さまざま

々な人
じんけん

権問
もんだい

題が発
はっせい

生しています。

外
がいこくじん

国人市
し み ん

民も一
ひ と り

人の市
し み ん

民であり、また日
に ほ ん じ ん

本人と同
おな

じ地
ち い き

域の構
こう

成
せいいん

員です。外
がいこくじん

国人に対
たい

する

偏
へんけん

見や差
さ べ つ

別の解
かいしょう

消を目
め ざ

指し、立
た ち ば

場やライフステージに合
あ

わせて多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生への理
り か い

解を促
そくしん

進

する必
ひつよう

要があります。多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生を推
すいしん

進していくためには、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民自
じ し ん

身の意
い し き

識を深
ふか

め

ることに加
くわ

え、日
に ほ ん じ ん

本人市
し み ん

民が多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に対
たい

しての認
にんしき

識を高
たか

め、参
さ ん か

加しやすい環
かんきょう

境を整
せ い び

備

することが大
たいせつ

切です。

　また、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民も一
いち

市
し み ん

民として、意
い け ん

見や要
ようぼう

望を伝
つた

える機
き か い

会が確
か く ほ

保・拡
かくじゅう

充されることも

大
たいせつ

切です。身
み ぢ か

近な意
い け ん

見などを市
し せ い

政へ届
とど

ける機
き か い

会を確
か く ほ

保するとともに、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民も市
し み ん

民

会
か い ぎ

議の場
ば

へ登
とうよう

用されるよう推
すいしん

進します。

※外
が い こ く ご

国語指
し ど う

導助
じょしゅ

手（ＡＬＴ）…小
しょうがっこう

学校や中
ちゅうがっこう

学校、高
こうとう

等学
がっこう

校で語
ご が く

学指
し ど う

導などに従
じゅうじ

事する

　　　　　　　　　　　　　　外
が い こ く ご

国語指
し ど う

導助
じょしゅ

手。

基
きほん

本施
しさ く

策７　多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の意
い し き

識づくり

Ⅲ　多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の地
ち い き

域づくり

第３章　施策の内容
だい　　　しょう　　  し さ く    な い よ う
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No. 事
じぎょう

