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第
だい

１章
しょう

 プラン
ぷ ら ん

策定
さくてい

に関
かん

する基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

 

１ プラン
ぷ ら ん

策定
さくてい

の背景
はいけい

 

（１） 前プラン
ぜ ん ぷ ら ん

策定後
さ く て い ご

の変化
へ ん か

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の増加
ぞ う か

や定住化
ていじゅうか

の進展
しんてん

を踏
ふ

まえて、２００８（平
へい

成
せい

２０）年
ねん

３月
がつ

に「あいち多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

プラン
ぷ ら ん

」（以下
い か

、「前プラン
ぜ ん ぷ ら ん

」という。）を策定
さ くてい

しましたが、その後
ご

、アメリカ
あ め り か

の投資
と う し

銀行
ぎんこ う

リーマン
り ー ま ん

・ブラザーズ
ぶ ら ざ ー ず

の破綻
は た ん

がきっかけとなって発生
はっせい

した２００８年
ねん

秋
あき

以降
い こ う

の世界
せ か い

同時
ど う じ

不況
ふ き ょ う

や２０１１（平
へい

成
せい

２３）年
ねん

３月
がつ

に発生
はっせい

した東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

により、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を取
と

り巻
ま

く環
かん

境
きょう

は厳
きび

しくなり、日系
にっけい

ブラジル人
ぶ ら じ る じ ん

の減少
げんしょう

に大
おお

きく影
えい

響
きょう

を受
う

ける形
かたち

で外国人
がいこくじん

登録者数
と う ろ く し ゃ す う

は

減少
げんしょう

してきました。 

しかし、一方
いっぽう

で、「永住者
えいじゅうしゃ

」の在留
ざいりゅう

資格
し か く

1を取得
し ゅ と く

する者
もの

の増加
ぞ う か

傾向
けいこ う

が続
つづ

いており、永住
えいじゅう

志向
し こ う

の強
つよ

い外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

が増
ふ

えてきていると言
い

えます。また、それ以外
い が い

にも、前
ぜん

プ
ぷ

ラ
ら

ン
ん

策
さ く

定
てい

時
じ

の状況
じょうきょう

と比較
ひ か く

すると、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を取
と

り巻
ま

く環
かん

境
きょう

や多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

して、次
つぎ

のような

変化
へ ん か

がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 申請

しんせい

により、法務
ほ う む

大臣
だいじん

が永住
えいじゅう

を認
みと

める者
もの

で、日本
に ほ ん

国内
こくない

での活動
かつどう

に制限
せいげん

はありません。素行
そ こ う

が善良
ぜんりょう

であるなどの要
よ う

件
けん

に加
くわ

え、実務上
じつむじょう

では、在留
ざいりゅう

資格
し か く

に応
おう

じて、一定
いってい

年数
ねんすう

以上
いじ ょ う

、本邦
ほんぽう

に在留
ざいりゅう

しているかが認
みと

められるポ
ぽ

イ
い

ン
ん

ト
と

（「定住者
ていじゅうしゃ

」資格
し か く

の場合
ば あ い

は５年
ねん

以
い

上
じょう

）になります。 

＜愛知県
あいちけん

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

＞ 

（資料
し り ょ う

） 法務省
ほうむしょう

「在留
ざいりゅう

外国人
がいこくじん

統計
とうけい

」 

登録者数
とうろ くしゃす う

 割合
わりあい
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○外国人
がいこ くじん

県民
けんみん

の状況
じょうきょう

は多様化
た よ う か

してきている 

 ブラジル人
ぶ ら じ る じ ん

が減
へ

る一
いっ

方
ぽ う

で、中国人
ちゅうごくじん

やフィリピン人
ふ ぃ り ぴ ん じ ん

が増
ふ

えています。その他
ほか

のア
あ

ジ
じ

ア
あ

圏
けん

の

出
しゅっ

身
しん

者
しゃ

も増
ふ

えており、多国籍化
た こ く せ き か

が進
すす

んでいます。 

また、日本
に ほ ん

国籍
こ く せ き

であっても日本語
に ほ ん ご

のわからない子
こ

ども2や、永住化
えいじゅ うか

が進
すす

むにつれて高
こ う

齢
れい

者
しゃ

も増
ふ

えてきています。さらに、散在
さんざい

して住
す

んでいる外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が増
ふ

えてきているなど、国籍
こ く せ き

や年齢
ねんれい

、居住地
き ょ じ ゅ う ち

など、様々
さ まざま

な面
めん

から外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の状況
じょうきょう

は多様化
た よ う か

してきています。 

○施策
し さ く

は少
すこ

しずつ充実
じゅうじつ

してきている 

 本県
ほんけん

では、日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

基金
き き ん

の創設
そうせつ

、多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

3の養成
よ うせい

・活用
かつよ う

、あ

いち医療
い り ょ う

通訳
つうや く

システム
し す て む

4の構築
こ う ち く

など、県
けん

独自
ど く じ

の施策
し さ く

を行
おこな

ってきました。国
く に

においては、定
てい

住
じゅう

外
がい

国
こ く

人
じん

を担当
たん と う

する部署
ぶ し ょ

が設置
せ っ ち

され、日系
にっけい

定住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

に対
たい

する施
し

策
さ く

の基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

や方向性
ほう こ うせい

を示
しめ

すとともに、これを具体化
ぐ た い か

した行動
こ う ど う

計画
けいかく

が策定
さ くてい

されました。その他
ほか

にも、行政
ぎょうせい

における情報
じょうほう

の多言語化
た げ ん ご か

が進
すす

み、相談
そうだん

窓口
まどぐち

も増
ふ

えてきています。 

○外国人
がいこ くじん

県民
けんみん

に対
たい

するイ
い

メ
め

ー
ー

ジ
じ

は少
すこ

しずつ良
よ

くなってきている 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が地域
ち い き

社会
しゃかい

に住
す

んでいることが知
し

られ、地域
ち い き

の中
なか

で触
ふ

れ合
あ

いが増
ふ

えてきた

ことから、少
すこ

しずつ、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対
たい

するイ
い

メ
め

ー
ー

ジ
じ

が向上
こうじょう

し5、日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

とのトラブル
と ら ぶ る

も減
へ

ってきました。特
と く

に、日本人
に ほ ん じ ん

の学生
がくせい

の中
なか

には、小中
しょうちゅう

学生期
が く せ い き

に外国人
がいこくじん

の同級生
どうきゅうせい

を持
も

っている

                                         
2 帰化

き か

して日本
に ほ ん

国籍
こくせき

を取得
し ゅ と く

した子
こ

、日本
に ほ ん

国籍
こくせき

でも海外
かいがい

で長期
ちょ うき

滞在
たいざい

し来日
らいにち

する子
こ

など。 
3 外国人

がいこくじん

が自分
じ ぶ ん

の文化
ぶ ん か

と異
こ と

なる環
かん

境
きょう

で生活
せいかつ

することにより生
しょう

じる心
しん

理
り

的
てき

・社会的
しゃかいてき

な問題
もんだい

に対
たい

して、外国人
がいこくじん

本人
ほんにん

、家族
か ぞ く

、

グループ
ぐ る ー ぷ

、コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

に働
はたら

きかけることにより、相談
そうだん

から解決
かいけつ

まで一貫
いっかん

した支援
し え ん

を行
おこな

う人
じん

材
ざい

。 
4 参

さん

考
こ う

資
し

料
りょう

５６ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 
5 参

さん

考
こ う

資
し

料
りょう

９１ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 
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＜愛知県
あいちけん

における外国人
がいこくじん

登録者
と う ろ く しゃ

の主
しゅ

な在留
ざいりゅう

資格
し か く

（在留
ざいりゅう

目的
も くてき

）別
べつ

の推移
す い い

＞ 

（資
し

料
りょう

） 法
ほう

務
む

省
しょう

「在
ざい

留
りゅう

外
がい

国
こ く

人
じん

統
と う

計
けい

」 ＊２０１０年
ねん

からの「特定
とくてい

活動
かつどう

」は、特定
とくてい

活動
かつどう

に「技能
ぎ の う

実習
じっしゅう

」１号
ごう

・２号
ごう

を合算
がっさん

したもの 
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場合
ば あ い

も多
おお

く、彼
かれ

らにとって多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

は他人事
た に ん ご と

ではありません。また、日本
に ほ ん

で育
そだ

ち、日本
に ほ ん

の

大学
だいがく

などで教育
きょういく

を受
う

けた外
がい

国
こ く

人
じん

青少年
せいしょうねん

が増
ふ

えてきており、今後
こ ん ご

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の担
にな

い手
て

と

して期待
き た い

できます。企業
き ぎ ょ う

にとっても外国人
がいこくじん

は特別
と くべつ

な存在
そんざい

ではなくなりつつあります。さらに、

東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

を機
き

に、地
ち

域
いき

づくりの担
にな

い手
て

として外国人
がいこくじん

の重要性
じゅうようせい

が認識
にんしき

されるようになり

ました。6 

（２） 現在
げんざい

も残
のこ

っている課題
か だ い

 

前プラン
ぜ ん ぷ ら ん

策定後
さ く て い ご

、状況
じょうきょう

は改善
かいぜん

されてきたものの、依
い

然
ぜん

として残
のこ

っている課題
か だ い

もあります。 

○雇用
こ よ う

、子ども
こ ど も

の教育
きょういく

、日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

など、引
ひ

き続
つづ

き取組
と り く み

が必要
ひつよう

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

は、短期
た ん き

契約
けいやく

など、あいかわらず不安定
ふ あ ん て い

な雇用
こ よ う

形態
けいたい

で働
はたら

いている場
ば

合
あい

が多
おお

くなっています。また、外国人
がいこくじん

の子
こ

どもの教育
きょういく

は、法的
ほうて き

に義務化
ぎ む か

されていない7ため、不
ふ

就
しゅう

学
が く

などの問題
もんだい

が残
のこ

っています。外国人
がいこくじん

学校
がっ こ う

は、各種
か く し ゅ

学校
がっ こ う

として認可
に ん か

されている学校
がっ こ う

は少
すく

なく8、教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

とされています。大人
お と な

が日本語
に ほ ん ご

を学
まな

ぶ機
き

会
かい

は、単発的
たんぱつてき

に設
も う

けられる場
ば

合
あい

はあるものの、制度
せ い ど

として整備
せ い び

されておらず、就職
しゅうしょく

しても、日
に

本
ほん

語
ご

がわからな

いため辞
や

めてしまう場合
ば あ い

も見
み

受
う

けられます。 

○日
に

本人
ほんじん

県民
けんみん

と外国人
がいこ くじん

県民
けんみん

の触
ふ

れ合
あ

う機
き

会
かい

はまだ不足
ふ そ く

している 

 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対
たい

するイ
い

メ
め

ー
ー

ジ
じ

は向上
こうじょう

しつつありますが、苦
にが

手
て

意
い

識
し き

を持
も

っている日
に

本
ほん

人
じん

県
けん

民
みん

も少
すく

なくありません。また、地域
ち い き

活動
かつどう

へ積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

している外国人
がいこくじん

県民
けんみん

もいますが、

全
まった

く参
さん

加
か

していない場
ば

合
あい

もあり、日
に

本
ほん

人
じん

県
けん

民
みん

と外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

が実
じっ

際
さい

に触
ふ

れ合
あ

う機
き

会
かい

はまだ

不
ふ

足
そ く

しています。 

○日
にっ

系
けい

定住
ていじゅう

外国人
がいこ くじん

以外
い が い

の外国人
がいこ くじん

県民
けんみん

に対
たい

する幅
はば

広
ひろ

い視
し

点
てん

が大切
たいせつ

 

これまでは、１９８９（平成元
へいせいがん

）年
ねん

の「出
しゅつ

入
にゅう

国
こ く

管
かん

理
り

及
およ

び難
なん

民
みん

認
にん

定
てい

法
ほ う

」（以下
い か

、「入管法
にゅうかんほう

」とい

う。）の改正
かいせい

9を機
き

に急増
きゅうぞう

した日系
にっけい

定住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

を中心
ちゅうしん

に取組
と り く み

を進
すす

めてきました。一方
いっぽう

、近
きん

年
ねん

増
ふ

えてきたフィリピン人
ふ ぃ り ぴ ん じ ん

などのアジア圏
あ じ あ け ん

の出身者
しゅっしんしゃ

や、戦前
せんぜん

から日本
に ほ ん

に住
す

んでいる韓国
かんこ く

・朝鮮
ちょうせん

籍
せき

などの特別
と くべつ

永住者
えいじゅうしゃ

10、中国
ちゅうごく

残留
ざんりゅう

邦人
ほうじん

11、その他
た

、様々
さ まざま

な背景
はいけい

や国籍
こ く せ き

を持つ方々
かたがた

が本県
ほんけん

には

住
す

んでいることから、そうした方々
かたがた

に対
たい

する幅広い視点
し て ん

も大切
たいせつ

です。 

                                         
6  「東日本

ひがしにほん

大震災後
だいしんさいご

には大勢
おおぜい

の外国人
がいこくじん

が支援
し え ん

する側
がわ

に参画
さんかく

しており、外国人
がいこくじん

を弱者
じゃくしゃ

として捉
と ら

えるのではなく、外
がい

国
こ く

人
じん

の防災
ぼうさい

への参画
さんかく

の視点
し て ん

も検討
けんと う

すべき」（２０１２年
ねん

２月
がつ

２７日
にち

に総務省
そ うむしょ う

主催
しゅさい

で開催
かいさい

した「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

す

る研
けん

究
きゅう

会
かい

（第
だい

1回
かい

会
かい

合
ご う

）」における田村
た む ら

太郎
た ろ う

委員
い い ん

の発言
はつげん

）。 
7 日

にっ

本
ぽん

国
こ く

憲
けん

法
ぽう

第
だい

２６条
じょう

第
だい

１項
こ う

・第
だい

２項
こ う

によると、教育
きょういく

を受
う

ける権
けん

利
り

を有
ゆう

し、子
こ

どもに教育
きょういく

を受
う

けさせる義
ぎ

務
む

があるのは

「国民
こくみん

」、すなわち日本
に ほ ん

国籍
こくせき

を有
ゆう

する者
もの

に限
かぎ

られます。ただし、公立
こ う りつ

の小中学校
しょうちゅうがっこう

への就学
しゅうがく

を希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

には、

無償
むしょ う

での受入
うけいれ

を行
おこな

うとともに、日本語
に ほ ん ご

や適応
てきおう

指導
し ど う

などの必要
ひつよう

な配
はい

慮
り ょ

を行
おこな

っています。 
8 県内

けんない

のブラジル
ぶ ら じ る

人
じん

学校
がっこ う

は、２０１２年
ねん

５月
がつ

現
げん

在
ざい

１３校
こ う

中
ちゅう

４校
こ う

のみが各種
かくしゅ

学校
がっこ う

であり、それ以外
い が い

は私塾
しじ ゅく

と同様
ど う よ う

です。 
9 在留

ざいりゅう

資格
し か く

が１７種類
しゅるい

から２７種類
しゅるい

に拡充
かくじゅう

されるなど、在留
ざいりゅう

資格
し か く

の種類
しゅるい

と活動
かつどう

範囲
は ん い

の全般的
ぜんぱんてき

な見
み

直
なお

しが行
おこな

われました。

その結果
け っ か

、日
にっ

系
けい

人
じん

２世
せい

や３世
３せい

には、在留
ざいりゅう

活動
かつどう

に制限
せいげん

のない「定住者
ていじゅうしゃ

」の在留
ざいりゅう

資格
し か く

が認
みと

められました。 
10  「日本

に ほ ん

国
こ く

との平和
へ い わ

条約
じょうやく

に基
も と

づき日
に

本
ほん

の国籍
こくせき

を離脱
り だ つ

した者
もの

などの出入国
しゅつにゅうこく

管理
か ん り

に関
かん

する特
と く

例
れい

法
ほう

」（１９９１年
ねん

１１月
がつ

施
し

行
こ う

）により定
さだ

められた在
ざい

留
りゅう

の資格
し か く

、または当該
とうがい

資格
し か く

を有
ゆう

する者
もの

をいいます。第二次
だ い に じ

世界
せ か い

大戦
たいせん

が終
お

わる前
まえ

から日本
に ほ ん

に

居住
きょじゅう

しており、サ
さ

ン
ん

フ
ふ

ラ
ら

ン
ん

シ
し

ス
す

コ
こ

平
へい

和
わ

条
じょう

約
やく

（１９５２年
ねん

）の発効
はっこう

によって日本
に ほ ん

国籍
こくせき

を失
うしな

った後
あと

も引
ひ

き続
つづ

き日
に

本
ほん

に在留
ざいりゅう

し

ている朝鮮
ちょうせん

半島
はんとう

・台湾
たいわん

出身者
しゅっしんしゃ

とその子孫
し そ ん

を対象
たいしょう

としており、在留
ざいりゅう

期間
き か ん

や在留
ざいりゅう

活動
かつどう

に制限
せいげん

はありません。 
11 １９４５年

ねん

８月
がつ

９日
か

、ソ連軍
それんぐん

が満州
まんしゅう

（中国東
ちゅうごくとう

北部
ほ く ぶ

）に侵攻
しんこ う

して以降
い こ う

の混乱
こんらん

の中
なか

で日本
に ほ ん

に帰国
き こ く

できず、やむを得
え

ず中
ちゅう

国
ご く

にとどまった日本人
に ほん じ ん

。その配偶者
はいぐうしゃ

や子
こ

なども含
ふく

め、日系人
にっけいじん

と同様
ど う よ う

、「定住者
ていじゅうしゃ

」資格
し か く

が認
みと

められています。 
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２ プラン
ぷ ら ん

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

 以上
い じ ょ う

のように、前プラン
ま え ぷ ら ん

策
さ く

定時
ていどき

と比
く ら

べて、多様化
た よ う か

や永住化
えいじゅ うか

の傾向
けいこ う

が強
つよ

くなっており、それ

に伴
ともな

う新
あ ら

たな課題
か だ い

が出
で

てきています。また、前プラン
ぜ ん ぷ ら ん

策定
さ く てい

以降
い こ う

、行政
ぎょうせい

による様々
さ まざま

な施策
し さ く

や

ＮＰＯの活発
かっぱつ

な活動
かつどう

により状況
じょうきょう

は改善
かいぜん

されつつあるものの、依
い

然
ぜん

として残
のこ

っている課題
か だ い

もあ

り、特
と く

に、教育
きょういく

・労働
ろ う ど う

などの生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

は急
いそ

がなければなりません。一方
いっぽう

で、学生
がくせい

や

外国人
がいこくじん

自身
じ し ん

も多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の担
にな

い手
て

として大
おお

いに期待
き た い

できる状況
じょうきょう

になってきました。 

そのため、こうした新
あたら

しい担
にな

い手
て

と一緒
いっし ょ

に、課題
か だ い

に対応
たいおう

するだけでなく、地域
ち い き

の発展
はってん

や

暮
く

らしやすい社
しゃ

会
かい

づくりに資
し

する施
し

策
さ く

を計画的
けいかくてき

かつ総合的
そ う ご う て き

に展開
てんかい

し、継続的
けいぞくてき

・広域的
こ うい きて き

な

制度
せ い ど

・仕
し

組
く

みづくりをより推進
すいしん

していくためのプラン
ぷ ら ん

を策定
さ くてい

する必要
ひつよう

があります。 

そこで、前プラン
ぜ ん ぷ ら ん

の期間
き か ん

満了
まんりょう

に伴
ともな

い、さらに多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

づくりを推進
すいしん

するため、「あ

いち多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

プ
ぷ

ラ
ら

ン
ん

２０１３－２０１７」（以下
い か

、「本プラン
ほ ん ぷ ら ん

」という。）を策定
さ くてい

しました。 

３ プラン
ぷ ら ん

の性格
せいかく

 

本プラン
ほ ん ぷ ら ん

は、多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

づくりに関
かん

する本
ほん

県
けん

の基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

や役割
やくわ り

を明確
めいかく

にす

る指針
し し ん

としての性格
せいかく

と、本県
ほんけん

と（公
こ う

財
ざい

）愛知県
あ い ち け ん

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

が実施
じ っ し

する推進
すいしん

施策
し さ く

を具体的
ぐ た い て き

かつ体系的
たいけいてき

に掲
かか

げる中
ちゅう

期
き

行
こ う

動
ど う

計
けい

画
かく

としての性格
せいかく

を合
あ

わせもつものです。 

さらに、多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

づくりを着実
ちゃくじつ

に推進
すいしん

していくためには、様々
さまざま

な地域
ち い き

社会
しゃかい

の担
にな

い

手
て

の連携
れんけい

・協働
きょうどう

した取組
と り く み

が重要
じゅうよう

です。そのため、国
く に

、県
けん

、市町村
しちょ うそん

、県民
けんみん

、NPO、企業
き ぎ ょ う

、大学
だいがく

など様々
さまざま

な活動
かつどう

主体
しゅたい

の役割
やくわ り

を示
しめ

すとともに、こうしたすべての主体
しゅたい

が多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を理解
り か い

す

る上
う え

での参考
さ ん こ う

となり、取組
と り く み

を実施
じ っ し

する際
さい

に活用
かつよう

することができるプラン
ぷ ら ん

としました。 

４ プラン
ぷ ら ん

の策定
さくてい

方法
ほうほう

 

本プラン
ほ ん ぷ ら ん

の策定
さ くてい

にあたっては、学識
が く し き

経験者
けいけんしゃ

を始
はじ

め、地域
ち い き

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

に関
かか

わる

様々
さまざま

な活動
かつどう

主体
しゅたい

の関係者
かんけいしゃ

で構成
こ うせい

する「新
しん

あいち多文化共生
きょうせい

推進
すいしん

プラン
ぷ ら ん

（仮称
か し ょ う

）検討
けん と う

会議
か い ぎ

」12

を設置
せ っ ち

し、様々
さまざま

な立場
た ち ば

からの意見
い け ん

を求
も と

めました。また、地域
ち い き

社会
しゃかい

における外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の

役割
やくわ り

をテーマ
て ー ま

に「外国人
がいこくじん

県民
けんみん

あいち会議
か い ぎ

」13を開
かい

催
さい

して意見
い け ん

を聴
き

いたり、ＮＰＯと行政
ぎょうせい

との

連携
れんけい

・協働
きょうどう

をテーマ
て ー ま

に「ＮＰＯと行政
ぎょうせい

のテーマ
て ー ま

別
べつ

意見
い け ん

交換会
こうかんかい

」14を開
かい

催
さい

して検
けん

討
と う

を行
おこな

いまし

た。さらに、パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

や外国人
がいこくじん

県民
けんみん

への意識
い し き

調査
ち ょ う さ

15を実施
じ っ し

するなど、幅
はば

広
ひろ

い方
かた

々
がた

の

意見
い け ん

や要望
よ う ぼ う

を反映
はんえい

した内容
ないよ う

としました。 

５ 計画
けいかく

期間
き か ん

 

２０１３（平成
へいせい

２５）年度
ね ん ど

から２０１７（平成
へいせい

２９）年度
ね ん ど

までの５年
ねん

間
かん

とします。   

                                         
12 参

さん

考
こ う

資
し

料
りょう

１００ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 
13 参

さん

考
こ う

資
し

料
りょう

７４ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 
14 参

さん

考
こ う

資
し

料
りょう

７２ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 
15 参

さん

考
こ う

資
し

料
りょう

７６ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

県内総人口

（けんないそうじんこう）

生産年齢人口
（せいさんねんれいじんこう）

（15-64歳（さい））

7,392千人（せんにん）

4,901千人（せんにん）

千人（せんにん）

1998年（ねん）

4,927千人（せんにん）

第
だい

２章
しょう

 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

に関
かん

する基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

 

１ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

の必要性
ひつようせい

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の急増期
き ゅ う ぞ う き

は過
す

ぎましたが、多様化
た よ う か

や永住化
えいじゅうか

が進展
しんてん

する中
なか

で、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を

取
と

り巻
ま

く課
か

題
だい

は、ますます複雑
ふくざつ

で多岐
た き

にわたってきました。また、２０１２（平
へい

成
せい

２４）年
ねん

７月
がつ

の

住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳法
だいちょうほう

の改正
かいせい

施行
し こ う

16により、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

と同
おな

じ住
じゅう

民
みん

基
き

本
ほん

台
だい

帳
ちょう

に

登録
と う ろ く

されるようになった今
いま

、同
おな

じ住
じゅう

民
みん

として、国籍
こ くせき

を問
と

わず、誰
だれ

にとっても暮
く

らしやすい多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

の地
ち

域
いき

づくりを一
いっ

層
そ う

推
お

し進
すす

める必
ひつ

要
よ う

性
せい

が増
ま

しています。 

また、本県
ほんけん

の人
じん

口
こ う

見
み

通
とお

しは、今後
こ ん ご

、２０１５（平成
へいせい

２７）年
ねん

から２０２０（平成
へいせい

３２）年
ねん

にかけて

減少
げんしょう

に向
む

かい、生産
せいさん

年齢
ねんれい

人口
じ ん こ う

（１５～６４歳
さい

）がさらに減
げん

少
しょう

する一方
いっぽう

で、６５歳
さい

以上
い じ ょ う

の高齢者
こ うれいしゃ

の増加
ぞ う か

が続
つづ

くと推計
すいけい

されています。人口
じ ん こ う

減少
げんしょう

･
・

超高齢
ちょうこうれい

社会
しゃかい

が到来
と う ら い

する中
なか

で、地域
ち い き

の活力
かつりょく

を

維持
い じ

するためには、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を含
ふく

めたすべての県民
けんみん

が能力
のうりょく

を発
はっ

揮
き

できるような社
しゃ

会
かい

づく

りが不
ふ

可
か

欠
けつ

です。 

 

 

                                         
16 これまで外国人

がいこくじん

は、外国人
がいこくじん

登録法
と う ろ く ほ う

により登録
と う ろ く

されていましたが、在留
ざいりゅう

カード
か ー ど

の交付
こ う ふ

など新
あら

たな在留
ざいりゅう

管理
か ん り

制度
せ い ど

の

導入
どうにゅう

に伴
ともな

い、外国人
がいこくじん

登録法
と う ろ く ほ う

は廃止
は い し

され、住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

に登録
と う ろ く

されるようになりました。 

＜愛知県
あいちけん

の人口
じんこう

の推移
す い い

と将来
しょうらい

推計
すいけい

＞ 

（資料
し り ょ う

） 国立
こ く り つ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうしょ

「日本
に ほ ん

の都道府県
と ど う ふ け ん

別
べつ

将来
しょうらい

推計
すいけい

人口
じんこう

」（２００７年
ねん

５月
がつ

） 

      愛知県
あい ちけん

県民
けんみん

生活部
せいかつぶ

統計課
と う け い か

「愛知県
あい ちけん

統計
とうけい

年鑑
ねんかん

」 
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２ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

の意義
い ぎ

 

■ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の人権
じんけん

保障
ほしょう

の推進
すいしん

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の地
ち

域
いき

づくりの推進
すいしん

は、「国際
こ く さ い

人権
じんけん

規約
き や く

」、「人種
じんしゅ

差別
さ べ つ

撤廃
てっぱい

条約
じょうやく

」、「日本
にっぽん

国
こ く

憲法
けんぽう

」17などで保障
ほ し ょ う

された外国人
がいこくじん

の人権
じんけん

尊重
そんちょう

の趣旨
し ゅ し

に合致
が っ ち

します。 

国籍
こ くせき

や民族
みんぞく

などのちがいにかかわらず、すべての県民
けんみん

の人権
じんけん

が平等
びょうどう

に尊重
そんちょう

され擁護
よ う ご

されることこそ、平和
へ い わ

で幸福
こ う ふ く

な社会
しゃかい

をつくる 礎
いしずえ

となります。 

 

■ 地域
ち い き

の魅力
みりょ く

向上
こうじょう

と活性化
かっせいか

の推進
すいしん

 

社会
しゃかい

経済
けいざい

活動
かつどう

全般
ぜんぱん

においてグローバル化
ぐ ろ ー ば る か

が進展
しんてん

する中
なか

で、世界
せ か い

に開
ひら

かれた地
ち

域
いき

づく

りを積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

することによって地域
ち い き

の魅力
み り ょ く

が高
たか

まり、県外
けんがい

や世界
せ か い

の人々
ひとびと

に愛知県
あ い ち け ん

を

誇
ほこ

ることができます。また、海外
かいがい

から有用
ゆ う よ う

な人材
じんざい

を招
まね

き地
ち

域
いき

への定着
ていちゃく

に取
と

り組
く

むことで、

地域
ち い き

社会
しゃかい

の活性化
か っ せ い か

がもたらされ、地域
ち い き

産業
さんぎょう

･経済
けいざい

の振興
し ん こ う

につながります。 

 

■ 地域
ち い き

のグローバル化
ぐ ろ ー ば る か

の推進
すいしん

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の地
ち

域
いき

づくりの推進
すいしん

により、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の国際
こ く さ い

感覚
かんかく

や異文化
い ぶ ん か

に対
たい

する理
り

解
かい

が深
ふか

まります。地域
ち い き

での異文化
い ぶ ん か

交流
こうりゅう

が進
すす

むことで、新
あら

たな価値
か ち

を見
みい

出
だ

し、新
あたら

しい豊
ゆた

かな

文化
ぶ ん か

を創造
そ うぞ う

する機会
き か い

も増
ふ

えます。また、国際的
こ く さいてき

に活躍
かつやく

できるグローバル
ぐ ろ ー ば る

な人材
じんざい

をより多
おお

く輩
はい

出
しゅつ

することにつながります。 

 

■ 安
あん

全
ぜん

で安心
あんしん

なまちづくりの推進
すいしん

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に日本
に ほ ん

の法令
ほうれい

や生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

などに対
たい

する理
り

解
かい

を促
うなが

すとともに、交通
こ う つ う

事故
じ こ

や

犯罪
はんざい

などの被害
ひ が い

に遭
あ

わないように情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行
おこな

ったり、生活
せいかつ

環境
かんきょう

を整備
せ い び

することによ

り、誰
だれ

もが安心
あんしん

して安全
あんぜん

に暮
く

らせるまちづくりの推進
すいしん

につながります。 

 

■ すべての人
ひと

に暮
く

らしやすいまちづくりの推進
すいしん

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の地
ち

域
いき

づくりの推進
すいしん

は、言語
げ ん ご

や文化
ぶ ん か

、能力
のうりょく

など様々
さまざま

な特性
と くせい

やちがいを認
みと

め合
あ

い、すべての人
ひと

に配慮
はい り ょ

した暮
く

らしやすいまちづくりの推進
すいしん

につながります。 

                                         
17 １９７８年

ねん

の最高裁
さいこ うさい

判決
はんけつ

以後
い ご

、「憲法
けんぽう

第三章
だいさんしょう

の諸規定
し ょ き て い

による基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

の保障
ほし ょ う

は、権利
け ん り

の性質上
せいしつじょう

日本
に ほ ん

国民
こくみん

のみを

その対象
たいしょう

としていると解
かい

されるものを除
のぞ

き、わが国
くに

に在留
ざいりゅう

する外国人
がいこくじん

に対
たい

しても等
ひと

しく及
およ

ぶ」と解
かい

されています。人権
じんけん

の普遍性
ふへんせい

や憲法
けんぽう

前文
ぜんぶん

の国際
こ く さい

協調
きょうちょう

主義
し ゅ ぎ

、さらには憲
けん

法
ぽう

９８条
じょう

２項
こ う

の条約
じょうやく

遵守
じゅんしゅ

義務
ぎ む

から、日本
に ほ ん

国
こ く

憲法上
けんぽうじょう

、一般
いっぱん

に

外国人
がいこくじん

の人権
じんけん

保障
ほし ょ う

の必要性
ひつようせい

が導
みちび

かれています。 
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３ プラン
ぷ ら ん

の目標
もくひょう

 

（１）基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

の推進
すいしん

により、国籍
こ くせき

や民族
みんぞく

などのちがいにかかわらず、すべての

県民
けんみん

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され、県民
けんみん

一人
ひ と り

ひとりが地域
ち い き

社会
しゃかい

の担
にな

い手
て

として、個人
こ じ ん

の能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

発揮
は っ き

しながら、地域
ち い き

社会
しゃかい

の様々
さまざま

な活動
かつどう

に主体的
しゅたいてき

に参加
さ ん か

し活躍
かつやく

できる環
かん

境
きょう

づくりが進
すす

みます。

そして、幅
はば

広
ひろ

い分
ぶん

野
や

で内外
ないがい

から多数
た す う

の優
すぐ

れた人
じん

材
ざい

を引
ひ

き寄
よ

せることが期待
き た い

され、地域
ち い き

への

定着
ていちゃく

に取
と

り組
く

むことが地域
ち い き

活力
かつりょく

の 源
みなもと

となります。 

こうした地
ち

域
いき

づくりは、短期間
た ん き か ん

で形成
けいせい

できるものではなく、目
め

指
ざ

し続
つづ

けるべき目標
もくひょう

であると

考
かんが

えます。 

そこで、前プラン
ぜ ん ぷ ら ん

から引
ひ

き続
つづ

き、本プラン
ほ ん ぷ ら ん

でも以下
い か

の基本
き ほ ん

目標
もくひょう

を定
さだ

め、様々
さまざま

な推進
すいしん

主体
しゅたい

と

の連携
れんけい

･
・

協働
きょうどう

を図
はか

りながら、国籍
こ くせき

や民族
みんぞく

などの異
こ と

なる人
ひと

々
びと

がともに安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる、豊
ゆた

かで活力
かつりょく

に満
み

ちた魅
み

力
りょく

ある地域
ち い き

社会
しゃかい

をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本
ほん

プ
ぷ

ラ
ら

ン
ん

における多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の定義
て い ぎ

 .............   

「国籍
こ くせき

や民族
みんぞく

などのちがいにかかわらず、すべての県民
けんみん

が互
たが

いの文化的
ぶ ん か て き

背景
はいけい

や考
かんが

え方
かた

などを理解
り か い

し、ともに安心
あんしん

して暮
く

らせ活
かつ

躍
や く

できる地域
ち い き

社会
しゃかい

」 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

による豊
ゆた

かで活力
かつりょく

ある地
ち

域
いき

づくり 

【基本
き ほ ん

目標
もくひょう

】 
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（２） 施策
し さ く

目標
もくひょう

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

を実現
じつげん

するために、次
つぎ

の３つの施策
し さ く

目標
もくひょう

を掲
かか

げます。 

 

 

誰
だれ

もが参加
さ ん か

する地
ち

域
いき

づくり 

地域
ち い き

で暮
く

らす一
ひと

人
り

ひとりが地域
ち い き

社会
しゃかい

の担
にな

い手
て

となる場
ば

づくりを進
すす

め、

その能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

発揮
は っ き

しながら活躍
かつやく

できる環境
かんきょう

を整
せい

備
び

するとともに、

様々
さまざま

な担
にな

い手
て

が対等
たいと う

な立場
た ち ば

で連携
れんけい

・協働
きょうどう

した地域
ち い き

づくりを推進
すいしん

してい

きます。 

 

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の意識
い し き

づくり 

国籍
こ くせき

や民族
みんぞく

などのちがいにかかわらず、すべての県民
けんみん

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

 

され、県民
けんみん

が互
たが

いの文化的
ぶ ん か て き

背景
はいけい

や考
かんが

え方
かた

などについて相互
そ う ご

に理解
り か い

を深
ふか

める機
き

会
かい

を増
ふ

やすとともに、日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

と外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が地域
ち い き

で

協力
きょうりょく

･協働
きょうどう

し、ともに暮
く

らしていくという意
い

識
し き

づくりを推進
すいしん

していきます。 

 

 

 

誰
だれ

もが暮
く

らしやすい地
ち

域
いき

づくり 

将来
しょうらい

にわたって日本
に ほ ん

で生活
せいかつ

していけるよう、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の自立
じ り つ

18に向
む

けて、生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる支援
し え ん

のさらなる充実
じゅうじつ

を図
はか

るなど生活
せいかつ

環境
かんきょう

を

向上
こうじょう

させることにより、日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

も外国人
がいこくじん

県民
けんみん

もともに安心
あんしん

して生
い

き

生
い

きと暮
く

らせる地域
ち い き

づくりを推進
すいしん

していきます。 

 

 

                                         
18 日常

にちじょう

生活
せいかつ

で言葉
こ と ば

の面
めん

などで他人
た に ん

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

であるとしても、自
みずか

らの人生
じんせい

や生活
せいかつ

のあり方
かた

を自
みずか

らの責任
せきにん

で決定
けってい

し、選択
せんたく

して生
い

きられることを「自立
じ り つ

」と言
い

います。 

施策
し さ く

目標
もくひょう

 Ⅰ 

施策
し さ く

目標
もくひょう

 Ⅲ 

施策
し さ く

目標
もくひょう

 Ⅱ 



 

9 

（３） 目
め

指
ざ

すべき状態
じょうたい

 

本プラン
ほ ん ぷ ら ん

では、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の具体的
ぐ た い て き

なイメージ
い め ー じ

を明確
めいかく

にするため、「目
め

指
ざ

すべき

状態
じょうたい

」を明示
め い じ

しました。 

なお、当
と う

面
めん

５年
ねん

間
かん

では、こうした状態
じょうたい

に向
む

けての体制
たいせい

や制
せい

度
ど

づくりを行
おこな

い、それが機
き

能
の う

し

始
はじ

めている状態
じょうたい

を目
め

指
ざ

していきます。 

 

施策
し さ く

目標
もくひょう

Ⅰ 誰
だれ

もが参加
さ ん か

する地域
ち い き

づくり 

 

＜目
め

指
ざ

すべき状
じょう

態
たい

＞ 

1． 自
みずか

らの能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

発揮
は っ き

しながら活躍
かつやく

できる環境
かんきょう

が整備
せ い び

されている 

日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

と同
おな

じように社会
しゃかい

で活躍
かつやく

できるよう、教育
きょういく

、日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

などの環境
かんきょう

が整
ととの

っ

ており、複数
ふくす う

の文化
ぶ ん か

を理解
り か い

しているという特長
とくちょう

を生
い

かすなど、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

自
みずか

らの

能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

できる環境
かんきょう

が整備
せ い び

されています。 

2． 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も含
ふく

めた様
さま

々
ざま

な担
にな

い手
て

が対等
たいとう

な立場
た ち ば

で連携
れんけい

・協働
きょうどう

している 

行政
ぎょうせい

や様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

のＮＰＯ、企業
き ぎ ょ う

、大学
だいがく

、学校
がっこ う

、自治会
じ ち か い

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

などがそれぞれ

の立場
た ち ば

から連携
れんけい

・協働
きょうどう

します。また、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も施策
し さ く

の立案
りつあん

・検討
けん と う

・運営
うんえい

などに関
かか

わるなど、新
あら

たな担
にな

い手
て

が多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

づくりの役割
やくわ り

を担
にな

っています。 

 

施策
し さ く

目標
もくひょう

Ⅱ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の意識
い し き

づくり 

 

＜目
め

指
ざ

すべき状
じょう

態
たい

＞ 

3．外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され、地域
ち い き

で前
まえ

向
む

きに受
う

け入
い

れられている 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の人権
じんけん

の尊重
そんちょう

はもとより、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に対
たい

する理
り

解
かい

が進
すす

み、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

と日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

の交流
こうりゅう

が進
すす

んでいます。また、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する継
けい

続
ぞく

的
てき

・広域的
こ うい きて き

な

制度
せ い ど

・仕
し

組
く

みづくりが進
すす

んでいます。 

 

 

施策
し さ く

目標
もくひょう

Ⅲ 誰
だれ

もが暮
く

らしやすい地
ち

域
いき

づくり 

 

＜目
め

指
ざ

すべき状
じょう

態
たい

＞ 

4．外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が自立
じ り つ

して、安全
あんぜん

で安心
あんしん

して暮
く

らせる地
ち

域
いき

になっている 

 相談
そうだん

体制
たいせい

や医療
い り ょ う

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

が充実
じゅうじつ

しており、労働
ろ う ど う

や居住
きょじゅう

の環境
かんきょう

も改善
かいぜん

されています。

また、安全
あんぜん

で安心
あんしん

なまちづくりが進
すす

んでいます。 
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 第
だい

３章
しょう

 推
すい

進
しん

施
し

策
さ く

の方
ほう

向
こ う

 

本プラン
ほ ん ぷ ら ん

では、「施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

」を「目
め

指
ざ

すべき状態
じょうたい

」によって整理
せ い り

しました。また、特
と く

に、次
つぎ

に示
しめ

した「施策
し さ く

のポイント
ぽ い ん と

」の視点
し て ん

から施策
し さ く

の検討
けん と う

を行
おこな

いました。 

なお、本プラン
ほ ん ぷ ら ん

では、既存
き ぞ ん

事業
じ ぎ ょ う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、多様
た よ う

な担
にな

い手
て

や関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

な

どと連携
れんけい

を図
はか

りながら、効果的
こ う か て き

かつ効率的
こ う りつて き

に施策
し さ く

を推進
すいしん

していくことが特徴
とくちょう

となっています。 

また、施策
し さ く

については、「第
だい

５章
しょう

 具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

」にまとめてありますが、早期
そ う き

に実施
じ っ し

すべ

き重要
じゅうよう

な施策
し さ く

については、各施策
か く し さ く

目標
もくひょう

ごとに「重点
じゅうてん

施策
し さ く

」として示
しめ

しました。 

 

【プラン
ぷ ら ん

の体系
たいけい

】 
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【施策
し さ く

のポイント
ぽ い ん と

】 

（１） 子
こ

どもの教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

 子
こ

どもたちが小中学校
しょうちゅうがっこう

でしっかりとした教育
きょういく

を受
う

ける機
き

会
かい

を確保
か く ほ

するとともに、就学前
しゅうがくまえ

や高校
こ う こ う

・大学
だいがく

進学
しんがく

の支援
し え ん

、学齢
がくれい

を超過
ち ょ う か

した子
こ

どもたちへの支援
し え ん

などを行
おこな

います。また、

外国人
がいこくじん

学校
がっ こ う

に通
かよ

う子
こ

どもたちについても、その教育
きょういく

環境
かんきょう

を整
ととの

えていく必要
ひつよう

があります。さら

に、子
こ

どもたちにとって、すでに日本
に ほ ん

社会
しゃかい

で活躍
かつやく

している第二
だ い に

世代
せ だ い

19は将来
しょうらい

の目標
もくひょう

であり、

こうした世代
せ だ い

と触
ふ

れ合
あ

う機
き

会
かい

を増
ふ

やすことも必要
ひつよう

です。一方
いっぽう

、日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

の意識
い し き

を変
か

える

ためにも、学校
がっ こ う

教育
きょういく

はとりわけ重要
じゅうよう

であり、校長
こうちょう

を始
はじ

めとする管理
か ん り

職
しょく

や教員
きょういん

に対
たい

して

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

について理解
り か い

を深
ふか

める機
き

会
かい

を設
も う

ける必
ひつ

要
よ う

があります。 

（施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

Ⅰ－１－①） 

（２） 日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

の体制
たいせい

整備
せ い び

 

 日本語
に ほ ん ご

は生活
せいかつ

のあらゆる場面
ば め ん

で使
つか

われており、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が地域
ち い き

社会
しゃかい

に参画
さんかく

するため

には、日本語
に ほ ん ご

を習得
しゅうとく

する必要
ひつよう

があります。そのため、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

による日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

活動
かつどう

を

支援
し え ん

するだけでなく、日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

の経験
けいけん

やノウハウ
の う は う

などを活用
かつよ う

して、

日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

の体制
たいせい

を整備
せ い び

するための方策
ほ う さ く

を検討
けん と う

していきます。 

（施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

Ⅰ－１－②） 

（３） 様々
さまざま

な担
にな

い手
て

との連携
れんけい

・協働
きょうどう

 

 市町村
しち ょ う そん

において様々
さ まざま

な取組
と り く み

がされているため、そうした取組
と り く み

を広域的
こ う い きて き

に展開
てんかい

するととも

に、様々
さ まざま

な多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の担
にな

い手
て

（国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

、NPO、企業
き ぎ ょ う

、大学
だいがく

、自治会
じ ち か い

など）が、お

互
たが

いの特長
とくちょう

を生
い

かしながら、連携
れんけい

・協働
きょうどう

していくための場
ば

づくりを行
おこな

う必
ひつ

要
よ う

があります。また、

福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、防災
ぼうさい

など他
た

分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

・協働
きょうどう

も図
はか

っていきます。 

（施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

Ⅰ－２－④） 

（４） 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

との協働
きょうどう

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も地域
ち い き

社会
しゃかい

の担
にな

い手
て

として活躍
かつやく

できる社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

が

外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

向
む

けに企画
き か く

するだけでなく、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

や外国人
がいこくじん

自助
じ じ ょ

組織
そ し き

との協働
きょうどう

により、

双方
そ う ほ う

がともに、施策
し さ く

の立案
りつあん

・検討
けん と う

・運営
うんえい

などに関
かか

わる仕
し

組
く

みをつくるなど、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が

担
にな

い手
て

となるような場
ば

づくりを進
すす

めていきます。また、今後
こ ん ご

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の担
にな

い手
て

として、

日本
に ほ ん

の大学
だいがく

で教育
きょういく

を受
う

けるなど日本
に ほ ん

で育
そだ

った外
がい

国
こ く

人
じん

青
せい

少
しょう

年
ねん

に注
ちゅう

目
も く

していきます。 

（施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

Ⅰ－２－⑤・⑥） 

（５） 多様性
た よ う せ い

への理解
り か い

の促進
そくしん

 

 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の意味
い み

20を正
ただ

しく伝
つた

え、県民
けんみん

一人
ひ と り

ひとりの理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めることが必要
ひつよう

で

す。そのためには、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に向
む

けてのメッセージ
め っ せ ー じ

を発信
はっしん

するとともに、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

と

                                         
19 就労

しゅうろう

目的
も くてき

で来日
らいにち

した第一
だいいち

世代
せ だ い

に対
たい

して、親
おや

に連
つ

れられて幼
よ う

少
しょう

期
き

に来日
らいにち

したり、日本
に ほ ん

で生
う

まれ育
そだ

った世
せ

代
だい

のこと。 
20 「多文化

た ぶ ん か

共生
きょうせい

」は、「外国人
がいこくじん

支援
し え ん

」と同義
ど う ぎ

に捉
と ら

えられがちです。しかし、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

のためには、外国人
がいこくじん

が

日本
に ほ ん

社会
しゃかい

で自立
じ り つ

していくための支援
し え ん

は重要
じゅうよう

ですが、日本人
に ほん じ ん

への啓発
けいはつ

なども行
おこな

い、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で外国人
がいこくじん

も日本人
に ほん じ ん

も

共
と も

に生
い

きていく社
しゃ

会
かい

づくりを進
すす

める必
ひつ

要
よ う

があります。また、自分
じ ぶ ん

たちの国
くに

の文化
ぶ ん か

を尊重
そんちょう

しながら自分
じ ぶ ん

たちの言葉
こ と ば

で生
い

きていける「多文化
た ぶ ん か

主義
し ゅ ぎ

」と同義
ど う ぎ

に捉
と ら

えられがちですが、日本
に ほ ん

社会
しゃかい

で自立
じ り つ

して生活
せいかつ

するには、ある程度
て い ど

、日本語
に ほ ん ご

が

必要
ひつよう

であり、日本
に ほ ん

文化
ぶ ん か

にも合
あ

わせていく必要
ひつよう

があります。そうしたちがいをはっきりと伝
つた

えていく必要
ひつよう

があります。 
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日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

