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戦 争と破壊の20世紀に別れを告げ、21世紀こそ平和と共 生の世紀にしようと世界中
せんそう はかい せいき わか つ せいき へいわ きょうせい せいき せかいじゅう

の人 々が誓って迎えた 新 しい世紀でしたが、今 日の社 会は、国の内 外を問わず厳し
ひとびと ちか むか あたら せいき こんにち しゃかい くに ないがい と きび

い状 況にあります。なかでも人 々の生きる権利を奪う途 上国の貧 困や人 権侵 害、
じょうきょう ひとびと い けんり うば とじょうこく ひんこん じんけんしんがい

差別 格差などは さらなる大きな混 乱を生む要 因のひとつとして 国 際社 会が緊 急、 、 、
さべつ かくさ おお こんらん う よういん こくさいしゃかい きんきゅう

に解 決しなければならない課題となっています。
かいけつ かだい

こうした課題の解 決はこれまで、政府や国 際機関が取り組むべきこととされてきまし
かだい かいけつ せいふ こくさいきかん と く

た しかし今 日では 各 国 各地域での市民の主体的な取組みなしには こうした課題。 、 、 、
こんにち かっこく かくちいき しみん しゅたいてき とりく かだい

は決して解 決できないと世界中の多くの人 々が認 識するようになりました。
けっ かいけつ せかいじゅう おお ひとびと にんしき

神奈川県内では、国 際協 力ＮＧＯをはじめ多くの県 民がいち早くこのことに気づ
かながわけんない こくさいきょうりょく おお けんみん はや き

き、まずは顔の見える関 係の中での途上国支援や、差別のない神奈川の実 現に取り組
かお み かんけい なか とじょうこくしえん さべつ か な が わ じつげん と く

んできました。そして今、県 民のこの取組みは、県との協 働によってさらに前 進しよ
いま けんみん とりく けん きょうどう ぜんしん

おり、ＮＧＯかながわ国 際協 力会議に求められる役 割も、一 層大きくなっうとして
こくさいきょうりょくかいぎ もと やくわり いっそうおお

ています。

第３期を迎えた今期は 2002年11月にスタートしました 約２年 間にわたって 16回、 。 、
だい き むか こんき ねん がつ やく ねんかん かい

の会議と４回の予備会議を開 催して、テーマを決め、関 連事項を調 査・研 究・協 議
かいぎ かい よ び かいぎ かいさい き かんれんじこう ちょうさ けんきゅう きょうぎ

し、内 容をしぼり、提 言をまとめました。昨 年11月には外国 籍県 民かながわ会議と
ないよう ていげん さくねん がつ がいこくせきけんみん かいぎ

の合 同会議を、また本 年５月には公 聴 会を開 催し、外国 籍県 民やＮＧＯの方 々な
ごうどうかいぎ ほんねん がつ こうちょうかい かいさい がいこくせきけんみん かたがた

どから広くご意見を 伺 い、可能な限り提 言に反 映させました。
ひろ いけん うかが かのう かぎ ていげん はんえい

今期の提 言の特 徴は 県 民 企 業 国 際機関 団 体等の参加・協 力を得て 神奈川、 、 、 、 、
こんき ていげん とくちょう けんみん きぎょう こくさいきかん だんたいとう さんか きょうりょく え かな が わ

の人 材 知恵 技 術 資金 情 報 そして思いが一 体となった地域主 体の国 際協 力、 、 、 、 、
じんざい ち え ぎじゅつ しきん じょうほう おも いったい ちいきしゅたい こくさいきょうりょく

。 、 。の方 策を打ち出したことです また 差別を解 消するための制度案を示したことです
ほうさく う だ さべつ かいしょう せいどあん しめ

、 、 、 、県とＮＧＯの協 働は始まったばかりですが ＮＧＯの経 験や知識 情 報 行 動 力
けん きょうどう はじ けいけん ちしき じょうほう こうどうりょく

さらには国内外のネットワークなどを生かした国 際政 策は、 必 ずや地 球規模の課題
こくないがい い こくさいせいさく かなら ちきゅう き ぼ かだい

の解 決に寄与するものとなるでしょう。
かいけつ き よ

県におかれましては このたびの 私 たちの提 言に関しましてご理解いただき 施策化、 、
けん わたし ていげん かん りかい しさく か

に是非ともご尽 力 賜 りますよう 心 からお願い申し上げます。
ぜ ひ じんりょくたまわ こころ ねが もう あ
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１ 知事への提言
ち じ ていげん

（１）基本的視点
き ほ ん てき し て ん

共 生を実感できる神奈川と平和な国際社会の構築をめざす
きょうせい じっかん か な が わ へ い わ こくさいしゃかい こうちく

～ ＮＧＯと県との協 働のもとに ～
けん きょうどう

（ ） 、第３期ＮＧＯかながわ国際協 力会議が開催された２年間 2002年11月から2004年10月 は
だい き こくさいきょうりょく か い ぎ かいさい ねんかん ねん がつ ねん がつ

アフガニスタンやイラクで武力行使やテロにより多くの人々の命が犠牲になるとともに、そ
ぶりょく こ う し おお ひとびと いのち ぎ せ い

の影 響が世界中に広がった時期と重なります こうした状 況は日本に暮らす私たちに 世界。 、
えいきょう せかいじゅう ひろ じ き かさ じょうきょう に ほ ん く わたし せ か い

の平和や共 生の実現がいかに困難なことかを認識させるところとなりました。しかし私たち
へ い わ きょうせい じつげん こんなん にんしき わたし

はここで絶望することなく この困難な状 況を切り開くことができるのは自ら神奈川の地域、
ぜつぼう こんなん じょうきょう き ひら みずか か な が わ ち い き