業・施
し さ く め い

策名 内
ないよう

容 担
た ん と う か

当課

30
外
が い こ く じ ん し み ん

国人市民の地
ち い き

域

社
しゃかい

会への参
さんかく

画

自
じ ち か い

治 会、 自
じ し ゅ

主 防
ぼ う さ い か い

災 会、PTA 活
かつどう

動 な ど を 紹
しょうかい

介 し、

外
がいこくじんしみん

国人市民の地
ち い き

域社
しゃかい

会への参
さんかく

画を促
そくしん

進します。

市
しみんきょうどうか

民協働課

危
き き か ん り か

機管理課

学
がっこうきょういくか

校教育課

社
しゃかいきょういくか

会教育課

31
多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の視
し て ん

点

での活
かつどう

動の推
すいしん

進

多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生意
い し き

識及
およ

び相
そ う ご り か い

互理解を深
ふか

め、外
がいこくじんしみん

国人市民が地
ち い き

域

社
しゃかい

会とつながる機
き か い

会・場
ば

をつくるため、多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の

視
し て ん

点での講
こ う ざ

座などを市
し な い

内各
かく

地
ち い き

域で行
おこな

います。

また、多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に関
かん

する活
かつどう

動を推
すいしん

進するため、多
た ぶ ん か

文化

共
きょうせい

生センター（仮
かしょう

称）の設
せ っ ち

置の検
けんとう

討を継
けいぞく

続して行
おこな

います。

市
しみんきょうどうか

民協働課

32
市
し み ん

民 団
だんたい

体 の 活
かつどう

動
支
し え ん

援
多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生や国
こくさいこうりゅう

際交流を行
おこな

っている市
し み ん

民団
だんたい

体の主
しゅたいてき

体的な
活
かつどう

動を支
し え ん

援します。

市
しみんきょうどうか

民協働課

企
き か く せ い さ く か

画政策課

社
しゃかいきょういくか

会教育課

　多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生を推
すいしん

進するためには、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民が地
ち い き

域に根
ね

ざした生
せいかつ

活をすることが大
たいせつ

切で

す。外
がいこく

国には自
じ ち か い

治会のようなコミュニティ組
そ し き

織がないこともあり、地
ち い き

域社
しゃかい

会や活
かつどう

動への

理
り か い

解が進
すす

んでいないという現
げんじょう

状が多
おお

く見
み う

受けられ、周
しゅうち

知による理
り か い

解促
そくしん

進を図
はか

ることが必
ひつよう

要

です。また、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民も地
ち い き

域の一
いち

構
こうせいいん

成員であるという視
し て ん

点から、日
に ほ ん じ ん

本人市
し み ん

民も文
ぶ ん か

化や

社
しゃかい

会背
はいけい

景などの違
ちが

いを知
し

り、受
う

け入
い

れながら、地
ち い き

域の活
かつどう

動へ外
がいこくじん

国人市
し み ん

民も参
さんかく

画していける

ような仕
し く

組みづくりを進
すす

める必
ひつよう

要があります。

　地
ち い き

域に点
てんざい

在する外
がいこくじん

国人コミュニティにおいても、日
に ほ ん じ ん

本人コミュニティと同
どうよう

様、各
か く ち い き

地域で

積
せっきょくてき

極的にまちづくりを担
にな

っているキーパーソンがいます。地
ち い き

域で活
かつやく

躍しているキーパーソ

ンを中
ちゅうしん

心として、外
がいこくじん

国人と日
に ほ ん じ ん

本人の交
こうりゅう

流をより深
ふか

めるとともに、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民及
およ

び団
だんたい

体の

活
かつどう

動を積
せっきょくてき

極的にＰＲし地
ち い き

域全
ぜんたい

体に周
しゅうち

知していくことで、地
ち い き

域の輪
わ

に溶
と

け込
こ

みやすい環
かんきょう

境を

つくることが、地
ち い き

域社
しゃかい

会への参
さんかく

画を促
うなが

すうえで重
じゅうよう

要となります。

　市
し み ん

民や市
し み ん

民団
だんたい

体が多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に関
かん

する活
かつどう

動をしたり、日
に ほ ん じ ん

本人市
し み ん

民と外
がいこくじん

国人市
し み ん

民が交
こう

流
りゅう

し

たりできる機
き か い

会となる講
こ う ざ

座などを、市
し な い

内のさまざまな地
ち い き

域で展
てんかい

開することで、市
し

全
ぜんたい

体とし

て多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の意
い し き

識が高
たか

まる取
とりくみ

組を実
じ っ し

施する必
ひつよう

要があります。

基
きほん

本施
しさ く

策８　地
ち い き

域社
しゃかい

会への参
さんかく

画促
そくしん

進重点
じゅうてん
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第３章　施策の内容
だい　　　しょう　　  し さ く    な い よ う