が触
ふ

れ合
あ

う機
き

会
かい

をより多
おお

く設
も う

ける必
ひつ

要
よ う

があります。なお、その際
さい

、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の多
た

様
よ う

化
か

に鑑
かんが

み、全
すべ

ての国籍
こ く せ き

や民族
みんぞく

に対
たい

する理
り

解
かい

が進
すす

むように留意
り ゅ う い

します。 

（施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

Ⅱ－３－⑦） 

（６） 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる社会
しゃかい

づくり 

 今後
こ ん ご

は、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

や日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

が不安定
ふ あ ん て い

な就労
しゅうろう

などのため社会的
しゃかいてき

に弱
よわ

い立
たち

場
ば

にな

ることのないよう、就労
しゅうろう

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

などを実施
じ っ し

して社会
しゃかい

保障
ほ し ょ う

のセーフティネット
せ ー ふ て ぃ ね っ と

から漏
も

れていかないようにすることが必要
ひつよう

です。また、高齢化
こ う れ い か

が進展
しんてん

すると予想
よ そ う

される中
なか

、

医療
い り ょ う

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

を充実
じゅうじつ

するとともに、防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさ く

を進
すす

め、安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる社
しゃ

会
かい

づ

くりを進
すす

めていきます。 

（施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

Ⅲ－４） 
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１ 施策
し さ く

目標
もくひょう

Ⅰ 誰
だれ

もが参加
さ ん か

する地域
ち い き

づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公
こ う

立
りつ

学校
がっこう

における学習
がくしゅう

機会
き か い

の保障
ほしょ う

） 

○ 外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

するきめ細
こ ま

かな語学
ご が く

指導
し ど う

や学校
がっこ う

生活
せいかつ

への適応
てきおう

指導
し ど う

を実施
じ っ し

する

ため、公立
こ う り つ

小中学校
しょうちゅうがっこう

への日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

適応
てきおう

学級
がっきゅう

担当
たん と う

教員
きょういん

の配置
は い ち

21や語学
ご が く

相談員
そうだんいん

の派遣
は け ん

を充実
じゅうじつ

するとともに、県
けん

立
りつ

高等学校
こ う と う が っ こ う

に生徒
せ い と

の母語
ぼ ご

/母国語
ぼ こ く ご

22に堪能
たんのう

な、外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

の教
きょう

育
い く

を支援
し え ん

する支援員
し え ん い ん

の配置
は い ち

を充実
じゅうじつ

するなど、公立
こ う り つ

学校
がっこ う

の受入
うけいれ

体制
たいせい

のさらなる整備
せ い び

を

推進
すいしん

します。また、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもの教育
きょういく

を受
う

ける権
けん

利
り

の保障
ほ し ょ う

に向
む

けて、教育
きょういく

に関
かん

する基
き

本
ほん

的
てき

な方針
ほうしん

の策定
さ くてい

や専任
せんにん

教員
きょういん

の配置
は い ち

の充実
じゅうじつ

などについて、国
く に

に積極的
せっきょくてき

に要望
よ う ぼ う

を行
おこな

います。【具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

１～３】23 

○ 外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

を担当
たん と う

する教員
きょういん

などを対象
たいしょう

に、語学
ご が く

演習
えんしゅう

、講義
こ う ぎ

、研究
けんきゅう

協議
き ょ う ぎ

などを通
とお

して、外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の教育
きょういく

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

や技能
ぎ の う

を習得
しゅうとく

させ、資質
し し つ

の向上
こうじょう

に努
つと

めると

ともに、外国語
が い こ く ご

に堪能
たんのう

な者
もの

、または外国
がいこく

での様々
さまざま

な経験
けいけん

を有
ゆ う

する者
もの

などの積極的
せっきょくてき

な教
きょう

員
いん

採
さい

用
よ う

に努
つと

めます。また、校長
こうちょう

を始
はじ

めとする管理
か ん り

職
しょく

に対
たい

する研
けん

修
しゅう

会
かい

では、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の

視点
し て ん

に立
た

ったプ
ぷ

ロ
ろ

グ
ぐ

ラ
ら

ム
む

を取
と

り入
い

れるなど、その内
ない

容
よ う

の充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ります。【４～６】 

○ 高等
こ う と う

学校
がっこ う

における教育
きょういく

を受
う

ける機
き

会
かい

を促進
そくしん

するため、外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

を対象
たいしょう

とした入
にゅう

学
が く

                                         
21 外国人児童生徒

が い こ く じ ん じ ど う せ い と

を受
う

け入
い

れる学
がっ

校
こ う

における日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため以下
い か

の基準
きじゅん

により日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

を行
おこな

う

教
きょう

員
いん

が加配
か は い

配置
は い ち

されています。 [小学校
しょうがっこう

]日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

が１０人
にん

以
い

上
じょう

：１人
り

、３１人
にん

以
い

上
じょう

：２人
り

、５１

人
にん

以
い

上
じょう

：３人
にん

、７１人
にん

以
い

上
じょう

：４人
にん

、９１人
にん

以
い

上
じょう

：５人
にん

。[中学校
ちゅうがっこう

]日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

が１０人
にん

以
い

上
じょう

：１人
り

、２１人
にん

以
い

上
じょう

：２人
り

、３１人
にん

以
い

上
じょう

：３人
にん

、４１人
にん

以上
いじ ょ う

：４人
にん

。 
22 母語

ぼ ご

は、個人
こ じ ん

が最初
さいしょ

に接触
せっしょく

あるいは習得
しゅうとく

する言語
げ ん ご

です。母語
ぼ ご

と母国語
ぼ こ く ご

は異
こ と

なる場
ば

合
あい

があります。Ａ国
こ く

で生
う

まれ育
そだ

ってＡ語
ご

を身
み

につけていても、国籍
こくせき

がＢ国
こ く

であれば、母語
ぼ ご

はＡ語
ご

、母国語
ぼ こ く ご

はＢ語
ご

になります。 
23 末尾

ま つ び

の数字
す う じ

は、２９ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

からの「第
だい

５章
しょう

 具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

」の番号
ばんごう

に対応
たいおう

しており、各施策
か く し さ く

の方向
ほ う こ う

の記載
き さ い

に対応
たいおう

す

る具体的
ぐ た い て き

な施策を示
しめ

しています（以
い

下
か

、「具
ぐ

体
たい

的
てき

な施
し

策
さ く

」の記
き

載
さい

は省
しょう

略
りゃく

）。 

＜目
め

指
ざ

すべき状態
じょうたい

＞ 

１ 自
みずか

らの能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

発揮
は っ き

しながら活躍
かつやく

できる環境
かんきょう

が整備
せ い び

されている 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

① 子
こ

どもの教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

② 日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

や多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

③ 就業
しゅうぎょう

・起業
き ぎ ょ う

に対
たい

する支
し

援
えん

の充実
じゅうじつ

 

２ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も含
ふ く

めた様
さま

々
ざま

な担
にな

い手
て

が対等
たいとう

な立場
た ち ば

で連携
れんけい

・協働
きょうどう

している 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

④ 様々
さまざま

な担
にな

い手
て

の対等
たいと う

な連携
れんけい

・協働
きょうどう

の推進
すいしん

 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

⑤ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の施策
し さ く

・企画
き か く

への参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

⑥ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の担
にな

い手
て

の育成
いくせい

 

 

子
こ

どもの教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ① 
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者
しゃ

選
せん

抜
ばつ

を引
ひ

き続
つづ

き実
じっ

施
し

するとともに、中学校
ちゅうがっこう

卒業
そつぎょう

程度
て い ど

認定
にんてい

試験
し け ん

24の改善
かいぜん

について、国
く に

に

対
たい

して積
せっ

極
きょく

的
てき

に要望
よ う ぼ う

を行
おこな

います。【７】 

○ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の視点
し て ん

に立
た

った国
こ く

際
さい

理
り

解
かい

教
きょう

育
い く

を推進
すいしん

し、児童
じ ど う

生徒
せ い と

の国際
こ く さ い

感覚
かんかく

や異文化
い ぶ ん か

理解
り か い

の向上
こうじょう

に努
つと

めます。【８】 

○ 不就学
ふしゅ うが く

の子
こ

どもや放課後
ほ う か ご

の児童
じ ど う

に対
たい

する学
が く

習
しゅう

支
し

援
えん

は、国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

やＮＰＯによっ

て支
さ さ

えられていますが、継続的
けいぞくてき

に事業
じ ぎ ょ う

が実施
じ っ し

できるよう、国
く に

に制度化
せ い ど か

を要望
よ う ぼ う

していきま

す。また、不就学
ふしゅ うが く

を早急
さっきゅう

に解消
かいしょう

するため、不就学
ふしゅ うが く

の子
こ

どもやその保護者
ほ ご し ゃ

の就
しゅう

学
が く

意
い

識
し き

･意
い

欲
よ く

を高
たか

める働
はたら

きかけを行
おこな

ったり、住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳法
だいちょうほう

が改正
かいせい

され、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

についても

住
じゅう

民
みん

票
ひょう

が作成
さくせい

されるようになったことから、住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

の活用
かつよう

などによる就学
しゅうがく

の促進
そくしん

について、市町村
しちょ うそん

に必要
ひつよう

な助言
じょげん

を行
おこな

うとともに、就学
しゅうがく

の実態
じったい

把握
は あ く

ができるようシステム
し す て む

の

構築
こ う ち く

を国
く に

に求
も と

めていきます。【９】 

（外国人
がいこくじん

学校
がっこう

に対
たい

する施
し

策
さ く

） 

○ 外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

に対
たい

しては、各種
かく し ゅ

学校
がっこ う

の認可
に ん か

申請
しんせい

に関
かん

する情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

を行
おこな

い、各種
かく し ゅ

学校
がっこ う

・

学校
がっこ う

法人化
ほ う じ ん か

を引
ひ

き続
つづ

き促
そ く

進
しん

するとともに、認可
に ん か

基準
きじゅん

の緩和
か ん わ

に努
つと

めます。また、各種
かく し ゅ

学校
がっこ う

認可校
に ん か こ う

には私学
し が く

助成金
じょせいきん

を交付
こ う ふ

します。【１０・１１】 

○ 外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

は学校
がっこ う

保健
ほ け ん

安全法
あんぜんほう

の対象
たいしょう

になっていない25ことから、学校
がっこ う

保健
ほ け ん

のあり方
かた

に

ついて検討
けん と う

を行
おこな

うとともに、その実態
じったい

を把握
は あ く

し、対策
たいさく

を検討
けん と う

します。【１２】 

○ 地元
じ も と

経済
けいざい

団体
だんたい

や企業
き ぎ ょ う

などと協力
きょうりょく

して創設
そうせつ

した「日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

基金
き き ん

」を活用
かつよう

して、

外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

の日本語
に ほ ん ご

指導者
し ど う し ゃ

の雇用
こ よ う

に必要
ひつよう

な経費
け い ひ

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。また、外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

が希望
き ぼ う

する日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

教材
きょうざい

を給付
きゅ うふ

します。【１３】 

（課外
か が い

における様々
さまざま

な支援
し え ん

） 

○ 「日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

基金
き き ん

」を活用
かつよう

して地域
ち い き

の日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

へ助成
じょせい

を行
おこな

うとともに、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の養成
ようせい

を行
おこな

うなど、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもの日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を促進
そくしん

します。

【１３】 

○ また、より多
おお

くの人
ひと

たちに学習
がくしゅう

支援
し え ん

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

への参加
さ ん か

を呼
よ

びかけるとともに、参加
さ ん か

希望者
き ぼ う し ゃ

と国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

やＮＰＯとの間
あいだ

をつなぐなど、人材
じんざい

の養成
ようせい

や確保
か く ほ

などの支援
し え ん

をし

ます。【１４】 

○ 公立
こ う り つ

小学校
しょうがっこう

に入学
にゅうがく

予定
よ て い

の外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもが早期
そ う き

に学校
がっこ う

に適応
てきおう

するためには、

初期
し ょ き

の日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

や学校
がっこ う

生活
せいかつ

への適応
てきおう

指導
し ど う

が重要
じゅうよう

です。このため、全国
ぜんこく

に先
さ き

駆
が

けて

                                         
24 学

がっ

校
こ う

教
きょう

育
いく

法
ほう

第
だい

２３条
じょう

の規定
き て い

により、病気
びょうき

などやむを得
え

ない事
じ

情
じょう

で就学
しゅうがく

を免除
めんじょ

された人
ひと

や、日本
に ほ ん

の国籍
こくせき

を有
ゆう

しない

人
ひと

で受験
じゅけん

年度
ね ん ど

末
まつ

までに１５歳
さい

以上
いじ ょ う

になる人
ひと

などに対
たい

して、中学校
ちゅうがっこう

卒業
そつぎょう

程度
て い ど

の学力
がくりょく

があるかどうかを認定
にんてい

するために

国
くに

が行
おこな

う試
し

験
けん

です。 
25 学校

がっこ う

保健
ほ け ん

安全法
あんぜんほう

は、学校
がっこ う

における児
じ

童
ど う

生
せい

徒
と

及
およ

び職
しょく

員
いん

の健康
けんこう

の保持
ほ じ

増進
ぞうしん

を図
はか

るためのものですが、学校
がっこ う

教育法
きょういくほう

第一条
だいいちじょう

に定
さだ

める学校
がっこ う

が対象
たいしょう

となっているため、外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

は、各種
かくしゅ

学校
がっこ う

に認可
に ん か

されていても、この対象
たいしょう

にはなって

おらず、健康
けんこう

診断
しんだん

を実施
じ っ し

していない学
がっ

校
こ う

も多
おお

くあります。 
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作
さ く

成
せい

した「プレスクール
ぷ れ す く ー る

26実施
じ っ し

マニュアル
ま に ゅ あ る

」やモデル
も で る

事業
じ ぎ ょ う

の成果
せ い か

を活用
かつよう

し、実施
じ っ し

主体
しゅたい

など

への説明会
せつめいかい

を開催
かいさい

するなど、プレスクール
ぷ れ す く ー る

の設置
せ っ ち

を促進
そくしん

します。【１５】 

○ 母語
ぼ ご

／母国語
ぼ こ く ご

は、アイデンティティ
あ い で ん て ぃ て ぃ

の確立
かく りつ

や親子
お や こ

の円滑
えんかつ

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

などのた

めに重要
じゅうよう

なことから、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもたちが母語
ぼ ご

／母国語
ぼ こ く ご

に誇
ほこ

り
り

と関
かん

心
しん

が持
も

てるよう

にしていきます。【１６】 

○ 将来
しょうらい

、社会
しゃかい

においてその能力
のうりょく

を発揮
は っ き

するためには、子
こ

どもたち自身
じ し ん

が将来
しょうらい

の進学
しんがく

や

仕事
し ご と

に夢
ゆめ

をもち、その実現
じつげん

に向
む

けて努
ど

力
りょく

することが大
たい

切
せつ

です。そのため、進路
し ん ろ

に関
かん

する

情
じょう

報
ほ う

を提供
ていきょう

したり、具体的
ぐ た い て き

なイメージ
い め ー じ

が持
も

てるよう、すでに日本
に ほ ん

社会
しゃかい

で活躍
かつやく

している第二
だ い に

世代
せ だ い

から話
はなし

を聞
き

く機
き

会
かい

を設
も う

けます。【１７】 

○ また、そうした情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するため、子
こ

どもたちや保
ほ

護
ご

者
しゃ

向
む

けに「外国
がいこく

につながる子
こ

ど

もたちの進路
し ん ろ

開拓
かいたく

ガイドブック
が い ど ぶ っ く

」を、地域
ち い き

で支援
し え ん

している団
だん

体
たい

向
む

けに「外国
がいこく

につながる子
こ

どもたちの進路
し ん ろ

応援
おうえん

ガイドブック
が い ど ぶ っ く

」を作成
さくせい

したところですが、これらの普及
ふきゅ う

などを通
つう

じて、

子
こ

どもたちの夢
ゆめ

の実現
じつげん

に向
む

けて支
し

援
えん

します。【１８】 

（全体
ぜんたい

） 

○ 日本
に ほ ん

で成長
せいちょう

していく子
こ

どもたちが夢
ゆめ

を実現
じつげん

させるためには、年齢
ねんれい

や通学
つうが く

・進学
しんがく

状況
じょうきょう

な

どに応
おう

じて施
し

策
さ く

を実施
じ っ し

していく必要
ひつよう

があります。そのため、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもたちに対
たい

する施
し

策
さ く

を総合的
そ う ご う て き

・体系的
たいけいてき

に実施
じ っ し

するとともに、施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

に向
む

けて、関係
かんけい

部局
ぶき ょ く

からな

るプ
ぷ

ロ
ろ

ジ
じ

ェ
ぇ

ク
く

ト
と

チ
ち

ー
ー

ム
む

を設置
せ っ ち

し、市町村
しちょ うそん

や子
こ

どもたちをサポート
さ ぽ ー と

している NPOなどの関
かん

係
けい

者
しゃ

の意見
い け ん

を聞
き

きながら、より効果的
こ う か て き

に施策
し さ く

が実施
じ っ し

できるよう検討
けん と う

していきます。【１９】 

 

 

（日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

） 

○ 外国人
がいこくじん

が日本
に ほ ん

社会
しゃかい

で円滑
えんかつ

にコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を図
はか

るためには、日本語
に ほ ん ご

の習得
しゅうとく

が大変
たいへん

重要
じゅうよう

ですが、そのためには、日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

の体制
たいせい

整備
せ い び

が不可欠
ふ か け つ

です。現在
げんざい

、地域
ち い き

の日
に

本
ほん

語
ご

教育
きょういく

はボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

に頼
たよ

っていますが、（社
しゃ

）日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

学会
がっかい

などの専門
せんもん

機関
き か ん

や国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

、日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

、企業
き ぎ ょ う

、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の代表
だいひょう

などの関係者
かんけいしゃ

と連携
れんけい

して、実態
じったい

を把
は

握
あ く

し、どのような体制
たいせい

を整備
せ い び

していくべきかを検討
けん と う

して、国
く に

に制度化
せ い ど か

を働
はたら

きかけていく一
いっ

方
ぽう

、県
けん

としての方針
ほうしん

を明確
めいかく

にします。【２０】 

○ また、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対
たい

し、日本語
に ほ ん ご

や日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

、慣習
かんしゅう

などに関
かん

する学
が く

習
しゅう

の必要性
ひつようせい

に

対
たい

する理
り

解
かい

を促
うなが

し、自発的
じ は つ て き

に学習
がくしゅう

するよう啓発
けいはつ

するとともに、身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で日本語
に ほ ん ご

や

                                         
26 小学校

しょうがっこう

入学前
にゅうがくまえ

に基礎的
き そ て き

な日本語
に ほ ん ご

や学校
がっこ う

の習慣
しゅうかん

などを教
おし

える事
じ

業
ぎょう

。日本人
に ほん じ ん

の親
おや

は、我
わ

が子
こ

の小学校
しょうがっこう

入学
にゅうがく

を前
まえ

に

して、名
な

前
まえ

などの読
よ

み書
か

きを教
おし

えたり学校
がっこ う

の行事
ぎ ょ う じ

を話
はな

すなど小学校
しょうがっこう

に対応
たいおう

できるように準備
じゅんび

をしますが、外国人
がいこくじん

の

親
おや

の中
なか

には日本語
に ほ ん ご

や日本
に ほ ん

の学校
がっこ う

の制度
せ い ど

などがわからないために、教
おし

えることができない人
ひと

もいます。そのため外
がい

国
こ く

人
じん

の子
こ

どもの中
なか

には、日本
に ほ ん

の小学校
しょうがっこう

に入学
にゅうがく

したものの、うまく適応
てきおう

できずに不登校
ふ と う こ う

になってしまう事例
じ れ い

もあります。 

日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

や多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ② 
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日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

などについて学
まな

ぶことができるよう、学習
がくしゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

などをサポート
さ ぽ ー と

するボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の養成
ようせい

や NPO などが実施
じ っ し

する

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

に対
たい

しても支援
し え ん

していきます。【２１～２３】 

○ なお、インターネット上
い ん た ー ね っ と じ ょ う

には、豊田市
と よ た し

の作成
さくせい

した「とよた日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

システム
し す て む

」や

豊橋市
と よ は し し

が作成
さくせい

した「Vamos Ganbatear」のような日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

コンテンツ
こ ん て ん つ

が公開
こ うかい

されていま

す。こうしたコンテンツ
こ ん て ん つ

の紹介
しょうかい

や日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

に関
かん

する情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

や相談
そうだん

に応
おう

じることにより、

自発的
じ は つ て き

な学習
がくしゅう

を支援
し え ん

します。【２４】 

○ また、「とよた日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

システム
し す て む

」は、学習
がくしゅう

コンテンツ
こ ん て ん つ

だけでなく、地元
じ も と

大学
だいがく

と連
れん

携
けい

して、教室
きょうしつ

開設
かいせつ

のプロセス
ぷ ろ せ す

や授業
じゅぎょう

の進
すす

め方
かた

、日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

判定
はんてい

の基準
きじゅん

や方法
ほ うほ う

について

も開発
かいはつ

しており、こうしたノウハウ
の う は う

なども普及
ふきゅ う

していきます。【２４】 

（情報
じょうほう

提供
ていきょう

） 

○ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対
たい

して提
てい

供
きょう

される行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

や住民
じゅうみん

として享受
きょうじゅ

できる権利
け ん り

、税金
ぜいきん

・

社会
しゃかい

保険料
ほけん り ょ う

（税
ぜい

）の納付
の う ふ

など履行
り こ う

しなければならない義務
ぎ む

の内容
ないよ う

、地域
ち い き

社会
しゃかい

のルール
る ー る

や慣習
かんしゅう

など、様々
さまざま

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

います。なお、情報
じょうほう

提供
ていきょう

に当
あ

たっては、受
う

け手
て

であ

る外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえた内
ない

容
よ う

やあり方
かた

を検討
けん と う

するとともに、情報
じょうほう

機器
き き

の発達
はったつ

と

普及
ふきゅ う

を念頭
ねんと う

に置
お

いて、有効
ゆ う こ う

な手段
しゅだん

を積極的
せっきょくてき

に取
と

り入
い

れていきます。【２５】 

○ 特
と く

に、日本語
に ほ ん ご

を十分
じゅうぶん

理解
り か い

することができない外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対
たい

しては、多様
た よ う

な言語
げ ん ご

で

多様
た よ う

なメディア
め で ぃ あ

を活用
かつよう

して、情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めるとともに、民
みん

間
かん

における多
た

言
げん

語
ご

対
たい

応
おう

につ

いても働
はたら

きかけていきます。【２６～２８】 

○ また、どの国
く に

の人
ひと

たちにも理解
り か い

できる「やさしい日本語
に ほ ん ご

」を広
ひろ

く知
し

ってもらうとともに、外
がい

国
こ く

人
じん

と関
かか

わる機
き

会
かい

の多
おお

い自
じ

治
ち

体
たい

職
しょく

員
いん

や教員
きょういん

などに対
たい

する普
ふ

及
きゅう

に努
つと

めていきます。【２９】 

 

○ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

がこの地域
ち い き

に定着
ていちゃく

し、企業
き ぎ ょ う

などにおいて活躍
かつやく

することにより、地域
ち い き

社会
しゃかい

の

活性化
か っ せ い か

がもたらされ、多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

づくりにも寄与
き よ

します。特
と く

に、留学生
りゅうがくせい

や日本
に ほ ん

で育
そだ

った外
がい

国
こ く

人
じん

青
せい

少
しょう

年
ねん

は、今後
こ ん ご

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の地
ち

域
いき

づくりのキーパーソン
き ー ぱ ー そ ん

となりうるため、

就職
しゅうしょく

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の実施
じ っ し

など、この地域
ち い き

に定着
ていちゃく

し、活躍
かつやく

できる環境
かんきょう

整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

【３０・３１】 

○ また、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

は、日本
に ほ ん

社会
しゃかい

で暮
く

らす中
なか

で、日本人
に ほ ん じ ん

とはちがった視
し

点
てん

での発想
はっそう

や

地域
ち い き

の課題
か だ い

が見
み

えてくるため、起業
き ぎ ょ う

し、継続的
けいぞくてき

に事業
じ ぎ ょ う

を実施
じ っ し

することにより、地域
ち い き

で

活躍
かつやく

できる可能性
か の う せ い

があります。そのため、起業
き ぎ ょ う

するために必要
ひつよう

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

などを行
おこな

うこ

とにより、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

のこの地域
ち い き

での起業
き ぎ ょ う

を促進
そくしん

します。【３２】 

 

就業
しゅうぎょう

・起業
きぎ ょ う

に対
たい

する支
し

援
えん

の充実
じゅうじつ

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ③ 
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○ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

にあたっては、県
けん

だけでなく、市町村
しちょ うそん

、国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

、NPO、企業
き ぎ ょ う

、

大学
だいがく

、学校
がっ こ う

、自治会
じ ち か い

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

など多様
た よ う

な担
にな

い手
て

がそれぞれの役割
やくわ り

を果
は

たしていま

す。また、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の役割
やくわ り

も大切
たいせつ

です。そのため、こうした様々
さまざま

な立場
た ち ば

の者
もの

が、お互
たが

いの特長
とくちょう

を生
い

かしながら、対等
たいと う

な立場
た ち ば

で連携
れんけい

・協働
きょうどう

するとともに、本県
ほんけん

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

について話
はな

し合
あ

う場
ば

をつくります。【３３】 

○ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かか

わる複
ふく

雑
ざつ

で多岐
た き

にわたる課題
か だ い

に対応
たいおう

するため、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

分野
ぶ ん や

と他
た

分野
ぶ ん や

の行
ぎょう

政
せい

及
およ

びＮＰＯが、それぞれの役割
やくわ り

を踏
ふ

まえ、中長期的
ちゅうちょうきてき

な視点
し て ん

に立
た

って策
さ く

定
てい

し

た協働
きょうどう

ロードマップ
ろ ー ど ま っ ぷ

27に沿
そ

って協
きょう

働
ど う

を推進
すいしん

します。【３４】 

○ また、効率的
こ う りつて き

・効果的
こ う か て き

に事業
じ ぎ ょ う

を行
おこな

えるよう、県
けん

と市町村
しちょ うそん

のネットワーク
ね っ と わ ー く

を築
きず

くとともに、

外国人
がいこくじん

の多
おお

い他
た

県
けん

との連携
れんけい

も図
はか

っていきます。【３５】 

 

○ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も地域
ち い き

社会
しゃかい

の担
にな

い手
て

として活躍
かつやく

できる社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

が外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

向
む

けに企画
き か く

するだけでなく、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

や外国人
がいこくじん

自助
じ じ ょ

組織
そ し き

との協働
きょうどう

によ

り、双方
そ う ほ う

がともに、施策
し さ く

の立案
りつあん

・検討
けん と う

・運営
うんえい

などに関
かか

わることができるような仕
し

組
く

みをつくり、

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が地域
ち い き

における施
し

策
さ く

の担
にな

い手
て

となるような場
ば

づくりを検討
けん と う

します。その一
ひと

つと

して、本県
ほんけん

が、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

から直接
ちょくせつ

意見
い け ん

を聴
き

き、施策
し さ く

に反映
はんえい

させるために、２００２（平
へい

成
せい

１４）年
ねん

度
ど

から、開催
かいさい

している「外国人
がいこくじん

県民
けんみん

あいち会議
か い ぎ

」のあり方
かた

について検討
けん と う

し、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が施策
し さ く

の立案
りつあん

・検討
けん と う

・運営
うんえい

などに関
かか

わる場
ば

となるよう機能
き の う

を強化
き ょ う か

します。【３６】 

○ また、これまで当会議
と う か い ぎ

の委員
い い ん

を務
つと

めた外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

を始
はじ

め、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の担
にな

い手
て

となり

得
う

る外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

のネットワーク化
ね っ と わ ー く か

を図
はか

ります。【３７】 

○ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

がこうした地域
ち い き

社会
しゃかい

の活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

できるよう、雇用
こ よ う

している企業
き ぎ ょ う

に対
たい

して理
り

解
かい

を求
も と

めていきます。【３８】 

 

 

○ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を推進
すいしん

していくためには、地域
ち い き

における活動
かつどう

の活性化
か っ せ い か

を図
はか

っていくことが

重要
じゅうよう

であるため、地域
ち い き

で活動
かつどう

できる人材
じんざい

や団体
だんたい

を育成
いくせい

するとともに、長年
ながねん

、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

                                         
27 行政

ぎょうせい

、ＮＰＯを中心
ちゅうしん

とした公共
こうきょう

を担
にな

う各
かく

主
しゅ

体
たい

が、中長期的
ちゅうちょうきてき

な視点
し て ん

に立
た

ち、県政
けんせい

各分野
か く ぶ んや

における特定
とくてい

課題
か だ い

をテーマ
て ー ま

に協議
き ょ うぎ

することにより、問題
もんだい

意識
い し き

やビジョン
び じ ょ ん

を共有
きょうゆう

し、連携
れんけい

して公共
こうきょう

サービス
さ ー び す

の向上
こうじょう

を目
め

指
ざ

す方
ほう

向
こ う

性
せい

を示
しめ

す行
こ う

程
てい

表
ひょう

として考
かんが

えられたもの。２０１２年
ねん

度
ど

に、「多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

づくりにおける連
れん

携
けい

・協
きょう

働
ど う

」をテ
て

ー
ー

マ
ま

として策
さ く

定
てい

した。参
さん

考
こ う

資
し

料
りょう

７２ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 

様々
さまざま

な担
にな

い手
て

の対等
たいとう

な連携
れんけい

・協働
きょうどう

の推進
すいしん

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ④ 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の施策
し さ く

・企画
き か く

への参加
さ ん か

の促進
そ く しん

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ⑤ 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の担
にな

い手
て

の育成
いくせい

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ⑥ 
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に貢献
こ うけん

している個人
こ じ ん

や団体
だんたい

を表彰
ひょうしょう

していきます。【３９】 

○ 日本人
に ほ ん じ ん

の学生
がくせい

の多
おお

くは、小中
しょうちゅう

学生期
が く せ い き

に外国人
がいこくじん

の同級生
どうきゅうせい

を持
も

っていた経験
けいけん

があり、

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を当
あ

たり前
まえ

のこととして考
かんが

えられるようになってきています。また、サークル
さ ー く る

やゼミ
ぜ み

などにおいて、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する活
かつ

動
ど う

をしている学生
がくせい

も増加
ぞ う か

してきていること

から、大学
だいがく

などと連携
れんけい

しながら、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に対
たい

する理
り

解
かい

を深
ふか

めていくとともに、こうした

活動
かつどう

を促進
そく しん

します。【４０・４１】 

○ 一方
いっぽう

、日本
に ほ ん

で生
う

まれ、日本
に ほ ん

の大学
だいがく

などで教育
きょういく

を受
う

け、日本
に ほ ん

社会
しゃかい

で活躍
かつやく

している外
がい

国
こ く

人
じん

青
せい

少
しょう

年
ねん

が増
ふ

えています。彼
かれ

らは、今後
こ ん ご

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の担
にな

い手
て

として期待
き た い

される存在
そんざい

です。また、自
みずか

らの経験
けいけん

を踏
ふ

まえ、社
しゃ

会
かい

貢
こ う

献
けん

活
かつ

動
ど う

を行
おこな

う外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

や団体
だんたい

も増
ぞ う

加
か

して

いるため、こうした活動
かつどう

を促進
そく しん

していきます。【４２】 

○ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も様々
さまざま

な住民
じゅうみん

サービス
さ ー び す

に関
かか

わることから、行政
ぎょうせい

職員
しょくいん

に対
たい

して、研修
けんしゅう

などを

行
おこな

うことにより、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に対
たい

する理
り

解
かい

を深
ふか

めていきます。【４３】 

≪重点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

施
し

               策
さ く

 目標
もくひょう

とする状態
じょうたい

 
主
おも

な関係
かんけい

部局
ぶき ょ く

・ 

団体
だんたい

など 

I.   関
かん

係
けい

部
ぶ

局
きょく

からなるプ
ぷ

ロ
ろ

ジ
じ

ェ
ぇ

ク
く

ト
と

チ
ち

ー
ー

ム
む

を

設置
せ っ ち

し、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもたちに対
たい

す

る施
し

策
さ く

を総合的
そうごうてき

・体系的
たいけいてき

に実施
じ っ し

します 

プロジェクトチーム
ぷ ろ じ ぇ く と ち ー む

設置
せ っ ち

 

地域
ち い き

振興部
し ん こ う ぶ

、県
けん

民
みん

生
せい

活
かつ

部
ぶ

、教育
きょういく

委員会
い い ん か い

な

ど 

II.  専
せん

門
もん

機
き

関
かん

などと連
れん

携
けい

して、地
ち

域
いき

の日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

育
い く

に関
かん

する実
じ っ

態
たい

調
ちょう

査
さ

を行
おこな

い、県
けん

とし

ての日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

育
い く

に関
かん

する指
し

針
しん

を策定
さ くてい

し、

普及
ふきゅう

していきます 

指針
し し ん

策定
さ くてい

 

地域
ち い き

振興部
し ん こ う ぶ

、（社
しゃ

）日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

育
い く

学
がっ

会
かい

、国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

、日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

、企業
きぎ ょ う

、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

など 

III.  協
きょう

働
ど う

ロ
ろ

ー
ー

ド
ど

マ
ま

ッ
っ

プ
ぷ

に沿
そ

って、多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

分
ぶん

野
や

と他
た

分
ぶん

野
や

の行
ぎょう

政
せい

及
およ

びＮＰＯとの協
きょう

働
ど う

を推進
すいしん

します 

協働
きょうどう

ロードマップ
ろ ー ど ま っ ぷ

に

沿
そ

って推
すい

進
しん

 

地
ち

域
いき

振
しん

興
こ う

部
ぶ

、県
けん

民
みん

生
せい

活
かつ

部
ぶ

、防
ぼう

災
さい

局
きょく

、健
けん

康
こ う

福
ふ く

祉
し

部
ぶ

、産
さん

業
ぎょう

労
ろ う

働
ど う

部
ぶ

、教
きょう

育
い く

委
い

員
いん

会
かい

、（公
こ う

財
ざい

）愛
あい

知
ち

県
けん

国
こ く

際
さい

交
こ う

流
りゅう

協
きょう

会
かい

、NPOなど 

IV.  「外国人
がいこくじん

県民
けんみん

あいち会議
か い ぎ

」のあり方
かた

を

検討
けんとう

し、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

が施
し

策
さ く

の立
りつ

案
あん

・検
けん

討
と う

・運
うん

営
えい

などに関
かか

わる場
ば

となるよう機能
き の う

を

強化
きょうか

します  

機能
き の う

強化
きょうか

 
地域振興部
ち い き し ん こ う ぶ

、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

 

V.  学
が く

生
せい

の多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

に関
かん

する活
かつ

動
ど う

や外
がい

国
こ く

人
じん

青
せい

少
しょう

年
ねん

の社会
しゃかい

貢献
こうけん

活動
かつどう

を促進
そ く しん

しま

す 

交流会
こうりゅうかい

などの開催
かいさい

 

地域
ち い き

振興部
し ん こ う ぶ

、大学
だいがく

、

学生
がくせい

、外国人
がいこくじん

青少年
せいしょうねん

など 
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２ 施策
し さ く

目標
もくひょう

Ⅱ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の意識
い し き

づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域
ち い き

社会
しゃかい

で外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を受
う

け入
い

れるためには、まず、地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

全
ぜん

体
たい

に対
たい

して、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

の現状
げんじょう

や日本
に ほ ん

に住んで
す ん で

いる背景
はいけい

、多
た

文
ぶん

化
か

共生
きょうせい

の意味
い み

を正
ただ

しく伝
つた

え、理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めてもらうことが不
ふ

可
か

欠
けつ

です。そこで、日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

と外国人
がいこくじん

県民
けんみん

との相互
そ う ご

理解
り か い

を

促進
そくしん

し、地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

の意識
い し き

改革
かいかく

を推進
すいしん

するため、継続的
けいぞくてき

に意
い

識
し き

啓
けい

発
はつ

を行
おこな

っていきます。

【４４～４８】 

○ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

月間
げっかん

を制定
せいてい

して、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に向
む

けてのメッセージ
め っ せ ー じ

の発信
はっしん

や啓発
けいはつ

イベント
い べ ん と

の開催
かいさい

など、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

の普及
ふきゅ う

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を集中的
しゅうちゅうてき

に行
おこな

います。ま

た、市町村
しちょ うそん

や国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

、NPO、企業
き ぎ ょ う

、大学
だいがく

などに呼
よ

びかけて、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

月間
げっかん

の

周知
し ゅ う ち

やイベント
い べ ん と

開催
かいさい

について協力
きょうりょく

を求
も と

め、県
けん

全体
ぜんたい

の取組
と り く み

としていきます。【４９】 

 

○ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

と交流
こうりゅう

を図
はか

ったり、異文化
い ぶ ん か

理解
り か い

を深
ふか

めるためのイベント
い べ ん と

を開催
かいさい

します。その

際
さい

、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の多様化
た よ う か

に鑑
かんが

み、様々
さまざま

な国籍や民族
みんぞく

に対
たい

する理
り

解
かい

が進
すす

むように留意
り ゅ う い

し

ます。また、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

を中心
ちゅうしん

に運営
うんえい

される地域
ち い き

の日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

は、日本語
に ほ ん ご

を学習
がくしゅう

する

外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

と支援
し え ん

するボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

が、日
に

本
ほん

語
ご

の学習
がくしゅう

を通
とお

して互
たが

いの文
ぶん

化
か

的
てき

背
はい

景
けい

や考
かんが

え方
かた

などについて理
り

解
かい

を深
ふか

め交
こ う

流
りゅう

できる場
ば

です。このような地域
ち い き

の日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

を活用
かつよう

し

て、相
そ う

互
ご

理
り

解
かい

が進
すす

むよう努
つと

めます。【５０】 

○ 各
かく

地
ち

域
いき

で行
おこな

われている異
い

文
ぶん

化
か

理
り

解
かい

イ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

をとりまとめ、より広
ひろ

く周
しゅう

知
ち

することにより、

イ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

へ参
さん

加
か

する機
き

会
かい

を増
ふ

やし、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

と日
に

本
ほん

人
じん

県
けん

民
みん

の相
そ う

互
ご

理
り

解
かい

を深
ふか

めていきま

す。【５１】 

 

 

＜目
め

指
ざ

すべき状
じょう

態
たい

＞ 

３ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され、地域
ち い き

で前
まえ

向
む

きに受
う

け入
い

れられている 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

⑦ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に対
たい

する理
り

解
かい

の促進
そくしん

 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

⑧ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

と日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

の交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

⑨ 継続的
けいぞくてき

・広
こ う

域
いき

的
てき

な制
せい

度
ど

・仕
し

組
く

みづくり 

  施
し

策
さ く

の方
ほ う

向
こ う

⑩ 人
じん

権
けん

尊
そん

重
ちょう

の意
い

識
し き

づくり 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に対
たい

する理
り

解
かい

の促進
そ く しん

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ⑦ 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

と日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

の交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ⑧ 
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○ 本県
ほんけん

においては、これまで先導的
せんどうてき

な事業
じ ぎ ょ う

に取
と

り組
く

んできました28が、モデル
も で る

実施
じ っ し

だけ

にとどまらず、ここで得
え

られたノ
の

ウ
う

ハ
は

ウ
う

などを広
ひろ

く普
ふ

及
きゅう

し、継続的
けいぞくてき

な事業
じ ぎ ょ う

実施
じ っ し

をしていき

ます。また、各市町村
かく しちょ うそん

においても、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた事
じ

業
ぎょう

を数
かず

多
おお

く実
じっ

施
し

していること

から、こうした事業
じ ぎ ょ う

をとりまとめて広
ひろ

く紹
しょう

介
かい

をすることにより、他
ほか

の市町村
しちょ うそん

にも広
ひろ

げていき

ます。【５２・５３】 

○ また、各主体
かくしゅたい

が将来
しょうらい

にわたって継続的
けいぞくてき

に多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

づくりに取
と

り組
く

んでいける

よう、条例
じょうれい

を含
ふく

めた様
さ ま

々
ざま

な方策
ほ う さ く

を検討
けん と う

します。【５４】 

 

○ 差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

のない地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

づくりをめざし、県民
けんみん

一人
ひ と り

ひとりが人権
じんけん

尊重
そんちょう

の意識
い し き

を身
み

につけられるよう、人権
じんけん

教育
きょういく

･
・

啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。【５５・５６】 

○ 地域
ち い き

社会
しゃかい

や家庭
か て い

、学校
がっこ う

、職場
し ょ く ば

などあらゆる生活
せいかつ

場面
ば め ん

において、誰
だれ

もが参加
さ ん か

しやすく、

主体的
しゅたいてき

に学
まな

ぶことができるよう、人権
じんけん

に関
かん

する学習
がくしゅう

機会
き か い

を増
ふ

やすとともに、内容
ないよ う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。【５５・５６】 

○ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の意義
い ぎ

や外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が直面
ちょくめん

している問題
もんだい

などについて学
まな

ぶことは、

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の成長
せいちょう

にも有益
ゆ うえき

です。学校
がっこ う

教育
きょういく

においても人権
じんけん

尊重
そんちょう

の精神
せいしん

を基盤
き ば ん

に、

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する学
が く

習
しゅう

機
き

会
かい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めるとともに、教員
きょういん

に対
たい

しても多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に

ついて学
まな

ぶ機
き

会
かい

を提供
ていきょう

します。【５７】 

≪重点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

施
せ

               策
さ く

 目標
もくひょう

とする状態
じょうたい

 
主
おも

な関係
かんけい

部局
ぶき ょ く

・ 

団体
だんたい

など 

VI. 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

月間
げっかん

を制定
せいてい

します 制定
せいてい

 

地域
ち い き

振興部
し ん こ う ぶ

、関
かん

係
けい

部
ぶ

局
きょく

、市町村
しちょうそん

、国
こ く

際
さい

交
こ う

流
りゅう

協
きょう

会
かい

、ＮＰＯ、企
き

業
ぎょう

、大学
だいがく

、県民
けんみん

など 

 

                                         
28 参考

さんこ う

資料
し り ょ う

５２ページ
ぺ ー じ

から５９ページ
ぺ ー じ

の「３ 愛知県
あいちけ ん

のこれまでの取組
と り く み

」参照
さんしょう

。 

継続的
けいぞくてき

・広域的
こういきてき

な制度
せ い ど

・仕組
し く

みづくり 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ⑨ 

人権
じんけん

尊重
そんちょう

の意識
い し き

づくり 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ⑩ 
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３ 施策
し さ く

目標
もくひょう

Ⅲ 誰
だれ

もが暮
く

らしやすい地
ち

域
いき

づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 法律
ほう りつ

や行
ぎょう

政
せい

手
て

続
つづ

き、教育
きょういく

などの様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

に対
たい

して、幅
はば

広
ひろ

く、多言語
た げ ん ご

で対応
たいおう

できる

よう、相談
そうだん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

します。【５８・５９】 

○ また、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

の永住化
えいじゅうか

の進展
しんてん

に伴
ともな

い、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が抱
かか

える問
もん

題
だい

は、

ドメスティック
ど め す て ぃ っ く

・バイオレンス
ば い お れ ん す

29などの夫婦間
ふ う ふ か ん

の問題
もんだい

、子
こ

育
そだ

てや児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

など親
おや

子
こ

間
かん

の問
もん

題
だい

、不就学
ふしゅ うが く

や不適応
ふ て き お う

など子
こ

どもの教育
きょういく

の問題
もんだい

など、多様
た よ う

かつ複雑化
ふ く ざ つ か

していることから、

多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

を配置
は い ち

して、市町村
しちょ うそん

、市町
し ま ち

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

と連携
れんけい

・協力
きょうりょく

しな

がら、より専門性
せんもんせい

の高
たか

い相
そ う

談
だん

体
たい

制
せい

を充実
じゅうじつ

します。【６０】 

○ 景気
け い き

の悪化
あ っ か

が続
つづ

く中
なか

で、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

や日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

が不安定
ふ あ ん て い

な就労
しゅうろう

などによって、

社会的
しゃかいてき

に弱
よわ

い立
たち

場
ば

にならないための働
はたら

きかけを行
おこな

い、社会
しゃかい

保障
ほ し ょ う

のセーフティネット
せ ー ふ て ぃ ね っ と

か

ら漏
も

れていかないようにすることが必要
ひつよう

です。そのため、「社会的
しゃかいてき

包摂
ほうせつ

」30の理念
り ね ん

のもと、

関係
かんけい

部局
ぶき ょ く

・機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

っていきます。【６１】 

○ 日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

や学力
がくりょく

の不足
ふ そ く

などから、ひきこもりやニート
に ー と

（若年
じゃくねん

無業者
むぎょ う し ゃ

）などになってい

る外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもや若者
わかもの

がいますが、こうした困難
こんなん

を抱
かか

える子
こ

どもや若者
わかもの

が円滑
えんかつ

に社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

るためには、一人
ひ と り

ひとりに寄
よ

り添
そ

い、その抱
かか

える問
もん

題
だい

の解決
かいけつ

に向
む

けた

包
ほ う

括
かつ

的
てき

・継続的
けいぞくてき

な対応
たいおう

が必要
ひつよう

となります。そのため、相談
そうだん

・支援
し え ん

を実施
じ っ し

している県
けん

や国
く に

、

市町村
しちょ うそん

、ＮＰＯなどの関係者
かんけいしゃ

が連携
れんけい

を密
みつ

にし、身近
み ぢ か

な市町村
しちょ うそん

において総合的
そ う ご う て き

な支援
し え ん

が

できるような仕
し

組
く

みづくりを支援
し え ん

していきます。【６２】 

                                         
29 パートナー

ぱ ー と な ー

などの親密
しんみつ

な関係
かんけい

にある（あった）者
もの

からふるわれる暴力
ぼうりょく

。 
30 ソーシャル

そ ー し ゃ る

・インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

。すべての人々
ひとびと

を孤独
こ ど く

や孤立
こ り つ

、排除
はいじょ

や摩擦
ま さ つ

から援護
え ん ご

し、健康
けんこう

で文化的
ぶんか てき

な生活
せいかつ

の実現
じつげん

につながるよう、社会
しゃかい

の構成員
こうせいいん

として包
つつ

み支
さ さ

え合
あ

う理
り

念
ねん

のこと。 

＜目
め

指
ざ

すべき状態
じょうたい

＞ 

４ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が自立
じ り つ

して、安全
あんぜん

で安心
あんしん

して暮
く

らせる地
ち

域
いき

になっている 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

⑪ 相談
そうだん

体制
たいせい

などの充実
じゅうじつ

 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

⑫ 医療
い り ょ う

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

の充実
じゅうじつ

 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

⑬ 労働
ろ う ど う

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

⑭ 居住
きょじゅう

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

 

  施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

⑮ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

などの充実
じゅうじつ

 

相談
そうだん

体制
たいせい

などの充実
じゅうじつ

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ⑪ 
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○ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が安心
あんしん

して医療
い り ょ う

などを受
う

けられるよう、人材
じんざい

を育成
いくせい

するとともに、医
い

療
りょう

通
つう

訳
やく

者
しゃ

の派遣
は け ん

や電話
で ん わ

通訳
つうやく

を利用
り よ う

できる「あいち医療
い り ょ う

通訳
つうやく

システム
し す て む

」の普及
ふきゅ う

に努
つと

めます。また、

その対
たい

象
しょう

を福
ふく

祉
し

分
ぶん

野
や

へも拡
かく

大
だい

します。【６３～６６】 

○ 外国語
が い こ く ご

による診療
しんりょう

が可能
か の う

な医療
い り ょ う

機関
き か ん

の情報
じょうほう

について、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

や支援
し え ん

団体
だんたい

など

への一層
いっそう

の周知
し ゅ う ち

を図
はか

りながら、内容
ないよ う

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。また、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に適切
てきせつ

な

救急
きゅうきゅう

医療
い り ょ う

が提供
ていきょう

されるように努
つと

めます。【６７・６８】 

○ 永住化
えいじゅうか

の進展
しんてん

に伴
ともな

い、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の抱
かか

える課
か

題
だい

は日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

の抱
かか

える課
か

題
だい

と変
か

わら

なくなってきており、高齢者
こ うれいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

などに対
たい

する社
しゃ

会
かい

福祉
ふ く し

の充実
じゅうじつ

が喫緊
きっきん

の課題
か だ い

となり

つつあるため、幅
はば

広
ひろ

い分
ぶん

野
や

の部局
ぶき ょ く

や機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

っていきます。また、医療
い り ょ う

、年金
ねんきん

、

保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

など社会
しゃかい

保障
ほ し ょ う

に関
かん

する情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

を充実
じゅうじつ

します。【６９・７０】 

 

 

○ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

の推進
すいしん

には、外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の適正
てきせい

な雇用
こ よ う

が行
おこな

われることが

重要
じゅうよう

です。このため、「外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の適正
てきせい

雇用
こ よ う

と日本
に ほ ん

社会
しゃかい

への適応
てきおう

を促進
そくしん

するため

の憲章
けんしょう

」31の普及
ふきゅ う

を推進
すいしん

します。また、適正
てきせい

雇用
こ よ う

に関
かん

する指
し

導
ど う

･
・

監
かん

督
と く

は国
く に

の権限
けんげん

であり、

外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の適正
てきせい

雇用
こ よ う

を進
すす

めるには、国
く に

の指導
し ど う

強化
き ょ う か

が不可欠
ふ か け つ

です。そのため、機会
き か い

をとらえて、国
く に

に対
たい

して積
せっ

極
きょく

的
てき

に要
よ う

望
ぼう

を行
おこな

います。【７１】 

○ 企業
き ぎ ょ う

の社会的
しゃかいてき

責任
せきにん

32に対
たい

する取
と り

組
くみ

は、日本
に ほ ん

社会
しゃかい

の持続的
じ ぞ く て き

発展
はってん

にとって非常
ひ じ ょ う

に重要
じゅうよう

で

あるとともに、外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の労働
ろ う ど う

環境
かんきょう

の保障
ほ し ょ う

にとっても重要
じゅうよう

であることから、企業
き ぎ ょ う

の

社会的
しゃかいてき

責任
せきにん

に関
かん

する取
と り

組
くみ

を推進
すいしん

していきます。【７１】 

○ 地域
ち い き

社会
しゃかい

の活性化
か っ せ い か

に貢献
こ うけん

できる貴重
き ち ょ う

な人材
じんざい

である外国人
がいこくじん

県民
けんみん

がその能力
のうりょく

を発揮
は っ き

し、

安定
あんてい

した職業
しょくぎょう

生活
せいかつ

を営
いとな

めるよう、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

（日本
に ほ ん

国籍
こ くせき

を有
ゆ う

せず、就労
しゅうろう

制限
せいげん

のない者
もの

）

を対
たい

象
しょう

とした職業
しょくぎょう

訓練
くんれん

（定住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

対象
たいしょう

委託
い た く

訓練
くんれん

）を実施
じ っ し

するとともに、日
に

本
ほん

における

労
ろ う

働
ど う

関
かん

係
けい

制
せい

度
ど

への理解
り か い

を促進
そくしん

します。【７２・７３】 

 