で行動することであることをあらためて確信しました。
こうどう かくしん

これまで県内では、途上国住 民のニーズを満たす開発協 力の実施、南北問題の存在を知
けんない とじょうこくじゅうみん み かいはつきょうりょく じ っ し なんぼく もんだい そんざい し

り解決を考える開発教 育 地球市民教 育 の実践 外国籍県民へのさまざまな支援や制度改革（ ） 、
かいけつ かんが かいはつきょういく ちきゅう し み ん きょういく じっせん がいこくせきけんみん し え ん せ い ど かいかく

に向けた働きかけなど、県民によるさまざまな形の国際協 力が地域で地道に重ねられてき
む はたら けんみん かたち こくさいきょうりょく ち い き じ み ち かさ

ました。その努力は今、県との協 働のもと確実に多文化共 生、差別のない神奈川の実現につ
どりょく いま けん きょうどう かくじつ た ぶ ん か きょうせい さ べ つ か な が わ じつげん

ながりはじめています。第３期会議委員はこうした実践を「かながわモデル」と呼び、世界
だい き か い ぎ い い ん じっせん よ せ か い

の平和と共 生を実現するためにもっとも有効な手段・プロセスであると考えました。それは
へ い わ きょうせい じつげん ゆうこう しゅだん かんが

地域が人にやさしくなければ世界の平和も共 生も実現しないという認識から生まれたもので
ち い き ひと せ か い へ い わ きょうせい じつげん にんしき う

す。

提言は、こうした視点に基づく三つのテーマの８項目としました。いずれも共 生と平和の
ていげん し て ん もと みっ こうもく きょうせい へ い わ

21世紀を創造するために、ＮＧＯと県との協 働を前提としています。提言をまとめた際の
せ い き そうぞう けん きょうどう ぜんてい ていげん さい

留意点は次のとおりです。
りゅういてん つぎ

１点目は より高い実現可能性の重視です 前段としてこれまでの県の国際政策を確認し 併、 。 、
てん め たか じつげん か の う せ い じゅうし ぜんだん けん こくさいせいさく かくにん あわ

せて第１期、第２期の提言との関連性を整理、その実現状 況（施策化、実施、進 捗状 況）
だい き だい き ていげん かんれんせい せ い り じつげんじょうきょう し さ く か じ っ し しんちょくじょうきょう

を確認しました。その結果、第３期の提言は、より高い実現可能性を優先することとしまし
かくにん け っ か だい き ていげん たか じつげん か の う せ い ゆうせん

た。

２点目は、県の財政状 況に鑑み、提言の実施にはできるだけ予算を要しないことを考慮
てん め けん ざいせいじょうきょう かんが ていげん じ っ し よ さ ん よう こうりょ

しました。そのため、いくつかの提言は、県民、企業、国際機関、団体等の参加・協 力によ
ていげん けんみん きぎょう こくさい き か ん だんたいとう さ ん か きょうりょく

。 、 、 、 、る神奈川の多様な資源の活用を前提としました ちなみに神奈川の資源とは 人材 モノ 知恵
か な が わ た よ う し げ ん かつよう ぜんてい か な が わ し げ ん じんざい ち え

技術、情 報、資金など、地域主体の国際協 力の基盤となるものです。
ぎじゅつ じょうほう し き ん ち い き しゅたい こくさいきょうりょく き ば ん

世界が抱えるグローバルな課題に対して市民がどう責任を果たすかはその国、その地域の
せ か い かか か だ い たい し み ん せきにん は くに ち い き

社会の反映にほかなりません。このような時代だからこそ私たち神奈川のＮＧＯ・県民は
しゃかい はんえい じ だ い わたし か な が わ けんみん

地球市民としての責任を果たしたいと思います。
ちきゅう し み ん せきにん は おも
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第３期の委員は第２期の10名から２名減の８名となりました。委員は途上国で直 接・間接
だい き い い ん だい き めい めいげん めい い い ん とじょうこく ちょくせつ かんせつ

に開発プロジェクトを実施したり 外国籍県民の教 育 生活 言語 労働などの支援に取り組、 、 、 、
かいはつ じ っ し がいこくせきけんみん きょういく せいかつ げ ん ご ろうどう し え ん と く

んでいることから、それぞれの専門性と関心に基づき、Ａ部会（地域主体の国際協 力／途上
せんもんせい かんしん もと ぶ か い ち い き しゅたい こくさいきょうりょく とじょう

国支援）と、Ｂ部会（差別のない社会の実現をめざして）とに分かれて協議の場を持ちまし
こく し え ん ぶ か い さ べ つ しゃかい じつげん わ きょうぎ ば も

。 。 。た それは調査と協議を深めることとなりました 協議後は合同会議で共 有化を図りました
ちょうさ きょうぎ ふか きょうぎ ご ごうどう か い ぎ きょうゆう か はか

また、すべてのＮＧＯに共 通の課題である「ＮＧＯ活動の基盤整備の強化」については、常
きょうつう か だ い かつどう き ば ん せ い び きょうか つね

に合同会議の場で協議しました。
ごうどう か い ぎ ば きょうぎ

【Ａ部会】地域主体の国際協 力／途上国支援
ぶ か い ち い き しゅたい こくさいきょうりょく とじょうこく し え ん

①ＮＧＯ、県内企業、国際機関、公的研 究機関などの協 働・連携の促進について
けんないきぎょう こくさい き か ん こうてきけんきゅう き か ん きょうどう れんけい そくしん

②研 修員・留学生受入れ事業の継続と充 実・強化について
けんしゅういん りゅうがくせい う け い じぎょう けいぞく じゅうじつ きょうか

③開発教 育（地球市民教 育）の推進について
かいはつきょういく ちきゅう し み ん きょういく すいしん

Ａ部会では、当初は協議テーマを「神奈川の国際協 力の現 状と可能性」として、はじめ
ぶ か い とうしょ きょうぎ か な が わ こくさいきょうりょく げんじょう か の う せ い