No. 事
じぎょう

業・施
し さ く め い

策名 内
ないよう

容 担
た ん と う か

当課

33

多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に関
かか

わ
る 活

かつどう

動 の 担
にな

い 手
て

、
人
ひと

づくり

多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に取
と

り組
く

む人
じんざい

材や各
かくしゅだんたい

種団体の発
はっくつ

掘・育
いくせい

成に努
つと

めます。また、多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の担
にな

い手
て

の連
れんけい

携を支
し え ん

援します。 市
しみんきょうどうか

民協働課

湖
こ さ い

西 国
こ く さ い

際 交
こうりゅう

流 協
きょうかい

会

　湖
こ さ い

西国
こくさい

際交
こうりゅう

流協
きょうかい

会は、「湖
こ さ い し

西市における国
こくさい

際交
こうりゅう

流活
かつどう

動の拠
きょてん

点として世
せ か い

界の人
ひとびと

々と教
きょういく

育、文
ぶ ん か

化、

産
さんぎょう

業などの多
た よ う

様な交
こうりゅう

流を推
すいしん

進し、市
し み ん

民の国
こくさい

際理
り か い

解や国
こくさい

際感
かんかく

覚を高
たか

めると共
とも

に、世
せ か い

界に開
ひら

かれた快
かいてき

適

で魅
みりょく

力ある地
ち い き

域づくりに寄
き よ

与する」という目
もくてき

的のもと、会
かいいん

員や賛
さんどう

同する人
ひとびと

々により異
い ぶ ん か

文化理
り か い

解や

外
がいこくじん

国人市
し み ん

民との交
こうりゅう

流などの事
じぎょう

業を行
おこな

っています。市
し

と連
れんけい

携しながら、国
こくさい

際交
こうりゅう

流事
じぎょう

業を通
とお

して地
ち い き

域

における人
じんざい

材やボランティア団
だんたい

体などの育
いくせい

成を図
はか

り、多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の地
ち い き

域づくりにつながるよう努
つと

め

ています。
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多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の担
にな