                                         
31 参

さん

考
こ う

資
し

料
りょう

５９ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 
32 企業

きぎ ょ う

は社会的
しゃかいてき

存在
そんざい

として、最低限
さいていげん

の法令
ほうれい

遵守
じゅんしゅ

や利益
り え き

貢献
こうけん

といった責任
せきにん

を果
は

たすだけではなく、市民
し み ん

や地域
ち い き

、社会
しゃかい

の顕在的
けんざいてき

・潜在的
せんざいてき

な要請
ようせい

に応
こた

え、より高次
こ う じ

の社会
しゃかい

貢献
こうけん

や配慮
はいりょ

、情報
じょうほう

公開
こうかい

や対話
た い わ

を自主的
じ し ゅ て き

に行
おこな

うべきであるという

考
かんが

え方
かた

。２０１０年
ねん

１１月
がつ

に発
はっ

行
こ う

された国
こ く

際
さい

規
き

格
かく

（ＩＳＯ２６０００）では、社会的
しゃかいてき

責任
せきにん

には７つの中核
ちゅうかく

主題
しゅだい

があるとしてお

り、その中
なか

で、「労働
ろ う ど う

慣行
かんこう

」が挙
あ

げられています。これは、すべての労働者
ろ うどうし ゃ

に対
たい

して平等
びょうどう

な労働
ろ う ど う

機会
き か い

を確保
か く ほ

し、公正
こうせい

かつ労
ろ う

働
ど う

者
しゃ

の安全
あんぜん

と健康
けんこう

に配慮
はいりょ

した労働
ろ う ど う

条件
じょうけん

・労働
ろ う ど う

環境
かんきょう

を整備
せ い び

するとともに、政府
せ い ふ

・雇用者
こ よ う し ゃ

・労働者
ろ うどうし ゃ

の代表者間
だいひょうしゃかん

の

交渉
こうしょう

・協
きょう

議
ぎ

・情報
じょうほう

交換
こうかん

などの社会
しゃかい

対話
た い わ

の重要性
じゅうようせい

を認識
にんしき

することを求
も と

めています。 

医療
いり ょ う

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

の充実
じゅうじつ

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ⑫ 

労働
ろ う ど う

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ⑬ 
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○ 県営
けんえい

住宅
じゅうたく

を始
はじ

めとする公的
こ う て き

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

では、入居
にゅうきょ

時
じ

に生活
せいかつ

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や相談
そうだん

窓口
まどぐち

を

設置
せ っ ち

します。また、自治会
じ ち か い

など居住者
きょじゅうしゃ

の協力
きょうりょく

を得
え

ながら、外国人
がいこくじん

居住者
きょじゅうしゃ

へのルール
る ー る

の

理解
り か い

を促進
そくしん

するとともに、関係
かんけい

部局
ぶき ょ く

と連携
れんけい

して地
ち

域
いき

づくりを考
かんが

えていきます。【７４～７６】 

○ 集
しゅう

住
じゅう

地域
ち い き

では、ＮＰＯなどが子
こ

どもたちに対
たい

する学
が く

習
しゅう

支
し

援
えん

や日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

などを実施
じ っ し

し

ていますが、こうしたＮＰＯと自治会
じ ち か い

などの連携
れんけい

を図
はか

り、地域
ち い き

住民
じゅうみん

にも、こうした活動
かつどう

に関
かか

わってもらうよう働
はたら

きかけます。また、外国人
がいこくじん

居住者
きょじゅうしゃ

との交流
こうりゅう

事業
じ ぎ ょ う

をきっかけとして、日
に

本
ほん

人
じん

同
ど う

士
し

も含
ふく

めて、お互
たが

いの顔
かお

が見
み

える関
かん

係
けい

づくりを推進
すいしん

することにより、地域
ち い き

が主体
しゅたい

とな

った多文化
た ぶ ん か

共生型
きょうせいがた

の居住
きょじゅう

環境
かんきょう

の形成
けいせい

を図
はか

ります。【７７・７８】 

○ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

などの入居
にゅうきょ

を受
う

け入
い

れる民
みん

間
かん

賃
ちん

貸
たい

住
じゅう

宅
たく

（あんしん賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

）、協力店
きょうりょくてん

、支援
し え ん

団体
だんたい

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

います。【７９】 

 

 

（防災
ぼうさい

対策
たいさ く

など） 

○ 地震
じ し ん

や風水害
ふうすいがい

などの災害
さいがい

時
じ

に外国人
がいこくじん

県民
けんみん

へ適切
てきせつ

に対応
たいおう

するため、愛知県
あ い ち け ん

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

に基
も と

づく支
し

援
えん

対
たい

策
さ く

を着実
ちゃくじつ

に実施
じ っ し

します。また、平時
へ い じ

から、市町村
しちょ うそん

などと連携
れんけい

して、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

に対
たい

して、防災
ぼうさい

教育
きょういく

や防災
ぼうさい

情報
じょうほう

の提
てい

供
きょう

を行
おこな

うとともに、地域
ち い き

で行
おこな

われる防
ぼう

災
さい

訓
く ん

練
れん

などへの参加
さ ん か

を促進
そくしん

することにより、災害
さいがい

時
じ

には、要援護者
よ う え ん ご し ゃ

としてではなく、支
し

援
えん

者
しゃ

としても活動
かつどう

できる人材
じんざい

を育成
いくせい

していきます。さらに、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

も地域
ち い き

活動
かつどう

の担
にな

い手
て

と

なる場
ば

のひとつとして、防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を活用
かつよう

し、企画
き か く

段階
だんかい

から外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も関
かか

わっていけるよ

う働
はたら

きかけていきます。【８０・８１】 

○ 大地震
お お じ し ん

などの災害
さいがい

が発生
はっせい

した際
さい

に、日本語
に ほ ん ご

が十分
じゅうぶん

理解
り か い

できないために行政
ぎょうせい

機関
き か ん

など

が発信
はっしん

する情報
じょうほう

を享受
きょうじゅ

できなかったり、地震
じ し ん

などの災害
さいがい

経験
けいけん

が少
すく

ないことが原因
げんいん

で精
せい

神
しん

的
てき

な不安
ふ あ ん

を抱
かか

えている外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を支援
し え ん

するために、多言語
た げ ん ご

などで情報
じょうほう

提供
ていきょう

をする「災
さい

害
がい

多
た

言
げん

語
ご

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

」33を設置
せ っ ち

します。【８２】 

○ また、外国人
がいこくじん

支援
し え ん

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

または語学
ご が く

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

を避難所
ひ な ん じ ょ

などに派遣
は け ん

するととも

に、平
へい

時
じ

より訓練
くんれん

などを行
おこな

い、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

のネットワーク
ね っ と わ ー く

を構築
こ う ち く

し、支
し

援
えん

体制
たいせい

の整
せい

備
び

を

推
すい

進
しん

します。また、災
さい

害
がい

情
じょう

報
ほ う

や支援
し え ん

情報
じょうほう

をより広
ひろ

く提
てい

供
きょう

するために、市町村
しちょ うそん

や関係
かんけい

機関
き か ん

との連
れん

携
けい

を図
はか

るとともに、マスコミ
ま す こ み

との連携
れんけい

も働
はたら

きかけていきます。【８３～８５】 

                                         
33 ２００７年

ねん

７月
がつ

１６日
にち

に発生
はっせい

した新潟県
にいがたけん

中越
ちゅうえつ

沖
おき

地震
じ し ん

の際
さい

に設置
せ っ ち

されたのを参考
さんこ う

に、（財
ざい

）自治体
じ ち た い

国際化
こ く さ い か

協会
きょうかい

によって

「災害
さいがい

多言語
た げ ん ご

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

設置
せ っ ち

運営
うんえい

マニュアル
ま に ゅ あ る

」が作成
さくせい

されました。２０１１年
ねん

３月
がつ

１１日
にち

に発生
はっせい

した東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

で

は、その日
ひ

の夜
よる

、（公
こ う

財
ざい

）仙台
せんだい

国際
こ く さい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

にセンター
せ ん た ー

が設置
せ っ ち

されました。 

居住
きょじゅう

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ⑭ 

防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさ く

などの充実
じゅうじつ

 施策
し さ く

の方向
ほう こ う

 ⑮ 
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（防犯
ぼうはん

対策
たいさ く

など） 

○ 日本
に ほ ん

社会
しゃかい

の中
なか

でともに安全
あんぜん

で安心
あんしん

して暮
く

らせるためのルール
る ー る

を教
おし

えたり、安全
あんぜん

・安心
あんしん

に関
かん

する情
じょう

報
ほ う

を多言語
た げ ん ご

で提供
ていきょう

します。【８６】 

○ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が交通
こ う つ う

事故
じ こ

の当事者
と う じ し ゃ

（被害者
ひ が い し ゃ

や加害者
か が い し ゃ

）にならないよう、自治体
じ ち た い

と警
けい

察
さつ

が

連携
れんけい

し、多言語
た げ ん ご

での交通
こ う つ う

安全
あんぜん

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や交通
こ う つ う

安全
あんぜん

教育
きょういく

の実施
じ っ し

など、その取組
と り く み

を推
すい

進
しん

します。また、犯罪
はんざい

の当事者
と う じ し ゃ

にならないよう、各種
かく し ゅ

犯罪
はんざい

の取
と り

締
し ま

りを強化
き ょ う か

します【８７・８８】 

○ 悪質
あくしつ

商法
しょうほう

などの被害
ひ が い

にあわないよう、消費
し ょ う ひ

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

に関
かん

する暮
く

らしの情報
じょうほう

を多言語
た げ ん ご

で提供
ていきょう

します。【８９】 

○ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の多
おお

い自
じ

治
ち

体
たい

や自治会
じ ち か い

などの関係
かんけい

機関
き か ん

と情報
じょうほう

交換
こ うかん

や意見
い け ん

交換
こ うかん

などを行
おこな

い、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた取
と り

組
くみ

を連携
れんけい

して行
おこな

うことにより、安
あん

全
ぜん

で安
あん

心
しん

なまちづくりを推
すい

進
しん

します。【９０】 

≪重点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

施
し

               策
さ く

 目標
もくひょう

とする状態
じょうたい

 
主
おも

な関係
かんけい

部局
ぶき ょ く

・ 

団体
だんたい

など 

VII.  あいち医療
いり ょ う

通訳
つうや く

システム
し す て む

の普及
ふきゅう

を図
はか

り、その対象
たいしょう

を福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

へも拡大
かくだい

します 
福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

への拡大
かくだい

 
地域
ち い き

振興部
し ん こ う ぶ

、健
けん

康
こ う

福
ふ く

祉
し

部
ぶ

、市町村
しちょうそん

など 

VIII.  企業
きぎ ょ う

の社会的
しゃかいてき

責任
せきにん

を果
は

たすため、

「外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の適正
てきせい

雇用
こ よ う

と日本
に ほ ん

社会
しゃかい

へ

の適応
てきおう

を促進
そ く しん

するための憲章
けんしょう

」の普及
ふきゅう

を

通
つう

じて、外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の適正
てきせい

雇用
こ よ う

を推進
すいしん

します 

セミナー
せ み な ー

開催
かいさい

 
地域
ち い き

振興部
し ん こ う ぶ

、企業
きぎ ょ う

な

ど 

IX.  大地震
お お じ し ん

などの災害
さいがい

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

に、

災害
さいがい

多言語
た げ ん ご

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

します 
協定
きょうてい

締結
ていけつ

 

地域
ち い き

振興部
し ん こ う ぶ

、（公
こ う

財
ざい

）

愛
あい

知
ち

県
けん

国
こ く

際
さい

交
こ う

流
りゅう

協
きょう

会
かい

など 

X.  地元
じ も と

自治体
じ ち た い

や自治会
じ ち か い

などの関係
かんけい

機関
き か ん

と

連携
れんけい

を図
はか

り、安全
あんぜん

・安心
あんしん

なまちづくりを

推進
すいしん

します 

連携
れんけい

会議
か い ぎ

開催
かいさい

 

地域
ち い き

振興部
し ん こ う ぶ

、防
ぼう

災
さい

局
きょく

、警察
けいさつ

本部
ほ ん ぶ

、市
し

町
ちょう

村
そん

、自治会
じ ち か い

など 
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第
だい

４章
しょう

 プ
ぷ

ラ
ら

ン
ん

の推
すい

進
しん

に向
む

けて 

１ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

主体
しゅたい

の役割
やくわり

の明確化
め い か く か

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

に効果的
こ う か て き

に取
と

り組
く

むため、各推進
かくすいしん

主体
しゅたい

の役割
やくわ り

分担
ぶんたん

について明確化
め い か く か

し

ます。 

● 国
く に

  ················································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

国
く に

は、定住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

に関
かん

する政
せい

策
さ く

の総合
そ う ご う

調整
ちょうせい

を行う
おこなう

「定住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

施策
し さ く

推進室
すいしんしつ

」を設置
せ っ ち

し、

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
かん

する基
き

本
ほん

方針
ほうしん

に基
も と

づく各
かく

府
ふ

省
しょう

庁
ちょう

の行動
こ う ど う

計画
けいかく

を策定
さ くてい

しています

が、この計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

まれた施
し

策
さ く

を、地域
ち い き

の実情
じつじょう

や課題
か だ い

などを踏
ふ

まえた上
う え

で、関係府
か ん け い ふ

省庁
しょうちょう

が緊密
きんみつ

に連携
れんけい

し着実
ちゃくじつ

に実施
じ っ し

することが望
のぞ

まれます。 

また、中長期的
ちゅうちょうきてき

な視点
し て ん

に立
た

った、外国人
がいこくじん

全般
ぜんぱん

の受
う け

入
いれ

方
ほ う

針
しん

及
およ

び定
てい

住
じゅう

外
がい

国
こ く

人
じん

を含
ふく

む全
すべ

ての

外
がい

国
こ く

人
じん

が日本
に ほ ん

社会
しゃかい

に適応
てきおう

して生活
せいかつ

できるようにするための施
し

策
さ く

に係
かか

る体
たい

系
けい

的
てき

・総合的
そ う ご う て き

な

方針
ほうしん

を策定
さ くてい

することが望
のぞ

まれます。 

さらに、２０１２年
ねん

７月
がつ

から外国人
がいこくじん

も住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳法
だいちょうほう

の適用
て き よ う

対象
たいしょう

になりましたが、外国人
がいこくじん

も

日本人
に ほ ん じ ん

と等
ひと

しく行
ぎょう

政
せい

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

を受
う

けられるよう、自治体
じ ち た い

に対
たい

する十
じゅう

分
ぶん

な財
ざい

源
げん

措
そ

置
ち

が望
のぞ

まれま

す。 

● 愛知県
あい ちけん

  ········································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

県
けん

は、市町村
しちょ うそん

を包括
ほうかつ

する広域
こ う い き

の地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

として、市町村
しちょ うそん

の境界
きょうかい

を越
こ

えた広
こ う

域
いき

的
てき

な

課題
か だ い

への対応
たいおう

、市町村
しちょ うそん

レベル
れ べ る

では対応
たいおう

が困難
こんなん

な分野
ぶ ん や

の補完
ほ か ん

、先導的
せんどうてき

な取組
と り く み

、様々
さまざま

な主
し ゅ

体
たい

が連携
れんけい

して取
と

り組
く

むことができる仕
し

組
く

みづくりなどを推進
すいしん

します。 

県
けん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

は、外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が学
まな

びやすい環
かん

境
きょう

づくりを推進
すいしん

します。 

施策
し さ く

の推進
すいしん

にあたっては、庁内
ちょうない

関係
かんけい

部署
ぶ し ょ

との連携
れんけい

が図
はか

られる体制
たいせい

のもと実施
じ っ し

していきま

す。また、国
く に

、他
た

の都道府県
と ど う ふ け ん

、市町村
しちょ うそん

、国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

、NPO、企業
き ぎ ょ う

、大学
だいがく

、学校
がっこ う

や地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

などに加
く わ

え、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

との連携
れんけい

･協働
きょうどう

も積極的
せっきょくてき

に図
はか

ります。 

その他
ほか

、国
く に

の外国人
がいこくじん

受入
うけいれ

方針
ほうしん

の明確化
め い か く か

や法
ほ う

制度
せ い ど

などの整備
せ い び

が多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を推進
すいしん

する

上
う え

で基本的
き ほ ん て き

な前提
ぜんてい

となるため、国
く に

の制
せい

度
ど

に関
かか

わるものは、引
ひ

き続
つづ

き、積
せっ

極
きょく

的
てき

に見
み

直
なお

しや改
かい

善
ぜん

を要
よ う

望
ぼう

します。 

● 市町村
しちょうそん

  ········································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

市町村
しちょ うそん

は、より身近
み ぢ か

な住民
じゅうみん

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する基礎
き そ

自治体
じ ち た い

です。特
と く

に、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も住
じゅう

民
みん

基
き

本
ほん

台
だい

帳
ちょう

に登録
と う ろ く

されるようになったことから、教育
きょういく

、住宅
じゅうたく

、防災
ぼうさい

、社会
しゃかい

保障
ほ し ょ う

など日常
にちじょう

生活
せいかつ
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に関
かん

する分
ぶん

野
や

の行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

が、日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

と同
おな

じように受
う

けられるようにする必要
ひつよう

があり

ます。また、提供
ていきょう

される行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

や、税金
ぜいきん

・社会
しゃかい

保険料
ほけん り ょ う

（税
ぜい

）の納付
の う ふ

など履行
り こ う

しなければ

ならない義務
ぎ む

などの情報
じょうほう

を、多言語
た げ ん ご

などで提供
ていきょう

する必要
ひつよう

があります。一方
いっぽう

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

に対
たい

しても、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する啓
けい

発
はつ

などの取組
と り く み

を推進
すいしん

していくことが求
も と

められます。 

さらに、県
けん

との役割
やくわ り

分担
ぶんたん

を明確
めいかく

にしながら、できる限
かぎ

り早
そ う

期
き

に多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

に係
かか

る指
し

針
しん

･計
けい

画
かく

を策定
さ くてい

し、地域
ち い き

の実情
じつじょう

にあわせ、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の地
ち

域
いき

づくりを推進
すいしん

していくことが求
も と

められます。 

市町村
しちょ うそん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

は、県
けん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

と連携
れんけい

しながら、外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が学
まな

びやすい環
かん

境
きょう

づくりを進
すす

め、児童
じ ど う

生徒
せ い と

の状況
じょうきょう

に応
おう

じた支
し

援
えん

が求
も と

められます。 

● 国際
こ くさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

  ··········································································································································································································································································································································································································································································································································································  

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

は、県
けん

や市町村
しちょ うそん

と連携
れんけい

して、多言語
た げ ん ご

情報
じょうほう

の収集
しゅうしゅう

・提供
ていきょう

、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対
たい

する相
そ う

談
だん

事
じ

業
ぎょう

、ＮＰＯの活動
かつどう

支援
し え ん

、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の啓発
けいはつ

活動
かつどう

、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

との交流
こうりゅう

事業
じ ぎ ょ う

など、

地域
ち い き

のニーズ
に ー ず

や課題
か だ い

を踏
ふ

まえたきめ細
こ ま

やかな取組
と り く み

の推進
すいしん

を図
はか

ることが期待
き た い

されます。その

他
ほか

、様々
さまざま

な多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

主体間
しゅたいかん

のネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こ う ち く

も求
も と

められます。 

● NPOなどの団体
だんたい

  ························································································································································································································································································································································································································································································································································  

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の取組
と り く み

は、ＮＰＯなどの活発
かっぱつ

な活動
かつどう

に支
さ さ

えられてきました。各団体
かくだんたい

が持
も

つノ
の

ウ
う

ハ
は

ウ
う

や情報
じょうほう

、ネットワーク
ね っ と わ ー く

など団体
だんたい

の特色
とくしょく

を生
い

かしながら、地域
いき

のニーズ
に ー ず

を的確
てきかく

に把握
は あ く

した

活動
かつどう

の展開
てんかい

が期待
き た い

されます。 

また、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

自
みずか

らが NPO などを設立
せつりつ

し、主体的
しゅたいてき

に活動
かつどう

している事例
じ れ い

も多
おお

く見
み

られる

ようになってきました。外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

であり、地域
ち い き

社会
しゃかい

を支
さ さ

える担
にな

い手
て

とし

て地域
ち い き

活動
かつどう

への積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、多様
た よ う

な活動
かつどう

を展開
てんかい

していくことが期待
き た い

され

ます。 

● 企業
きぎょう

  ····························································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

は、この地域
ち い き

の経済
けいざい

活動
かつどう

に大
おお

いに貢献
こ うけん

しています。外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

を

直接
ちょくせつ

･間接
かんせつ

に雇用
こ よ う

している企業
き ぎ ょ う

は、外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、労働
ろ う ど う

基準法
きじゅんほう

、最
さい

低
てい

賃
ちん

金
ぎん

法
ほ う

、労働
ろ う ど う

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

などの労働
ろ う ど う

関係
かんけい

法令
ほうれい

の遵守
じゅんしゅ

に努
つと

めるとともに、日本語
に ほ ん ご

の習得
しゅうとく

など外
がい

国
こ く

人
じん

労
ろ う

働者
ど う し ゃ

の日本
に ほ ん

社会
しゃかい

への適応
てきおう

を促進
そくしん

するための取組
と り く み

が求
も と

められます。また、企業
き ぎ ょ う

には、地
ち

域
いき

の構成員
こうせいいん

としての社会的
しゃかいてき

責任
せきにん

に加
く わ

え、外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

を雇用
こ よ う

している企業
き ぎ ょ う

としての責任
せきにん

が

あります。企業
き ぎ ょ う

はこの責任
せきにん

を認識
にんしき

し、この地域
ち い き

全体
ぜんたい

の課題
か だ い

への取組
と り く み

として、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の

地
ち

域
いき

づくりへの連携
れんけい

･
・

協働
きょうどう

が求
も と

められます。 
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● 県民
けんみん

  ····························································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

は、外国
がいこく

の文化
ぶ ん か

や生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

などの理解
り か い

に努
つと

め、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を地域
ち い き

社会
しゃかい

の

担
にな

い手
て

として認
みと

めるとともに、積極的
せっきょくてき

に交流
こうりゅう

を深
ふか

めることが求
も と

められます。 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

は、日本語
に ほ ん ご

の習得
しゅうとく

や日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

、生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

、地域
ち い き

社会
しゃかい

のルール
る ー る

などの理解
り か い

に努
つと

め、地域
ち い き

社会
しゃかい

の担
にな

い手
て

として、地域
ち い き

の活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

することが求
も と

められます。 

すでに日本
に ほ ん

社会
しゃかい

に生活
せいかつ

基盤
き ば ん

がある外国人
がいこくじん

県民
けんみん

は、日本
に ほ ん

社会
しゃかい

に新
あたら

しく入
はい

ってきたり、接点
せってん

がない外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対
たい

して、日本語
に ほ ん ご

や日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

、魅力
み り ょ く

、習慣
しゅうかん

、社会
しゃかい

の仕
し

組
く

み、制度
せ い ど

など

を伝
つた

えるとともに、アイデンティティ
あ い で ん て ぃ て ぃ

を保
たも

つために母国
ぼ こ く

の文化
ぶ ん か

を伝
つた

えていくことが求
も と

められま

す。また、日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

に対
たい

しては、自分
じ ぶ ん

たちの考
かんが

えや意見
い け ん

を伝
つた

えたり、母国
ぼ こ く

の文化
ぶ ん か

を伝
つた

え

て理
り

解
かい

を深
ふか

めてもらうよう働
はたら

きかけることが求
も と

められます。さらには、日本人
に ほ ん じ ん

と外
がい

国
こ く

人
じん

をつな

ぐ役割
やくわ り

や外国人
がいこくじん

同士
ど う し

をつなぐ役割
やくわ り

も期待
き た い

されます。日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

は、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

がこうした

役割
やくわ り

を果
は

たせるよう、手助
て だ す

けしていくことが求
も と

められます。34 

● 大学
だいがく

  ····························································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

