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はじめに 

 

 

 

安芸
あ き

高田市
た か た し

 市長
しちょう

 浜田
は ま だ

一義
かずよし

 

 

 安芸
あ き

高田市
た か た し

の外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は、平成
へいせい

２年
ねん

に 入 管 法
にゅうかんほう

が改正
かいせい

され、経済
けいざい

のグローバル化
ぐ ろ ー ば る か

がすすむ

と徍
じょ

々
じょ

に増
ぞう

加
か

してきました。また、リーマンショック
り ー ま ん し ょ っ く

以降
い こ う

も、一部
い ち ぶ

の外国人
がいこくじん

は帰国
き こ く

しましたが、

ほとんどの外国人
がいこくじん

は安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

に住
す

み
み

続
つづ

け
け

て
て

います。 

 今後
こ ん ご

も、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の定住化
ていじゅうか

がますます進む
す す む

と予想
よ そ う

される中
なか

で、本市
ほ ん し

は外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を取り巻く
と り ま く

現 状
げんじょう

と課
か

題
だい

、地域
ち い き

の 実 情
じつじょう

を踏まえて
ふ ま え て

、今
こん

後
ご

５年
ねん

間
かん

の多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の基
き

本
ほん

プ
ぷ

ラ
ら

ン
ん

として「安芸
あ き

高田市
た か た し

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

プラン
ぷ ら ん

」を策定
さくてい

しました。 

 このプラン
ぷ ら ん

では、「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

が 互
たが

い
い

に
に

違
ちが

い
い

を認
みと

め
め

合
あ

い
い

 支
ささ

え
え

合
あ

う
う

まちづくり」

を基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

に掲
かか

げ
げ

て
て

います。この理
り

念
ねん

を実
じつ

現
げん

するためには、まず“ 自
みずか

ら
ら

の 心
こころ

を変革
へんかく

”をしてい

かなければなりません。そして、市民
し み ん

、企業
きぎょう

、行 政
ぎょうせい

など、多様
た よ う

な担い手
に な い て

が 力
ちから

をあわせ、それぞ

れが連携
れんけい

・ 協
きょう

働
どう

して多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の実現
じつげん

にむけて取り組んで
と り く ん で

いく必要
ひつよう

があります。 

 また、安芸
あ き

高田市
た か た し

は多
おお

く
く

の過疎
か そ

のまちと同
おな

じ
じ

く
く

、尐子
しょうし

高齢化
こ う れ い か

の課
か

題
だい

を抱
かか

え
え

て
て

います。このまま

人
じん

口
こう

が減
へ

り
り

続
つづ

け
け

る
る

と、安芸
あ き

高田市
た か た し

は深
しん

刻
こく

な担
にな

い
い

手
て

丌
ぶ

足
そく

に 直
ちょく

面
めん

することが予想
よ そ う

されます。 

 本市
ほ ん し

は多く
お お く

の過疎地
か そ ち

が抱
かか

え
え

て
て

いるこの問題
もんだい

と向き合い
む き あ い

、 新
あたら

し
し

い
い

安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

を創造
そうぞう

していくた

めに、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

が手
て

を携えて
た ず さ え て

、この困難
こんなん

にチャレンジ
ち ゃ れ ん じ

していくことが「あらたな

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

の時
じ

代
だい

」になることを確信
かくしん

しております。 

 最
さい

後
ご

に、このプラン
ぷ ら ん

策定
さくてい

にあたり、安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

協
きょう

議
ぎ

会
かい

委
い

員
いん

の方
かた

をはじめ、ご
ご

協
きょう

力
りょく

いただきました多
おお

く
く

の皆
みな

さまに 心
こころ

より感
かん

謝
しゃ

を申
もう

し
し

上
あ

げ
げ

ま
ま

す
す
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張
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  昨
さく

年
ねん

7月
がつ

、安芸
あ き

高田市
た か た し

の要請
ようせい

を受け
う け

「安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

協
きょう

議
ぎ

会
かい

」が発足
ほっそく

しました。この 協
きょう

議会
ぎ か い

は、近年
きんねん

、市内
し な い

の外国人
がいこくじん

が増加
ぞ う か

し、文
ぶん

化
か

風
ふう

習
しゅう

の違
ちが

い
い

から摩
ま

擦
さつ

が 生
しょう

じ
じ

る
る

ことや医
い

療
りょう

現
げん

場
ば

などでの意
い

思
し

疎
そ

通
つう

のト
と

ラ
ら

ブ
ぶ

ル
る

などが懸
け

念
ねん

され、これらの問題
もんだい

の 払 拭
ふっしょく

をはかる必要
ひつよう

から、今
こん

後
ご

の在
あ

り
り

方
かた

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

が生じた
しょうじた

ため、組織
そ し き

されたものです。 

  会議
か い ぎ

は、 協
きょう

議
ぎ

会
かい

、分
ぶん

科
か

会
かい

を含
ふく

め
め

、延
の

べ
べ

１０回
かい

おこなわれ、今回
こんかい

とりまとめを、おこなうこ

とができました。この提言
ていげん

は、日
ひ

頃
ごろ

外
がい

国
こく

人
じん

と接
せっ

し
し

て
て

いる方
かた

や実際
じっさい

に当市
と う し

に居 住
きょじゅう

している外国人
がいこくじん

を委
い

員
いん

として 招
しょう

集
しゅう

し、具
ぐ

体
たい

的
てき

な問
もん

題
だい

点
てん

や意
い

見
けん

・要望
ようぼう

をとりまとめたものです。このため、な

かには現実的
げんじつてき

で即効性
そっこうせい

があるものや、 将
しょう

来
らい

を見
み

据
す

え
え

た
た

抽
ちゅう

象
しょう

的
てき

とも思
おも

え
え

る
る

ようなものも列挙
れっきょ

しています。安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

は、財政
ざいせい

縮 小
しゅくしょう

、人口
じんこう

減 尐
げんしょう

、高
こう

齢
れい

化
か

、産 業
さんぎょう

停滞
ていたい

など 中
ちゅう

山
さん

間
かん

地
ちいき

域の

課
か

題
だい

の多
おお

く
く

抱
かか

え
え

て
て

います。今
こん

後
ご

、安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

はこれらの問題
もんだい

に対処
たいしょ

することとなり、市
し

民
みん

はい

ろいろ丌
ふ

便
べん

を感
かん

じ
じ

る
る

ことがあるかもしれません。しかし、これらが 尐
しょう

数
すう

派
は

である外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

に

情
じょう

報
ほう

丌
ぶ

足
そく

やコ
こ

ミ
み

ュ
ゅ

ニ
に

ケ
け

ー
ー

シ
し

ョ
ょ

ン
ん

丌
ぶ

足
そく

から過度
か ど

に課せられる
か せ ら れ る

ことは許
ゆる

さ
さ

れ
れ

ま
ま

せ
せ

ん
ん

。 

  多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

は、外国人
がいこくじん

が住みやすく
す み や す く

なるまちをつくることであり、これはとりもなおさず

日本人
に ほ ん じ ん

にとっても快適
かいてき

なまちになることにほかなりません。多
おお

く
く

の市
し

民
みん

が、人種
じんしゅ

や文
ぶん

化
か

・習
しゅう

慣
かん

の違
ちが

い
い

を乗り越えて
の り こ え て

、共
とも

に栄
さか

え
え

て
て

いくことを願
ねが

っ
っ

て
て

この提言
ていげん

をおこないました。安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

に

おかれましても、この提言
ていげん

の趣
しゅ

旨
し

をご
ご

理
り

解
かい

い
い

た
た

だ
だ

き
き

、行
ぎょう

政
せい

運
うん

営
えい

に役
やく

立
だ

て
て

て
て

いただければ幸甚
こうじん

で

す。最
さい

後
ご

に、この提言
ていげん

をとりまとめるにあたり、多
た

大
だい

な労 力
ろうりょく

を割
さ

い
い

て
て

頂
いただ

い
い

た
た

事
じ

務
む

局
きょく

はじめ、

何
なん

度
ど

も集ま
あ つ ま

ってご議
ぎ

論
ろん

をいただいた委
い

員
いん

の皆様
みなさま

に 改
あらた

め
め

て
て

お
お

礼
れい

を申
もう

し
し

上
あ

げ
げ

ま
ま

す
す

。
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「多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

」 

 すべての住 民
じゅうみん

が、国
くに

、地域
ち い き

、民族
みんぞく

、人種
じんしゅ

、宗 教
しゅうきょう

、言葉
こ と ば

、歴史
れ き し

観
かん

などによる文化的
ぶ ん か て き

背景
はいけい

の違い
ち が い

によらず、たがいが尊 重
そんちょう

され、対等
たいとう

の関係
かんけい

を保ち
た も ち

、ともに暮らす
く ら す

地域
ち い き

の

一員
いちいん

としてまちづくりに参画
さんかく

できること。 

  

「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

」 

 外国
がいこく

の国籍
こくせき

を持つ
も つ

市民
し み ん

（外
がい

国籍
こくせき

市民
し み ん

）あるいは、日本
に ほ ん

国籍
こくせき

であっても外国
がいこく

に繋
つな

が
が

り
り

を持
も

つ
つ

市
し

民
みん

（中 国
ちゅうごく

帰国者
き こ く し ゃ

、帰
き

国
こく

子
し

女
じょ

や最
さい

近
きん

日
に

本
ほん

国
こく

籍
せき

を取得
しゅとく

して日
に

本
ほん

語
ご

の支援
し え ん

を必
ひつ

要
よう

としている人
ひと

、国
こく

際
さい

結
けっ

婚
こん

により生まれた
う ま れ た

人
ひと

など）で、本
ほん

市
し

または日
に

本
ほん

に生活
せいかつ

拠点
きょてん

を

持って
も っ て

いる人
ひと

も含
ふく

ま
ま

れ
れ

ま
ま

す
す

。 

 また、生活
せいかつ

拠点
きょてん

を持つ
も つ

「永 住 者
えいじゅうしゃ

」や「定 住 者
ていじゅうしゃ

」だけでなく、「外
がい

国
こく

人
じん

研
けん

修
しゅう

生
せい

・

技
ぎ

能
のう

実
じっ

習
しゅう

生
せい

」なども外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に含
ふく

ま
ま

れ
れ

ま
ま

す
す

。 

第
だい

1 章
しょう

 用語
よ う ご

の定義
て い ぎ
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１ プラン
ぷ ら ん

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

  安芸
あ き

高田市
た か た し

に暮
く

ら
ら

す
す

すべての人
ひと

が、より住
す

み
み

や
や

す
す

い
い

まちづくりをめざして、と

もに手
て

をとりあっていくことが、新しい
あ た ら し い

安芸
あ き

高田市
た か た し

を
し

創造
そうぞう

していくうえでも欠
か

か
か

せ
せ

ま
ま

せ
せ

ん
ん

。 

  本市
ほ ん し

は、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

が、互
たが

い
い

に
に

「理解
り か い

」し「尊 重
そんちょう

」しあい、すべ

ての市民
し み ん

と行 政
ぎょうせい

が協 働
きょうどう

して「人
ひと

 輝く
かがやく

・安芸
あ き

高田
た か た

」のまちづくりをすすめるた

めの指
し

針
しん

として「安芸
あ き

高田市
た か た し

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

プラン
ぷ ら ん

」を策定
さくてい

しました。 

 

２ 国内
こくない

の 状 況
じょうきょう

  

  日本
に ほ ん

で生活
せいかつ

する外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は、80年代
ねんだい

までは戦前
せんぜん

から居 住
きょじゅう

する 旧
きゅう

植
しょく

民
みん

地
ち

出
しゅっ

身
しん

者
しゃ

とその子孫
し そ ん

が多く
お お く

生活
せいかつ

していました。80年代
ねんだい

以降
い こ う

はバブル景
けい

気
き

を背
はい

景
けい

に仕
し

事
ごと

を求
もと

め
め

て
て

来
らい

日
にち

した東南
とうなん

アジア
あ じ あ

や南
なん

米
べい

出
しゅっ

身
しん

者
しゃ

のニューカマー
に ゅ ー か ま ー

1を中 心
ちゅうしん

に徍
じょ

々
じょ

に多
た

国
こく

籍
せき

化
か

していきました。特
とく

に 90年代
ねんだい

に入
はい

る
る

と、改正入管法
かいせいにゅうかんほう

の施
し

行
こう

により、定
てい

住
じゅう

者
しゃ

の在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

が拡 充
かくじゅう

され日系
にっけい

3世
せい

までの就 労
しゅうろう

可能
か の う

な地位
ち い

が認
みと

め
め

ら
ら

れ
れ

たため、

就
しゅう

労
ろう

目
もく

的
てき

の日系人
にっけいじん

の 入
にゅう

国
こく

がたやすくなりました。その後
ご

、2000年代
ねんだい

に入
はい

っ
っ

て
て

一
いっ

気
き

に加
か

速
そく

した経済
けいざい

のグローバリゼーション
ぐ ろ ー ば り ぜ ー し ょ ん

2によって、ニ
に

ュ
ゅ

ー
ー

カ
か

マ
ま

ー
ー

の人
じん

口
こう

は増
ふ

え
え

続
つづ

け
け

、さらに定住化
ていじゅうか

が進
すす

ん
ん

で
で

きました。 

   

 

 

                                                 
1
 1980年代

ねんだい

以降
い こ う

に来日
らいにち

し定 住
ていじゅう

している外国人
がいこくじん

のこと。 

 

2
 地球

ちきゅう

規模
き ぼ

で人
ひと

や物
もの

、情報
じょうほう

が行き
い き

かい、関係
かんけい

が深
ふか

ま
ま

っ
っ

て
て

いく経済
けいざい

活動
かつどう

のこと。経済
けいざい

だけ

ではなくほかにも、政治
せ い じ

や文化
ぶ ん か

なども同じ
お な じ

ように地
ち

球
きゅう

規
き

模
ぼ

化
か

しているといわれており、そ

のような現象
げんしょう

をグローバリゼーション
ぐ ろ ー ば り ぜ ー し ょ ん

やグ
ぐ

ロ
ろ

ー
ー

バ
ば

ル
る

化
か

といいます。 

第
だい

2 章
しょう

 安芸
あ き

高田市
た か た し

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

プラン
ぷ ら ん

の考え方
かんがえかた
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３ プラン
ぷ ら ん

策定
さくてい

の背景
はいけい

 