い手
て

とは…

　多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生社
しゃかい

会の実
じつげん

現に向
む

けては、日
に ほ ん じ ん

本人市
し み ん

民も外
がいこくじん

国人市
し み ん

民も、互
たが

いの文
ぶ ん か

化や習
しゅうかん

慣の違
ちが

いなどを認
みと

め合
あ

い、互
たが

いによく理
り か い

解しあって、尊
そんちょう

重し、地
ち い き

域の住
じゅうみん

民として助
たす

け合
あ

って生
せいかつ

活をしていくことが大
たいせつ

切です。

本
ほん

プランの到
とうたつ

達目
もくひょう

標の達
たっせい

成に向
む

け、地
ち い き

域社
しゃかい

会や事
じぎょうしゃ

業者、国
こくさい

際交
こうりゅう

流協
きょうかい

会、行
ぎょうせい

政などの関
かんけい

係機
き か ん

関がそれぞれ

の役
やくわり

割を果
は

たし、情
じょうほう

報を共
きょう

有
ゆう

、連
れんけい

携しながら、総
そうごうてき

合的かつ効
こうりつてき

率的に取
とりくみ

組を実
じ っ し

施していきます。

● 行
ぎ ょ う せ い

政

　市
し

は、市
し み ん

民サービスを提
ていきょう

供する基
き そ

礎自
じ ち た い

治体として、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民を含
ふく

む全
すべ

ての市
し み ん

民が行
ぎょうせい

政サービスを

平
びょうどう

等に受
う

けることができるようにするとともに、行
おこな

わなければならない義
ぎ む

務を広
ひろ

く知
し

らせることができ

るよう取
と り く

組みます。市
し み ん

民に対
たい

して多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に関
かん

する啓
けいはつ

発を図
はか

り、事
じ

業
ぎょうしゃ

者や国
こくさい

際交
こうりゅう

流協
きょうかい

会などの関
かんけい

係

機
き か ん

関との連
れんけい

携や協
きょうどう

働により、一
いっそう

層効
こ う か て き

果的な多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生施
し さ く

策を行
おこな

う役
やくわり

割を担
にな

います。

●事
じ

業
ぎょうしゃ

者

　外
がいこくじん

国人労
ろうどうしゃ

働者を直
ちょくせつ

接・間
かんせつ

接に雇
こ よ う

用している企
きぎょう

業などの事
じ

業
ぎょうしゃ

者は、外
がいこくじん

国人労
ろうどうしゃ

働者の人
じんけん

権を尊
そんちょう

重し、労
ろうどう

働

関
かんけい

係法
ほうれい

令を守
まも

るように努
つと

め、安
あんてい

定した雇
こ よ う

用を図
はか

るとともに、日
に ほ ん ご

本語の習
しゅう

得
とく

や地
ち い き

域社
しゃかい

会ルールの理
り か い

解促
そくしん

進

に取
と

り組
く

むなど、安
あんしん

心・安
あんぜん

全な労
ろうどう

働環
かんきょう

境づくりや、日
にちじょう

常生
せいかつ

活におけるさまざまな課
か だ い

題の解
かいけつ

決に向
む

けて

積
せっきょくてき

極的な取
とりくみ

組が期
き た い

待されます。また、事
じ

業
ぎょうしゃ

者には、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民が地
ち い き

域の構
こう

成
せいいん

員としての社
しゃかいてき

会的責
せきにん

任を担
にな

うよう、多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の地
ち い き

域づくりへの連
れんけい

携・協
きょうどう

働が求
もと

められます。

●地
ち い き

域社
し ゃ か い

会

　外
がいこくじん

国人・日
に ほ ん じ ん

本人に関
かか

わりなく市
し み ん

民の生
せいかつ

活基
き ば ん

盤は地
ち い き

域です。地
ち い き

域住
じゅうみん

民同
ど う し

士、互
たが

いにあいさつや声
こ え か

掛

けを行
おこな

うことで、その地
ち い き

域にくらす住
じゅうみん

民すべてが地
ち い き

域社
しゃかい

会の一
いちいん

員であるという認
にんしき

識をもち、地
ち い き

域活
かつどう

動

などへの参
さんかく

画につながります。また、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民にとっても最
もっと

も生
せいかつ

活に密
みっちゃく

着した地
ち い き

域は自
じ ち か い

治会であり、

自
じ ち か い

治会がさまざまな活
かつどう

動を行
おこな

い、地
ち い き

域のまちづくりの中
ちゅうしんてき

心的な役
やくわり

割を担
にな

っています。地
ち い き

域の活
か っ せ い か

性化を図
はか

るためにも、自
じ ち か い

治会は市
し み ん

民団
だんたい

体や行