に様々な角度から神奈川の国際協 力の可能性をさぐりました。協議の結果、①途上国支援を
さまざま か く ど か な が わ こくさいきょうりょく か の う せ い きょうぎ け っ か とじょうこく し え ん

実効あるものにするために、国際機関やＮＧＯとの協 働を促進する具体策として、ダイレク
じっこう こくさい き か ん きょうどう そくしん ぐ た い さく

トリーを作成する ②研 修員・留学生の受入れ事業を 県民・ＮＧＯと協 力して充 実・強化、 、
さくせい けんしゅういん りゅうがくせい う け い じぎょう けんみん きょうりょく じゅうじつ きょうか

する、③ＮＧＯの活動経験を現場で生かし、併せてＮＧＯが事業として取り組む方向での
かつどう けいけん げ ん ば い あわ じぎょう と く ほうこう

開発教 育の推進、の３項目を打ち出しました。
かいはつきょういく すいしん こうもく う だ

【Ｂ部会】差別のない社会の実現をめざして
ぶ か い さ べ つ しゃかい じつげん

①外国籍県民に対する日本語教 育について
がいこくせきけんみん たい に ほ ん ご きょういく

②外国籍県民の地方参政権について
がいこくせきけんみん ち ほ う さんせいけん

③人種平 等委員会（仮称）の設置について
じんしゅびょうどう い い ん かい かしょう せ っ ち

Ｂ部会では、現在外国籍県民が受けている差別の実態を把握して、その差別や不便が解 消
ぶ か い げんざい がいこくせきけんみん う さ べ つ じったい は あ く さ べ つ ふ べ ん かいしょう

される方策を考えました。解決には現場での対応をよりよいものにするための制度整備とと
ほうさく かんが かいけつ げ ん ば たいおう せ い ど せ い び

もに、国レベルの法律・制度の改革の必要性が議論されました。その中で県レベルでの実施
くに ほうりつ せ い ど かいかく ひつよう せい ぎ ろ ん なか けん じ っ し

が可能な施策として 地方参政権問題では県民の世論形成を 人種平 等委員会 仮称 の設置、 、 （ ）
か の う し さ く ち ほ う さんせいけんもんだい けんみん せ ろ ん けいせい じんしゅびょうどう い い ん かい かしょう せ っ ち

では人権に関する国際条 約の尊 重を前提とした当事者の救 済を提言としました。
じんけん かん こくさいじょうやく そんちょう ぜんてい と う じ し ゃ きゅうさい ていげん

【合同部会】ＮＧＯ活動の基盤整備の強化
ごうどう ぶ か い かつどう き ば ん せ い び きょうか

①ＮＧＯの活動拠点について
かつどうきょてん

②県民・県内企業・関係団体とＮＧＯを結びつけるシステムについて
けんみん けんないきぎょう かんけいだんたい むす

合同部会では、県との協 働を可能にするＮＧＯの自立のために、ＮＧＯ活動の基盤整備に
ごうどう ぶ か い けん きょうどう か の う じ り つ かつどう き ば ん せ い び

つながる方策を検討しました 特に県の直 接支援より 県民 企業 団体等 広く神奈川全域。 、 、 、 、
ほうさく けんとう とく けん ちょくせつ し え ん けんみん きぎょう だんたいとう ひろ か な が わ ぜんいき

からの支援・協 力を可能にする県の側面支援を提言としました。
し え ん きょうりょく か の う けん そくめん し え ん ていげん



- 6 -

「ＮＧＯ」の定義について－ＮＧＯかながわ国際協 力会議の協議の前提として－
て い ぎ こくさいきょうりょく か い ぎ きょうぎ ぜんてい

ＮＧＯとは、英語の の略で、もともとは、国連がNon-Governmental Organization
え い ご りゃく こくれん

政府以外の民間団体との関係において使用していた言葉ですが、現在では一般に広く
せ い ふ い が い みんかんだんたい かんけい し よ う こ と ば げんざい いっぱん ひろ

使用されています。
し よ う

私たちは、協議の前提となるＮＧＯについて、この会議の設置趣旨を踏まえ、国際
わたし きょうぎ ぜんてい か い ぎ せ っ ち し ゅ し ふ こくさい

交 流、国際協 力、地域の国際化、平和などの分野で活動する団体と考えました。
こうりゅう こくさいきょうりょく ち い き こくさい か へ い わ ぶ ん や かつどう だんたい かんが

また、地球的な規模で活動する団体だけではなく、市民活動団体やボランティアグ
ちきゅうてき き ぼ かつどう だんたい し み ん かつどうだんたい

ループのように地域で活動する団体も含めて考えることにしました。
ち い き かつどう だんたい ふく かんが

（第１期及び第２期かながわＮＧＯ国際協 力会議 最 終報告より）
だい き およ だい き こくさいきょうりょく か い ぎ さいしゅうほうこく
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（２）提言項目一覧
ていげんこうもくいちらん

◆ 地域主体の国際協 力／途上国支援
ち い き しゅたい こくさいきょうりょく とじょうこく し え ん

① ＮＧＯ、県内企業、国際機関、公的研 究機関などの協 働・連携の促進について
けんないきぎょう こくさい き か ん こうてきけんきゅう き か ん きょうどう れんけい そくしん

途上国が必要とする技術、特に環 境保全、地域振興、生活改善などに関す提言１
ていげん とじょう こく ひつよう ぎじゅつ とく かんきょう ほ ぜ ん ち い き しんこう せいかつ かいぜん かん