  外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の定住化
ていじゅうか

を受けて
う け て

、国
くに

は総務省
そうむしょう

を通じ
つ う じ

2006年
ねん

（平成
へいせい

18年
ねん

）「地域
ち い き

における多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

プラン
ぷ ら ん

」を示し
し め し

、各自治体
か く じ ち た い

の実 情
じつじょう

に応じ
お う じ

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

を

進める
す す め る

通知
つ う ち

を出しました
だ し ま し た

。また、2009年
ねん

（平成
へいせい

21年
ねん

）3月
がつ

には内閣府
な い か く ふ

に「定
てい

住
じゅう

外
がい

国
こく

人
じん

施
し

策
さく

推
すい

進
しん

会
かい

議
ぎ

」が設置
せ っ ち

され、2010年
ねん

（平成
へいせい

22年
ねん

）8月
がつ

には「日系
にっけい

定 住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

施策
し さ く

に関する
か ん す る

基本
き ほ ん

指針
し し ん

」が策定
さくてい

されるなどの動き
う ご き

がありました。また最近
さいきん

で

は、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

を受けて
う け て

災害
さいがい

時
じ

における外国人
がいこくじん

市民
し み ん

への支援
し え ん

体制
たいせい

充 実
じゅうじつ

に向
む

け
け

た
た

議論
ぎ ろ ん

が活発
かっぱつ

におこなわれており、2012年
ねん

（平
へい

成
せい

24年
ねん

）12月
がつ

には「災害
さいがい

時
じ

のよ

り円滑
えんかつ

な外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

対応
たいおう

に向けて
む け て

」という報告書
ほうこくしょ

が総務省
そうむしょう

より示されて
し め さ れ て

います。 

  このほかにも、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が多く
お お く

住む
す む

都市
と し

で構成
こうせい

された外
がい

国
こく

人
じん

集
しゅう

住
じゅう

都
と

市
し

会
かい

議
ぎ

3

や日
に

本
ほん

経
けい

団
だん

連
れん

も、多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

の推進
すいしん

、外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

の受入れ
う け い れ

に関
かん

す
す

る
る

提
てい

言
げん

を、国
くに

におこなっています。このように、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と共 生
きょうせい

する社会
しゃかい

をいかに築く
き ず く

かが

大切
たいせつ

な問題
もんだい

として認識
にんしき

されつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 外国人

がいこくじん

市民
し み ん

が多数
た す う

居 住
きょじゅう

する都市
と し

の行政
ぎょうせい

や国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

が参加
さ ん か

。外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に関わる
か か わ る

施策
し さ く

や活動
かつどう

の情 報
じょうほう

交換
こうかん

をするとともに、国
くに

などへ提言
ていげん

や連携
れんけい

した取り組み
と り く み

を実施
じ っ し

していま

す。 
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４ 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

を取り組む
と り く む

目的
もくてき

 

 

 

 

 

 

 

 

  本市
ほ ん し

は、『外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

が 互い
た が い

の違い
ち が い

を認め合い
み と め あ い

 支え合う
さ さ え あ う

まち

づくり』を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に掲げ
か か げ

て多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

を積 極 的
せっきょくてき

に推進
すいしん

していきます。 

  外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

は、日
に

本
ほん

の社
しゃ

会
かい

ではマイノリティ
ま い の り て ぃ

4（社
しゃ

会
かい

的
てき

尐
しょう

数
すう

派
は

）といわれてい

ます。安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

においてもおなじ 状
じょう

況
きょう

で、これまで外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は本市
ほ ん し

のまち

づくりに参
さん

画
かく

できる環
かん

境
きょう

が 整
ととの

っ
っ

て
て

いるとはいえませんでした。しかしこれから

は、文化
ぶ ん か

や習 慣
しゅうかん

の異なる
こ と な る

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

も、大切
たいせつ

な地域
ち い き

の一員
いちいん

として、日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

と

ともに能 力
のうりょく

を発揮
は っ き

することが必要
ひつよう

といえます。安芸
あ き

高田市
た か た し

の 将
しょう

来
らい

にとって、外
がい

国
くに

人
じん

市民
し み ん

だけに限らず
か ぎ ら ず

、すべての市民
し み ん

がさまざまな立場
た ち ば

で、まちづくりに参画
さんかく

でき

る多様
た よ う

な社会
しゃかい

5（多様性
た よ う せ い

社会
しゃかい

）を築く
き ず く

ことが、これからの安芸
あ き

高田市
た か た し

の将 来
しょうらい

にと

って必要
ひつよう

だといえるからです。 

  そのためには、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

も法律
ほうりつ

や条 例
じょうれい

の遵 守
じゅんしゅ

や税金
ぜいきん

を納
おさ

め
め

る
る

といった、市
し

民
みん

としての義務
ぎ む

を果たす
は た す

ことも大切
たいせつ

です。と同時
ど う じ

に、市
し

からのサービス
さ ー び す

を受ける
う け る

こ

とはもちろん、基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

が尊 重
そんちょう

され自
じ

立
りつ

した一
いち

市民
し み ん

として、地域
ち い き

で安
あん

心
しん

して

                                                 

4
 minority

マイノリティ

 group
グループ

（英
えい

語
ご

）の考え方
かんがえかた

を訳
やく

し
し

て
て

使
し

用
よう

している。社会
しゃかい

の関係
かんけい

において少 数
しょうすう

の立場
たちば

や属性
ぞくせい

や集 団
しゅうだん

のこと。社会的
しゃかいてき

少数派
しょうすうは

、社会的
しゃかいてき

少数
しょうすう

集団
しゅうだん

ともいいます。 

 

5さまざまな立場
た ち ば

の人
ひと

が尊 重
そんちょう

される社会
しゃかい

。外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が尊重
そんちょう

される「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」も

多様
た よ う

な社会
しゃかい

のひとつの形
かたち

でもある。最近
さいきん

では、個人
こ じ ん

が尊重
そんちょう

され能力
のうりょく

を活かせる
い か せ る

社会
しゃかい

や

企業
きぎょう

（チーム
ち ー む

）という場面
ば め ん

でも使われ
つ か わ れ

、ダイバーシティ
だ い ば ー し て ぃ

やダイバーシティ
だ い ば ー し て ぃ

・マネジメント
ま ね じ め ん と

と

いう意味
い み

でも用
もち

い
い

ら
ら

れ
れ

ま
ま

す
す

。 

 
 基

き

本理念
ほん りねん

 

『外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

が  

     互い
た が い

の違い
ち が い

を認め合い
み と め あ い

 支え合う
さ さ え あ う

まちづくり』 
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暮らせる
く ら せ る

ために、さまざまな支援
し え ん

事業
じぎょう

や環 境
かんきょう

整備
せ い び

に関
かん

す
す

る
る

事
じ

業
ぎょう

を定める
さ だ め る

ことが、

このプラン
ぷ ら ん

の大
たい

切
せつ

な目的
もくてき

となります。  
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≪人口
じんこう

減 尐
げんしょう

と多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

 これからの まちづくり≫ 

 

安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

の人
じん

口
こう

は減り続けて
へ り つ づ け て

います。これは、安芸
あ き

高田市
た か た し

だけの課
か

題
だい

ではなく、日
に

本
ほん

全
ぜん

体
たい

の

課
か

題
だい

です。左
ひだり

の図
ず

は２０１２（平成
へいせい

２４）年
ねん

１２月
がつ

末
まつ

の安芸
あ き

高田市
た か た し

の人
じん

口
こう

構
こう

成
せい

ですが、２２年後
ね ん ご

の２０３５（平成
へいせい

４７）年
ねん

には右
みぎ

の図
ず

になると予想
よ そ う

されています。特
とく

に、生
せい

産
さん

年
ねん

齢
れい

人
じん

口
こう

（１５

歳
さい

以上
いじょう

６５歳
さい

未
み

満
まん

）の 減 尐
げんしょう

がいちじるしく、地域
ち い き

経済
けいざい

や地域
ち い き

の生活
せいかつ

を維持
い じ

するうえで大
おお

き
き

な
な

心
しん

配
ぱい

となっています。 

 安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

が 将
しょう

来
らい

にわたり地域
ち い き

経済
けいざい

や地域
ち い き

の生活
せいかつ

を維持
い じ

し“ 活 力
かつりょく

あるまち” になるため

には、これまで まちづくり に参画
さんかく

できなかった外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

が、一人
ひ と り

の市民
し み ん

として地域
ち い き

で活躍
かつやく

できる場
ば

をつくっていくことが大切
たいせつ

です。そして、外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

と日本人
にほんじん

市民
し み ん

が互
たが

い
い

に
に

協
きょう

力
りょく

し

あって、市民
し み ん

全員
ぜんいん

で地
ち

域
いき

づ
づ

く
く

り
り

をしていくことが、人口
じんこう

の減って
へ っ て

いく安芸
あ き

高田市
た か た し

のをまちづく

りにとって必要
ひつよう

なことだといえます。 

 また、まちづくりの観点
かんてん

で多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

を語
かた

る
る

とき、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

は外国人
がいこくじん

市民
し み ん

だけを 対 象
たいしょう

としたものだけではなく、もっと幅広い
はばひろい

意味
い み

を持
も

ちます。男性
だんせい

や女性
じょせい

といった性別
せいべつ

の 間
あいだ

、若者
わかもの

や高齢者
こうれいしゃ

などの世
せ

代
だい

の 間
あいだ

、安芸
あ き

高田市
た か た し

の６つの町
まち

の 間
あいだ

など、価値観
か ち か ん

や文化的
ぶんかてき

背景
はいけい

の違う
ち が う

者
もの

同士
ど う し

は日本人
にほんじん

市民
し み ん

の 間
あいだ

にも無数
む す う

にあります。言
い

い
い

換
か

え
え

れ
れ

ば
ば

、ひとりひとりが価値観
か ち か ん

や文化的
ぶんかてき

背景
はいけい

を持
も

つ
つ

者
もの

といっても過言
か ご ん

ではないでしょう。それらがたがいを 尊 重
そんちょう

しあい、理解
り か い

しあお

うとするということは、たがいの人権
じんけん

を守
まも

ろ
ろ

う
う

とする人
ひと

の“意思
い し

”であると同時
ど う じ

に、その意思
い し

に

よって、より住みやすい
す み や す い

まちに安芸
あ き

高田市
た か た し

が変わって
か わ っ て

いくということでもあります。 

 今後
こ ん ご

予想
よ そ う

される人口
じんこう

減 尐
げんしょう

の時代
じ だ い

にあって、市
し

が存続
そんぞく

できるかどうかという課
か

題
だい

を抱えて
か か え て

い

るなか、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の施策
し さ く

が特別
とくべつ

な意味
い み

を持つ
も つ

のはこうした背景
はいけい

があるためです。 



 

- 7 - 

 

５ プラン
ぷ ら ん

の期間
き か ん

 

  本プラン
ほ ん ぷ ら ん

の期間
き か ん

は、2013（平成
へいせい

25）年度
ね ん ど

を初年度
し ょ ね ん ど

とし、2017（平成
へいせい

29）年度
ね ん ど

までの 5年間
ねんかん

とします。なお、社会
しゃかい

情 勢
じょうせい

の変化
へ ん か

などにより、必要
ひつよう

に応じて
お う じ て

見直し
み な お し

をおこないます。 

 

６ プラン
ぷ ら ん

の位置
い ち

づけ 

  本プラン
ほ ん ぷ ら ん

は、安芸
あ き

高田市
た か た し

の基本
き ほ ん

構想
こうそう

である「安芸
あ き

高田市
た か た し

長期
ちょうき

総合
そうごう

計画
けいかく

」「安芸
あ き

高田市
た か た し

総合
そうごう

計画
けいかく

 後期
こ う き

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」に沿った
そ っ た

内容
ないよう

であり、後期
こ う き

基本
き ほ ん

計画
けいかく

では、「活
かっ

気
き

と交 流
こうりゅう

プラン
ぷ ら ん

」などの関連
かんれん

計画
けいかく

とも整合
せいごう

を図
はか

っていきます。また、2006年
ねん

（平
へい

成
せい

18）年
ねん

3月
がつ

に総務省
そうむしょう

が策定
さくてい

した「地域
ち い き

における多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

プラン
ぷ ら ん

」にもとづ

き、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

基本的
き ほ ん て き

な 考
かんが

え、本
ほん

市
し

の実 情
じつじょう

や特性
とくせい

を踏
ふま

まえ

たうえで策定
さくてい

しています。 

【安芸
あ き

高田市
た か た し

の基本
き ほ ん

構想
こうそう

と多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

プラン
ぷ ら ん

との関係性
かんけいせい

】 



 

- 8 - 

 

 

１ 日本
に ほ ん

における外国人
がいこくじん

登録
とうろく

の現 状
げんじょう

 

  日本
に ほ ん

の外国人
がいこくじん

登録者数
とうろくしゃすう

は、平成
へいせい

23年末
ねんまつ

で約
やく

207万人
まんにん

（日本
に ほ ん

の総人口
そうじんこう

のおよそ

1.63％）3年
ねん

連続
れんぞく

減 尐
げんしょう

傾向
けいこう

にあるものの、原因
げんいん

はリーマンショック
り ー ま ん し ょ っ く

による景気
け い き

の

後退
こうたい

と東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

によるもので、予想
よ そ う

よりも減 尐 幅
げんしょうはば

は尐なく
す く な く

、グ
ぐ

ロ
ろ

ー
ー

バ
ば

ル
る

化
か

の

一層
いっそう

の進
しん

行
こう

、日本
に ほ ん

の総人口
そうじんこう

の減 尐
げんしょう

傾向
けいこう

をかんがえると、日本
に ほ ん

に定 住
ていじゅう

する外国人
がいこくじん

の

割合
わりあい

はさらに高まる
た か ま る

ことが予想
よ そ う

されます。 

 

２ 安芸
あ き

高田市
た か た し

における外国人
がいこくじん

登録
とうろく

の現 状
げんじょう

 

  安芸
あ き

高田市
た か た し

の外国人
がいこくじん

登録者数
とうろくしゃすう

は、2013（平成
へいせい

25）年
ねん

 1月
がつ

 1日
にち

現在
げんざい

、585人
にん

と安芸
あ き

高田市
た か た し

の総人口
そうじんこう

の 1.86%を占
し

め、広島
ひろしま

県内
けんない

でも人口
じんこう

に占
し

める外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の

割合
わりあい

は高
たか

い
い

水 準
すいじゅん

を維
い

持
じ

しています。（９ページ
ぺ ー じ

上
うえ

の図
ず

）また、全国
ぜんこく

平均
へいきん

1.63％

と比較
ひ か く

しても2008（平成
へいせい

20）年
ねん

から 逆
ぎゃく

転
てん

しており、近年
きんねん

、総
そう

人
じん

口
こう

に占める
し め る

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の割合
わりあい

が増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあるといえます。（９ページ
ぺ ー じ

下
した

の図
ず

） 

第
だい

3 章
しょう

 安芸
あ き

高田市
た か た し

の現 状
げんじょう

と課題
か だ い

 

※外国人登録者数 各年末 法務省調べ 
※総人口 各年 10月 1日現在 総務省統計局調べ  
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  安芸
あ き