大学
だいがく

は、教育
きょういく

研究
けんきゅう

の成果
せ い か

を生
い

かして、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

分野
ぶ ん や

での地域
ち い き

貢献
こ うけん

が期待
き た い

されます。

具
ぐ

体
たい

的
てき

には、実態
じったい

調査
ち ょ う さ

や施策
し さ く

立案
りつあん

などにおいて行政
ぎょうせい

やＮＰＯを支援
し え ん

したり、県民
けんみん

などへ

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の啓発
けいはつ

を行
おこな

ったり、学生
がくせい

による多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する活
かつ

動
ど う

を促進
そくしん

することなどで

す。 

また、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の分野
ぶ ん や

で活躍
かつやく

できる人材
じんざい

の育成
いくせい

が期待
き た い

されます。その他
ほか

、教員
きょういん

の養
よ う

成
せい

課
か

程
てい

において、様々
さまざま

な外国語
が い こ く ご

の学習
がくしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

や、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

するカ
か

リ
り

キ
き

ュ
ゅ

ラ
ら

ム
む

の

充実
じゅうじつ

も望
のぞ

まれます。 

● 学
がっ

校
こ う

（小学校
しょうがっこう

･中学校
ちゅうがっこう

･高等学校
こうとうがっこう

）  ·······················································································································································································································································································································································································································  

学校
がっこ う

には、すべての児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

する多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

教
きょう

育
い く

推
すい

進
しん

の場
ば

としての充実
じゅうじつ

が望
のぞ

まれ

ます。また、学校
がっこ う

で日本人
に ほ ん じ ん

県民
けんみん

と外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が出
で

会
あ

う場
ば

合
あい

も多
おお

いため、多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

づ

くりの拠点
きょてん

として活用
かつよう

することができます。 

さらに、学校
がっこ う

は、外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が日本語
に ほ ん ご

や教科
き ょ う か

などを学習
がくしゅう

する上
う え

で、最
もっと

も重
じゅう

要
よ う

な役割
やくわ り

を担
にな

う場
ば

です。言葉
こ と ば

や情報
じょうほう

の面
めん

で不利
ふ り

な状況
じょうきょう

におかれている彼
かれ

らに対
たい

して、自
みずか

らの夢
ゆめ

や

希
き

望
ぼう

を叶
かな

えることができるよう、学習
がくしゅう

支援
し え ん

や適切
てきせつ

な進路
し ん ろ

指導
し ど う

を積極的
せっきょくてき

に行
おこな

う必
ひつ

要
よ う

がありま

す。 

 

 

 

 

                                         
34 ２０１２年度

ね ん ど

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

あいち会議
か い ぎ

委員
い い ん

からの提案
ていあん

を基
も と

に作成
さくせい

。参
さん

考
こ う

資
し

料
りょう

７４・７５ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 
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２ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

主体
しゅたい

の連携
れんけい

・協働
きょうどう

の強化
きょうか

 

● 県
けん

関係
かんけい

部署
ぶ し ょ

・機関
き か ん

  ··············································································································································································································································································································································································································································································································································  

本県
ほんけん

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

は、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

を所管
しょかん

する専門
せんもん

部署
ぶ し ょ

である多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

推
すい

進
しん

室
しつ

が中心
ちゅうしん

となって取
と

り組
く

んでいますが、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の課題
か だ い

は多岐
た き

にわたることから、

県
けん

関係
かんけい

部署
ぶ し ょ

・機関
き か ん

の横断的
おうだんてき

な連携
れんけい

をより緊密
きんみつ

に行
おこな

いながら、施策
し さ く

を推進
すいしん

していきます。 

● ＮＰＯなどの団体
だんたい

  ·······················································································································································································································································································································································································································································································································································  

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を推進
すいしん

するための横断的
おうだんてき

な連携
れんけい

は、行政内
ぎょうせいない

だけでなく、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に取
と

り

組
く

んでいる NPOなどの団体
だんたい

にも必要
ひつよう

です。そのため、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

分野
ぶ ん や

の NPO と多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

以
い

外
がい

の分野
ぶ ん や

の NPO との連携
れんけい

を図
はか

っていきます。 

● 自治体間
じ ち た い か ん

  ····················································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

外国人
がいこくじん

が多数
た す う

居住
きょじゅう

している自治体
じ ち た い

は共通
きょうつう

の課題
か だ い

を抱
かか

えており、広域的
こ うい きて き

な施策
し さ く

展開
てんかい

をし

て課題
か だ い

解決
かいけつ

に取
と

り組
く

むことも効果的
こ う か て き

です。そこで、７県
けん

（愛知県
あ い ち け ん

、群馬県
ぐ ん ま け ん

、長野県
な が の け ん

、岐阜県
ぎ ふ け ん

、

静岡県
しずおかけん

、三重県
み え け ん

、滋賀県
し が け ん

）と名古屋市
な ご や し

で「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

」を設置
せ っ ち

して活
かつ

動
ど う

していま

す。 

引
ひ

き続
つづ

き、共通
きょうつう

の課題
か だ い

などについて議論
ぎ ろ ん

を深
ふか

めるとともに、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する取
と り

組
くみ

を

共同
きょうどう

で進
すす

めていきます。また、国
く に

の制度
せ い ど

や施策
し さ く

に関
かん

して、必要
ひつよう

な措置
そ ち

や改善
かいぜん

を行
おこな

うよう、国
く に

に対
たい

しての提言
ていげん

活動
かつどう

を積極的
せっきょくてき

に行
おこな

います。 

３ プラン
ぷ ら ん

の進行
しんこう

管理
か ん り

と適切
てきせつ

な見直
み な お

し 

プラン
ぷ ら ん

に掲
かか

げる施
し

策
さ く

が着実
ちゃくじつ

に実施
じ っ し

されているかを第三者
だいさんしゃ

によって評価
ひょ うか

を受
う

け、実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を毎年度
ま い ね ん ど

公
こ う

表
ひょう

します。 

また、プラン
ぷ ら ん

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

や国
く に

の動向
ど う こ う

などを踏
ふ

まえて、適時
て き じ

かつ適切
てきせつ

に、

プラン
ぷ ら ん

の内容
ないよ う

について見
み

直
なお

しを行
おこな

います。 
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第
だい

５章
しょう

 具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

 

 

「第
だい

３章
しょう

 推進
すいしん

施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

」に基
も と

づき、具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

を以下
い か

に掲
かか

げます。 

前プラン期
ぜ ん ぷ ら ん き

間中
かんちゅう

から継続
けいぞく

して取
と

り組
く

む施
し

策
さ く

については「継続
けいぞく

」、拡
かく

充
じゅう

して取
と

り組
く

む施
し

策
さ く

に

ついては「拡充
かくじゅう

」、新
あら

たに取
と

り組
く

む施
し

策
さ く

については「新規
し ん き

」と記載
き さ い

してあります。なお、継続
けいぞく

し

ていく施策
し さ く

についても、より効果的
こ う か て き

な施策
し さ く

となるよう、実施
じ っ し

方法
ほ うほ う

などについて適
てき

宜
ぎ

見
み

直
なお

しを

行
おこな

っていきます。 

 

１ 施策
し さ く

目標
もくひょう

Ⅰ 誰
だれ

もが参加
さ ん か

する地域
ち い き

づくり 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

① 子
こ

どもの教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

番号
ばんごう

 項
こ う

        目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

１  日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

適応
てきおう

学級
がっきゅう

担当
たん と う

教員
きょういん

の

加配
か は い

 

外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

への日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

や適応
てきおう

指導
し ど う

を実施
じ っ し

す

るため、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

が多数
た す う

在籍
ざいせき

する

小中学校
しょうちゅうがっこう

に対
たい

して、日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

適応
てきおう

学級
がっきゅう

担当
たん と う

教員
きょういん

を配
はい

置
ち

します。【継続
けいぞく

】 

２  語
ご

学
が く

相
そ う

談
だん

員
いん

の配
はい

置
ち

 

外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の母語
ぼ ご

/母国語
ぼ こ く ご

（ポ
ぽ

ル
る

ト
と

ガ
が

ル
る

語
ご

･
・

ス
す

ペ
ぺ

イ
い

ン
ん

語
ご

）と日本語
に ほ ん ご

の両方
りょうほう

に堪能
たんのう

な語学
ご が く

相談員
そうだんいん

を教育
きょういく

事務所
じ む し ょ

に配
はい

置
ち

し、公立
こ う り つ

小中学校
しょうちゅうがっこう

への訪問
ほうもん

指導
し ど う

を実施
じ っ し

します。

【継
けい

続
ぞく

】 

３  県
けん

立
りつ

高等学校
こ う と う が っ こ う

に

おける外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

への教育
きょういく

支援
し え ん

（外
がい

国
こ く

人
じん

生
せい

徒
と

サ
さ

ポ
ぽ

ー
ー

タ
た

ー
ー

の配置
は い ち

）  

日本語
に ほ ん ご

によるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

身
み

について

いない外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

などが在籍
ざいせき

する県
けん

立
りつ

高等学校
こ う と う が っ こ う

（全
ぜん

日
にち

制
せい

・定時制
て い じ せ い

課程
か て い

）に、生徒
せ い と

の母語
ぼ ご

/母国語
ぼ こ く ご

（ポ
ぽ

ル
る

ト
と

ガ
が

ル
る

語
ご

･

ス
す

ペ
ぺ

イ
い

ン
ん

語
ご

・中国語
ち ゅ う ご く ご

など）に堪能
たんのう

な外
がい

国
こ く

人
じん

生
せい

徒
と

サ
さ

ポ
ぽ

ー
ー

タ
た

ー
ー

を配置
は い ち

し、外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

の学習
がくしゅう

活動
かつどう

や学校
がっこ う

生活
せいかつ

などを

支援
し え ん

します。【継続
けいぞく

】 

４  外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

教育
きょういく

に 携
たずさ

わる教
きょう

員
いん

の研修
けんしゅう

 

外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

を担当
たん と う

する教員
きょういん

などを対象
たいしょう

に、語
ご

学
が く

演
えん

習
しゅう

、講義
こ う ぎ

、研究
けんきゅう

協議
き ょ う ぎ

などを通
とお

して、外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の教
きょう

育
い く

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

や技能
ぎ の う

を習得
しゅうとく

させ、資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

りま

す。また、校長
こうちょう

を始
はじ

めとする管理
か ん り

職
しょく

に対
たい

する研
けん

修
しゅう

会
かい

で

は、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の視点
し て ん

に立
た

ったプ
ぷ

ロ
ろ

グ
ぐ

ラ
ら

ム
む

を取
と

り入
い

れる

など、その内容
ないよ う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。【継続
けいぞく

】 

５  外
がい

国
こ く

人
じん

児
じ

童
ど う

生
せい

徒
と

教
きょう

育
い く

に関
かか

わる課
か

題
だい

や施策
し さ く

について

の情報
じょうほう

交換
こ うかん

 

市町村
しちょ うそん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

担当者
たんと う し ゃ

などを対象
たいしょう

に、外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の教育
きょういく

や就学
しゅうがく

に係
かか

る連
れん

絡
ら く

協
きょう

議
ぎ

を行
おこな

う「外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

教育
きょういく

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

」を開催
かいさい

し、外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

教育
きょういく

の円滑
えんかつ

な推進
すいしん

を図
はか

ります。【継続
けいぞく

】 
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番号
ばんごう

 項
こ う

        目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

６  青
せい

年
ねん

海
かい

外
がい

協
きょう

力
りょく

隊
たい

経
けい

験
けん

者
しゃ

、外国語
が い こ く ご

が

堪
たん

能
の う

な者
もの

を対象
たいしょう

と

した特別
と くべつ

選考
せんこ う

実
じっ

施
し

 

青年
せいねん

海外
かいがい

協力隊
きょうりょくたい

経験者
けいけんしゃ

を対象
たいしょう

とした教員
きょういん

採用
さ い よ う

選考
せんこ う

試験
し け ん

の特
と く

別
べつ

選
せん

考
こ う

、外国語
が い こ く ご

（ポルトガル語
ぽ る と が る ご

、スペイン語
す ぺ い ん ご

、中
ちゅう

国
ご く

語
ご

）が堪能
たんのう

な者
もの

を対象
たいしょう

とした教員
きょういん

採用
さ い よ う

選考
せんこ う

試験
し け ん

を実施
じ っ し

し

ます。【継続
けいぞく

】 

７  外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

に係
かか

る

入
にゅう

学
が く

者
しゃ

選
せん

抜
ばつ

実
じっ

施
し

 

外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

が公
こ う

立
りつ

高等学校
こ う と う が っ こ う

への入学
にゅうがく

を希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

、

一般
いっぱん

入試
にゅ う し

に先
さ き

立
だ

って別
べつ

枠
わ く

で入学者
にゅうがくしゃ

選抜
せんばつ

を実施
じ っ し

します。

【継続
けいぞく

】 

８  児童
じ ど う

生徒
せ い と

への多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

教
きょう

育
い く

の

推進
すいしん

 

公
こ う

立
りつ

学校
がっこ う

では、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の視点
し て ん

に立
た

った国
こ く

際
さい

理
り

解
かい

教
きょう

育
い く

を推進
すいしん

し、児童
じ ど う

生徒
せ い と

の国際
こ く さ い

感覚
かんかく

や異文化
い ぶ ん か

理解
り か い

能力
のうりょく

の

向上
こうじょう

に努
つと

めます。【継続
けいぞく

】 

９  外国人
がいこくじん

の子
こ

どもに

対
たい

する就
しゅう

学
が く

に向
む

け

た取
と り

組
くみ

の推進
すいしん

 

母語
ぼ ご

/母国語
ぼ こ く ご

で書
か

かれた就
しゅう

学
が く

案
あん

内
ない

の作成
さくせい

･配布
は い ふ

を促進
そくしん

するなど、不就学
ふしゅ うが く

解消
かいしょう

に向
む

けた取
と り

組
くみ

を推進
すいしん

します。ま

た、多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

を活用
かつよう

して、不就学
ふしゅ うが く

の子
こ

どもやその保護者
ほ ご し ゃ

の就学
しゅうがく

意欲
い よ く

･意識
い し き

を高
たか

める働
はたら

きかけを

し、就学
しゅうがく

に導
みちび

くよう努
つと

めます。【継続
けいぞく

】 

１０  各
かく

種
し ゅ

学
がっ

校
こ う

認
にん

可
か

申
しん

請
せい

に関
かん

する情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

など 

外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

の学校
がっこ う

法人化
ほ う じ ん か

を促進
そくしん

するため、各
かく

種
し ゅ

学
がっ

校
こ う

認
にん

可
か

に関
かん

する情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

を行
おこな

っています。また、運営
うんえい

状況
じょうきょう

な

どを把握
は あ く

し、認可
に ん か

にあたっての生徒数
せ い と す う

の基
き

準緩和
じゅんかんわ

に努
つと

めます。【継続
けいぞく

】 

１１  外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

への

私
し

学
が く

助
じ ょ

成
せい

金
きん

の交
こ う

付
ふ

 

学校
がっこ う

法人
ほうじん

認可
に ん か

の外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

には、教育
きょういく

を行
おこな

うために

必要
ひつよう

な経常的
けいじょうてき

な経費
け い ひ

に対
たい

し、補助
ほ じ ょ

金
きん

（「経常費
けいじょ うひ

補助
ほ じ ょ

金
きん

」）

を交付
こ う ふ

します。また、地域
ち い き

社会
しゃかい

における国際化
こ く さ い か

の進展
しんてん

を

図
はか

るための取組
と り く み

に対
たい

しても補助
ほ じ ょ

金
きん

を交付
こ う ふ

します。【継続
けいぞく

】 

１２  外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

にお

ける学校
がっこ う

検診
けんしん

の実
じっ

施
し

状
じょう

況
きょう

などの把
は

握
あ く

及
およ

び対
たい

策
さ く

の検討
けん と う

 

外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

における学校
がっこ う

健
けん

診
しん

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

などの実態
じったい

を

把握
は あ く

し、対策
たいさく

を検討
けん と う

します。【新規
し ん き

】 

１３  外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもの日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

の促進
そくしん

 

「日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

基金
き き ん

」を活用
かつよう

して、地域
ち い き

の日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

や外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

を支援
し え ん

するとともに、日本語
に ほ ん ご

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の

養
よ う

成
せい

を行
おこな

います。【継続
けいぞく

】 

１４  学
が く

習
しゅう

支
し

援
えん

ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

の確保
か く ほ

 

学習
がくしゅう

支援
し え ん

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の参加
さ ん か

を幅
はば

広
ひろ

く呼
よ

びかけ、参加
さ ん か

を

希望
き ぼ う

する人
ひと

を国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

やＮＰＯなどに紹介
しょうかい

します。

【新規
し ん き

】 

１５  プレスクール
ぷ れ す く ー る

の設
せっ

置
ち

促
そ く

進
しん

 

「プレスクール
ぷ れ す く ー る

実施
じ っ し

マニュアル
ま に ゅ あ る

」やモデル
も で る

事業
じ ぎ ょ う

の成果
せ い か

を

普及
ふきゅ う

させるとともに、実施
じ っ し

主体
しゅたい

などへの説明会
せつめいかい

を開催
かいさい

し

ます。【継続
けいぞく

】 
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番号
ばんごう

 項
こ う

        目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

１６  母語
ぼ ご

／母
ぼ

国
こ く

語
ご

教
きょう

育
い く

の推進
すいしん

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

がコミュニティ内
こ み ゅ に て ぃ な い

において子
こ

どもたちに母語
ぼ ご

／母国語
ぼ こ く ご

や母文化
ぼ ぶ ん か

を教
おし

えたり、母語
ぼ ご

／母国語
ぼ こ く ご

による教
きょう

科
か

指
し

導
ど う

ができるようにするために作成
さくせい

したガイドブック
が い ど ぶ っ く

35

を広
ひろ

めることにより、母語
ぼ ご

／母国語
ぼ こ く ご

教育
きょういく

を推進
すいしん

します。

【新規
し ん き

】 

１７  進路
し ん ろ

説明会
せつめいかい

などの

開催
かいさい

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもたちや保護者
ほ ご し ゃ

などが日本
に ほ ん

の教
きょう

育
い く

制
せい

度
ど

などについての理解
り か い

を深
ふか

めるための進路
し ん ろ

説明会
せつめいかい

を

実施
じ っ し

するとともに、高校
こ う こ う

や大学
だいがく

、職業
しょくぎょう

訓練校
く んれんこ う

などの進
しん

路
ろ

先
さ き

の情報
じょうほう

を提供
ていきょう

します。また、すでに日本
に ほ ん

社会
しゃかい

で活躍
かつやく

し

ている第二
だ い に

世代
せ だ い

から話
はなし

を聞
き

く機
き

会
かい

を設
も う

けます。【拡充
かくじゅう

】 

１８  外国
がいこく

につながる子
こ

ど も た ち の進路
し ん ろ

開拓
かいたく

・進
しん

路
ろ

応
おう

援
えん

ガ
が

イ
い

ド
ど

ブ
ぶ

ッ
っ

ク
く

の普及
ふきゅ う

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもたちが将来
しょうらい

に夢
ゆめ

をもち、その実現
じつげん

に

向
む

けて努
ど

力
りょく

するとともに、周囲
し ゅ うい

の人
ひと

が、子
こ

どもたちの進学
しんがく

や就職
しゅうしょく

に向
む

けて支
し

援
えん

することができるよう作成
さくせい

した「外国
がいこく

につながる子
こ

どもたちの進路
し ん ろ

開拓
かいたく

ガイドブック
が い ど ぶ っ く

」及
およ

び

「外国
がいこく

につながる子
こ

どもたちの進路
し ん ろ

応援
おうえん

ガイドブック
が い ど ぶ っ く

」36の

普及
ふきゅ う

を図
はか

ります。【継続
けいぞく

】 

１９  外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもたちの教育
きょういく

に

関
かん

するプ
ぷ

ロ
ろ

ジ
じ

ェ
ぇ

ク
く

ト
と

チ
ち

ー
ー

ム
む

の設置
せ っ ち

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の子
こ

どもたちに対
たい

する施
し

策
さ く

を総合的
そ う ご う て き

・体
たい

系
けい

的
てき

に実施
じ っ し

するため、関係
かんけい

部局
ぶき ょ く

からなるプ
ぷ

ロ
ろ

ジ
じ

ェ
ぇ

ク
く

ト
と

チ
ち

ー
ー

ム
む

を設置
せ っ ち

します。また、関係
かんけい

部局
ぶき ょ く

以外
い が い

の関係者
かんけいしゃ

からも意見
い け ん

を聴取
ちょうしゅ

し、効果的
こ う か て き

な施
し

策
さ く

の実施
じ っ し

について検討
けん と う

し、検討
けん と う

結果
け っ か

を公表
こうひょう

していきます。【新規
し ん き

】 

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

② 日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

や多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

２０  日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

に関
かん

する実
じっ

態
たい

調
ちょう

査
さ

と指
し

針
しん

の策
さ く

定
てい

及
およ

び普
ふ

及
きゅう

 

（社
しゃ

）日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

学会
がっかい

などの専門
せんもん

機関
き か ん

や国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

、

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

、企業
き ぎ ょ う

、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の代表
だいひょう

などの関係者
かんけいしゃ

・

団体
だんたい

と連携
れんけい

して、地域
ち い き

の日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

の実態
じったい

を調査
ち ょ う さ

し、指
し

針
しん

を策定
さ くてい

します。また、この指針
し し ん

の周知
し ゅ う ち

を図
はか

るとともに、

引
ひ

き続
つづ

き、関係者
かんけいしゃ

・団体
だんたい

と連携
れんけい

しながら調査
ち ょ う さ

を行
おこな

って見
み

直
なお

していきます。【新規
し ん き

】 

２１  日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

 

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を開催
かいさい

し、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を支援
し え ん

します。【継続
けいぞく

】 

                                         
35 参考

さんこ う

資料
し り ょ う

５３ページ
ぺ ー じ

参照
さんしょう

。 
36 参考

さんこ う

資料
し り ょ う

５３ページ
ぺ ー じ

参照
さんしょう

。 
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番号
ばんごう

 項
こ う

        目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

２２  日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

への

支援
し え ん

 

市町村
しちょ うそん

などと連携
れんけい

して、地域
ち い き

に密着
みっちゃく

した日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の

開
かい

設
せつ

をめざす講座
こ う ざ

や既
すで

に開設
かいせつ

している教室
きょうしつ

のス
す

テ
て

ッ
っ

プ
ぷ

ア
あ

ッ
っ

プ
ぷ

をめざす講座
こ う ざ

を開
かい

催
さい

します。また、日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

に携
たずさ

わるボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

や教師
き ょ う し

などに対
たい

して、日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

に関
かん

する情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

を行
おこな

います。【継続
けいぞく

】 

２３  憲章
けんしょう

による企業
き ぎ ょ う

の

日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

への

理解
り か い

促進
そくしん

 

「外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の適正
てきせい

雇用
こ よ う

と日本
に ほ ん

社会
しゃかい

への適応
てきおう

を促進
そくしん

するための憲章
けんしょう

」の普及
ふきゅ う

を通
つう

じて、外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

などの

日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

の機会
き か い

の確保
か く ほ

について、企業
き ぎ ょ う

の理解
り か い

を促
うなが

し

ます。【継続
けいぞく

】 

２４  日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

に関
かん

する情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

 

「とよた日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

システム
し す て む

」や「Vamos Ganbatear」

のような日本語
に ほ ん ご

学
が く

習
しゅう

コ
こ

ン
ん

テ
て

ン
ん

ツ
つ

や日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

の教材
きょうざい

など

に関
かん

する情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

を行
おこな

うとともに、日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

に関
かん

する

相
そ う

談
だん

にも応
おう

じます。また、「とよた日
に

本
ほん

語
ご

学
が く

習
しゅう

支
し

援
えん

シ
し

ス
す

テ
て

ム
む

」が開発した教室
きょうしつ

開設
かいせつ

のプロセス
ぷ ろ せ す

や日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

判定
はんてい

の

基
き

準
じゅん

などについても普及
ふきゅ う

していきます。【新規
し ん き

】 

２５  多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

 