、 、 、る技術・知識を有する県内企業 研 究機関 個人のダイレクトリーを作成し
ぎじゅつ ち し き ゆう けんない きぎょう けんきゅう き か ん こ じ ん さくせい

ＮＧＯ 国内に事務所を置く国際機関 自治体などが実施している技術協 力、 、
こくない じ む し ょ お こくさい き か ん じ ち た い じ っ し ぎじゅつきょうりょく

プロジェクトへの支援につなげること。
し え ん

② 研 修員・留学生受入れ事業の継続と充 実・強化について
けんしゅういん りゅうがくせい う け い じぎょう けいぞく じゅうじつ きょうか

途上国の自立の主体となる人材を育成するため、研 修員・留学生の受入れ提言２
ていげん とじょう こく じ り つ しゅたい じんざい いくせい けんしゅういん りゅうがくせい う け い

事業を充 実・強化すること。
じぎょう じゅうじつ きょうか

、 、 。あわせて 県民の多文化理解を深め 多文化共 生社会の実現に資すること
けんみん た ぶ ん か り か い ふか た ぶ ん か きょうせいしゃかい じつげん し

③ 開発教 育（地球市民教 育）の推進について
かいはつきょういく ちきゅう し み ん きょういく すいしん

地球規模の諸課題を自らの問題として認識し、身近な生活の中からそれら提言３
ていげん ちきゅう き ぼ しょ か だ い みずか もんだい にんしき み ぢ か せいかつ なか

、 、の解決に向けて行動する地球市民を育て 多文化共 生社会を実現するために
かいけつ む こうどう ちきゅう し み ん そだ た ぶ ん か きょうせいしゃかい じつげん

県がそのリソース（信頼性・広報力・施設・資金力）を活用してイニシア
けん しんらい せい こうほうりょく し せ つ し き ん りょく かつよう

チブをとり、開発教 育（地球市民教 育）を推進すること。
かいはつきょういく ちきゅう し み ん きょういく すいしん

◆ 差別のない社会の実現をめざして
さ べ つ しゃかい じつげん

④ 外国籍県民に対する日本語教 育について
がいこくせきけんみん たい に ほ ん ご きょういく

日本語の読み・書きを含めた総合的・体系的な日本語教 育の機会を保障す提言４
ていげん に ほ ん ご よ か ふく そうごうてき たいけいてき に ほ ん ご きょういく き か い ほしょう

ること。
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⑤ 外国籍県民の地方参政権について
がいこくせきけんみん ち ほ う さんせいけん

外国籍県民への地方参政権の付与に向けた検討が、国で早期に進められる提言５
ていげん がい こくせき けんみん ち ほ う さんせいけん ふ よ む けんとう くに そ う き すす

ように議論の場を多く設定すること。
ぎ ろ ん ば おお せってい

⑥ 人種平 等委員会（仮称）の設置について
じんしゅびょうどう い い ん かい かしょう せ っ ち

多民族・多文化共 生社会の実現をめざし、最も大きな弊害となっている提言６
ていげん た みんぞく た ぶ ん か きょうせい しゃかい じつげん もっと おお へいがい

外国人に対する差別・排他性をなくしていくために 「人種平 等委員会」、
がいこくじん たい さ べ つ は い た せい じんしゅ びょうどう い い ん かい

（仮称）を設置すること。
かしょう せ っ ち

◆ ＮＧＯ活動の基盤整備の強化
かつどう き ば ん せ い び きょうか

⑦ ＮＧＯの活動拠点について
かつどうきょてん

、 、提言７ より多くのＮＧＯが 県民に身近なところで継続的に活動ができるように
ていげん おお けんみん み ぢ か けいぞくてき かつどう

既存施設の機能を改善するとともに、増設を県が側面支援すること。
き ぞ ん し せ つ き の う かいぜん ぞうせつ けん そくめん し え ん

⑧ 県民・県内企業・関係団体とＮＧＯを結びつけるシステムについて
けんみん けんないきぎょう かんけいだんたい むす

国際貢献に関心がある県民や県内企業・関係団体が、県内で活動する個々提言８
ていげん こくさい こうけん かんしん けんみん けんない きぎょう かんけい だんたい けんない かつどう こ こ

のＮＧＯに対して 資金支援や活動への参加ができるように 県はその公共性、 、
たい し き ん し え ん かつどう さ ん か けん こうきょうせい

と広報力などを生かして 両 者を結びつけるシステムをＮＧＯとともに創 出、
こうほうりょく い りょうしゃ むす そうしゅつ

すること。
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（３）提言
ていげん

◆ 地域主体の国際協 力／途上国支援
ち い き しゅたい こくさいきょうりょく とじょうこく し え ん

＜提言の趣旨＞
ていげん し ゅ し

「ヒト 「モノ 「カネ 「情 報」が国 境を越えて自由に行き来するグローバリゼーショ」 」 」
じょうほう こっきょう こ じ ゆ う い き

ンの中、日本に暮らす私たちの一挙手一投足が途上国の人々に大きな影 響を及ぼしている
なか に ほ ん く わたし いっきょしゅいっとうそく とじょうこく ひとびと おお えいきょう およ

ことを、私たちは認識しなければなりません。今、国際社会は、世界で５人に１人にもの
わたし にんしき いま こくさいしゃかい せ か い にん ひ と り

ぼる貧困人口の削減など地球規模の課題解決を数値目 標で示した「ミレニアム開発目 標
ひんこんじんこう さくげん ちきゅう き ぼ か だ い かいけつ す う ち もくひょう しめ かいはつもくひょう

（ の実現に向けて努力しています。MDGs）」（参考資料 参 照）p.25
さんこうしりょう さんしょう じつげん む どりょく

こうした時代に 神奈川県も県民もともに地域主体型国際協 力を通して 国際社会の一員、 、
じ だ い か な が わ け ん けんみん ち い き しゅたいがたこくさいきょうりょく とお こくさいしゃかい いちいん