高田市
た か た し

の外国人
がいこくじん

登録者数
とうろくしゃすう

の推移
す い い

を国籍
こくせき

別
べつ

で見て
み て

みますと、もっと多い
お お い

国籍
こくせき

は「中 国
ちゅうごく

」つぎに「ブラジル
ぶ ら じ る

」そのつぎに「韓国
かんこく

・朝 鮮
ちょうせん

」となっています。安
あき

芸
き

高
たか

田
た

市
し

の外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

は 2013（平成
へいせい

25）年
ねん

 １月
がつ

 １日
にち

現在
げんざい

で 20カ国
か こ く

の方
かた

が居
きょ

住
じゅう

されています。 
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  特
とく

に、中 国 人
ちゅうごくじん

市民
し み ん

の登録者数
とうろくしゃすう

は 2008（平成
へいせい

20）年
ねん

にブ
ぶ

ラ
ら

ジ
じ

ル
る

人
じん

市
し

民
みん

を抜
ぬ

き、

市内
し な い

でもっとも多
おお

く
く

居
きょ

住
じゅう

している外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

になっています。一方
いっぽう

、ブ
ぶ

ラ
ら

ジ
じ

ル
る

人
じん

市
し

民
みん

は、1990（平成
へいせい

2）年
ねん

に入 管 法
にゅうかんほう

がおおきく改正
かいせい

され、働く
はたらく

ことを目的
もくてき

に

定 住 者
ていじゅうしゃ

として多
おお

く
く

のブ
ぶ

ラ
ら

ジ
じ

ル
る

人
じん

が日本
に ほ ん

にやってきました。当初
とうしょ

は市内
し な い

でもニ
に

ュ
ゅ

ー
ー

カ
か

マ
ま

ー
ー

を代 表
だいひょう

する、もっとも多
おお

く
く

居
きょ

住
じゅう

している外国人
がいこくじん

市民
し み ん

でしたが、その後
ご

の

景気
け い き

の後退
こうたい

やリ
り

ー
ー

マ
ま

ン
ん

シ
し

ョ
ょ

ッ
っ

ク
く

などによって、ブラジル
ぶ ら じ る

に帰国
き こ く

するなど、やや

減 尐
げんしょう

傾向
けいこう

にあります。  

  韓国
かんこく

・朝 鮮
ちょうせん

の国籍
こくせき

を持つ
も つ

、いわゆる在日
ざいにち

コリアン
こ り あ ん

と呼ばれる
よ ば れ る

市民
し み ん

はオ
お

ー
ー

ル
る

ド
ど

カ
か

マ
ま

ー
ー

6といわれており、多
おお

く
く

の人
ひと

が長く
な が く

日本
に ほ ん

で暮らして
く ら し て

います。また、若
わか

い
い

世
せ

代
だい

は

日本
に ほ ん

で生
う

ま
ま

れ
れ

育
そだ

ち
ち

、日
に

本
ほん

の国籍
こくせき

を取得
しゅとく

する人
ひと

も多
おお

く
く

なっています。さらに、現
げん

在
ざい

韓
かん

国
こく

・ 朝
ちょう

鮮
せん

の国
こく

籍
せき

を持って
も っ て

いる方
かた

は、そのほとんどが 中
ちゅう

高年
こうねん

の方
かた

という現 状
げんじょう

があ

ります。 

  このように安芸
あ き

高田市
た か た し

に住む
す む

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は、国籍
こくせき

ごとに特 徴
とくちょう

と背景
はいけい

を持
も

っ
っ

て
て

お

り、それぞれの国籍
こくせき

ごとの課題
か だ い

があります。しかし外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は、国籍
こくせき

だけでは

なく、何
なん

のために日本
に ほ ん

に滞在
たいざい

しているのかという在 留
ざいりゅう

資格
し か く

7を持って
も っ て

います。こ

の在 留
ざいりゅう

資格
し か く

の 状 況
じょうきょう

を知る
し る

ことで、国籍
こくせき

とは尐
すこ

し
し

違
ちが

う
う

安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

の現 状
げんじょう

が浮
う

き
き

彫
ぼ

り
り

なってきます。 

 

 

                                                 
6
 戦前

せんぜん

戦後
せ ん ご

からすでに日本
に ほ ん

にいた韓国
かんこく

・朝鮮
ちょうせん

出身者
しゅっしんしゃ

を中心
ちゅうしん

とした外国人
がいこくじん

の総称
そうしょう

。ニ
に

ュ
ゅ

ー
ー

カ
か

マ
ま

ー
ー

と対比
た い ひ

して使用
し よ う

することが多い
お お い

。「カマー
か ま ー

（※「comer
カ マ ー

＝来る
く る

人
ひと

」という英語
え い ご

が語源
ご げ ん

）」

は自発的
じはつてき

移動
い ど う

を意味
い み

する。しかし、日本
に ほ ん

の植民地
しょくみんち

政策
せいさく

によって移動
い ど う

している歴
れき

史
し

的
てき

経
けい

過
か

を

考慮
こうりょ

すると、その移動
い ど う

は「自発的
じはつてき

」ではないため「オールドカマー
お ー る ど か ま ー

」は適切
てきせつ

な表現
ひょうげん

でない

と指摘
し て き

する人
ひと

たちもいる。そのため最近
さいきん

では「オールドタイマー
お ー る ど た い ま ー

」と呼ぶ
よ ぶ

場合
ば あ い

もあります。 

 

7
 日本

に ほ ん

国籍
こくせき

を持たない
も た な い

外国人
がいこくじん

が日本
に ほ ん

に入国
にゅうこく

・在留
ざいりゅう

して行
おこな

う
う

ことができる活動
かつどう

などを類
るい

型
けい

化
か

したもの。詳 細
しょうさい

は「 出
しゅつ

入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

及
およ

び
び

難
なん

民
みん

認
にん

定
てい

法
ほう

（「入
にゅう

管
かん

法
ほう

」ともいう）」などによ

り規
き

定
てい

されています。 
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  安芸
あ き

高田市
た か た し

に滞在
たいざい

している外国人
がいこくじん

登録者
とうろくしゃ

の在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

の 状 況
じょうきょう

をまとめてみる

と上
うえ

の図
ず

のようになり、「永 住 者
えいじゅうしゃ

」「定 住 者
ていじゅうしゃ

」「特別
とくべつ

永 住 者
えいじゅうしゃ

」「日本人
に ほ ん じ ん

や永 住 者
えいじゅうしゃ

の配偶者
はいぐうしゃ

」といった「永 住
えいじゅう

グループ
ぐ る ー ぷ

」と、「技能
ぎ の う

実 習 生
じっしゅうせい

」を中 心
ちゅうしん

とした「短期
た ん き

居 住
きょじゅう

グ
ぐ

ル
る

ー
ー

プ
ぷ

」の２つに分かれます
わ か れ ま す

。 

  永 住
えいじゅう

グループ
ぐ る ー ぷ

の代 表 的
だいひょうてき

な「永 住 者
えいじゅうしゃ

資格
し か く

」の取得
しゅとく

状 況
じょうきょう

を国籍
こくせき

別
べつ

にみますと、

1位
い

ブ
ぶ

ラ
ら

ジ
じ

ル
る

、2位
い

フィリピン
ふ ぃ り ぴ ん

、3位
い

中 国
ちゅうごく

、4位
い

韓国
かんこく

という 項
じゅん

になります。また、

「定 住 者
ていじゅうしゃ

資格
し か く

」の取得
しゅとく

状 況
じょうきょう

についても同様
どうよう

の傾向
けいこう

が見
み

られます。 

  このように、永 住
えいじゅう

グループ
ぐ る ー ぷ

のもっとも多
おお

い
い

国籍
こくせき

はブ
ぶ

ラ
ら

ジ
じ

ル
る

人
じん

で、もともと 働
はたら

く
く

ことを目
もく

的
てき

に来日
らいにち

していました。リーマンショック
り ー ま ん し ょ っ く

以降
い こ う

人口
じんこう

が尐
すこ

し
し

減
へ

っ
っ

て
て

います

が、定 住 者
ていじゅうしゃ

資格
し か く

を持った
も っ た

日系
にっけい

ブラジル人
ぶ ら じ る じ ん

が、永
えい

住
じゅう

者
しゃ

資
し

格
かく

へビ
び

ザ
ざ

の変
へん

更
こう

を申
しん

請
せい

す

るケ
け

ー
ー

ス
す

が増えて
ふ え て

おり、生活
せいかつ

基盤
き ば ん

を日本
に ほ ん

に置く
お く

ことで定 住
ていじゅう

から永住化
えいじゅうか

志向
し こ う

へと変
へん

化
か

している現 状
げんじょう

があります。 
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  短期
た ん き

居 住
きょじゅう

グループ
ぐ る ー ぷ

の代 表 的
だいひょうてき

な「技能
ぎ の う

実 習 生
じっしゅうせい

」の取得
しゅとく

状 況
じょうきょう

を国籍
こくせき

別
べつ

にみます

と。1位
い

中
ちゅう

国
ごく

、2位
い

ベトナム
べ と な む

、3位
い

インドネシア
い ん ど ね し あ

、4位
い

タイ
た い

という 項
じゅん

になります。

特
とく

に、中 国 人
ちゅうごくじん

研 修 生
けんしゅうせい

は 2008（平成
へいせい

20）年
ねん

～2009（平成
へいせい

21）年
ねん

にかけて急 激
きゅうげき

に増加
ぞ う か

しています。技能
ぎ の う

実 習
じっしゅう

制度
せ い ど

の目的
もくてき

は国内
こくない

の技術
ぎじゅつ

を海
かい

外
がい

に移転
い て ん

にすることで

国際
こくさい

貢献
こうけん

をおこなっています。多
おお

く
く

は、生産
せいさん

現場
げ ん ば

で研 修
けんしゅう

や技
ぎ

能
のう

実
じっ

習
しゅう

を経験
けいけん

し、最
さい

大
だい

で 3年間
ねんかん

の日本
に ほ ん

に滞在
たいざい

することができます。しかし、３年
ねん

間
かん

で母国
ぼ こ く

に帰国
き こ く

しな

ければならず、同
おな

じ
じ

資
し

格
かく

では再 入 国
さいにゅうこく

ができない制度
せ い ど

となっています。来日
らいにち

する研
けん

修
しゅう

生
せい

たちは 20、30代
だい

の若者
わかもの

が多
おお

く
く

集
しゅう

団
だん

生
せい

活
かつ

をしているケース
け ー す

がほとんどです。 

また、制度
せ い ど

導 入
どうにゅう

当時
と う じ

は低
てい

賃
ちん

金
ぎん

雇
こ

用
よう

の対 象
たいしょう

と誤
ご

解
かい

され、事実
じ じ つ

、過酷
か こ く

な研 修
けんしゅう

を強
し

い
い

ら
ら

れ
れ

る
る

問
もん

題
だい

が全国的
ぜんこくてき

に発生
はっせい

しました。2010（平成
へいせい

22）年
ねん

7月
がつ

の制度
せ い ど

改正
かいせい

以降
い こ う

は、労
ろう

働
どう

関
かん

連
れん

法
ほう

令
れい

の適用
てきよう

が認められ
み と め ら れ

、これらの問題
もんだい

も減 尐
げんしょう

傾向
けいこう

にあります。 

この他
ほか

にも、日本
に ほ ん

国籍
こくせき

を取得
しゅとく

している帰
き

国
こく

子
し

女
じょ

や婚姻
こんいん

によって安芸
あ き

高田市
た か た し

にや
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ってきた外国人
がいこくじん

が、市内
し な い

に居 住
きょじゅう

してはいるもののその実数
じっすう

は丌明
ふ め い

です。ただし、

日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

の問
と

い
い

合
あ

わ
わ

せ
せ

や生
せい

活
かつ

相
そう

談
だん

といった 形
かたち

で市
し

に連
れん

絡
らく

があり、日
に

本
ほん

国
こく

籍
せき

を

取
しゅ

得
とく

しているものの 急
きゅう

激
げき

な環
かん

境
きょう

の変
へん

化
か

によって日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

に馴染めず
な じ め ず

、日
に

本
ほん

語
ご

力
りょく

にも丌
ふ

安
あん

を感
かん

じ
じ

て
て

いる現
げん

状
じょう

があります。こういった統計
とうけい

には 表
あらわ

れ
れ

な
な

い
い

外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

の現
げん

状
じょう

も多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

を推
すい

進
しん

していくうえで把
は

握
あく

していく必
ひつ

要
よう

があります。 

＜参考
さんこう

資料
しりょう

＞総務省
そうむしょう

 統 計 局
とうけいきょく

作成
さくせい

 

安芸高田市 
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３ これまでの安芸
あ き

高田市
た か た し

の多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の取り組み
と り く み

 

  安芸
あ き

高田市
た か た し

はこれまで日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

や英
えい

会
かい

話
わ

教
きょう

室
しつ

などを拠
きょ

点
てん

に地
じ

道
みち

に地
ち

域
いき

の国
こく

際
さい

化
か

をめざしてきました。そして 2010（平成
へいせい

22）年度
ね ん ど

に人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

を設立
せつりつ

したことを転
てん

機
き

に、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に向
む

け
け

た
た

取り組み
と り く み

を本
ほん

格
かく

的
てき

に始
はじ

め
め

ま
ま

し
し

た
た

。

設立
せつりつ

年度
ね ん ど

には、「多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

市
し

民
みん

ア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

」や「多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

フォーラム
ふ ぉ ー ら む

」を実施
じ っ し

し、日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

や外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の意
い

識
しき

調
ちょう

査
さ

および啓発
けいはつ

につとめてきました。 

  2011（平成
へいせい

23）年度
ね ん ど

には、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進員
すいしんいん

、多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

翻
ほん

訳
やく

・通
つう

訳
やく

員
いん

を

非常勤
ひじょうきん

職 員
しょくいん

として雇用
こ よ う

し、英語
え い ご

・ポルトガル語
ぽ る と が る ご

・中国語
ちゅうごくご

による翻訳
ほんやく

・通訳
つうやく

体制
たいせい

を

つくりました。また、３言
げん

語
ご

による生活
せいかつ

ガイドブック
が い ど ぶ っ く

「いろはにっぽん」の作成
さくせい

や、

一
いっ

品
ぴん

持
も

ち
ち

寄
よ

り
り

交
こう

流
りゅう

事
じ

業
ぎょう

をおこなってきました。 

 

 

 

 

  2012（平成
へいせい

24）年度
ね ん ど

には、前年度
ぜ ん ね ん ど

から引き続いた
ひ き つ づ い た

体制
たいせい

や事業
じぎょう

を維持
い じ

しながら、

あらたにポルトガル語
ぽ る と が る ご

の相談員
そうだんいん

を設置
せ っ ち

し、翻訳
ほんやく

・通訳
つうやく

としてだけではなく、より

定 住 者
ていじゅうしゃ

の問題
か だ い

解決
かいけつ

に向けた
む け た

相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

を充 実
じゅうじつ

させてきました。そのほかにも、

あらたな交 流
こうりゅう

事業
じぎょう

として、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が講師
こ う し

となって母国
ぼ こ く

の料理
りょうり

を紹 介
しょうかい

する

「世界
せ か い

の料理
りょうり

教 室
きょうしつ

」、「広報
こうほう

あきたかた」での多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に関
かん

す
す

る
る

特
とく

集
しゅう

、県立
けんりつ

一品
いっぴん

持ち寄り
も ち よ り

交流
こうりゅう

事業
じ ぎ ょ う

 