ぎょうせい

政、事
じ

業
ぎょうしゃ

者などとの連
れんけい

携を図
はか

り、外
がいこくじん

国人市
し み ん

民との交
こうりゅう

流の機
き か い

会を充
じゅうじつ

実し、

外
がいこくじん

国人市
し み ん

民も日
に ほ ん じ ん

本人市
し み ん

民と同
おな

じ地
ち い き

域住
じゅうみん

民として認
にんしき

識し、すべての人
ひと

が能
のうりょく

力を最
さいだいげん

大限に発
は っ き

揮できるような

多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の地
ち い き

域づくりを推
すいしん

進することが期
き た い

待されます。

　多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生を推
すいしん

進する取
とりくみ

組の多
おお

くは、NPO や市
し み ん

民団
だんたい

体などの市
し み ん

民活
かつどう

動に支
ささ

えられてきました。それ

ぞれの団
だんたい

体がもつ、これまで培
つちか

ってきたノウハウや情
じょうほう

報、ネットワークをいかしながら、市
し み ん

民協
きょうどう

働を進
すす

める視
し て ん

点で活
かつどう

動することが期
き た い

待されます。現
げんざい

在、湖
こ さ い し

西市で多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生に関
かん

する活
かつどう

動を行
おこな

っている市
し み ん

民

活
かつどう

動団
だんたい

体として、湖
こ さ い

西国
こくさい

際交
こうりゅう

流協
きょうかい

会があります。
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計画の推進

第４章
だい

けいかく すいしん

しょう

第
だい

４章
しょう

　計
けいかく

画の推
すいしん

進

（１）庁
ちょうない

内における推
すいしん

進体
た い せ い

制

「みんなが笑
え が お

顔でくらす多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生のまちづくり」を総
そうごうてき

合的・計
けいかくてき

画的に推
すいしん

進するために、庁
ちょうない

内

各
か く か

課と連
れんけい

携します。また、庁
ちょうない

内関
かんけい

係各
かくかかりちょう

係 長で構
こうせい

成される「湖
こ さ い し

西市多
た ぶ ん か

文化 共
きょうせい

生 社
しゃかい

会推
すいしん

進 庁
ちょうない

内

連
れんらくかい

絡会」を設
せ っ ち

置し、計
けいかく

画実
じ っ し

施についての調
ちょうせい

整、進
しんちょく

捗状
じょうきょう

況の報
ほうこく

告・評
ひょうか

価、毎
ま い ね ん ど

年度の目
もくひょう

標設
せってい

定などを

行
おこな

い、連
れんけい

携して推
すいしん

進を図
はか

っていきます。

また、研
けんしゅう

修などを通
つう

じて、多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生の視
し て ん

点をもった職
しょくいん

員を養
ようせい

成します。

（２）市
し み ん

民参
さんかく

画による推
す い し ん

進

市
し み ん

民の意
い け ん

見を施
し さ く

策に反
はんえい

映させるために、市
し み ん

民・各
かくしゅ

種団
だんたい

体・企
きぎょう

業・学
がくしき

識経
けいけんしゃ

験者などで構
こうせい

成される

「湖
こ さ い し

西市多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生社
しゃかい

会推
すいしん

進 協
きょう

議
ぎ か い

会」を設
せ っ ち

置し、「多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生推
すいしん

進プラン」の進
しんちょく

捗状
じょうきょう

況の確
かくにん

認

や点
てんけん

検を行
おこな

うとともに、社
しゃかい

会情
じょうせい

勢の変
へ ん か

化や新
あら

たな課
か だ い

題などに対
たいおう

応した計
けいかく

画の見
み な お

直しなどを提
ていげん

言し

ます。

（３）各
かくかんけい

関係機
き か ん

関との連
れんけい

携及
およ

び協
きょうりょく

力

市
し

単
たんどく

独では解
かいけつ

決できない問
もんだい

題に際
さい

しては、外
がいこくじんしゅう

国人集 住
じゅう

都
と し

市会
か い ぎ

議や近
きんりん

隣市
し ま ち

町、県
けん

、国
くに

などの関
かんけい

係

機
き か ん

関と連
れんけい

携を行
おこな

い、計
けいかく

画を推
すいしん

進します。

計画を推進する体制の整備
けいかく せいびたいせいすいしん

１
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第４章　計画の推進
だい　　　しょう　　　けいかく   す い し ん