提
てい

供
きょう

及
およ

び内
ない

容
よ う

の

充実
じゅうじつ

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対
たい

する生
せい

活
かつ

情
じょう

報
ほ う

や行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

に関
かん

する多
た

言
げん

語
ご

の出版物
しゅっぱんぶつ

の作成
さくせい

を推進
すいしん

するとともに、県
けん

のウ
う

ェ
ぇ

ブ
ぶ

ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

の多言語化
た げ ん ご か

を図
はか

っていきます。愛知県
あ い ち け ん

警察
けいさつ

のウ
う

ェ
ぇ

ブ
ぶ

ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

では、「生活
せいかつ

の安全
あんぜん

・安心
あんしん

」に関
かん

する情
じょう

報
ほ う

を、英
えい

語
ご

、ポルトガル語
ぽ る と が る ご

、スペイン語
す ぺ い ん ご

、中国語
ち ゅ う ご く ご

、韓国語
か ん こ く ご

、タ
た

ガ
が

ロ
ろ

グ
ぐ

語
ご

などで提供
ていきょう

します。また、情報
じょうほう

の受
う

け手
て

である

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえた内
ない

容
よ う

やあり方
かた

を検討
けん と う

する

とともに、情報
じょうほう

機器
き き

の発達
はったつ

と普及
ふきゅ う

を念頭
ねんと う

に置
お

いて、有効
ゆ う こ う

な手段
しゅだん

を検討
けん と う

していきます。【拡充
かくじゅう

】 

２６  FM放送
ほ う そ う

などによる

多
た

言
げん

語
ご

情
じょう

報
ほ う

の提
てい

供
きょう

 

FM放送
ほ う そ う

などにより、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対し
た い し

、多言語
た げ ん ご

で生活
せいかつ

情報
じょうほう

などを提供
ていきょう

します。【継続
けいぞく

】 

２７  愛知県
あ い ち け ん

図書館
と し ょ か ん

「多
た

文
ぶん

化
か

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

コ
こ

ー
ー

ナ
な

ー
ー

」の充実
じゅうじつ

 

愛知県
あ い ち け ん

図書
と し ょ

館内
かんない

に「多文化
た ぶ ん か

サービスコーナー
さ ー び す こ ー な ー

」を設置
せ っ ち

し

て、ポルトガル語
ぽ る と が る ご

、中国語
ち ゅ う ご く ご

、韓国
かんこく

･
・

朝鮮語
ちょ うせんご

で書
か

かれた日
に

本
ほん

での生活
せいかつ

や仕事
し ご と

に役
やく

立
だ

つ資
し

料
りょう

、日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

の学
が く

習
しゅう

書
し ょ

、文学
ぶんがく

作品
さくひん

などの蔵書
ぞ う し ょ

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。また、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

に対
たい

して同
ど う

コ
こ

ー
ー

ナ
な

ー
ー

の周知
し ゅ う ち

を図
はか

るため、各言語
か く げ ん ご

によるチラシ
ち ら し

を作成
さくせい

し、県内
けんない

自治体
じ ち た い

、国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

、各
かく

大
だい

学
が く

の留学生
りゅうがくせい

窓口
まどぐち

、日本語
に ほ ん ご

学校
がっこ う

などに配布
は い ふ

、ホ
ほ

ー
ー

ム
む

ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

への掲載
けいさい

を行
おこな

います。【継続
けいぞく

】 



 

33 

番号
ばんごう

 項
こ う

        目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

２８  外
がい

国
こ く

人
じん

支
し

援
えん

ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

の活用
かつよう

 

外国人
がいこくじん

支援
し え ん

を行
おこな

うボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

登
と う

録
ろ く

制
せい

度
ど

の積極的
せっきょくてき

な

活用
かつよう

を図
はか

って情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

に努
つと

めます。【継続
けいぞく

】 

２９  「やさしい日本語
に ほ ん ご

」

の普及
ふきゅ う

 

ゲーム
げ ー む

感覚
かんかく

で親
した

しめるように作成
さくせい

したアプリ
あ ぷ り

や、「やさしい

日本語
に ほ ん ご

」を作成
さくせい

するうえで参考
さ ん こ う

となる手引
て び

き37などを活用
かつよう

して、「やさしい日本語
に ほ ん ご

」を広
ひろ

く知
し

ってもらうとともに、自
じ

治
ち

体
たい

職
しょく

員
いん

や教員
きょういん

などへの普及
ふきゅ う

に努
つと

めます。【新規
し ん き

】 

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

③ 就業
しゅうぎょう

・起業
きぎょう

に対
たい

する支
し

援
えん

の充実
じゅうじつ

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

３０  留学生
りゅうがくせい

の地
ち

域
いき

定
てい

着
ちゃく

への支援
し え ん

 

県内
けんない

企業
き ぎ ょ う

への就職
しゅうしょく

を希望
き ぼ う

する留学生
りゅうがくせい

を対象
たいしょう

に、合
ご う

同
ど う

企
き

業
ぎょう

説
せつ

明
めい

会
かい

（留学生
りゅうがくせい

就職
しゅうしょく

フェア
ふ ぇ あ

）や就職
しゅうしょく

セミナー
せ み な ー

を開催
かいさい

し

ます。また、日本
にっぽん

企業
き ぎ ょ う

への就職
しゅうしょく

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

習得
しゅうとく

や就
しゅう

業
ぎょう

体
たい

験
けん

のためのインターンシップ
い ん た ー ん し っ ぷ

を実施
じ っ し

します。【継続
けいぞく

】 

３１  外国人
がいこくじん

学生
がくせい

のイ
い

ン
ん

タ
た

ー
ー

ン
ん

受
う け

入
いれ

 

日本
に ほ ん

社会
しゃかい

で円滑
えんかつ

に就職
しゅうしょく

できるよう、日本
に ほ ん

で育
そだ

った外
がい

国
こ く

人
じん

学
が く

生
せい

をインターン
い ん た ー ん

として受
う

け入
い

れます。【新
しん

規
き

】 

３２  外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の起
き

業
ぎょう

の促進
そくしん

 

起業
き ぎ ょ う

のための情報
じょうほう

提供
ていきょう

などを行
おこな

うことにより、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

の起業
き ぎ ょ う

を促進
そくしん

します。【新規
し ん き

】 

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

④ 様々
さまざま

な担い手
に な い て

の対等
たいとう

な連携
れんけい

・協働
きょうどう

の推進
すいしん

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

３３  様々
さまざま

な担
にな

い手
て

から

なる会
かい

議
ぎ

の開催
かいさい

 

様々
さまざま

な担
にな

い手
て

が対等
たいと う

な立場
た ち ば

で連携
れんけい

・協働
きょうどう

するとともに、

本県
ほんけん

の多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

施
し

策
さ く

について話
はな

し合
あ

う場
ば

をつくりま

す。【新規】 

３４  協働
きょうどう

ロードマップ
ろ ー ど ま っ ぷ

に沿
そ

った多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

分
ぶん

野
や

と他
た

分野
ぶ ん や

 

行
ぎょう

政
せい

・ＮＰＯの協
きょう

働
ど う

推
すい

進
しん

 

協働
きょうどう

ロードマップ
ろ ー ど ま っ ぷ

に沿
そ

って、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

分野
ぶ ん や

と他
た

分野
ぶ ん や

の

行
ぎょう

政
せい

及
およ

びＮＰＯが、それぞれの役割
やくわ り

を踏
ふ

まえた協
きょう

働
ど う

を推
すい

進
しん

します。【新規
し ん き

】 

３５  「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

」の設置
せ っ ち

 

日系
にっけい

ブラジル人
ぶ ら じ る じ ん

などの外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が多数
た す う

居住
きょじゅう

する愛
あい

知
ち

県
けん

、群馬県
ぐ ん ま け ん

、長野県
な が の け ん

、岐阜県
ぎ ふ け ん

、静岡県
しずおかけん

、三重県
み え け ん

、滋
し

賀
が

県
けん

及
およ

び名
な

古
ご

屋
や

市
し

を構成員
こうせいいん

として「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

」

を設置
せ っ ち

し、情報
じょうほう

交換
こ うかん

や国
く に

への提言
ていげん

を行
おこな

うとともに、共同
きょうどう

した取組
と り く み

を進
すす

めます。【継続
けいぞく

】 

                                         
37 参考資料５４ページ参照。 
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施策
し さ く

の方向
ほうこう

⑤ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の施策
し さ く

・企画
き か く

への参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

３６  「外国人
がいこくじん

県民
けんみん

あい

ち会
かい

議
ぎ

」 の 機能
き の う

強化
き ょ う か

 

「外国人
がいこくじん

県民
けんみん

あいち会議
か い ぎ

」のあり方
かた

を検討
けん と う

し、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が施策
し さ く

の立案
りつあん

・検討
けん と う

・運営
うんえい

などに関
かか

わる場
ば

とします。

【拡充
かくじゅう

】 

３７  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の担
にな

い手
て

となる外国人
がいこくじん

県民
けんみん

のネ
ね

ッ
っ

ト
と

ワ
わ

ー
ー

ク
く

化
か

 

「外国人
がいこくじん

県民
けんみん

あいち会議
か い ぎ

」の委員
い い ん

を務
つと

めた外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

を

始
はじ

め、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の担
にな

い手
て

となり得
う

る外国人
がいこくじん

県民
けんみん

のネ
ね

ッ
っ

ト
と

ワ
わ

ー
ー

ク
く

化
か

を図
はか

ります。【新規
し ん き

】 

３８  憲章
けんしょう

による外
がい

国
こ く

人
じん

労
ろ う

働
ど う

者
しゃ

の地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

参
さん

画
かく

に対
たい

する企
き

業
ぎょう

の理解
り か い

促進
そくしん

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が地域
ち い き

活動
かつどう

の担
にな

い手
て

となれるよう、「外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の適正
てきせい

雇用
こ よ う

と日本
に ほ ん

社会
しゃかい

への適応
てきおう

を促進
そくしん

するため

の憲章
けんしょう

」の普及
ふきゅ う

を通
つう

じて、外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

が主体的
しゅたいてき

に地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

に参画
さんかく

にできるよう企業
き ぎ ょ う

の理解
り か い

を促
うなが

します。【継
けい

続
ぞく

】 

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

⑥ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の担
にな

い手
て

の育成
いくせい

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内 容 

３９  顕彰
けんしょう

の実施
じ っ し

 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

に長年
ながねん

貢献
こ うけん

し、その業績
ぎょうせき

が顕著
けんちょ

な個
こ

人
じん

や団体
だんたい

に対
たい

して、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

功労者
こ う ろ う し ゃ

表彰
ひょうしょう

を行
おこな

います。【継続
けいぞく

】 

４０  学生
がくせい

たちの多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

に関
かん

する活
かつ

動
ど う

の促進
そくしん

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する活
かつ

動
ど う

を行
おこな

っている学生
がくせい

、または、こ

れから活動
かつどう

したいと思
おも

っている高校生
こ う こ う せい

・大学生
だいがくせい

を対象
たいしょう

に、大学
だいがく

などの協力
きょうりょく

を得
え

て活動
かつどう

報告
ほ う こ く

や交流会
こうりゅうかい

などを開
かい

催
さい

します。【新規
し ん き

】 

４１  愛知県
あ い ち け ん

立
りつ

大学
だいがく

に

おける多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

に資
し

する人
じん

材
ざい

育
い く

成
せい

 

愛知県
あ い ち け ん

立
りつ

大学
だいがく

では、「国際
こ く さ い

関係
かんけい

学科
が っ か

」で英語
え い ご

やポ
ぽ

ル
る

ト
と

ガ
が

ル
る

語
ご

などの外国語
が い こ く ご

運用
う ん よ う

能力
のうりょく

を生
い

かしながら多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

の推進
すいしん

に資
し

する人
じん

材
ざい

の育成
いくせい

に努
つと

めます。【継続
けいぞく

】 

４２  外国人
がいこくじん

青少年
せいしょうねん

の

社
しゃ

会
かい

貢
こ う

献
けん

活
かつ

動
ど う

の

促進
そくしん

 

日本
に ほ ん

で進学
しんがく

や就職
しゅうしょく

をした外国人
がいこくじん

青少年
せいしょうねん

などの社会
しゃかい

貢献
こ うけん

活動
かつどう

を紹介
しょうかい

し、発表
はっぴょう

する場
ば

を設
も う

けます。【新規
し ん き

】 

４３  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

をもった行政
ぎょうせい

職員
しょくいん

の育成
いくせい

 

行政
ぎょうせい

職員
しょくいん

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、県
けん

や市
し

町
ちょう

村
そん

職
しょく

員
いん

を対象
たいしょう

とした専門家
せ ん も ん か

による講演
こ うえん

や先進的
せんしんてき

な取
と り

組
くみ

を紹介
しょうかい

する研修会
けんしゅうかい

を開催
かいさい

するとともに、関
かん

係
けい

行
ぎょう

政
せい

職
しょく

員
いん

間
かん

の情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

や連携
れんけい

を図
はか

ります。【拡充
かくじゅう

】 
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２ 施策
し さ く

目標
もくひょう

Ⅱ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の意識
い し き

づくり 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

⑦ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に対
たい

する理
り

解
かい

の促進
そくしん

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

４４  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する出
で

前
まえ

講
こ う

座
ざ

など

の実施
じ っ し

 

学校
がっこ う

の授業
じゅぎょう

やＮＰＯ・企業
き ぎ ょ う

・地域
ち い き

などで行
おこな

われる勉
べん

強
きょう

会
かい

や会合
かいごう

などの場
ば

に県
けん

職員
しょくいん

が出
で

向
む

き、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

す

る理
り

解
かい

を深
ふか

めます。また、多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

づくりへの

理解
り か い

を深
ふか

める講
こ う

座
ざ

の開催
かいさい

を始
はじ

め、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の意
い

義
ぎ

や必要性
ひつようせい

など、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
ど う

を推進
すいしん

します。【継続
けいぞく

】 

４５  あいち多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

作文
さくぶん

コンクール
こ ん く ー る

の

実施
じ っ し

 

小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

のうちから、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

について考
かんが

え、理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めてもらうために、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

をテーマ
て ー ま

とする

作文
さくぶん

を募集
ぼしゅ う

し、優秀
ゆうしゅう

な作品
さくひん

を発表
はっぴょう

します。【継続
けいぞく

】 

４６  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の情
じょう

報
ほ う

を集約
しゅうやく

したウ
う

ェ
ぇ

ブ
ぶ

サ
さ

イ
い

ト
と

の運営
うんえい

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

関連
かんれん

施策
し さ く

や統計
と う けい

情報
じょうほう

、イベント
い べ ん と

紹介
しょうかい

など多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

づくりに役
やく

に立
た

つ情
じょう

報
ほ う

を集約
しゅうやく

した総合的
そ う ご う て き

なウェブサイト
う ぇ ぶ さ い と

の運営
うんえい

を行
おこな

います。【継続
けいぞく

】 

４７  持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

のための教育
きょういく

（ＥＳ

Ｄ）の普
ふ

及
きゅう

啓
けい

発
はつ

及
およ

び取
と り

組
くみ

の促進
そくしん

 

国際
こ く さ い

理解
り か い

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

がテーマ
て ー ま

の１つとなっている「持
じ

続
ぞく

可
か

能
の う

な開発
かいはつ

のための教育
きょういく

（ESD）」について、「持
じ

続
ぞく

発
はっ

展
てん

教
きょう

育
い く

（ＥＳＤ）に関
かん

するユ
ゆ

ネ
ね

ス
す

コ
こ

世
せ

界
かい

会
かい

議
ぎ

」が２０１４（平
へい

成
せい

２６）年
ねん

１１月
がつ

に本県
ほんけん

で開催
かいさい

されることを契機
け い き

として、イ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

などを通
つう

じてその普
ふ

及
きゅう

啓
けい

発
はつ

及
およ

び取
と り

組
くみ

の促進
そくしん

を図
はか

り

ます。【継
けい

続
ぞく

】 

４８  「外国人
がいこくじん

県民
けんみん

あい

ち会議
か い ぎ

」の周知
し ゅ う ち

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の意見
い け ん

を知
し

ってもらい、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

へ

の関心
かんしん

を高
たか

めるために、「外国人
がいこくじん

県民
けんみん

あいち会議
か い ぎ

」の活
かつ

動
ど う

内
ない

容
よ う

などについて広報
こ う ほ う

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。【継続
けいぞく

】 

４９  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

月間
げっかん

の制定
せいてい

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

月間
げっかん

を制定
せいてい

し、知事
ち じ

からのメッセージ
め っ せ ー じ

の発信
はっしん

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

の開催
かいさい

、リーフレット
り ー ふ れ っ と

の配布
は い ふ

など

を行
おこな

うことにより、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の意味
い み

を正
ただ

しく伝
つた

え、県民
けんみん

の理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めていきます。また、市町村
しちょ うそん

や国
こ く

際
さい

交
こ う

流
りゅう

協
きょう

会
かい

、NPOなどが多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

月間
げっかん

に行
おこな

うイ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

など

をとりまとめ周知
し ゅ う ち

します。【新規
し ん き

】 
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施策
し さ く

の方向
ほうこう

⑧ 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

と日本人
にほん じん

県民
けんみん

の交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

５０  交流
こうりゅう

や国際
こ く さ い

理解
り か い

を深
ふか

めるためのイ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

の実施
じ っ し

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

と交流
こうりゅう

を図
はか

ったり、国際
こ く さ い

理解
り か い

を深
ふか

めるための

イベント
い べ ん と

を、様々
さまざま

な国籍
こ くせき

や民族
みんぞく

に対
たい

する理
り

解
かい

が進
すす

むよう

に留
りゅう

意
い

しながら開催
かいさい

します。【継続
けいぞく

】 

５１  異
い

文
ぶん

化
か

理
り

解
かい

イ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

カ
か

レ
れ

ン
ん

ダ
だ

ー
ー

の作
さ く

成
せい

 

各地域
か く ち い き

で開催
かいさい

される異文化
い ぶ ん か

理解
り か い

イベント
い べ ん と

をとりまとめ、イ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

カ
か

レ
れ

ン
ん

ダ
だ

ー
ー

として、県
けん

のウェブページ
う ぇ ぶ ぺ ー じ

などで周知
し ゅ う ち

し

ます。【新規
し ん き

】 

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

⑨ 継続的
けいぞくてき

・広域的
こういきてき

な制度
せ い ど

・仕
し

組
く

みづくり 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

５２  先導的
せんどうてき

事業
じ ぎ ょ う

の普
ふ

及
きゅう

 

これまで先導的
せんどうてき

に取
と

り組
く

んできた事業
じ ぎ ょ う

のノウハウ
の う は う

などを

市町村
しちょ うそん

や NPOなどへ広
ひろ

く普
ふ

及
きゅう

していきます。【拡充
かくじゅう

】 

５３  市町村
しちょ うそん

の 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する取
と り

組
くみ

の周知
し ゅ う ち

 

各市町村
かく しちょ うそん

において地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じて取
と

り組
く

まれてい

る優
すぐ

れた事
じ

業
ぎょう

を他
た

市町村
しちょ うそん

へ紹
しょう

介
かい

します。【拡充
かくじゅう

】 

５４  継続的
けいぞくてき

な 取組
と り く み

を

行
おこな

うための方策
ほ う さ く

の

検討
けん と う

 

各主体
かくしゅたい

が継続的
けいぞくてき

に多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

づくりに取
と

り組
く

むた

めの様
さ ま

々
ざま

な方策
ほ う さ く

を検討
けん と う

します。【新規
し ん き

】 

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

⑩ 人権
じんけん

尊重
そんちょう

の意識
い し き

づくり 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

５５  人権
じんけん

尊重
そんちょう

と施策
し さ く

へ

の反映
はんえい

 

「人権
じんけん

教育
きょういく

･啓発
けいはつ

に関
かん

する愛
あい

知
ち

県
けん

行
こ う

動
ど う

計
けい

画
かく

」に基
も と

づき人
じん

権
けん

教
きょう

育
い く

・啓発
けいはつ

を進
すす

め県
けん

政
せい

の各分野
か く ぶ ん や

において外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の人権
じんけん

尊重
そんちょう

の視点
し て ん

に立
た

った施策
し さ く

を推進
すいしん

します。【継続
けいぞく

】 

５６  人権
じんけん

啓発
けいはつ

資料
し り ょ う

の

作成
さくせい

 

人権
じんけん

啓発
けいはつ

資料
し り ょ う

を作成
さくせい

し啓発
けいはつ

イベント
い べ ん と

などで配布
は い ふ

して、

人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する正
ただ

しい認
にん

識
し き

と理解
り か い

を深
ふか

め、人権
じんけん

意識
い し き

の高揚
こ う よ う

に努
つと

めます。【継続
けいぞく

】 

５７  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

教育
きょういく

を通
つう

じた人
じん

権
けん

教
きょう

育
い く

の推進
すいしん

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の視点
し て ん

に立
た

った国際
こ く さ い

理解
り か い

教育
きょういく

を普及
ふきゅ う

するた

めのセミナー
せ み な ー

や、「学
まな

びネ
ね

ッ
っ

ト
と

あいち」（愛知県
あ い ち け ん

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

情報
じょうほう

システム
し す て む

）38を活用
かつよう

した学習
がくしゅう

コンテンツ
こ ん て ん つ

により、互
たが

いの

文化
ぶ ん か

を理解
り か い

し尊重
そんちょう

する態度
た い ど

を養
やしな

うなど、人権
じんけん

意識
い し き

の高
こ う

揚
よ う

に努
つと

めます。【継続
けいぞく

】 

                                         
38 県内

けんない

の生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

関係
かんけい

機関
き か ん

や団体
だんたい

が保有
ほ ゆ う

する生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

情報
じょうほう

を総合的
そうごうてき

に提供
ていきょう

するシステム
し す て む

です。 

http://www.manabi.pref.aichi.jp/ 
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３ 施策
し さ く

目標
もくひょう

Ⅲ 誰
だれ

もが暮
く

らしやすい地
ち

域
いき

づくり 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

⑪ 相談
そうだん

体制
たいせい

などの充実
じゅうじつ

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

５８  外国人
がいこくじん

相談
そうだん

事業
じ ぎ ょ う

の実施
じ っ し

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

からの労働
ろ う ど う

・税金
ぜいきん

・医療
い り ょ う

・教育
きょういく

などの相談
そうだん

に

多言語
た げ ん ご

で対応
たいおう

します。また、弁護士
べ ん ご し

による無料
む り ょ う

法律
ほう りつ

相談
そうだん

や、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の永住化
えいじゅうか

の進展
しんてん

に伴
ともな

って多
た

様
よ う

化
か

する

諸課題
し ょ か だ い

にきめ細
こ ま

やかに対応
たいおう

するため、行
ぎょう

政
せい

手
て

続
つづ

き、教
きょう

育
い く

などの相談会
そうだんかい

も、多言語
た げ ん ご

で実施
じ っ し

します。【継続
けいぞく

】 

５９  ドメスティック
ど め す て ぃ っ く

・バ
ば

イ
い

オ
お

レ
れ

ン
ん

ス
す

（DV）など

への対策
たいさく

の推進
すいしん

 

愛知県
あ い ち け ん

女性
じょせい

相談
そうだん

センター
せ ん た ー

では、ＤＶ を始
はじ

め女性
じょせい

が直面
ちょくめん

する様々
さまざま

な問題
もんだい

の解決
かいけつ

を図
はか

るとともに、相談員
そうだんいん

など専
せん

門
もん

家
か

のネ
ね

ッ
っ

ト
と

ワ
わ

ー
ー

ク
く

づくりの推進
すいしん

に取
と

り組
く

みます。また、一
いち

時
じ

保
ほ

護
ご

された外国人
がいこくじん

県民
けんみん

からの相談
そうだん

に対応
たいおう

できるよう通
つう

訳者
やくしゃ

を雇用
こ よ う

し、適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

います。【継続
けいぞく

】 

６０  多
た

文
ぶん

化
か

ソ
そ

ー
ー

シ
し

ャ
ゃ

ル
る

ワ
わ

ー
ー

カ
か

ー
ー

の活用
かつよう

 