吉
よ し

田
だ

日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

紹
しょう

介
かい

記
き

事
じ
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広島
ひろしま

大学
だいがく

と市
し

が連携
れんけい

した取り組み
と り く み

「地域
ち い き

連携
れんけい

協 働
きょうどう

プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

事業
じぎょう

」での多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に関
かん

す
す

る
る

取
と

り
り

組
く

み
み

をおこないました。また、本
ほん

プ
ぷ

ラ
ら

ン
ん

作
さく

成
せい

のために、安芸
あ き

高田市
た か た し

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

会議
か い ぎ

を設立
せつりつ

し、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

、有
ゆう

識
しき

者
しゃ

、国際
こくさい

交 流
こうりゅう

団体
だんたい

や関係
かんけい

団体
だんたい

とともに、分科会
ぶ ん か か い

や先進地
せ ん し ん ち

視察
し さ つ

を含めた
ふ く め た

会議
か い ぎ

を全
ぜん

10回
かい

開
かい

催
さい

しさまざまな議論
ぎ ろ ん

をおこなってきました。 

  また、こうした市
し

の動き
う ご き

だけでなく、県立
けんりつ

吉田
よ し だ

高校
こうこう

が行う
おこなう

キャリア
き ゃ り あ

教 育
きょういく

「バ
ば

ー
ー

チ
ち

ャ
ゃ

ル
る

安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

」の取り組み
と り く み

で多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

をテーマ
て ー ま

に県立
けんりつ

吉田
よ し だ

高校
こうこう

の生徒
せ い と

たち

がおこなった研 究
けんきゅう

発 表
はっぴょう

や、安芸
あ き

高田市
た か た し

まちづくり委員会
い い ん か い

において「多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関する
か ん す る

報告書
ほうこくしょ

」の作成
さくせい

を行う
おこなう

など、市民
し み ん

とともにさまざまな場面
ば め ん

で多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

に関する
か ん す る

活発
かっぱつ

な議論
ぎ ろ ん

や研 究
けんきゅう

などの取り組み
と り く み

をおこなってきました。 

 

 
2012年

ねん

12月号
がつご う

 広報
こ う ほ う

あきたかた 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

特集
と く し ゅ う

 

世界
せ か い

の料理
り ょ う り

教室
きょうしつ
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県立
けんりつ

広島
ひろし ま

大学
だいがく

との地域
ち い き

連携
れんけい

協働
きょうどう

プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

事業
じ ぎ ょ う

 

異文化
い ぶ ん か

理解
り か い

講座
こ う ざ

と広報
こ う ほ う

あきたかた連載
れんさい

コラム
こ ら む

 

県立
けんりつ

吉田
よ し だ

高校
こ う こ う

の取り組み
と り く み

キャリア
き ゃ り あ

教育
きょういく

「バーチャル
ば ー ち ゃ る

安芸
あ き

高田市
た か た し

」と 

県立
けんりつ

吉田
よ し だ

高校
こ う こ う

の生徒
せ い と

たち 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

会議
か い ぎ
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４ 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に向けた
む け た

課題
か だ い

 

  外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の課
か

題
だい

として、「日本語
に ほ ん ご

や日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

・習 慣
しゅうかん

に対する
た い す る

理解
り か い

が丌足
ふ そ く

し

ている」ということがあります。 

  日本語
に ほ ん ご

や日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

・習 慣
しゅうかん

に対する
た い す る

理解
り か い

が丌足
ふ そ く

していることは、さまざまな場
ば

面
めん

で外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとって丌利
ふ り

に働きます
は た ら き ま す

。特
とく

に、定
てい

住
じゅう

グループ
ぐ る ー ぷ

に該当
がいとう

する外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

が就 労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

、仕事
し ご と

に関
かん

し
し

て
て

条 件
じょうけん

が限
かぎ

ら
ら

れ
れ

、また、景
けい

気
き

の動向
どうこう

に

よって派
は

遣
けん

社
しゃ

員
いん

などの丌
ふ

安
あん

定
てい

な就 労
しゅうろう

状 態
じょうたい

になっています。 

定 住 者
ていじゅうしゃ

資格
し か く

や永
えい

住
じゅう

者
しゃ

資
し

格
かく

を持つ
も つ

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は、子
こ

を持つ
も つ

世帯
せ た い

も多く
お お く

、丌
ふ

安
あん

定
てい

就
しゅう

労
ろう

を原
げん

因
いん

とした経済的
けいざいてき

な問
もん

題
だい

、また、日本
に ほ ん

の教 育
きょういく

システム、授
じゅ

業
ぎょう

カ
か

リ
り

キ
き

ュ
ゅ

ラ
ら

ム
む

、いじめなどに対
たい

し
し

て
て

丌安
ふ あ ん

を抱え
か か え

て、就 学
しゅうがく

や進学
しんがく

を断念
だんねん

するケース
け ー す

があり、そ

ういった点
てん

からも、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとって教 育
きょういく

環 境
かんきょう

はとても大
たい

切
せつ

です。 

また、すべての外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

に該
がい

当
とう

することとして、日本
に ほ ん

では「あたりまえ」と

される、生活
せいかつ

するうえでの大
たい

切
せつ

な情 報
じょうほう

も、言葉
こ と ば

や文化
ぶ ん か

の違い
ち が い

から伝わって
つ た わ っ て

いない

ことがあります。たとえば、税
ぜい

金
きん

や社
しゃ

会
かい

保
ほ

障
しょう

、医療
いりょう

に関する
か ん す る

情 報
じょうほう

や、問題
もんだい

が起きた
お き た
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時
とき

の対応
たいおう

や相談先
そうだんさき

の情 報
じょうほう

など、みじかなところでいえば、公
こう

共
きょう

施設
し せ つ

の利用
り よ う

方法
ほうほう

な

どもあげられます。こういった公 共
こうきょう

施設
し せ つ

は避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

に指定
し て い

されていることもおお

いので、特
とく

に、災害
さいがい

時
じ

や緊 急
きんきゅう

時
じ

などの生命
い の ち

に関
かか

わ
わ

る
る

場
ば

面
めん

の大
たい

切
せつ

な課
か

題
だい

といえます。 

日本語
に ほ ん ご

や日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

・習 慣
しゅうかん

に対
たい

す
す

る
る

理
り

解
かい

丌
ぶ

足
そく

は、つきあいにも影 響
えいきょう

します。外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

のつきあいが、同国人
どうこくじん

などに限
かぎ

ら
ら

れ
れ

て
て

いき、ますます日本人
に ほ ん じ ん

社会
しゃかい

と距離
き ょ り

を

置く
お く

ことになります。結果
け っ か

として、限
かぎ

ら
ら

れ
れ

た
た

つきあいがさらに距離
き ょ り

を生み
う み

相互
そ う ご

理解
り か い

の関係
かんけい

は築けません
き ず け ま せ ん

。相手
あ い て

のことが「わからない」ということは、恐れ
お そ れ

や丌安
ふ あ ん

と

いう気
き

持
も

ち
ち

を持ちやすく
も ち や す く

なり、信頼
しんらい

関係
かんけい

がつくれません。また、そのことが、日
に

本
ほん

人
じん

市
し

民
みん

との無理
む り

な接 触
せっしょく

を避ける
さ け る

原因
げんいん

にもなっていきます。 

  日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

に対
たい

し
し

て
て

も同じ
お な じ

ことがいえます。「外国語
が い こ く ご

や外国
がいこく

の文化
ぶ ん か

・習 慣
しゅうかん

に対
たい

す
す

る
る

理
り

解
かい

丌
ぶ

足
そく

」が、生
せい

活
かつ

者
しゃ

としての外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

を見
み

えなくしています。そのこと

が、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に悪
わる

い
い

イ
い

メ
め

ー
ー

ジ
じ

や差別
さ べ つ

の生
う

ま
ま

れ
れ

る
る

原
げん

因
いん

となり、互いに
た が い に

認め合おう
み と め あ お う

と

いう「共 生
きょうせい

する気持ち
き も ち

」の壁
かべ

となっています。多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の社会
しゃかい

を推進
すいしん

してい

くことは、日
に

本
ほん

人
じん

市
し

民
みん

にとっても住
す

み
み

や
や

す
す

い
い

まちをつくることと同じ
お な じ

です。また、
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多様性
た よ う せ い

を認
みと

め
め

る
る

力
ちから

強
づよ

い
い

地域
ち い き

社会
いきしゃ

をつくることが、市
し

の発展
はってん

につながっていくこと

になります。ですが、今
いま

は、まだまだ外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と共
とも

に多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

をつくっ

ていくという市民
し み ん

の気持ち
き も ち

が高い
た か い

とはいえないことも課
か

題
だい

のひとつです。 

そのようなことから、本プラン
ほ ん ぷ ら ん

では外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が日本
に ほ ん

の社会
しゃかい

に適合
てきごう

するように

一方的
いっぽうてき

な変
へん

化
か

を求
もと

め
め

る
る

のではなく、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

を実現
じつげん

させるために、外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

も日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

もたがいに理解
り か い

して、たがいに歩
あゆ

み
み

寄
よ

る
る

必要性
ひつようせい

を


述べて
の べ て

います。 

  わたしたち日
に

本
ほん

人
じん

も日
に

本
ほん

人
じん

として大
たい

切
せつ

している“もの”があります。それと同

じように外国人市民にも大切にしている“もの”があると考えた時。おたがいに大
たい

切
せつ

な“もの”を、どのようにして守
まも

り
り

合
あ

い
い

、認
みと

め
め

あ
あ

っ
っ

て
て

いくか、という気持ち
き も ち

と行動
こうどう

で多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

を推進
すいしん

していくことが大切
たいせつ

なポイント
ぽ い ん と

になります。 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

１ プ
ぷ

ラ
ら

ン
ん

体
たい

系
けい

図
ず

 

第
だい

4 章
しょう

 安芸
あ き

高田市
た か た し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

プラン
ぷ ら ん

の内容
ないよう

及び
お よ び

具体的
ぐたいてき

事業
じぎょう

 

- 2
0
 - 
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２ 具体的
ぐ た い て き

事業
じぎょう

 

目 標
もくひょう

 「交 流
こうりゅう

によって相
そう

互
ご

理
り

解
かい

をすすめ 安心
あんしん

して住める
す め る

まちづくり」 

 課題
か だ い

 「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

の相互
そ う ご

理解
り か い

の推進
すいしん

のための環
かん

境
きょう

づ
づ

く
く

り
り

」 

  

具
体
的
事
業
（
ぐ
た
い
て
き
じ
ぎ
ょ
う
） 

№1 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日
に

本
ほん

 

人
じん

市
し

民
みん

の交
こう

流
りゅう

拠
きょ

 

点
てん

となる施設
し せ つ

の整
せい

 

備
び

事
じ

業
ぎょう

 

（重 点
じゅうてん

事業
じぎょう

） 

事業
じぎょう

の内容
ないよう

と効果
こ う か

 
2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

が気軽
き が る

におとずれることが

でき、おたがいに必要
ひつよう

としている生活
せいかつ

の 情 報
じょうほう

や

交 流
こうりゅう

の情 報
じょうほう

、文化
ぶ ん か

の情 報
じょうほう

が得られる
え ら れ る

「双方向
そうほうこう

」の

情 報
じょうほう

伝達
でんたつ

が可能
か の う

な施設
し せ つ

を設置
せ っ ち

します。さまざまな

事業
じぎょう

がこの拠点
きょてん

から企画
き か く

・運営
うんえい

されるような活用
かつよう

を

おこない、多く
お お く

の市民
し み ん

が事業
じぎょう

に関
かか

わ
わ

る
る

なかで、多
た

様
よう

性
せい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

をめざします。 

また、困った
こ ま っ た

時
とき

に外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が気軽
き が る

に相談
そうだん

できる

場所
ば し ょ

としても活用
かつよう

し、関係
かんけい

する団体
だんたい

と連携
れんけい

をふかめ

ながら相談
そうだん

事業
じぎょう

を充 実
じゅうじつ

していきます。 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／NPO団
だん

体
たい

 

／ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

／外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

 

  
№2 

相互
そ う ご

理解
り か い

と交
こう

流
りゅう

 

の場
ば

のづくり 

（重 点
じゅうてん

事業
じぎょう

） 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

の文化
ぶ ん か

交 流
こうりゅう

の機会
き か い

をつく

っていきます。具体的
ぐ た い て き

には、食
しょく

の交 流
こうりゅう

や互い
た が い

の文化
ぶ ん か

を紹 介
しょうかい

するなどの事業
じぎょう

を展開
てんかい

します。 

機
き

会
かい

づ
づ

く
く

り
り

は外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとっての 心
こころ

の拠り
よ り

どこ

ろになると同時
ど う じ

に、さまざまな市民
し み ん

がさまざまな

事業
じぎょう

に関
かか

わ
わ

り
り

、たがいの「 心
こころ

の壁
かべ

」を取
と

り
り

除
のぞ

く
く

こと

を目的
もくてき

とします。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／NPO団体
だんたい

 

／ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

／外国人
がいこくじん

市民
し み ん

 

  
№3 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

人材
じんざい

 

確保
か く ほ

のための人材
じんざい

 

バンク
ば ん く

制度
せ い ど

の確立
かくりつ

 

及び
お よ び

運用
うんよう

事業
じぎょう

 

（重 点
じゅうてん

事業
じぎょう

） 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

に対して
た い し て

意欲的
い よ く て き

な市民
し み ん

や多言語
た げ ん ご

が理解
り か い

できる人材
じんざい

、国際
こくさい

交 流
こうりゅう

経験者
けいけんしゃ

など多様
た よ う

な人材
じんざい

を広く
ひ ろ く

募集
ぼしゅう

し人材
じんざい

バンク
ば ん く

へ登録
とうろく

していきます。 

また、ちょっとした生活
せいかつ

相談
そうだん

から、語学
ご が く

の学 習
がくしゅう

、専門
せんもん

資格
し か く

を必要
ひつよう

とするさまざまな事業
じぎょう

に対応
たいおう

できる体制
たいせい

をつくります。 

さらに、国
くに

や県
けん

、県
けん

北地域
ほ く ち い き

など、広域
こういき

連携
れんけい

で人材
じんざい

の

シェア
し ぇ あ

ができる体
たい

制
せい

づ
づ

く
く

り
り

もめざしていきます。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／NPO団体
だんたい

／

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

／外国人
がいこくじん

市民
し み ん
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課題
か だ い

 「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の地域
ち い き

参画
さんかく

を推進
すいしん

するための体制づくり
た い せ い づ く り

」 

 

 

具
体
的
事
業
（
ぐ
た
い
て
き
じ
ぎ
ょ
う
） 

№4 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が意
い

思
し

 

決
けっ

定
てい

の場
ば

に参画
さんかく

す 

るための機
き

会
かい

づ
づ

く
く

 

り
り

事
じ

業
ぎょう

 

事業
じぎょう

の内容
ないよう

と効果
こ う か

 
2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

マイノリティ
ま い の り て ぃ

（社会的
しゃかいてき

尐数派
しょうすうは

）である外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を

積 極 的
せっきょくてき

に意思
い し

決定
けってい

の場
ば

に参画
さんかく

できる体
たい

制
せい

づ
づ

く
く

り
り

を

進
すす

め
め

て
て

いきます。 

具体的
ぐ た い て き

には、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の意見
い け ん

を必要
ひつよう

とする場合
ば あ い

に、

各委員
か く い い ん

、審議
し ん ぎ

会員
かいいん

などに参加
さ ん か

できる体
たい

制
せい

をつくって

いきます。又
また

は、地方
ち ほ う

公務員
こ う む い ん

任用
にんよう

条 件
じょうけん

である国籍
こくせき

条 頄
じょうこう

緩和
か ん わ

の制度
せ い ど

研 究
けんきゅう

などをおこないます。 

さらに、人種
じんしゅ

や国籍
こくせき

、民族
みんぞく

などによる差
さ

別
べつ

を許
ゆる

さ
さ

な
な

い
い

啓
けい

発
はつ

をおこないます。 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

 

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／各関係課
か く か ん け い か

  

 

 №5 

地域
ち い き

振興会
しんこうかい

と連
れん

携
けい

 