次のような提言をまとめました。としての責任を果たすべきとの考えのもとで
せきにん は かんが つぎ ていげん

神奈川県は、国際貢献に意欲を示す多くの企業、研 究機関、個性豊かな人材に恵まれて
か な が わ け ん こくさいこうけん い よ く しめ おお きぎょう けんきゅう き か ん こ せ い ゆた じんざい めぐ

います。また、途上国の人々への支援活動を行っている多数のＮＧＯや、国際機関の活動
とじょうこく ひとびと し え ん かつどう おこな た す う こくさい き か ん かつどう

拠点（事務所）もあります。
きょてん じ む し ょ

しかし、企業、研 究機関、個人の多くは国際貢献をするためにはどこにアクセスすれば
きぎょう けんきゅう き か ん こ じ ん おお こくさいこうけん

よいか分からず、持てる力を発揮できていません。ＮＧＯや国際機関は、途上国には自分
わ も ちから は っ き こくさい き か ん とじょうこく じ ぶ ん

たちだけでは十 分に対応しきれないほど多くの問題があることを認識しています。この両
じゅうぶん たいおう おお もんだい にんしき りょう

者を機能的に結びつけることができれば、国際色豊かな神奈川という地域性を活かした、
しゃ き の う て き むす こくさいしょくゆた か な が わ ち い き せい い

地域主体の国際協 力を進めることができると考え、そのための具体策を「国際協 力ダイ
ち い き しゅたい こくさいきょうりょく すす かんが ぐ た い さく こくさいきょうりょく

レクトリーの作成」として提示しました （提言１）。
さくせい て い じ ていげん

県がこれまで取り組んできた海外からの研 修員・留学生の受入れ事業は、一定の成果を
けん と く かいがい けんしゅういん りゅうがくせい う け い じぎょう いってい せ い か

あげてきました 途上国の持続可能な開発 自立のために 現地で人々が必要とする保健衛生。 、 、
とじょうこく じ ぞ く か の う かいはつ じ り つ げ ん ち ひとびと ひつよう ほ け ん えいせい

。・医療・教 育・環 境・農村開発などの実務研 修の意義はますます重 要度を増しています
いりょう きょういく かんきょう のうそんかいはつ じ つ む けんしゅう い ぎ じゅうよう ど ま

この事業を引き続き実施し、充 実・強化することが求められます。提言には、研 修員・
じぎょう ひ つづ じ っ し じゅうじつ きょうか もと ていげん けんしゅういん

留学生との交 流が、県民の多文化理解を深め、ひいては、外国籍県民との相互理解・共 生
りゅうがくせい こうりゅう けんみん た ぶ ん か り か い ふか がいこくせきけんみん そ う ご り か い きょうせい

意識にもつながるという新たな視点も盛りこみました （提言２）。
い し き あら し て ん も ていげん

未来を担う子どもたちが、途上国の貧困と自分たちの暮らしが無関係ではないことを知
み ら い にな こ とじょうこく ひんこん じ ぶ ん く む か ん け い し

ることは、平和と共 生の世界を実現する上で欠くことができません。そのためには、まず
へ い わ きょうせい せ か い じつげん うえ か

教 育現場の教 員たちが地球市民の視点をもつことが必要との考えから、教 員研 修に開発
きょういく げ ん ば きょういん ちきゅう し み ん し て ん ひつよう かんが きょういんけんしゅう かいはつ

教 育（地球市民教 育）の枠を設けることを提言としました （提言３）。
きょういく ちきゅう し み ん きょういく わく もう ていげん ていげん
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① ＮＧＯ、県内企業、国際機関、公的研 究機関などの協 働・連携の促進について
けんないきぎょう こくさい き か ん こうてきけんきゅう き か ん きょうどう れんけい そくしん

途上国が必要とする技術、特に環 境保全、地域振興、生活改善などに関する技術提言１
ていげん とじょうこく ひつよう ぎじゅつ とく かんきょう ほ ぜ ん ち い き しんこう せいかつかいぜん かん ぎじゅつ

・知識を有する県内企業、研 究機関、個人のダイレクトリーを作成し、ＮＧＯ、国
ち し き ゆう けんないきぎょう けんきゅう き か ん こ じ ん さくせい こく

内に事務所を置く国際機関、自治体などが実施している技術協 力プロジェクトへ
ない じ む し ょ お こくさい き か ん じ ち た い じ っ し ぎじゅつきょうりょく

の支援につなげること。
し え ん

＜理由・背景＞
り ゆ う はいけい

○ ＮＧＯ活動が国際的な広がりを見せる中、企業も環 境等の国際協 力分野において積
かつどう こくさいてき ひろ み なか きぎょう かんきょうとう こくさいきょうりょく ぶ ん や せっ

極 的な役割を果たそうとするなど、国際貢献活動に力を入れつつある。
きょくてき やくわり は こくさいこうけんかつどう ちから い

○ こうした中、途上国からの要請に応じ日本の技術を紹 介している国際機関の日本事務
なか とじょうこく ようせい おう に ほ ん ぎじゅつ しょうかい こくさい き か ん に ほ ん じ む

所、ＮＧＯなどは、企業が有する技術や国際貢献への意欲についての情 報を把握するの
しょ きぎょう ゆう ぎじゅつ こくさいこうけん い よ く じょうほう は あ く

が困難とされる。同時に技術指導を行っている機関についても十 分にその事業内容を
こんなん ど う じ ぎじゅつ し ど う おこな き か ん じゅうぶん じぎょうないよう