湖
こ さ い し

西市多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生社
しゃかい

会推
すいしんきょう

進 協議
ぎ か い

会にて毎
ま い ね ん ど

年度計
けいかく

画の進
しんちょく

捗状
じょうきょう

況を評
ひょうか

価・点
てんけん

検し、その結
け っ か

果につ

いて情
じょうほう

報公
こうかい

開をしていきます。

＜推進体制図＞

湖西市多文化共生社会推進協議会
（市民、各種団体、企業、学識経験者など）

施策の提言、助言、実施状 況 の調査など

事務局

報告

すいしんた い せ い ず

こ さい し た ぶ ん か きょうせい しゃかい すいしん  きょうぎかい

湖西市多文化共生社会庁内連絡会
こ さ い し たぶんかきょうせいしゃかいちょうないれんらくかい

庁 内各課
ちょうないか く か

じ む き ょ く

し み ん 　  かくしゅだんたい　 きぎょう　 がくしきけいけんしゃ

し さ く 　 ていげん　 じょげん　 じ っ し じょうきょう　 ちょうさ

ほうこく
意見
い け ん

報告
ほうこく

目 標設定

連絡調 整

もくひょうせってい

れんらくちょうせい報告
ほうこく

調査
ちょうさ

（市民協働課）
し み ん きょうどうか

施策の推進
し さ く 　  すいしん

計画の進行管理
けいかく　  しんこう か ん り

調査
ちょうさ

（庁内関係各課係 長 ）
ちょうないかんけいか く かかかりちょう

計画の実施についての調整、
けいかく　 じ っ し 　　　　　　　　  ちょうせい

進 捗 状 況 の報告・評価、情 報交換など
しんちょくじょうきょう　 ほうこく　  ひょうか　 じょうほうこうかん

施策の実施・推進
し さ く 　　じ っ し 　　すいしん

連携・協 働
れんけい　  きょうどう

市民
し み ん

外国人集住都市会議

近隣市町

県

がいこくじんしゅうじゅうとしかいぎ

きんりんし ま ち

けん

国
くに

事 業 者
じ ぎょうしゃ

各種団体など
かくしゅだんたい

庁
内
推
進
体
制

ち
ょ
う
な
い
す
い
し
ん
た
い
せ
い

けいかく しんちょくじょうきょう てんけん およ じょうほうこうかい

計画の進捗状況の点検及び情報公開２



参考資料
さんこう しりょう
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参考資料
さんこう しりょう