し外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

がま 

ちづくりに参
さん

加
か

で 

きる機
き

会
かい

づ
づ

く
く

り
り

事
じ

 

業
ぎょう

 

（重 点
じゅうてん

事業
じぎょう

） 

地域
ち い き

振興会
しんこうかい

を 中 心
ちゅうしん

とした地縁
ち え ん

組織
そ し き

や、自
じ

主
しゅ

防
ぼう

災
さい

組
そ

織
しき

・消 防 団
しょうぼうだん

などに外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が積 極 的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

でき

る体
たい

制
せい

づ
づ

く
く

り
り

をおこないます。 

具体的
ぐ た い て き

には、地域
ち い き

の祭り
ま つ り

、自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

などに外
がい

国
こく

人
じん

市民
し み ん

が参加
さ ん か

できる呼びかけ
よ び か け

をおこない、日 常 的
にちじょうてき

な

交 流
こうりゅう

をすすめるなかから、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

が共
とも

にまちづくりをすすめる気
き

運
うん

を高
たか

め
め

て
て

いきま

す。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

継続 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

 

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

地域
ち い き

振興会
しんこうかい

／人
じん

権
けん

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

室
しつ

／危
きき

機
き

管
かん

理
り

室
しつ

／まちづくり支
し

援
えん

課
か

／

支所
し し ょ

／人権
じんけん

会館
かいかん

／NPO団
だん

体
たい

／ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

 

 

 
№6 

外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

が PT 

A や子
こ

ど
ど

も
も

会
かい

など 

へ参加
さ ん か

できる機
き

会
かい

 

づ
づ

く
く

り
り

事
じ

業
ぎょう

 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が PTA活動
かつどう

や子ども
こ ど も

会
かい

活動
かつどう

に参加
さ ん か

しや

すい体制
たいせい

をつくり、活動
かつどう

の幅
はば

を広げて
ひ ろ げ て

いきます。 

また、保護者
ほ ご し ゃ

同士
ど う し

にとっても互い
た が い

を理解
り か い

する場
ば

にも

なるよう場づくり
ば づ く り

としても活用
かつよう

していきます。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

 

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

PTA／子
こ

ど
ど

も
も

会
かい

／人
じん

権
けん

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

室
しつ

／ 生
しょう

涯
がい

学
がく

習
しゅう

課
か

 

 

 

 

 

 

 



 

- 23 - 

 

 

目 標
もくひょう

 「健康
けんこう

で文化的
ぶ ん か て き

な生活
せいかつ

ができるまちづくり」 

 課題
か だ い

 「災害
さいがい

時
じ

と緊 急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

」 

  

具
体
的
事
業
（
ぐ
た
い
て
き
じ
ぎ
ょ
う
） 

№7 

災害
さいがい

時
じ

と緊
きん

急
きゅう

時
じ

 

に外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が丌
ふ

 

安
あん

を感
かん

じ
じ

な
な

い
い

対
たい

応
おう

 

訓
くん

練
れん

事
じ

業
ぎょう

 

事業
じぎょう

の内容
ないよう

と効果
こ う か

 
2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が安心
あんしん

して暮らせる
く ら せ る

ように、災害
さいがい

時
じ

と

緊 急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

訓練
くんれん

をおこないます。 

日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

の 間
あいだ

では「あたりまえ」とされているこ

とが外国人
がいこくじん

市民
し み ん

には伝
つた

わ
わ

っ
っ

て
て

いないので、 救
きゅう

急
きゅう

の

場
ば

合
あい

の電話
で ん わ

のか
か

け
け

方
かた

、AED の使
つか

い
い

方
かた

、火事
か じ

の場合
ば あ い

の

対処
たいしょ

の仕
し

方
かた

などの訓練
くんれん

します。 

また、避難所
ひ な ん し ょ

を設置
せ っ ち

した場合
ば あ い

に起こる
お こ る

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と

日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

の「文化
ぶ ん か

の摩擦
ま さ つ

」を緩和
か ん わ

するために、

シミュレーション
し み ゅ れ ー し ょ ん

をおこない、互い
た が い

が助け合い
た す け あ い

、安全
あんぜん

を守
まも

れ
れ

る
る

体
たい

制
せい

づ
づ

く
く

り
り

をおこないます。 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／危
き

機
き

管
かん

理
り

室
しつ

／ 消 防
しょうぼう

署
しょ

／地域
ち い き

振興会
しんこうかい

／社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

／NPO団体
だんたい

／ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

 

  

№8 

災
さい

害
がい

時
じ

と緊
きん

急
きゅう

時
じ

 

に使
し

用
よう

するコ
こ

ミ
み

ュ
ゅ

 

ニ
に

ケ
け

ー
ー

シ
し

ョ
ょ

ン
ん

ツ
つ

ー
ー

 

ル
る

の作
さく

成
せい

事
じ

業
ぎょう

 

災害
さいがい

時
じ

と緊 急
きんきゅう

時
じ

におけることばの問題
もんだい

を解 消
かいしょう

する

ために、通
つう

報
ほう

時
じ

や搬
はん

送
そう

時
じ

におけるコミュニ
こ み ゅ に

ケーショ
け ー し ょ

ンツール
ん つ ー る

を作成
さくせい

していきます。 

現在
げんざい

でも、市
し

で発行
はっこう

している「生活
せいかつ

ガイドブック
が い ど ぶ っ く

」

や 消 防
しょうぼう

本部
ほ ん ぶ

で使用
し よ う

されているシステム
し す て む

は一定
いってい

の

効果
こ う か

を上げつつ
あ げ つ つ

も、より使いやすい
つ か い や す い

ものにしていく

ために、改善点
かいぜんてん

などを協議
きょうぎ

し、新た
あ ら た

なシステム
し す て む

やツ
つ

ー
ー

ル
る

の開発
かいはつ

や作成
さくせい

をおこないます。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

継続 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／危
き

機
き

管
かん

理
り

室
しつ

／ 消 防
しょうぼう

署
しょ

／地域
ち い き

振興会
しんこうかい

／社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

／国際
こくさい

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

／NPO団体
だんたい

／

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい
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課題
か だ い

 「さまざまな情 報
じょうほう

の多言語化
た げ ん ご か

」 

 

 

具
体
的
事
業
（
ぐ
た
い
て
き
じ
ぎ
ょ
う
） 

№9 

市
し

のホ
ほ

ー
ー

ム
む

ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

 

や広報
こうほう

あきたかた 

の多言語化
た げ ん ご か

の推進
すいしん

 

事業
じぎょう

 

事業
じぎょう

の内容
ないよう

と効果
こ う か

 
2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に市
し

の 情 報
じょうほう

が日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

と同じ
お な じ

ように

伝
つた

わ
わ

る
る

ように、市
し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

や広報
こうほう

の多
た

言
げん

語
ご

化
か

をめざします。 

これにより、適切
てきせつ

な行 政
ぎょうせい

情 報
じょうほう

が外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にいき

わたることを目 標
もくひょう

とし、あわせて安芸
あ き

高田市
た か た し

をより

理解
り か い

してもらうことで、市
し

に愛 着
あいちゃく

を感
かん

じ
じ

て
て

もらうこ

とを目的
もくてき

とします。 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

 

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／政策
せいさく

企画課
き か く か

 

 

 

№10 

さまざまな場面
ば め ん

で 

の『やさしい日
に

本
ほん

 

語
ご

化
か

』の推
すい

進
しん

事
じ

業
ぎょう

 

外国語
が い こ く ご

を話
はな

せ
せ

な
な

い
い

日
に

本
ほん

人
じん

市
し

民
みん

と日本語
に ほ ん ご

を話
はな

せ
せ

な
な

い
い

外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

の双方
そうほう

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を成立
せいりつ

させる

ために、さまざまな場面
ば め ん

で『やさしい日
に

本
ほん

語
ご

8』を

推 奨
すいしょう

していきます。 

具体的
ぐ た い て き

には、公的
こうてき

機関
き か ん

や医療
いりょう

機関
き か ん

などで『やさしい日
に

本
ほん

語
ご

』に関
かん

す
す

る
る

啓
けい

発
はつ

や研 修
けんしゅう

をおこないます。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

 

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／NPO団
だん

体
たい

／

ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

／医療
いりょう

機関
き か ん

／企業
きぎょう

な

ど 

 

 

№11 

あらたな多
た

言
げん

語
ご

 

表
ひょう

示
じ

に対
たい

す
す

る
る

市
し

 

の助
じょ

成
せい

事
じ

業
ぎょう

の創
そう

 

設
せつ

 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が安芸
あ き

高田市
た か た し

で暮らしやすく
く ら し や す く

なるよう、

看板
かんばん

や表示
ひょうじ

などの多言語化
た げ ん ご か

を推進
すいしん

していきます。

具体的
ぐ た い て き

には、市
し

があらたに創設
そうせつ

する助成
じょせい

事業
じぎょう

を活用
かつよう

し、多言語
た げ ん ご

表示
ひょうじ

にかかる費用
ひ よ う

を助成
じょせい

していきます。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

 

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／NPO団
だん

体
たい

／

ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

／医療
いりょう

機関
き か ん

／企業
きぎょう

な

ど 

 

 

 

                                                 
8
 災害

さいがい

時
じ

、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にどうやって情報
じょうほう

を伝える
つ た え る

かという目的
もくてき

で開発
かいはつ

された、分
わ

か
か

り
り

に
に

く
く

い
い

日
に

本
ほん

語
ご

を分かりやすい
わ か り や す い

表 現
ひょうげん

に変えた
か え た

もの。例
れい

）「今朝
け さ

」⇒「今日
き ょ う

 朝
あさ

」「危険
き け ん

」⇒「危ない
あ ぶ な い

」

「確認
かくにん

する」⇒「よく見る
み る

」「炊き出し
た き だ し

」⇒「あたたかい 食べもの
た べ も の

 作って
つ く っ て

 配る
く ば る

」など。 

やさしい日本語
に ほ ん ご

は、高齢者
こうれいしゃ

や若年者
じゃくねんしゃ

にも分かりやすい
わ か り や す い

表現
ひょうげん

とされ、さまざま場面
ば め ん

に応用
おうよう

されています。 
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課題
か だ い

 「安心
あんしん

に暮らす
く ら す

ための 医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・就 労
しゅうろう

支援
し え ん

」 

 

 

具
体
的
事
業
（
ぐ
た
い
て
き
じ
ぎ
ょ
う
） 

№12 

安心
あんしん

して医
い

療
りょう

サ
さ

 

ー
ー

ビ
び

ス
す

が受
う

け
け

ら
ら

れ
れ

 

る
る

医
い

療
りょう

通
つう

訳
やく

制
せい

度
ど

 

の創設
そうせつ

 

（重 点
じゅうてん

事業
じぎょう

） 

事業
じぎょう

の内容
ないよう

と効果
こ う か

 
2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が医療
いりょう

サービス
さ ー び す

を受ける
う け る

ときに、通訳
つうやく

が

付き添い
つ き そ い

、 医療
いりょう

サービス
さ ー び す

提 供 側
ていきょうがわ

と 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の

橋渡し
は し わ た し

をおこなっていきます。 

また、医療
いりょう

通訳
つうやく

は専門用語
せ ん も ん よ う ご

が多く
お お く

、一定
いってい

のスキル
す き る

を

必要
ひつよう

とするので、医療
いりょう

通訳
つうやく

をおこなう人材
じんざい

を育成
いくせい

し

ます。 

さらに、医療
いりょう

現場
げ ん ば

に多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の考え方
かんがえかた

を啓発
けいはつ

して

いき、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとって安心
あんしん

できるまちづくりを

めざします。 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

 

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／ 医療
いりょう

機関
き か ん

／

NPO団体
だんたい

／ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

／外国人
がいこくじん

市民
し み ん

 

 

 

№13 

外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

の 就
しゅう

 

労
ろう

の場
ば

確
かく

保
ほ

のため 

のキ
き

ャ
ゃ

リ
り

ア
あ

ア
あ

ッ
っ

プ
ぷ

 

研
けん

修
しゅう

事
じ

業
ぎょう

 

景気
け い き

が後退
こうたい

している 状 況
じょうきょう

のなか、丌安定
ふ あ ん て い

就 労
しゅうろう

であ

る外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 職
しょく

を失った
う し な っ た

時
とき

に、再
さい

チ
ち

ャ
ゃ

レ
れ

ン
ん

ジ
じ

でき

る仕
し

組
く

み
み

づ
づ

く
く

り
り

をおこないます。 

具体的
ぐ た い て き

には、企業
きぎょう

マナー
ま な ー

講座
こ う ざ

やヘルパー
へ る ぱ ー

資格
し か く

の取
しゅ

得
とく

講
こう

座
ざ

、 就 職
しゅうしょく

に有利
ゆ う り

な資格
し か く

取得
しゅとく

講座
こ う ざ

などをおこない

ます。 

また、起業
きぎょう

を目指す
め ざ す

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

についてもフォロー
ふ ぉ ろ ー

できる体制
たいせい

をつくり、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとって魅力
みりょく

ある

まちをめざします。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

 

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／NPO団体
だんたい

／

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

 

 

 №14 

国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

や介
かい

 

護
ご

保
ほ

険
けん

などの制
せい

度
ど

 

理
り

解
かい

と加
か

入
にゅう

促
そく

進
しん

 

事
じ

業
ぎょう

 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとってむずかしい、日本
に ほ ん

の年
ねん

金
きん

や医
い

療
りょう

・福祉
ふ く し

のしくみについて母語
ぼ ご

で伝え
つ た え

、加入
かにゅう

もれが

ないように取り組んで
と り く ん で

いきます。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

継続 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

 

取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／保
ほ

健
けん

医
い

療
りょう

課
か

／高齢者
こうれいしゃ

福祉課
ふ く し か

／総合
そうごう

窓口課
ま ど ぐ ち か
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 課題
か だ い

 「行 政
ぎょうせい

施設
し せ つ

の開放
かいほう

」 

  

具
体
的
事
業
（
ぐ
た
い
て
き
じ
ぎ
ょ
う
） 

№15 

公 共
こうきょう

施設
し せ つ

を利
り

用
よう

 

するための説
せつ

明
めい

会
かい

 

の開
かい

催
さい

及
およ

び
び

マ
ま

ニ
に

ュ
ゅ

 

ア
あ

ル
る

作
さく

成
せい

事
じ

業
ぎょう

 

事業
じぎょう

の内容
ないよう

と効果
こ う か

 
2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が市内
し な い

の文化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

施設
し せ つ

などを有効
ゆうこう

に活用
かつよう

できるよう、施設
し せ つ

の使用
し よ う

に関する
か ん す る

情 報
じょうほう

の説明
せつめい

やマニュアル
ま に ゅ あ る

を作成
さくせい

し、利用
り よ う

を促進
そくしん

していきます。 

また、市民
し み ん

団体
だんたい

と連携
れんけい

をしながら文化
ぶ ん か

やスポーツ
す ぽ ー つ

に

関
かん

す
す

る
る

交
こう

流
りゅう

事
じ

業
ぎょう

についても検討
けんとう

していきます。 

継続 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  
取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人
じん

権
けん

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

室
しつ

／ 生
しょう

涯
がい

学
がく

習
しゅう

課
か

／文
ぶん

化
か

ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ツ
つ

振
しん

興
こう

室
しつ

／国際
こくさい

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

／NPO団体
だんたい

／ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

 