把握できていない。
は あ く

○ そこで ＮＧＯ及び国際機関等と連携を図り 現在 途上国で必要とされている環 境保、 、 、
およ こくさい き か ん とう れんけい はか げんざい とじょうこく ひつよう かんきょう ほ

全 地域振興 生活改善などに関する技術・知識を持ち かつ 国際貢献に意欲のある企業、 、 、 、
ぜん ち い き しんこう せいかつかいぜん かん ぎじゅつ ち し き も こくさいこうけん い よ く きぎょう

・研 究機関・個人などの情 報を集めたダイレクトリーを作成・公開する。このことによ
けんきゅう き か ん こ じ ん じょうほう あつ さくせい こうかい

り、ＮＧＯ、国際機関等との協 働・連携による日本から途上国への技術協 力を円滑に
こくさい き か ん とう きょうどう れんけい に ほ ん とじょうこく ぎじゅつきょうりょく えんかつ

実施できるようにする。
じ っ し

実施イメージ
じ っ し

○ 各関連機関にアンケート調査を実施する。また、フォーラム（提言８実施イメージ
かく かんれん き か ん ちょうさ じ っ し ていげん じ っ し

参 照）等の参加者より掲載希望者を募る。
さんしょう とう さ ん か しゃ けいさい き ぼ う しゃ つの

○ ＮＧＯは県と協 働でダイレクトリーを作成する。
けん きょうどう さくせい

○ 技術分野別に作成したダイレクトリーは、途上国への技術協 力促進事業を行う
ぎじゅつ ぶ ん や べつ さくせい とじょうこく ぎじゅつきょうりょくそくしん じぎょう おこな

ＮＧＯ、国際協 力機構（ＪＩＣＡ 、国連環 境計画（ＵＮＥＰ ・国連工 業開発機関） ）
こくさいきょうりょく き こ う こくれんかんきょうけいかく こくれんこうぎょうかいはつ き か ん

（ＵＮＩＤＯ）などの国際機関、国内の自治体等に配布し、活用を依頼する。
こくさい き か ん こくない じ ち た い とう は い ふ かつよう い ら い

○ 県内の技術・知識を途上国に紹 介するセミナーを開催する。ＮＧＯ、在日大使館、
けんない ぎじゅつ ち し き とじょうこく しょうかい かいさい ざいにち た い し か ん

国際機関、国内関連機関及び県民に参加を促し、ダイレクトリーの活用法についても
こくさい き か ん こくないかんれん き か ん およ けんみん さ ん か うなが かつようほう

紹 介する。
しょうかい
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研 修員・留学生受入れ事業の継続と充 実・強化について②
けんしゅういん りゅうがくせい う け い じぎょう けいぞく じゅうじつ きょうか

途上国の自立の主体となる人材を育成するため、研 修員・留学生の受入れ事業提言２
ていげん とじょうこく じ り つ しゅたい じんざい いくせい けんしゅういん りゅうがくせい う け い じぎょう

を充 実・強化すること。
じゅうじつ きょうか

あわせて、県民の多文化理解を深め、多文化共 生社会の実現に資すること。
けんみん た ぶ ん か り か い ふか た ぶ ん か きょうせいしゃかい じつげん し

＜理由・背景＞
り ゆ う はいけい

○ 近年、我が国政府やＮＧＯによる途上国での学校建設や講師派遣など多様な展開が見
きんねん わ くにせい ふ とじょう こく がっこう けんせつ こ う し は け ん た よ う てんかい み

られる。

○ 神奈川県において、地域からの具体的な国際協 力の取組みとして、県内への研 修員
か な が わ け ん ち い き ぐ た い て き こくさいきょうりょく と り く けんない けんしゅういん

・留学生の受入れ事業がこれまでも実施されてきた。
りゅうがくせい う け い じぎょう じ っ し

○ 特に、途上国が必要とする保健・衛生・医療・教 育・福祉・環 境・生活改善・地域振
とく とじょうこく ひつよう ほ け ん えいせい いりょう きょういく ふ く し かんきょう せいかつかいぜん ち い き しん

興・農村開発などに関する実務研 修や留 学の意義は大きく、今後は、これらのテーマを
こう のうそんかいはつ かん じ つ む けんしゅう りゅうがく い ぎ おお こ ん ご

さらに拡大しつつ、研 修員・留学生受入れ事業を充 実・強化することが求められる。
かくだい けんしゅういん りゅうがくせい う け い じぎょう じゅうじつ きょうか もと

○ また、研 修員・留学生との交 流に取り組むことにより、県民の多文化理解を深め、外
けんしゅういん りゅうがくせい こうりゅう と く けんみん た ぶ ん か り か い ふか がい

国籍県民との相互理解を促進するなど、多文化共 生社会を実現する上で大きな効果が期
こくせきけんみん そ う ご り か い そくしん た ぶ ん か きょうせいしゃかい じつげん うえ おお こ う か き

待できる。
たい

実施イメージ
じ っ し

○ 県立保健福祉大学への留学生の受入れを積極的に推進する。
けんりつ ほ け ん ふ く し だいがく りゅうがくせい う け い せっきょくてき すいしん

○ これまでの海外技術研 修員受入れ事業の効果を検 証し、事業の充 実・強化を図る。
かいがいぎじゅつけんしゅういん う け い じぎょう こ う か けんしょう じぎょう じゅうじつ きょうか はか