開
か い さ い び

催日 回
かい

内
ないよう

容

　【2015（平
へいせい

成 27）年
ね ん ど

度】

2015 年
ねん

6 月
がつ

8 日
にち

第
だい

1 回
かい

・委
いしょくじょう

嘱状交
こ う ふ

付

・平
へいせい

成 26 年
ね ん ど

度多
たぶんかきょうせいすいしん

文化共生推進プラン進
しんちょくじょうきょうほうこく

捗 状 況 報 告

・湖
こ さ い し

西市多
たぶんかきょうせいすいしん

文化共生推進プランの見
み な お

直しに伴
ともな

う市
し み ん い し き ち ょ う さ あ ん

民意識調査案 

  について

2015 年
ねん

2 月
がつ

22 日
にち

第
だい

2 回
かい ・市

し み ん い し き ち ょ う さ け っ か

民意識調査結果について

・湖
こ さ い し

西市多
たぶんかきょうせいすいしん

文化共生推進プランの見
み な お

直しについて

　【2016（平
へいせい

成 28）年
ね ん ど

度】

2016 年
ねん

5 月
がつ

16 日
にち

第
だい

1 回
かい ・委

いしょくじょう

嘱状交
こ う ふ

付

・湖
こ さ い し

西市多
たぶんかきょうせいすいしん

文化共生推進プランの改
かいてい

訂について

2016 年
ねん

8 月
がつ

1 日
にち

第
だい

2 回
かい

・次
じ き

期湖
こ さ い し

西市多
たぶんかきょうせいすいしん

文化共生推進プラン案
あん

の重
じゅうてんこうもく

点項目について 

2016 年
ねん

10 月
がつ

17 日
にち

第
だい

3 回
かい

・第
だい

2 次
じ

湖
こ さ い し

西市多
たぶんかきょうせいすいしん

文化共生推進プラン 2016 ～ 2020 案
あん

について

開
か い さ い び

催日 回
かい

内
ないよう

容

2016 年
ねん

5 月
がつ

11 日
にち

第
だい

1 回
かい ・平

へいせい

成 27 年
ね ん ど

度湖
こ さ い し

西市多
た ぶ ん か

文化推
すいしん

進プラン進
しんちょくじょうきょうほうこく

捗 状 況 報 告

・湖
こ さ い し

西市多
たぶんかきょうせいすいしん

文化共生推進プランの改
かいてい

訂について

2016 年
ねん

10 月
がつ

12 日
にち

第
だい

2 回
かい

・第
だい

2 次
じ

湖
こ さ い し

西市多
たぶんかきょうせいすいしん

文化共生推進プラン 2016 ～ 2020 案
あん

について

開
か い さ い び

催日 内
ないよう

容

2015 年
ねん

7 月
がつ

7 日
にち

～ 7 月
がつ

21 日
にち

市
し み ん い し き ち ょ う さ

民意識調査の実
じ っ し

施

調
ちょうさたいしょう

査対象：湖
こ さ い し

西市在
ざいじゅう

住の 18 歳
さいいじょう

以上の男
だんじょ

女 1,500 人
にん

調
ちょうさほうほう

査方法：郵
ゆうそうはいふ

送配布・郵
ゆうそうかいしゅう

送回収

有
ゆうこうかいしゅうりつ

効回収率：513 票
ひょう

（34.2％）

2016 年
ねん

10 月
がつ

31 日
にち

～ 11 月
がつ

29 日
にち

パブリックコメントの実
じ っ し

施

提
ていしゅつにんずう

出人数：2 名
めい

（提
ていしゅつけんすう

出件数：4 件
けん

）

参
さんこうしりょう

考資料

＜多
たぶんかきょうせいしゃかいすいしんきょうぎかい

文化共生社会推進協議会＞

＜多
たぶんかきょうせいすいしん

文化共生推進プラン策
さ く て い い い ん か い

定委員会（庁
ちょうない

内）＞

＜市
し み ん い し き ち ょ う さ

民意識調査・パブリックコメント＞

計画策定の経緯
けいかくさくてい けいい

１
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参考資料
さんこうしりょう

氏
し め い

名 所
しょぞく

属 備
び こ う

考

ヤマモト・ルシア 静
しずおかだいがくきょういくがくぶ

岡大学教育学部 会
かいちょう

長

八
や ぎ

木忠
た だ お

男
表
おもてわしづ

鷲津自
じ ち

治会
かいちょう

長
2015 年

ね ん ど

度委
い い ん

員

竹
たけうち

内廣
ひろあき

明 2016 年
ね ん ど

度委
い い ん

員

吉
よ し だ

田　等
ひとし

あけぼの自
じ ち

治会
かいちょう

長

山
やました

下美
み え こ

恵子 新
あらいちょう

居町婦
ふ じ ん か い

人会 副
ふくかいちょう

会 長

田
た し ろ

代瑠
る り

璃

外
がいこく

国にルーツのある市
し み ん

民

ブラジル出
しゅっしん

身

ルダス　渡
わたなべ

辺　ホワン　マヌエル ペルー出
しゅっしん

身

袴
はかまだ

田リーリン フィリピン出
しゅっしん

身

TRINH THI DIEU HIEN
ベトナム出

しゅっしん

身

2015 年
ね ん ど

度委
い い ん

員

PHAM THI PHUONG QUYEN
ベトナム出

しゅっしん

身

2016 年
ね ん ど

度委
い い ん

員

末
すえよし

吉由
ゆ か

佳 中
ちゅうごく

国 出
しゅっしん

身

西
にしやま

山和
かずひろ

宏 湖
こさいけいさつしょ

西警察署

奈
な ら

良　寿
ひさし

アスモ株
かぶしきがいしゃ

式会社

白
し ら い

井雅
まさふみ

文
浜
は ま な こ で ん そ う

名湖電装株
かぶしきがいしゃ

式会社
2015 年

ね ん ど

度委
い い ん

員

渡
わたなべ

辺達
たついち

一 2016 年
ね ん ど

度委
い い ん

員

佐
さ は ら

原功
こういちろう

一郎 湖
こさいししょうこうかい

西市商工会

猪
い い

井英
ひでのり

典 湖
こ さ い

西国
こくさい

際交
こうりゅうきょうかい

流 協 会

和
わ く だ

久田雅
ま さ こ

子 湖
こ さ い

西市
し り つ

立鷲
わしづしょうがっこう

津小学校

鈴
す ず き

木美
み き

紀 湖
こ さ い し

西市教
きょういくいいんかい

育委員会

委員名簿
いいんめいぼ

２
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