  

№16 

市
し

立
りつ

図
と

書
しょ

館
かん

の外
がい

国
こく

 

に関
かん

す
す

る
る

書
しょ

籍
せき

を 

充
じゅう

実
じつ

させる事
じ

業
ぎょう

 

外国
がいこく

の文化
ぶ ん か

に触れ
ふ れ

、より理解
り か い

を深
ふか

め
め

る
る

ために、外国
がいこく

に

関
かん

す
す

る
る

書
しょせ

籍
せき

の充 実
じゅうじつ

をめざします。 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとっては、母国
ぼ こ く

の文化
ぶ ん か

に触れる
ふ れ る

ことが

でき、日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

にとっては、海外
かいがい

の文化
ぶ ん か

に触れる
ふ れ る

こ

とができる環 境
かんきょう

をめざします。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  
取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人
じん

権
けん

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

室
しつ

／文
ぶん

化
か

ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ツ
つ

振
しん

興
こう

室
しつ
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目 標
もくひょう

 「相互
そ う ご

理解
り か い

をすすめ多様
た よ う

な文化
ぶ ん か

とことばを学
まな

べ
べ

る
る

教
きょう

育
いく

環
かん

境
きょう

づくり」 

 課題
か だ い

 「外国人
がいこくじん

の子ども
こ ど も

たちへの教 育
きょういく

支援
し え ん

」 

  

具
体
的
事
業
（
ぐ
た
い
て
き
じ
ぎ
ょ
う
） 

№17 

外国人
がいこくじん

の子
こ

ど
ど

も
も

を 

対 象
たいしょう

とした日
に

本
ほん

 

語
ご

力
りょく

と総
そう

合
ごう

学
がく

力
りょく

 

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

 

事業
じぎょう

の内容
ないよう

と効果
こ う か

 
2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

外国人
がいこくじん

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

は、日本語
に ほ ん ご

を学
まな

ぶ
ぶ

家
か

庩
てい

教
きょう

育
いく

環
かん

境
きょう

がととのっておらず、日本人
に ほ ん じ ん

の子ども
こ ど も

と比
ひ

較
かく

して日
に

本
ほん

語
ご

力
りょく

に丌安
ふ あ ん

があります。また、日本語力
に ほ ん ご り ょ く

の丌安
ふ あ ん

は、

総
そう

合
ごう

的
てき

な学 力
がくりょく

に影 響
えいきょう

していきます。 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の日本語力
に ほ ん ご り ょ く

アップ
あ っ ぷ

のために、

現
げん

在
ざい

、学
がっ

校
こう

で運
うん

営
えい

されている日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

教 室
きょうしつ

の 充
じゅう

実
じつ

につとめます。また、保
ほ

護
ご

者
しゃ

と相
そう

談
だん

しながら、

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

が主催
しゅさい

する日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

と連携
れんけい

し、他
た

の

教科
きょうか

についても支
し

援
えん

体
たい

制
せい

をつくっていきます。 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  
取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人
じん

権
けん

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

室
しつ

／学
がっ

校
こう

教
きょう

育
いく

推
すい

進
しん

室
しつ

 ／子
こ

育
そだ

て
て

支
し

援
えん

課
か

／NPO団
だん

体
たい

／ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

 

  

№18 

外
がい

国
こく

人
じん

の児
じ

童
どう

・生
せい

 

徒
と

に対
たい

す
す

る
る

就
しゅう

学
がく

 

保
ほ

障
しょう

事
じ

業
ぎょう

 

外国人
がいこくじん

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

は、経済的
けいざいてき

な面
めん

や日本語力
に ほ ん ご り ょ く

の面
めん

で

就 学
しゅうがく

や進学
しんがく

を断念
だんねん

するケース
け ー す

があります。 

そのために、経済的
けいざいてき

な面
めん

では既存
き ぞ ん

の奨 学
しょうがく

金
きん

制度
せ い ど

につ

いて情 報
じょうほう

を発信
はっしん

しながら制度
せ い ど

を活用
かつよう

し、新た
あ ら た

な支援
し え ん

制度
せ い ど

についても検討
けんとう

していきます。 

また、 学 力
がくりょく

の面
めん

で丌安
ふ あ ん

が残る
の こ る

場合
ば あ い

には、外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の個性
こ せ い

や能 力
のうりょく

を活かせる
い か せ る

進路
し ん ろ

指導
し ど う

をおこ

ない、保護者
ほ ご し ゃ

にも理解
り か い

を得
え

ていくよう、支援
し え ん

体制
たいせい

を

つくっていきます。 

そ
そ

の
の

他
ほか

にも、 急
きゅう

激
げき

な環
かん

境
きょう

の変
へん

化
か

により精
せい

神
しん

的
てき

な

丌安
ふ あ ん

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

に対
たい

す
す

る
る

心
こころ

のケア
け あ

についても

相
そう

談
だん

体
たい

制
せい

を 充
じゅう

実
じつ

していきます。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

継続 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  
取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人
じん

権
けん

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

室
しつ

／学
がっ

校
こう

教
きょう

育
いく

推
すい

進
しん

室
しつ

 ／子
こ

育
そだ

て
て

支
し

援
えん

課
か

／NPO団
だん

体
たい

／ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

 

 
課題
か だ い

 「学校
がっこう

で行う
おこなう

 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

 国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

の推進
すいしん

」 

  
具
体
的
事
業
（
ぐ
た
い
て
き
じ
ぎ
ょ
う
） 

№19 

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

（未
み

就
しゅう

 

学
がく

児
じ

童
どう

も含む
ふ く む

）を 

対
たい

象
しょう

とした多
た

文
ぶん

 

化
か

共
きょう

生
せい

体
たい

験
けん

授
じゅ

業
ぎょう

 

の実施
じ っ し

 

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

をめざすために、幼い
おさない

ころより

異文化
い ぶ ん か

に対し
た い し

理解
り か い

を得る
え る

体験
たいけん

授 業
じゅぎょう

をおこなってい

きます。また、その授
じゅ

業
ぎょう

が保
ほ

護
ご

者
しゃ

や 教
きょう

育
いく

現
げん

場
ば

に対
たい

し
し

、多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

について理
り

解
かい

を得
え

ら
ら

れ
れ

る
る

ような工夫
く ふ う

して取
と

り
り

組
く

み
み

ます。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

新規 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  
取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人
じん

権
けん

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

室
しつ

／学
がっ

校
こう

教
きょう

育
いく

推
すい

進
しん

室
しつ

／子
こ

育
そだ

て
て

支
し

援
えん

課
か

／保育所
ほ い く し ょ

／幼稚園
よ う ち え ん

／ 小
しょう

中
ちゅう

学
がっ

校
こう

 ／NPO団
だん

体
たい

／ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい
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課題
か だ い

 「日
に

本
ほん

語
ご

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の 充
じゅう

実
じつ

と日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

の 充
じゅう

実
じつ

」 

  

具
体
的
事
業
（
ぐ
た
い
て
き
じ
ぎ
ょ
う
） 

№20 

外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

が通
かよ

い
い

 

や
や

す
す

い
い

多
た

様
よう

な日
に

本
ほん

 

語
ご

教
きょう

室
しつ

の設
せっ

置
ち

事
じ

 

業
ぎょう

 

事業
じぎょう

の内容
ないよう

と効果
こ う か

 
2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が日本語
に ほ ん ご

を学
まな

べ
べ

る
る

機
き

会
かい

をおおくつくるた

め、時間帯
じ か ん た い

や学 習
がくしゅう

内容
ないよう

など多種多様
た し ゅ た よ う

な日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

を設置
せ っ ち

していきます。また、日本語
に ほ ん ご

教 室
きょうしつ

は単
たん

に語学
ご が く

を学
まな

ぶ
ぶ

場
ば

ではなく、生活
せいかつ

相談
そうだん

や日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

との交 流
こうりゅう

の場
ば

にもなるため、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

を推進
すいしん

していくため

のプラットホーム
ぷ ら っ と ほ ー む

9として活用
かつよう

していきます。 

そのために、NPO やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

と連携
れんけい

して

日本語
に ほ ん ご

教 室
きょうしつ

の外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の要
よう

望
ぼう

に沿
そ

っ
っ

て
て

立
た

ち
ち

上
あ

げ
げ

をおこないます。また、マンツーマン
ま ん つ ー ま ん

授 業
じゅぎょう

も視
し

野
や

に

入
い

れ
れ

た
た

支援
し え ん

体制
たいせい

をつくります。 

継続 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  
取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／NPO団体
だんたい

／

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

 

  

№21 

日
に

本
ほん

語
ご

学
がく

習
しゅう

支
し

援
えん

 

者
しゃ

養
よう

成
せい

講
こう

座
ざ

の実施
じ っ し

 

現在
げんざい

の安芸
あ き

高田市
た か た し

の日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

支援者
し え ん し ゃ

の数
かず

はそれ

ほ ど 多く
お お く

あ り ま せ ん 。 日本語
に ほ ん ご

教 室
きょうしつ

が 日 常 的
にちじょうてき

に

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を支援
し え ん

し、交 流
こうりゅう

が持てる
も て る

プラットホーム
ぷ ら っ と ほ ー む

として活用
かつよう

していくには、日本語
に ほ ん ご

支援者
し え ん し ゃ

の人材
じんざい

育成
いくせい

が必要
ひつよう

となっていきます。 

具体的
ぐ た い て き

には、日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

を対 象
たいしょう

に年
ねん

数回
すうかい

の養成
ようせい

講座
こ う ざ

を開催
かいさい

します。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

継続 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  
取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／NPO団体
だんたい

／

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 もともとは、鉄道

てつどう

駅
えき

に設
もう

け
け

ら
ら

れ
れ

た
た

乗
じょう

降
こう

場
ば

所
しょ

としての「ホーム
ほ ー む

」という意味
い み

。ここでは、

さまざまな人材
じんざい

が集
あつ

ま
ま

り
り

、行
いき

きかう、場所
ば し ょ

や空間
くうかん

という意味
い み

で用
もち

い
い

て
て

います。 
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課題
か だ い

 「多
た

様
よう

なことばを学
まな

べ
べ

る
る

機
き

会
かい

づ
づ

く
く

り
り

としての外
がい

国
こく

語
ご

教
きょう

室
しつ

の 充
じゅう

実
じつ

」 

  

具
体
的
事
業
（
ぐ
た
い
て
き
じ
ぎ
ょ
う
） 

№22 

さまざまなことば 

をとおして相
そう

互
ご

理
り

 

解
かい

がすすむ外
がい

国
こく

語
ご

 

教
きょう

室
しつ

事
じ

業
ぎょう

 

事業
じぎょう

の内容
ないよう

と効果
こ う か

 
2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

海外
かいがい

勤務
き ん む

や 研 修
けんしゅう

、海外
かいがい

旅行
りょこう

などが増え
ふ え

、海外
かいがい

に

出かける
で か け る

日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

や外国
がいこく

からやってくる外国人
がいこくじん

が

増加
ぞ う か

していきており、国際化
こ く さ い か

の流
なが

れ
れ

は強
つよ

く
く

なってい

ます。また、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に日本語
に ほ ん ご

を一方的
いっぽうてき

に教える
お し え る

の

ではなく、互い
た が い

の言葉
こ と ば

を学
まな

び
び

合
あ

う
う

環
かん

境
きょう

づ
づ

く
く

り
り

が信
しん

頼
らい

関
かん

係
けい

づくりにとって必要
ひつよう

なことといえます。具体的
ぐ た い て き

には、英
えい

語
ご

やポルトガル語
ぽ る と が る ご

、中国語
ちゅうごくご

などの教 室
きょうしつ

など

を開講
かいこう

します。 

継続 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  
取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／NPO団体
だんたい

／

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

 

  

№23 

日本
に ほ ん

で生
う

ま
ま

れ
れ

た
た

外
がい

 

国
こく

人
じん

の子ども
こ ど も

に対
たい

 

す
す

る
る

母
ぼ

語
ご

教
きょう

育
いく

事
じ

 

業
ぎょう

 

日本
に ほ ん

で生まれた
う ま れ た

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の子
こ

は、母語
ぼ ご

に関
かん

し
し

て
て

は、

「話
はな

す
す

」「聞く
き く

」はできても、「書く
か く

」「読む
よ む

」が

できない子ども
こ ど も

たちがおおく、母国
ぼ こ く

に帰国
き こ く

した場合
ば あ い

に大
たい

変
へん

丌
ふ

自
じ

由
ゆう

をするため、教 育
きょういく

の機会
き か い

をつくる必要
ひつよう

があります。 

また、母国
ぼ こ く

のことばや文化
ぶ ん か

について理解
り か い

を深
ふか

め
め

る
る

と

いうことは、自ら
みずから

のアイデンティティ
あ い で ん て ぃ て ぃ

10を確立
かくりつ

する

とともに、母国
ぼ こ く

の文化
ぶ ん か

を日本
に ほ ん

に伝
つた

え
え

る
る

架
か

け
け

橋
はし

となる

ような母語
ぼ ご

教 育
きょういく

事業
じぎょう

を展開
てんかい

していきます。 

2013 

（H25） 

年度 

2014 

（H26） 

年度 

2015 

（H27） 

年度 

2016 

（H28）

年度 

2017 

（H29） 

年度 

継続 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  
取り組み
と り く み

主体
しゅたい

 

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

／NPO団体
だんたい

／

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 自分
じ ぶ ん

が何者
なにもの

であるか、自分
じ ぶ ん

の人生
じんせい

の目的
もくてき

、自分
じ ぶ ん

の存在
そんざい

意義
い ぎ

など自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

を支えて
さ さ え て

いる

自己
じ こ

意識
い し き

のこと。 
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３ 推進
すいしん

体制
たいせい

 

 （１）基本
き ほ ん

の推進
すいしん

体制
たいせい

 

   多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

は、これまでの行 政
ぎょうせい

システム
し す て む

だけで対応
たいおう

できる課
か

題
だい

とはいえま

せん。国籍
こくせき

・民族
みんぞく

・人種
じんしゅ

・在 留
ざいりゅう

資格
し か く

などによって特
とく

色
しょく

があり、課
か

題
だい

は生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

など、いろいろな分野
ぶ ん や

に関
かん

係
けい

しています。よって、市民
し み ん

・企業
きぎょう

・行 政
ぎょうせい

といっ

たそれぞれの分野
ぶ ん や

で行
こう

動
どう

する人
ひと

たちが、まずはそれぞれの役割
やくわり

やできることを

考え
かんがえ

、行
こう

動
どう

に移す
う つ す

ことからはじめなくてはなりません。そのためには、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に関
かん

す
す

る
る

課
か

題
だい

や、より良く
よ く

する方
ほう

法
ほう

などについて 共 有
きょうゆう

をはかることが

大切
たいせつ

です。また、それぞれの取り組み
と り く み

を結
むす

び
び

つ
つ

け
け

て
て

、大きな
お お き な

力
ちから

にしていく工夫
く ふ う

も必要
ひつよう

です。 

  （a）安芸
あ き

高田市
た か た し

の役割
やくわり

 

    市
し

は、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

や日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

にたいして、子育て
こ そ だ て

・教 育
きょういく

・住 宅
じゅうたく

・水道
すいどう

・

 
 
 
 
・市民   ・市民ボランティア 

・NPO  ・地域振興会など 

 
  