○ 県内の研 修員・留学生の生活環 境の改善を図る。
けんない けんしゅういん りゅうがくせい せいかつかんきょう かいぜん はか

○ 県民・ＮＧＯとの協 力関係を密にする。
けんみん きょうりょくかんけい みつ

（１）研 修内容の検討・研 修員決定過程への県民・ＮＧＯの参加
けんしゅうないよう けんとう けんしゅういんけってい か て い けんみん さ ん か

（公募・推薦制度の導 入など）
こ う ぼ すいせん せ い ど どうにゅう

（２）研 修・授 業へのＮＧＯによる協 力
けんしゅう じゅぎょう きょうりょく

（講師の派遣、専門研 修・語学研 修への研 修員・留学生の受入れなど）
こ う し は け ん せんもんけんしゅう ご が く けんしゅう けんしゅういん りゅうがくせい う け い

（３）地域社会との交 流の促進
ち い き しゃかい こうりゅう そくしん

（ホームステイ、交 流会、成果発 表会、卒 業パーティなど）
こうりゅうかい せ い か はっぴょうかい そつぎょう

（４）経費支援
け い ひ し え ん

（県民・ＮＧＯからの寄附、スポンサー制度の導 入など）
けんみん き ふ せ い ど どうにゅう
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③ 開発教 育（地球市民教 育）の推進について
かいはつきょういく ちきゅう し み ん きょういく すいしん

地球規模の諸課題を自らの問題として認識し、身近な生活の中からそれらの解決提言３
ていげん ちきゅう き ぼ しょ か だ い みずか もんだい にんしき み ぢ か せいかつ なか かいけつ

に向けて行動する地球市民を育て、多文化共 生社会を実現するために、県がそのリ
む こうどう ちきゅう し み ん そだ た ぶ ん か きょうせいしゃかい じつげん けん

ソース（信頼性・広報力・施設・資金力）を活用してイニシアチブをとり、開発
しんらいせい こうほうりょく し せ つ し き ん りょく かつよう かいはつ

教 育（地球市民教 育）を推進すること。
きょういく ちきゅう し み ん きょういく すいしん

＜理由・背景＞
り ゆ う はいけい

、 、 、○ 経済をはじめとするあらゆる分野でグローバル化 ボーダレス化が進行する中 貧困
けいざい ぶ ん や か か しんこう なか ひんこん

環 境破壊、紛争など様々な地球規模の問題が発生しており、それらの問題は私たちの暮
かんきょう は か い ふんそう さまざま ちきゅう き ぼ もんだい はっせい もんだい わたし く

らし方と深く関わっている 私たちはこのことに気づき 日々の生活の中で 問題の解決。 、 、
かた ふか かか わたし き ひ び せいかつ なか もんだい かいけつ

に向けて「行動する」必要がある。
む こうどう ひつよう

○ 共に生きる公正な社会づくりをめざす「開発教 育 （地球市民教 育）は、人々の意識」
とも い こうせい しゃかい かいはつきょういく ちきゅう し み ん きょういく ひとびと い し き

を変え、行動につなげる大きな影 響 力をもっていると共に、多文化共 生社会の実現にも
か こうどう おお えいきょうりょく とも た ぶ ん か きょうせいしゃかい じつげん

有効である。教 育現場などで少しずつ広まりつつあるが、まだ、ほんの一部の人々にし
ゆうこう きょういく げ ん ば すこ ひろ い ち ぶ ひとびと

か認知されていない。
に ん ち

○ 小・中・高等学校では 総合的な学 習の時間 が設けられ その一環として国際理解「 」 、
しょう ちゅう こうとうがっこう そうごうてき がくしゅう じ か ん もう いっかん こくさい り か い

教 育が実施されているが 「英語を使えばいい」と取り違えられていたり、外国人をゲス、
きょういく じ っ し え い ご つか と ちが がいこくじん

トに呼んで３ （ 、 、 ）の紹 介に終わっている事例が多い。F Food Fashion Festival
よ しょうかい お じ れ い おお

○ 開発教 育（地球市民教 育）の成果を体験した一部の教 員が、学校内や地域に広めよう
かいはつきょういく ちきゅう し み ん きょういく せ い か たいけん い ち ぶ きょういん がっこうない ち い き ひろ

と奮闘しているが、理解を得るのが難しい。
ふんとう り か い え むずか

○ (財)神奈川県国際交 流協 会なども 多文化共 生 国際理解教 育の研 修会を頻繁に開催、 、
ざい か な が わ け ん こくさいこうりゅうきょうかい た ぶ ん か きょうせい こくさい り か い きょういく けんしゅうかい ひんぱん かいさい

し、開発教 育（地球市民教 育）の普及に努力しているが、すべての教 育関係者を巻き込
かいはつきょういく ちきゅう し み ん きょういく ふきゅう どりょく きょういくかんけいしゃ ま こ

むことは物理的に無理である。
ぶ つ り て き む り

○ 一方、県内に多数ある海外協 力ＮＧＯは、支援地における問題の解決に向けた取組み
いっぽう けんない た す う かいがいきょうりょく し え ん ち もんだい かいけつ む と り く

を通じて多くの現地情 報を把握しており、問題解決の方法を知っている。そして、支援
つう おお げ ん ち じょうほう は あ く もんだいかいけつ ほうほう し し え ん

活動を通じて蓄積した開発教 育（地球市民教 育）のノウハウを学校や地域に伝え、地球
かつどう つう ちくせき かいはつきょういく ちきゅう し み ん きょういく がっこう ち い き つた ちきゅう

市民の育成に貢献することを望んでいる。
し み ん いくせい こうけん のぞ

実施イメージ
じ っ し

○ 県立総合教 育センターの研 修事業の中に開発教 育（地球市民教 育）の枠を設け、
けんりつ そうごうきょういく けんしゅうじぎょう なか かいはつきょういく ちきゅう し み ん きょういく わく もう