多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

を配置
は い ち

し、市町村
しちょ うそん

などとも連
れん

携
けい

･協力
きょうりょく

しながら、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が抱
かか

える複
ふく

雑
ざつ

で多様
た よ う

な問
もん

題
だい

に対応
たいおう

できる、より専門性
せんもんせい

の高
たか

い相談
そうだん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

しま

す。また、多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

を対象
たいしょう

に研修
けんしゅう

を実
じっ

施
し

し、一層
いっそう

のスキルアップ
す き る あ っ ぷ

を図
はか

ります。【継続
けいぞく

】 

６１  社会的
しゃかいてき

包摂
ほうせつ

の た

めの連携
れんけい

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を含
ふく

む全
すべ

ての人々
ひとびと

を社会
しゃかい

の構成員
こうせいいん

として包
つつ

み支
さ さ

え合
あ

うため、福祉
ふ く し

・教育
きょういく

・労働
ろ う ど う

・警察
けいさつ

などの関係
かんけい

部局
ぶき ょ く

・機関
き か ん

と連携
れんけい

して、部局
ぶき ょ く

横断的
おうだんてき

に社会的
しゃかいてき

包摂
ほうせつ

に向
む

け

た取
と り

組
くみ

を行
おこな

います。【新規
し ん き

】 

６２  困難
こんなん

を抱
かか

える子
こ

ど

も・若者
わかもの

の支援
し え ん

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を含
ふく

む困
こん

難
なん

を抱
かか

える子
こ

ども・若者
わかもの

が円滑
えんかつ

な社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

を送
おく

れるように支援
し え ん

する「子
こ

ども・若者
わかもの

支援
し え ん

地域協
ちい き き ょ う

議会
ぎ か い

」などのネットワーク
ね っ と わ ー く

が市町村
しちょ うそん

において整備
せ い び

されるよ

う支援
し え ん

します。【継続
けいぞく

】 

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

⑫ 医療
いりょう

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

の充実
じゅうじつ

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

６３  あいち医
い

療
りょう

通
つう

訳
やく

シ
し

ス
す

テ
て

ム
む

の普
ふ

及
きゅう

及
およ

び

対
たい

象
しょう

の拡大
かくだい

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が安心
あんしん

して医療
い り ょ う

機関
き か ん

などを受診
じゅしん

できるよう、

医療通
い り ょ う つ う

訳者
やくしゃ

の派遣
は け ん

や電話
で ん わ

通訳
つうやく

を利用
り よ う

できる「あいち医
い

療
りょう

通
つう

訳
やく

シ
し

ス
す

テ
て

ム
む

」39の運用
う ん よ う

を行
おこな

うとともに、利用
り よ う

医療
い り ょ う

機関
き か ん

の増加
ぞ う か

に向
む

けての取組
と り く み

や外国人
がいこくじん

県民
けんみん

などへの周知
し ゅ う ち

に努
つと

めます。また、システム
し す て む

の対象
たいしょう

を医療
い り ょ う

・保健
ほ け ん

分野
ぶ ん や

だけでな

く、福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

へも拡大
かくだい

します。【拡充
かくじゅう

】 

                                         
39 参

さん

考
こ う

資
し

料
りょう

５６ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 
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番号
ばんごう

 項
こ う

        目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

６４  県立
けんりつ

病院
びょういん

などにお

ける「あいち医療
い り ょ う

通訳
つうやく

システム
し す て む

」 の

利用
り よ う

 

県立
けんりつ

病院
びょういん

や保健所
ほ け ん じ ょ

などにおいて、「あいち医
い

療
りょう

通
つう

訳
やく

シ
し

ス
す

テ
て

ム
む

」を利用
り よ う

して、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

への診療
しんりょう

や地域
ち い き

保健
ほ け ん

活動
かつどう

の円滑
えんかつ

な推進
すいしん

に努
つと

めます。【継続
けいぞく

】 

６５  「医
い

療
りょう

機
き

関
かん

等
と う

外
がい

国
こ く

人
じん

対
たい

応
おう

マ
ま

ニ
に

ュ
ゅ

ア
あ

ル
る

」の普及
ふきゅ う

 

医療
い り ょ う

機関
き か ん

などにおいて、外国人
がいこくじん

患者
かんじゃ

を円滑
えんかつ

に受
う

け入
い

れ

られるよう、「医療
い り ょ う

機関
き か ん

等
と う

外国人
がいこくじん

対応
たいおう

マニュアル
ま に ゅ あ る

」40の普
ふ

及
きゅう

を図
はか

ります。【継続
けいぞく

】 

６６  愛知県
あ い ち け ん

立
りつ

大学
だいがく

に

おける各言語
か く げ ん ご

によ

る医療
い り ょ う

分野
ぶ ん や

の知識
ち し き

を持
も

つ人
じん

材
ざい

育
い く

成
せい

 

社会人
しゃかいじん

などを対象
たいしょう

に、医療
い り ょ う

などの分野
ぶ ん や

でポルトガル語
ぽ る と が る ご

や

スペイン語
す ぺ い ん ご

によるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

ができる人材
じんざい

を

育成
いくせい

します。【継続
けいぞく

】 

６７  外国語
が い こ く ご

対応
たいおう

可能
か の う

な医療
い り ょ う

機関
き か ん

につ

いての情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

ウェブページ
う ぇ ぶ ぺ ー じ

（救急
きゅうきゅう

医療
い り ょ う

情報
じょうほう

システム
し す て む

）で、外国語
が い こ く ご

（英
えい

語
ご

、ポルトガル語
ぽ る と が る ご

、スペイン語
す ぺ い ん ご

、中国語
ち ゅ う ご く ご

、韓国語
か ん こ く ご

など）で

の診療
しんりょう

が可能
か の う

な病院
びょういん

や診療所の情報
じょうほう

を提供
ていきょう

します。ま

た、５ヶ
か

国
こ く

語
ご

（英語
え い ご

、ポルトガル語
ぽ る と が る ご

、スペイン語
す ぺ い ん ご

、中国語
ち ゅ う ご く ご

、

韓
かん

国
こ く

語
ご

）の音声
おんせい

と FAXにより、外国語
が い こ く ご

対応
たいおう

可能
か の う

な病院
びょういん

や

診療所
しんりょうじょ

の情報
じょうほう

を提供
ていきょう

します。【継続
けいぞく

】 

６８  外国人
がいこくじん

救急
きゅうきゅう

患者
かんじゃ

医療費
い り ょ う ひ

未収
みしゅ う

金
きん

に

対
たい

する補
ほ

助
じ ょ

 

「救命
きゅうめい

救急
きゅうきゅう

センター
せ ん た ー

（公立
こ う り つ

を除
のぞ

く）」で治療
ち り ょ う

を受
う

けた外
がい

国
こ く

人
じん

（短期
た ん き

滞在者
たいざいしゃ

を含
ふく

む）救急
きゅうきゅう

患者
かんじゃ

の医療費
い り ょ う ひ

未収
みしゅ う

金
きん

につ

いて、補助
ほ じ ょ

を行
おこな

います。【継続
けいぞく

】 

６９  医療
い り ょ う

保険
ほ け ん

に関
かん

する

情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

 

国民
こくみん

健康
けんこ う

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

の普及
ふきゅ う

･啓発
けいはつ

、保険料
ほけん り ょ う

（税
ぜい

）の納
の う

付
ふ

促
そ く

進
しん

を図
はか

るため、外国語版
が い こ く ご は ん

（英語
え い ご

、ポルトガル語
ぽ る と が る ご

、ス
す

ペ
ぺ

イ
い

ン
ん

語
ご

、中国語
ち ゅ う ご く ご

、韓国
かんこ く

･朝鮮語
ちょ うせんご

）のＤＶＤ及
およ

びリ
り

ー
ー

フ
ふ

レ
れ

ッ
っ

ト
と

を活
かつ

用
よ う

し、各市町村
かく しちょ うそん

保険者
ほ け ん じ ゃ

の指導
し ど う

･支援
し え ん

を進
すす

めます。【継続
けいぞく

】 

７０  多言語
た げ ん ご

による社会
しゃかい

保障
ほ し ょ う

などの情報
じょうほう

の

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

多様
た よ う

な媒体
ばいたい

を活用
かつよう

して多言語
た げ ん ご

による生活
せいかつ

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

す

る中
なか

で、社会
しゃかい

保障
ほ し ょ う

などに関
かん

する相
そ う

談
だん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

について

も一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

っていきます。【継続
けいぞく

】 

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

⑬ 労働
ろうどう

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

７１  外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の

適正
てきせい

雇用
こ よ う

を進
すす

める

憲
けん

章
しょう

の普及
ふきゅ う

 

「外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の適正
てきせい

雇用
こ よ う

と日本
に ほ ん

社会
しゃかい

への適応
てきおう

を促進
そくしん

するための憲章
けんしょう

」を、企業
き ぎ ょ う

などを対象
たいしょう

としたセミナー
せ み な ー

を

開催
かいさい

し、広
ひろ

く普
ふ

及
きゅう

していきます。また、企業
き ぎ ょ う

の社
しゃ

会
かい

的
てき

責
せき

任
にん

に関
かん

する取
と り

組
くみ

の意義
い ぎ

や事例
じ れ い

を周知
し ゅ う ち

し、外国人
がいこくじん

労働者
ろ う ど う し ゃ

の適正
てきせい

雇用
こ よ う

を推進
すいしん

します。【拡充
かくじゅう

】 

                                         
40 医療

い り ょ う

機関
き か ん

などにおいて外国人
がいこくじん

に対応
たいおう

するときの留意点
りゅういてん

や多言語
た げ ん ご

での患者
かんじゃ

への説明
せつめい

資料
し り ょ う

などをまとめたもの。

http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/manual/index.html 



 

39 

番号
ばんごう

 項
こ う

        目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

７２  外国人
がいこくじん

県民
けんみん

（定住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

）を対象
たいしょう

と

した職業
しょくぎょう

訓練
くんれん

の実
じっ

施
し

 

高等
こ う と う

技術
ぎじゅつ

専門校
せんもんこ う

で外国人
がいこくじん

県民
けんみん

（日本
に ほ ん

国籍
こ くせき

を有
ゆ う

せず、

就労
しゅうろう

制限
せいげん

のない者
もの

）を対象
たいしょう

とした職業
しょくぎょう

訓練
くんれん

（定住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

対象
たいしょう

委託
い た く

訓練
くんれん

）を実施
じ っ し

します。【継続
けいぞく

】 

７３  多言語
た げ ん ご

による労働
ろ う ど う

関係
かんけい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

多様
た よ う

な媒体
ばいたい

を活用
かつよう

して多言語
た げ ん ご

による生活
せいかつ

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

す

る中
なか

で、労働
ろ う ど う

関係
かんけい

の相談
そうだん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

についても一層
いっそう

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

っていきます。【継続
けいぞく

】 

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

⑭ 居住
きょじゅう

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

７４  県営
けんえい

住宅
じゅうたく

入居者
にゅうきょしゃ

のしおりなどの作
さ く

成
せい

 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

で守
ま も

るべき内容
ないよ う

を多言語
た げ ん ご

で記載
き さ い

した「入居者
にゅうきょしゃ

のしおり」（英語
え い ご

、ポルトガル語
ぽ る と が る ご

、スペイン語
す ぺ い ん ご

、中国語
ち ゅ う ご く ご

）な

どを入居
にゅうきょ

時
じ

に配布
は い ふ

し、情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に努
つと

めます。入居後
にゅ う き ょ ご

に

「愛
あい

知
ち

県
けん

県
けん

営
えい

住
じゅう

宅
た く

通
つう

信
しん

」、「愛知
あ い ち

県営
けんえい

住宅
じゅうたく

ニュース
に ゅ ー す

」など

の外国語版
が い こ く ご ば ん

を作成
さくせい

し、各戸
か っ こ

に配布
は い ふ

し注意
ちゅうい

を喚起
か ん き

します。

【継続
けいぞく

】 

７５  ポルトガル語
ぽ る と が る ご

に よ

る入居
にゅうきょ

説明会
せつめいかい

など

の実施
じ っ し

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が多
おお

い地
ち

域
いき

の愛
あい

知
ち

県
けん

住
じゅう

宅
た く

供
きょう

給
きゅう

公
こ う

社
しゃ

住
じゅう

宅
た く

管
かん

理
り

事
じ

務
む

所
し ょ

に通訳
つうやく

を派遣
は け ん

して、入居
にゅうきょ

説明会
せつめいかい

を開催
かいさい

したり、

定
てい

期
き

的
てき

に相談
そうだん

日
び

を設定
せってい

して各種
かく し ゅ

相談
そうだん

に応
おう

じます。【継
けい

続
ぞく

】 

７６  共同
きょうどう

生活
せいかつ

のル
る

ー
ー

ル
る

などを説明
せつめい

した

DVD、絵本
え ほ ん

の活用
かつよう

 

日本
に ほ ん

の生活習慣
せいかつしゅうかん

や共同住宅
きょうどうじゅうたく

のル
る

ー
ー

ル
る

などを分
わ

かりやす

く理解
り か い

できるよう作成
さくせい

した DVD や子
こ

ども向
む

けの絵本
え ほ ん

など

を県営
けんえい

住宅
じゅうたく

の入居
にゅうきょ

説明会
せつめいかい

や団地
だ ん ち

のイベント
い べ ん と

などで積
せっ

極
きょく

的
てき

に活用
かつよう

するとともに、他
ほか

の公的
こ う て き

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

管理者
か ん り し ゃ

にも紹
しょう

介
かい

していきます。【継続
けいぞく

】 

７７  ＮＰＯと自治会
じ ち か い

の

連携
れんけい

 

ＮＰＯと自治会
じ ち か い

がお互
たが

いの活動
かつどう

内容
ないよ う

を知
し

り、情報
じょうほう

交換
こ うかん

や

連携
れんけい

を図
はか

るための場
ば

を設
も う

けます。【新規
し ん き

】 

７８  居住者
きょじゅうしゃ

同士
ど う し

のコ
こ

ミ
み

ュ
ゅ

ニ
に

ケ
け

ー
ー

シ
し

ョ
ょ

ン
ん

の

促進
そくしん

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

実践
じっせん

モデル
も で る

事業
じ ぎ ょ う

41や多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

実
じっ

践
せん

活
かつ

動
ど う

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

42で得
え

られたノ
の

ウ
う

ハ
は

ウ
う

を普及
ふきゅ う

し、日本人
に ほ ん じ ん

同士
ど う し

を

含
ふく

む居
き ょ

住
じゅう

者
しゃ

同
ど う

士
し

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を促進
そくしん

します。【拡
かく

充
じゅう

】 

７９  民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

へ

の円滑
えんかつ

な入
にゅう

居
き ょ

支
し

援
えん

 

外国人
がいこくじん

、高齢者
こ うれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

、子
こ

育
そだ

て世
せ

帯
たい

などの入居
にゅうきょ

を受
う

け

入
い

れる民
みん

間
かん

賃
ちん

貸
たい

住
じゅう

宅
た く

、協力店
きょうりょくてん

、支援
し え ん

団体
だんたい

を登録
と う ろ く

し、

情報
じょうほう

提供
ていきょう

することによって、円滑
えんかつ

な入居
にゅうきょ

を支援
し え ん

する「愛
あい

知
ち

県
けん

あんしん賃貸
ちんたい

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

」を推進
すいしん

します。【継続
けいぞく

】 

                                         
41 参

さん

考
こ う

資
し

料
りょう

５４ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 

42 参
さん

考
こ う

資
し

料
りょう

５４ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

参
さん

照
しょう

。 
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施策
し さ く

の方向
ほうこう

⑮ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

などの充実
じゅうじつ

 

番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

８０  外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対
たい

する防
ぼう

災
さい

知
ち

識
し き

の普
ふ

及
きゅう

･啓
けい

発
はつ

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対
たい

して、多言語
た げ ん ご

で防災
ぼうさい

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するな

ど、平時
へ い じ

から防災
ぼうさい

に関
かん

する基
き

本
ほん

的
てき

な知識
ち し き

の普及
ふきゅ う

･啓発
けいはつ

に

努
つと

めます。【継続
けいぞく

】 

８１  防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への参
さん

加
か

促
そ く

進
しん

及
およ

び外
がい

国
こ く

人
じん

も加
く わ

わった防
ぼう

災
さい

訓
く ん

練
れん

の取組
と り く み

紹介
しょうかい

 

防災
ぼうさい

意識
い し き

の高揚
こ う よ う

、不安感
ふ あ ん か ん

の解消
かいしょう

のためだけでなく、災害
さいがい

時
じ

には、要援護者
よ う え ん ご し ゃ

ではなく、支援者
し え ん し ゃ

にもなれるよう、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。また、そのた

めに、外国人
がいこくじん

も加
く わ

わった防
ぼう

災
さい

訓
く ん

練
れん

の取組
と り く み

を紹介
しょうかい

します。

【新規
し ん き

】 

８２  災害
さいがい

多言語
た げ ん ご

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

 

大地震
お お じ し ん

などの災害
さいがい

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

には、多言語
た げ ん ご

での災
さい

害
がい

に係
かか

る情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

をするための災
さい

害
がい

多
た

言
げん

語
ご

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

を設置
せ っ ち

します。【新規
し ん き

】 

８３  ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

との連
れん

携
けい

及
およ

び活
かつ

動
ど う

支
し

援
えん

 

災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

に設置
せ っ ち

する「広域
こ う い き

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

支援
し え ん

本部
ほ ん ぶ

」と

語学
ご が く

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

と の 連携
れんけい

強化
き ょ う か

を 推進
すいしん

し 、 円滑
えんかつ

な

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

を支援
し え ん

します。【継続
けいぞく

】 

８４  関係
かんけい

機関
き か ん

とのネ
ね

ッ
っ

ト
と

ワ
わ

ー
ー

ク
く

整
せい

備
び

 

市町村
しちょ うそん

、市町村
しちょ うそん

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

、在県
ざいけん

外国
がいこく

公館
こ うかん

、外国人
がいこくじん

支援
し え ん

NPO など関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

と協力
きょうりょく

し、災害
さいがい

時
じ

の外
がい

国
こ く

人
じん

支
し

援
えん

活
かつ

動
ど う

が円滑
えんかつ

に進
すす

められるよう体制
たいせい

を整
ととの

えます。

【拡充
かくじゅう

】 

８５  メディア
め で ぃ あ

による災
さい

害
がい

情
じょう

報
ほ う

の多
た

言
げん

語
ご

化
か

の推進
すいしん

 

FM放送
ほ う そ う

などにより、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

に対
たい

し、多言語
た げ ん ご

で防災
ぼうさい

関連
かんれん

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

します。また、災害
さいがい

時
じ

の外
がい

国
こ く

人
じん

向
む

け情
じょう

報
ほ う

提
てい

供
きょう

に備
そな

え、県内
けんない

ラジオ局
ら じ お き ょ く

を始
はじ

めとした各種
かく し ゅ

メディア
め で ぃ あ

との

連携
れんけい

を図
はか

っていきます。【拡充
かくじゅう

】 

８６  地域
ち い き

安全
あんぜん

対策
たいさく

の

推
すい

進
しん

 

安全
あんぜん

・安心
あんしん

に関
かん

する情
じょう

報
ほ う

を、交番
こ うばん

、駐在所
ちゅうざいしょ

の広報紙
こ う ほ う し

や

巡回
じゅんかい

連絡
れんらく

の機会
き か い

を通
つう

じて提
てい

供
きょう

するほか、外国語
が い こ く ご

メディア
め で ぃ あ

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

や外国語
が い こ く ご

広報誌
こ う ほ う し

などにも情報
じょうほう

提供
ていきょう

して

いきます。 

外国人集
がいこくじんしゅう

住
じゅう

地区
ち く

などで、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

も参加
さ ん か

した防
ぼう

犯
はん

パ
ぱ

ト
と

ロ
ろ

ー
ー

ル
る

などの地域
ち い き

安全
あんぜん

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

少年
しょうねん

の非行
ひ こ う

防止
ぼ う し

を図
はか

るため、外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

や外国人
がいこくじん

少年
しょうねん

が在籍
ざいせき

する小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

などと連携
れんけい

した「非行
ひ こ う

防止
ぼ う し

教室
きょうしつ

」を

実施
じ っ し

するとともに、犯
はん

罪
ざい

に巻
ま

き込
こ

まれないように「防
ぼう

犯
はん

教
きょう

室
しつ

」を実
じっ

施
し

します。 

管内
かんない

の外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の居住
きょじゅう

実態
じったい

に応
おう

じて、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を

県内
けんない

各警察
かくけいさつ

署
し ょ

に設置
せ っ ち

されている警察
けいさつ

署協
しょきょう

議会
ぎ か い

43委員
い い ん

に

選出
せんしゅつ

していきます。 

                                         
43 地域

ち い き

住民
じゅうみん

などから選出
せんしゅつ

され、警察
けいさつ

行政
ぎょうせい

について、警察
けいさつ

署長
しょちょう

の諮問
し も ん

に応
おう

ずるとともに、警察
けいさつ

署長
しょちょう

に対
たい

して意
い

見
けん

を述
の

べる機関
き か ん

です。警察法
けいさつほう

に基
も と

づいて２００１年
ねん

から各警察
かくけいさつ

署
し ょ

に設置
せ っ ち

されています。 
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番号
ばんごう

 項
こ う

 目
も く

 内
ない

 容
よ う

 

８６ 

(続
つづ

き) 

 犯罪
はんざい

被害者
ひ が い し ゃ

などに対
たい

しては、刑
けい

事
じ

手
て

続
つづ

きの流
なが

れや相談
そうだん

窓口
まどぐち

などに関
かん

する情
じょう

報
ほ う

を提供
ていきょう

するための手
て

引
び

き（外
がい

国
こ く

語
ご

版
ばん

）を作成
さくせい

し、愛知県
あ い ち け ん

警察
けいさつ

のウェブページ
う ぇ ぶ ぺ ー じ

に掲載
けいさい

しま

す。【継続
けいぞく

】 

８７  交通
こ う つ う

安全
あんぜん

対策
たいさく

の

推進
すいしん

 

県
けん

のウェブページ
う ぇ ぶ ぺ ー じ

で、５ヶ
か

国
こ く

語
ご

（英語
え い ご

、ポルトガル語
ぽ る と が る ご

、ス
す

ペ
ぺ

イ
い

ン
ん

語
ご

、中国語
ち ゅ う ご く ご

、韓国
かんこく

･朝鮮語
ちょ うせんご

）の交通
こ う つ う

安全
あんぜん

情報
じょうほう

を

提供
ていきょう

します。また、外
がい

国
こ く

人
じん

県
けん

民
みん

向
む

け交
こ う

通
つう

安全
あんぜん

教育
きょういく

ビデオ
び で お

の貸出
かしだし

など啓発
けいはつ

に努
つと

めます。また、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を雇用
こ よ う

し

ている各企業
か く き ぎ ょ う

や事業所
じ ぎ ょ う し ょ

、外国人
がいこくじん

学校
がっこ う

などを対象
たいしょう

に、

各警察
かくけいさつ

署
し ょ

管内
かんない

の実態
じったい

に応
おう

じた交
こ う

通
つう

安
あん

全
ぜん

教
きょう

室
しつ

や講演会
こうえんかい

などを実施
じ っ し

します。【継続
けいぞく

】 

８８  犯罪
はんざい

の取
と り

締
し ま

り 外国人
がいこくじん

県民
けんみん

が被害者
ひ が い し ゃ

となるような犯罪
はんざい

、不
ふ

法
ほ う

就
しゅう

労
ろ う

助
じ ょ

長
ちょう

事
じ

犯
はん

など外国人
がいこくじん

県民
けんみん

を利用
り よ う

しようとする犯罪
はんざい

、外国人
がいこくじん

県民
けんみん

によって敢行
かんこ う

される各種
かく し ゅ

犯罪
はんざい

の取
と り

締
し ま

りを強化
き ょ う か

しま

す。【継続
けいぞく

】 

８９  多言語
た げ ん ご

による生活
せいかつ

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

の充
じゅう

実
じつ

 

多様
た よ う

な媒体
ばいたい

を活用
かつよう

して多言語
た げ ん ご

による生活
せいかつ

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

す

る中
なか

で、消費
し ょ う ひ

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

に関
かん

する暮
く

らしの情報
じょうほう

提供
ていきょう

につ

いても一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

っていきます。【継続
けいぞく

】 

９０  関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し

た安全
あんぜん

で安心
あんしん

なま

ちづくりの推進
すいしん

 

外国人
がいこくじん

県民
けんみん

の多
おお

い自
じ

治
ち

体
たい

や自治会
じ ち か い

などの関係
かんけい

機関
き か ん

と情
じょう

報
ほ う

交
こ う

換
かん

や意見
い け ん

交換
こ うかん

を行
おこな

い、安全
あんぜん

で安心
あんしん

なまちづくりに

向
む

けての連携
れんけい

した取組
と り く み

を推進
すいしん

することにより、地域
ち い き

の実
じつ

情
じょう

に応
おう

じた、きめ細
こ ま

かな対応
たいおう

を行
おこな

います。【新規
し ん き

】 

 