 
 ・企業   ・商店 

 ・商工会  ・工業会 

 
  
 ・市        ・国 

 ・教育委員会    ・県 

 ・学校       ・大学 

市 民 

企 業 行 政 
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防災
ぼうさい

・福祉
ふ く し

など、より身近
み じ か

な住 民
じゅうみん

サービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

す
す

る
る

基
き

礎
そ

自
じ

治
ち

体
たい

です。そ

のサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

には、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

との 間
あいだ

に差
さ

があってはいけませ

ん。むしろ、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にたいしてサービス
さ ー び す

を充 実
じゅうじつ

させることが、日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

にとってもサービス
さ ー び す

が向 上
こうじょう

し、安心
あんしん

して暮らせる
く ら せ る

まちに繋
つな

が
が

り
り

ま
ま

す
す

。

また、サービス
さ ー び す

を充 実
じゅうじつ

する一方
いっぽう

で、税
ぜい

金
きん

などの負
ふ

担
たん

義
ぎ

務
む

に対
たい

し
し

て
て

も制度
せ い ど

理解
り か い

を求め
も と め

、納付
の う ふ

の履行
り こ う

を求めて
も と め て

いかなければなりません。 

    しかしながら、日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

と同
おな

じ
じ

ようにならない事情
じじょう

があることも一方
いっぽう

で

は理解
り か い

をしていく必要
ひつよう

があります。それは、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に対
たい

し
し

て
て

厳
きび

し
し

い
い

視
し

線
せん

や差
さ

別
べつ

的
てき

な態度
た い ど

をとる、まわりの 環 境
かんきょう

があることや、制
せい

度
ど

や法律
ほうりつ

が外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を想定
そうてい

した設計
せっけい

になっていないことが挙
あ

げ
げ

ら
ら

れ
れ

ま
ま

す
す

。市
し

は、そういった

状 況
じょうきょう

を把
は

握
あく

しながら、啓
けい

発
はつ

の推進
すいしん

と多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

施
し

策
さく

を 充
じゅう

実
じつ

していく必
ひつ

要
よう

があります。 

    また、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

が気軽
き が る

に 交 流
こうりゅう

できる施設
し せ つ

として「多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

センター
せ ん た ー

（仮称
かしょう

）」を設置
せ っ ち

し、施設
し せ つ

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

をはかることで市
し

が推
すい

進
しん

する多
た

文
ぶん

化
か

共 生
きょうせい

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

をはかります。 

 

  （b）教 育
きょういく

委員会
い い ん か い

の役割
やくわり

 

    子ども
こ ど も

の教 育
きょういく

は、定 住
ていじゅう

する外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとって大きな
お お き な

課題
か だ い

です。そのた

め 教 育
きょういく

委員会
い い ん か い

は、公立
こうりつ

小 中 学 校
しょうちゅうがっこう

への入 学
にゅうがく

を希望
き ぼ う

する義務
ぎ む

教 育
きょういく

年齢
ねんれい

の外
がい

国
こく

人
じん

児
じ

童
どう

・生徒
せ い と

が教 育
きょういく

を受けられる
う け ら れ る

機会
き か い

を保障
ほしょう

し、丌就学
ふしゅうがく

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の実
じっ

態
たい

把
は

握
あく

と解 消
かいしょう

に向けた
む け た

取り組み
と り く み

をおこなっていく必要
ひつよう

があります。また一方
いっぽう

で、

安芸
あ き

高田市
た か た し

が多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

を取
と

り
り

組
く

ん
ん

で
で

いる特 徴
とくちょう

をいかし、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

や

国際
こくさい

理解
り か い

に向
む

け
け

た
た

教
きょう

育
いく

内
ない

容
よう

を 充
じゅう

実
じつ

させ、子ども
こ ど も

たちに多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

・国
こく

際
さい

理
り

解
かい

の大
たい

切
せつ

さを伝
つた

え
え

て
て

いく取り組み
と り く み

を推
すい

進
しん

していきます。 
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  （c）公立
こうりつ

小 中 学 校
しょうちゅうがっこう

の役割
やくわり

 

    公立
こうりつ

小 中 学 校
しょうちゅうがっこう

においては、外国人
がいこくじん

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

が学 習
がくしゅう

と生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な日
に

本
ほん

語
ご

能
のう

力
りょく

を習 得
しゅうとく

することができ、進学
しんがく

等
とう

に必要
ひつよう

な学 力
がくりょく

を養う
やしなう

ことができ

るように NPO や市民
し み ん

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

とも連携
れんけい

し対応
たいおう

していく必要
ひつよう

がありま

す。 

    また、日本人
に ほ ん じ ん

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

や保護者
ほ ご し ゃ

にたいして、国際
こくさい

理解
り か い

や多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

が

推進
すいしん

されるような啓発
けいはつ

を、市
し

や NPO や市
し

民
みん

ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

と連携
れんけい

しておこな

っていきます。 

  

  （d）市民
し み ん

と地域
ち い き

振興会
しんこうかい

の役割
やくわり

 

    安芸
あ き

高田市
た か た し

には地域
ち い き

振興会
しんこうかい

や地縁
ち え ん

組織
そ し き

があります。地域
ち い き

振興会
しんこうかい

や地縁
ち え ん

組織
そ し き

は一番
いちばん

小さな
ち い さ な

共 同
きょうどう

生活
せいかつ

の単位
た ん い

として、平時
へ い じ

はもちろん非常時
ひじょうとき

には大
おお

き
き

な
な

役
やく

割
わり

を担う
に な う

こととなり、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとっても身
み

近
じか

に
に

関
かか

わ
わ

る
る

ところです。ただ

し、外国
がいこく

では地域
ち い き

振興会
しんこうかい

といった地縁
ち え ん

組織
そ し き

の文化
ぶ ん か

を持たない
も た な い

国
くに

もあります。

まずは、地域
ち い き

振興会
しんこうかい

の情 報
じょうほう

を外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に伝える
つ た え る

ことが大切
たいせつ

です。また、地
ち

域
いき

振
しん

興
こう

会
かい

は外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

が加
か

入
にゅう

しやすいとはいえない団
だん

体
たい

です。ですから、今
こん

後
ご

、外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

が地
ち

域
いき

振
しん

興
こう

会
かい

に加入して普通
ふ つ う

の日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

と同じ
お な じ

ように 力
ちから

を発揮
は っ き

するためには、尐
すこ

し
し

時
じ

間
かん

がかかります。おそらく文化
ぶ ん か

の違い
ち が い

による 衝
しょう

突
とつ

もないとはいえません。ですが、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を受け入れて
う け い れ て

、ともに地域
ち い き

を

つくることは日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

の生活
せいかつ

を豊か
ゆ た か

にすることでもあります。その雰囲気
ふ ん い き

をつくるためには、まず、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

が互
たが

い
い

に地域
ち い き

のことを 考
かんが

え
え

る
る

ことが大切
たいせつ

です。そして、ひとりひとりの気持ち
き も ち

を尐
すこ

し
し

だけ変え
か え

、おた

がいに歩
あゆ

み
み

寄
よ

る
る

姿
し

勢
せい

が地
ち

域
いき

振
しん

興
こう

会
かい

などに求
もと

め
め

ら
ら

れ
れ

て
て

います。 
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  （e）多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推
すい

進
しん

センター
せ ん た ー

（仮称
かしょう

）と NPO や市民
し み ん

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

の役割
やくわり

 

    多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

を推
すい

進
しん

するためには、NPO やボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

、地域
ち い き

振興会
しんこうかい

、

市
し

議会
ぎ か い

など主体的
しゅたいてき

な市民
し み ん

活動
かつどう

が大切
たいせつ

です。全国的
ぜんこくてき

にも、NPO やボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

といった市民
し み ん

活動
かつどう

の横断的
おうだんてき

な連携
れんけい

が多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の 力
ちから

になっている

ケース
け ー す

が多い
お お い

とされています。現在
げんざい

の安芸
あ き

高田市
た か た し

では、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に関
かん

し
し

て
て

NPO やボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

の活動
かつどう

が活発
かっぱつ

におこなわれているとはいえません

が、今後
こ ん ご

はこういった活動
かつどう

を中 心
ちゅうしん

に多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

を推進
すいしん

していく必要
ひつよう

があり

ます。そのためには多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

（仮称
かしょう

）といった拠点
きょてん

の役
やく

割
わり

が

大
たい

切
せつ

になってきます。 

    多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

（仮称
かしょう

）では、日本語
に ほ ん ご

教 室
きょうしつ

の開催
かいさい

、外国人
がいこくじん

の子
こ

ど
ど

も
も

の就 学
しゅうがく

・ 就 労
しゅうろう

支援
し え ん

や異
い

文
ぶん

化
か

交
こう

流
りゅう

の場
ば

の提 供
ていきょう

など、地
ち

域
いき

と密 着
みっちゃく

した

はば広
ひろ

い
い

取
と

り
り

組
く

み
み

を実践的
じっせんてき

におこなっていきます。また、NPO やボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

を 中
ちゅう

心
しん

とした横
おう

断
だん

的
てき

な市
し

民
みん

活
かつ

動
どう

は、行
ぎょう

政
せい

や企
き

業
ぎょう

と連携
れんけい

を深め
ふ か め

、地
ち

域
いき

の多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

と国
こく

際
さい

化
か

を推
すい

進
しん

していきます。 

    こうした活動
かつどう

を通じて
つ う じ て

、地域
ち い き

の多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

と国
こく

際
さい

化
か

に取り組んで
と り く ん で

いる

人材
じんざい

の発掘
はっくつ

や育成
いくせい

を図り
は か り

、人
ひと

と人
ひと

が繋
つな

が
が

る
る

ネ
ね

ッ
っ

ト
と

ワ
わ

ー
ー

ク
く

を構築
こうちく

しながら、さ

まざまな組織
そ し き

が 協 働
きょうどう

して地域
ち い き

課
か

題
だい

、外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

の課題
か だ い

を解決
かいけつ

するよう

取り組み
と り く み

をおこないます。 
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 ≪多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推
すい

進
しん

センター
せ ん た ー

（仮称
かしょう

）の人材
じんざい

ネットワーク
ね っ と わ ー く

のイメージ
い め ー じ

≫ 

 

  （ｆ）企業
きぎょう

・商 工 会
しょうこうかい

の役割
やくわり

 

    本市
ほ ん し

の経済
けいざい

を支
ささ

え
え

る
る

ために、外
がい

国
こく

人
じん

就
しゅう

労
ろう

者
しゃ

は貴
き

重
ちょう

な人材
じんざい

であり、雇
こ

用
よう

企
き

業
ぎょう

は直 接
ちょくせつ

・間接
かんせつ

を問わず
と わ ず

、外
がい

国
こく

人
じん

就
しゅう

労
ろう

者
しゃ

の人権
じんけん

を尊 重
そんちょう

し労働
ろうどう

法令
ほうれい

の 遵
じゅん

守
しゅ

はもちろん、日本
に ほ ん

で生活
せいかつ

するためのことばを学
まな

ぶ
ぶ

機会
き か い

づくりや、生活
せいかつ

相談
そうだん

な

どの支
し

援
えん

をおこなうことが求
もと

め
め

ら
ら

れ
れ

ま
ま

す
す

。特
とく

に、研 修 生
けんしゅうせい

や技
ぎ

能
のう

実
じっ

習
しゅう

生
せい

は、

企
き

業
ぎょう

の管
かん

理
り

の下
もと

で研
けん

修
しゅう

生
せい

活
かつ

をおこなっているため、さまざまな配慮
はいりょ

をおこ

なわなければなりません。事実
じ じ つ

、市内
し な い

の研 修 生
けんしゅうせい

を受け入れて
う け い れ て

いる企業
きぎょう

の中
なか

に

は、快適
かいてき

な研
けん

修
しゅう

環
かん

境
きょう

のつくるために、生活
せいかつ

相談
そうだん

や語
ご

学
がく

研
けん

修
しゅう

、地
ち

域
いき

との交
こう

流
りゅう

事
じ

業
ぎょう

などの取
と

り
り

組
く

み
み

をおこなっている企
き

業
ぎょう

もあります。しかし一方
いっぽう

で、

市民
し み ん

や行 政
ぎょうせい

との連携
れんけい

が丌足
ふ そ く

している面
めん

もあります。今後
こ ん ご

は、市民
し み ん

や行 政
ぎょうせい

と
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連携
れんけい

しながら多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の視点
し て ん

から外国人
がいこくじん

就 労 者
しゅうろうしゃ

の支援
し え ん

体制
たいせい

をともにつ

くっていく必要
ひつよう

があります。 

    商 工 会
しょうこうかい

は、市内
し な い

における 商
しょう

工 業
こうぎょう

とまちづくりの発展
はってん

をはかり、地域
ち い き

の

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の実現
じつげん

のための理解
り か い

と、積 極 的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

が望まれます
の ぞ ま れ ま す

。また、外
がい

国
こく

人
じん

起業家
き ぎ ょ う か

が商 工 会
しょうこうかい

に参加
さ ん か

でき、ともにまちづくりに参加
さ ん か

できる体制
たいせい

をつ

くっていく必要
ひつよう

があります。 
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 （２）庁 内
ちょうない

組織
そ し き

の推進
すいしん

体制
たいせい

 

        プラン
ぷ ら ん

策定後
さ く て い ご

は、社会
しゃかい

情 勢
じょうせい

と地域
ち い き

の実 情
じつじょう

、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の要
よう

望
ぼう

にあわせた

事業
じぎょう

の推進
すいしん

状 況
じょうきょう

を評価
ひょうか

していきます。多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

ワ
わ

ー
ー

キ
き

ン
ん

グ
ぐ

（仮
か

称
しょう

）を

設
せつ

立
りつ

し、プラン
ぷ ら ん

に基
もと

づ
づ

い
い

た
た

実
じっ

施
し

計
けい

画
かく

を定
さだ

め
め

る
る

とともに、目 標
もくひょう

となる指標
しひょう

を設
せっ

定
てい

します。また、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

ワーキング
わ ー き ん ぐ

（仮
か

称
しょう

）は、事
じ

業
ぎょう

実
じっ

施
し

主
しゅ

体
たい

と連携
れんけい

し、緊密
きんみつ

な情 報
じょうほう

交換
こうかん

をおこない、事業
じぎょう

の微
び

調
ちょう

整
せい

や目 標
もくひょう

の再設定
さいせってい

、改
かい

訂
てい

プ
ぷ

ラ
ら

ン
ん

策
さく

定
てい

に向けた
む け た

取り組み
と り く み

をおこないます。 
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多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

  

役 職
やくしょく

 なまえ（敬
けい

称
しょう

略
りゃく

） 

会 長
かいちょう

 木原
き は ら

 張
はる

登
と

 安芸
あ き

高田市
たかたし

国 際
こくさい

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

 副 会 長
ふくかいちょう

 

副 会 長
ふくかいちょう

 上岡
うえおか

 真理
ま り

 メリ
め り

 安芸
あ き

高田市
たかたし

多文化
たぶんか

共 生
きょうせい

相 談 員
そうだんいん

 

委員
い い ん

 大下
おおした

 典子
の り こ

 安芸
あ き

高田市
たかたし

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

 学 校
がっこう

教 育
きょういく

推 進 室
すいしんしつ

 室 長
しつちょう

 

委員
い い ん

 上水流
か み づ る

 久彦
ひさひこ

 県 立
けんりつ

広 島
ひろしま

大 学
だいがく

 地域
ちいき

連 携
れんけい

センター
せ ん た ー

 講師
こうし

 

委員
い い ん

 國
くに

廣
ひろ

 逸子
い つ こ

 ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団 体
だんたい

 にほんごサ
さ

ロ
ろ

ン
ん

 代 表
だいひょう

 

委員
い い ん

 坂本
さかもと

 守夫
も り お

 安芸
あ き

高田市
たかたし

工 業 会
こうぎょうかい

 代 表
だいひょう

幹事
かんじ

 

委員
い い ん

 下田
し も だ

 妙子
た え こ

 JA吉田
よしだ

総 合
そうごう

病 院
びょういん

 地域
ちいき

医 療
いりょう

連 携 室
れんけいしつ

 室 長
しつちょう

 

委員
い い ん

 竹本
たけもと

 隆
たか

文
ふみ

 安芸
あ き

高田市
たかたし

商 工 会
しょうこうかい

 事務
じ む

局 長
きょくちょう

 

委員
い い ん

 タマシゲ
た ま し げ

 ジェラルディーン
じ ぇ ら る で ぃ ー ん

 モンテルゲ
も ん て る げ

 外 国 人
がいこくじん

市民
しみん

 

委員
い い ん

 ダニエラ
だ に え ら

 デ
で

 カストロ
か す と ろ

 キセラロ
き せ ら ろ

 外 国 人
がいこくじん

市民
しみん

 

委員
い い ん

 西井
に し い

 勝子
か つ こ

 ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団 体
だんたい

 吉田
よしだ

日本語
にほんご

教 室
きょうしつ

 事務
じ む

局 長
きょくちょう

 

委員
い い ん

 長谷川
は せ が わ

 隆行
たかゆき

 (有)クリーンカルチャー
く り ー ん か る ち ゃ ー

 代 表
だいひょう

取 締 役
とりしまりやく

 

委員
い い ん

 松野
ま つ の

 卙
ひろ

志
し

 安芸
あ き

高田市
たかたし

 教 育
きょういく

委員会
いいんかい

 生 涯
しょうがい

学 習 課
がくしゅうか

 課 長
かちょう

 

委員
い い ん

 明木
め い き

 一
かず

悦
よし

 
安芸
あ き

高田市
たかたし

多文化
たぶんか

共 生
きょうせい

推 進 員
すいしんいん

 

安芸
あ き

高田市
たかたし

まちづくり委員会
いいんかい

 委員
いいん

 

委員
い い ん

 李
り

 潔
じぇい

 安芸
あ き

高田市
たかたし

多文化
たぶんか

共 生
きょうせい

翻 訳
ほんやく

・ 通 訳 員
つうやくいん
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各分科会
か く ぶ ん か か い

名簿
め い ぼ

 

Aグループ
ぐ る ー ぷ

 Bグループ
ぐ る ー ぷ

 Ｃグループ
ぐ る ー ぷ

 

リーダー
り ー だ ー

 明木
め い き

 一
かず

悦
よし

 リーダー
り ー だ ー

 上水流
か み づ る

 久彦
ひさひこ

 リーダー
り ー だ ー

 木原
き は ら

 張
はる

登
と

 

      

      

      

      

      

       

      

 

 

大下
おおした

 典子
の り こ

 

上水流
か み づ る

 久彦
ひさひこ

 

木原
き は ら

 張
はる

登
と

 

坂本
さかもと

 守夫
も り お

 

竹本
たけもと

 隆
たか

文
ふみ

 

タ
た

マ
ま

シ
し

ゲ
げ

 ジ
じ

ェ
ぇ

ラ
ら

ル
る

デ
で

ィ
ぃ

ン
ん

 モ
も

ン
ん

テ
て

ア
あ

レ
れ

グ
ぐ

レ
れ

 

松野
ま つ の

 卙
ひろ

志
し

 

李
り

 潔
じぇい

 

 上岡
うえおか

 真理
ま り

 メリ
め り

 

下田
し も だ

 妙子
た え こ

 

ダ
だ

ニ
に

エ
え

ラ
ら

 デ
で

 カ
か

ス
す

ト
と

ロ
ろ

 

キ
き

セ
せ

ラ
ら

ロ
ろ

 

李
り

 潔
じぇい

 

 大下
おおした

 典子
の り こ

 

國
くに

廣
ひろ

 逸子
い つ こ

 

西井
に し い

 勝子
か つ こ

 

長谷川
は せ が わ

 隆行
たかゆき

 

松野
ま つ の

 卙
ひろ

志
し

 

明木
め い き

 一
かず

悦
よし

 

 

議題
ぎ だ い

 

 

○外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

 

 の交 流
こうりゅう

の場
ば

について 

○学校
がっこう

など教 育
きょういく

現場
げ ん ば

での多
た

 

 文
ぶん

化
か

共 生
きょうせい

について 

○外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

 

 が互
たが

い
い

に
に

理
り

解
かい

し
し

合
あ

う
う

こと 

 について 

議題
ぎ だ い

 

 

○さまざまな情 報
じょうほう

を多
た

言
げん

 

 語
ご

化
か

しどう伝達
でんたつ

するかに  

 ついて 

○災害
さいがい

時
じ

や緊 急
きんきゅう

時
じ

の対
たい

応
おう

 

 について 

○さまざまな施設
し せ つ

を外
がい

国
こく

人
じん

 

 市
し

民
みん

にどう開放
かいほう

していく 

 かについて 

 

議題
ぎ だ い

 

 

○外国人
がいこくじん

市民
し み ん

のことばの問
もん

 

 題
だい

について 

○日本語
に ほ ん ご

教 室
きょうしつ

の運営
うんえい

につ 

 いて 

○ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

人材
じんざい

の確保
か く ほ

 

 について 
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安芸
あ き

高田市
た か た し

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

会議
か い ぎ

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

   （平成
へいせい

24年
ねん

1月
がつ

13日
にち

告示
こ く じ

第
だい

1号
ごう

） 

 (目的
もくてき

と設置
せ っ ち

) 

第
だい

1 条
じょう

 市民
し み ん

の国際的
こくさいてき

視野
し や

を広げ
ひ ろ げ

、国際
こくさい

感覚
かんかく

を 醸
じょう

成
せい

し、国籍
こくせき

や民族
みんぞく

の異
こと

な
な

る
る

市
し

民
みん

同
どう

士
し

が互い
た が い

の文化
ぶ ん か

を認
みと

め
め

合
あ

い
い

、地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として共
とも

に生活
せいかつ

することができる

環 境
かんきょう

を形成
けいせい

するため、安
あ

芸
き

高
たか

田
た

市
し

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

会
かい

議
ぎ

(以下「推進
すいしん

会議
か い ぎ

」という。)

を設置
せ っ ち

する。  

(所 掌
しょしょう

事務
じ む

) 

第 2 条 協
きょう

議会
ぎ か い

は、次
つぎ

に掲げる
か か げ る

事頄
じ こ う

を所 掌
しょしょう

する。  

(1) 地域
ち い き

の国
こく

際
さい

化
か

及
およ

び
び

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

に係る
か か る

基本的
き ほ ん て き

事頄
じ こ う

に関
かん

す
す

る
る

こと。  

(2) 地域
ち い き

の国
こく

際
さい

化
か

及
およ

び
び

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

に係る
か か る

情
じょう

報
ほう

交
こう

換
かん

及
およ

び
び

連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

に関
かん

す
す

る
る

こと。  

(3) その他
そ の た

、地域
ち い き

の国
こく

際
さい

化
か

及
およ

び
び

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の推進
すいしん

に関
かん

し
し

必
ひつ

要
よう

な事
じ

頄
こう

に関
かん

す
す

る
る

こと。 

 (組織
そ し き

) 

第
だい

3 条
じょう

 推進
すいしん

会議
か い ぎ

は、次
つぎ

に掲
かか

げ
げ

る
る

者
もの

のうちから市長
しちょう

が委
い

嘱
しょく

する 16人
にん

以内
い な い

の委員
い い ん

を

もって構成
こうせい

する。  

(1) 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

  

(2) 国際
こくさい

交 流
こうりゅう

関係者
かんけいしゃ

  

(3) 市内
し な い

に住 所
じゅうしょ

を有
ゆう

す
す

る
る

外
がい

国
こく

籍
せき

市
し

民
みん

  

(4) 外
がい

国籍
こくせき

市民
し み ん

を支援
し え ん

する団体
だんたい

関係者
かんけいしゃ

  

(5) 経済
けいざい

・ 商
しょう

工 業
こうぎょう

関係者
かんけいしゃ

  

(6) 医療
いりょう

関係者
かんけいしゃ

  

(7) 教 育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

  

(8) その他
そ の た

市長
しちょう

が特
とく

に認
みと

め
め

る
る

者
もの

  

(委員
い い ん

の任期
に ん き

) 

第
だい

4 条
じょう

 委
い

員
いん

の任期
に ん き

は、委嘱
いしょく

された日
ひ

から、委嘱
いしょく

された日
ひ

の属
ぞく

す
す

る
る

年
ねん

度
ど

の末日
まつじつ

まで

とする。ただし、再任
さいにん

は 妨
さまた

げ
げ

な
な

い
い

。  

2 委員
い い ん

に欠員
けついん

が 生
しょう

じ
じ

た
た

場
ばあい

合の後任
こうにん

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。  
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3 委員
い い ん

の任期
に ん き

が満 了
まんりょう

したときは、当該
とうがい

委員
い い ん

は、後任者
こうにんしゃ

が任命
にんめい

されるまで引
ひ

き
き

続
つづ

き
き

そ

の職務
しょくむ

を行う
おこなう

ものとする。  

(会 長
かいちょう

及び
お よ び

副 会 長
ふくかいちょう

) 

第
だい

5 条
じょう

 推進
すいしん

会議
か い ぎ

に会 長
かいちょう

及び
お よ び

副 会 長
ふくかいちょう

を置き
お き

、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

により、これを定
さだ

め
め

る
る

。  

2 会 長
かいちょう

は、推進
すいしん

会議
か い ぎ

を代 表
だいひょう

し、会務
か い む

を総務
そ う む

する。  

3 副 会 長
ふくかいちょう

は、会 長
かいちょう

を補佐
ほ さ

し、会 長
かいちょう

に事敀
じ こ

あるときは、その職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。  

(会議
か い ぎ

) 

第
だい

6 条
じょう

 推進
すいしん

会議
か い ぎ

は、必要
ひつよう

に応
おう

じ
じ

て
て

会
かい

長
ちょう

が 招 集
しょうしゅう

し、その議長
ぎちょう

となる。  

2 推進
すいしん

会議
か い ぎ

は、委員
い い ん

の過半数
か は ん す う

が出 席
しゅっせき

しなければ、会議
か い ぎ

を開く
ひ ら く

ことができない。  

(専門
せんもん

分会
ぶんかい

の設置
せ っ ち

) 

第
だい

7 条
じょう

 推進
すいしん

会議
か い ぎ

は、必要
ひつよう

に応じて
お う じ て

専門
せんもん

部会
ぶ か い

を置く
お く

ことができる。  

2 部会
ぶ か い

に部
ぶ

会 長
かいちょう

を置き
お き

、部会
ぶ か い

に属
ぞく

す
す

る
る

委
い

員
いん

のうちから互選
ご せ ん

によりこれを定
さだ

め
め

る
る

。  

3 部
ぶ

会 長
かいちょう

は、部会
ぶ か い

に事務
じ む

を処理
し ょ り

し、部会
ぶ か い

の経過
け い か

及び
お よ び

結果
け っ か

を推進
すいしん

会議
か い ぎ

に報告
ほうこく

する。  

(委員
い い ん

以外
い が い

の者
もの

の出 席
しゅっせき

) 

第
だい

8 条
じょう

 会 長
かいちょう

は、必要
ひつよう

があると認
みと

め
め

る
る

ときは、推進
すいしん

会議
か い ぎ

に委員
い い ん

以外
い が い

の者
もの

の出 席
しゅっせき

を

求め
も と め

、その意見
い け ん

又
また

は説明
せつめい

を聴く
き く

ことができる。  

(庶務
し ょ む

) 

第
だい

9 条
じょう

 推進
すいしん

会議
か い ぎ

の庶務
し ょ む

は、市民部
し み ん ぶ

人権
じんけん

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進室
すいしんしつ

において行う
おこなう

。  

(委任
い に ん

) 

第
だい

10 条
じょう

 この要綱
ようこう

で定める
さ だ め る

もののほか、推進
すいしん

会議
か い ぎ

の運営
うんえい

に関し
か ん し

必要
ひつよう

な事頄
じ こ う

は、推進
すいしん

会議
か い ぎ

で定める
さ だ め る

。  

附
ふ

 則
そく

  

この告示
こ く じ

は、平成
へいせい

24年
ねん

1月
がつ

13日
にち

から施行
し こ う

する。  
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（プラン
ぷ ら ん

策定
さくてい

の経過
け い か

） 

 

第
だい

１回
かい

 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

会議
か い ぎ

全体会
ぜんたいかい

 

２０１２（平成
へいせい

２４）年
ねん

 ７月
がつ

 ６日
にち

 １３：００～ 

クリスタルアージョ 402研 修 室
けんしゅうしつ

 

 

 

第
だい

１回
かい

 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

会議
か い ぎ

ＡＢ合同
ごうどう

分科会
ぶ ん か か い

 

２０１２（平成
へいせい

２４）年
ねん

 ７月
がつ

３１日
にち

 １９：００～ 

クリスタルアージョ ２０２研 修 室
けんしゅうしつ

 

 

 

第
だい

１回
かい

 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

会議
か い ぎ

Ｃ分科会
ぶ ん か か い

 

２０１２（平成
へいせい

２４）年
ねん

 8月
がつ

 ８日
にち

 １６：００～ 

クリスタルアージョ ２０１研 修 室
けんしゅうしつ

 

 

 

第
だい

２回
かい

 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

会議
か い ぎ

Ａ分科会
ぶ ん か か い

 

２０１２（平成
へいせい

２４）年
ねん

 ９月
がつ

１０日
にち

 １８：００～ 

第
だい

２ 庁
ちょう

舎
しゃ

 ２２１会議室
か い ぎ し つ

 

 

 

第
だい

２回
かい

 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

会議
か い ぎ

Ｂ分科会
ぶ ん か か い

 

２０１２（平成２４）年
ねん

 ９月
がつ

１１日
にち

 １９：００～ 

第
だい

２ 庁
ちょう

舎
しゃ

 ２２１会議室
か い ぎ し つ

 

 

 

第
だい

２回
かい

 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

会議
か い ぎ

Ｃ分科会
ぶ ん か か い

 

２０１２（平成
へいせい

２４）年
ねん

 ９月
がつ

１２日
にち

 １９：００～ 

第
だい

２ 庁
ちょう

舎
しゃ

 ２２１会議室
か い ぎ し つ
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第
だい

３回
かい

 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

会議
か い ぎ

Ａ分科会
ぶ ん か か い

 

２０１２（平成
へいせい

２４）年
ねん

１０月
がつ

 ２日
にち

 １３：３０～ 

第
だい

２ 庁
ちょう

舎
しゃ

 １２１会議室
か い ぎ し つ
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