できる限り多くの教 員がこの研 修を受けるようにする。
かぎ おお きょういん けんしゅう う

○ 研 修の講師としてＮＧＯを招いたり、ＮＧＯと協 働してカリキュラム作りを行った
けんしゅう こ う し まね きょうどう づく おこな

りするなど、県内のＮＧＯをリソースとして活用し、地球市民の育成を図る。
けんない かつよう ちきゅう し み ん いくせい はか

○ 学校だけでなく、市町村など自治体が主催する生 涯学 習のプログラムや子ども向け
がっこう しちょうそん じ ち た い しゅさい しょうがいがくしゅう こ む

のイベント等に開発教 育（地球市民教 育）を盛り込み、一般市民や未来を担う子ども
とう かいはつきょういく ちきゅう し み ん きょういく も こ いっぱん し み ん み ら い にな こ

たちの間にも地球市民としての意識を広める。
あいだ ちきゅう し み ん い し き ひろ
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◆ 差別のない社会の実現をめざして
さ べ つ しゃかい じつげん

＜提言の趣旨＞
ていげん し ゅ し

、 、2003年12月31日時点の神奈川県内の外国人登録者数は149,012人 国籍数は159か国に上り
ねん がつ にち じ て ん か な が わ け ん ない がいこくじんとうろくしゃすう にん こくせきすう こく のぼ

2004年１月１日現在の本県の人口が8,697,720人であることから、県民の58人に１人が外国籍
ねん がつついたちげんざい ほんけん じんこう にん けんみん にん ひ と り がいこくせき

県民となっています。
けんみん

1975年12月31日時点の外国人登録者数は41,266人、国籍数は85か国であり、2003年12月31
ねん がつ にち じ て ん がいこくじん とうろくしゃすう にん こくせきすう こく ねん がつ

日時点では外国人登録者数は約3.6倍、国籍数は約1.9倍にもなっています。
にち じ て ん がいこくじんとうろくしゃすう やく ばい こくせきすう やく ばい

このような多民族・多文化社会にあって、平和・共 生社会を構築するためには、なにより
た みんぞく た ぶ ん か し ゃ かい へ い わ きょうせいしゃかい こうちく

、 。もお互いの文化・言語などの独自性を尊 重し 人間としての個性を認め合うことが大切です
たが ぶ ん か げ ん ご ど く じ せ い そんちょう にんげん こ せ い みと あ たいせつ

また、外国籍県民の数がこのように増えたといっても、日本人に対してはマイノリテイの
がいこくせき けんみん かず ふ に ほ ん じ ん たい

、 。立場でしかなく その声は私たちにはほとんど届いていないとの認識をもつことが大切です
た ち ば こえ わたし とど にんしき たいせつ

我が国では、コリアン民族やアイヌ民族に対する同化政策を行ってきた過去があります。
わ くに みんぞく みんぞく たい ど う か せいさく おこな か こ

、 、 、 、今日でも 言語 宗 教 習 慣等への理解不足から外国籍県民への偏見や差別意識により
こんにち げ ん ご しゅうきょう しゅうかんとう り か い ぶ そ く がいこくせきけんみん へんけん さ べ つ い し き

様々な人権問題が生じています。
さまざま じんけんもんだい しょう

このような現 状にあって、平和・共 生社会の構築のために差別のない社会の実現をめざす
げんじょう へ い わ きょうせいしゃかい こうちく さ べ つ しゃかい じつげん

べきとの考えのもとで、次のような提言をまとめました。
かんが つぎ ていげん

外国籍県民が地域社会の一員として自立し、安心して生活を営むためには、日本語の習 得
がいこくせきけんみん ち い き しゃかい いちいん じ り つ あんしん せいかつ いとな に ほ ん ご しゅうとく

が不可欠ですが 現 状ではそのような機会が不足しています そのため 地域で生活をする上、 。 、
ふ か け つ げんじょう き か い ぶ そ く ち い き せいかつ うえ

で必要な日本語を総合的・体系的に学べるような、日本語教 育の機会の保障を提言としまし
ひつよう に ほ ん ご そうごうてき たいけいてき まな に ほ ん ご きょういく き か い ほしょう ていげん

た （提言４）。
ていげん

神奈川県内の外国籍県民が毎年増加傾向にあり、地域社会の構成員としての役割も大きく
か な が わ け ん ない がいこくせき けんみん まいねん ぞ う か けいこう ち い き しゃかい こうせいいん やくわり おお

なっています。こうした状 況のもと、外国籍県民への地方参政権の付与に向けた検討が国で
じょうきょう がいこくせきけんみん ち ほ う さんせいけん ふ よ む けんとう くに

早期に進められるよう、神奈川県内においても幅広く議論の場を設定することを提言としま
そ う き すす か な が わ け ん ない はばひろ ぎ ろ ん ば せってい ていげん

した （提言５）。
ていげん

いろいろな民族 そして様々な文化が平和に共 生する社会を実現していくためには 外国人、 、
みんぞく さまざま ぶ ん か へ い わ きょうせい しゃかい じつげん がいこくじん

。 、「 」 、に対する差別の問題を解決していくことが必要です そのため 人種平 等委員会 を設置し
たい さ べ つ もんだい かいけつ ひつよう じんしゅびょうどう い い ん かい せ っ ち

差別の解 消に向けて取り組むことを提言としました （提言６）。
さ べ つ かいしょう む と く ていげん ていげん
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④ 外国籍県民に対する日本語教 育について
がいこくせきけんみん たい に ほ ん ご きょういく

日本語の読み・書きを含めた総合的・体系的な日本語教 育の機会を保障するこ提言４
ていげん に ほ ん ご よ か ふく そうごうてき たいけいてき に ほ ん ご きょういく き か い ほしょう

と。

＜理由・背景＞
り ゆ う はいけい

○ 外国籍県民が地域で自立して生活ができるよう、また地域住 民として社会参加ができ
がいこくせきけんみん ち い き じ り つ せいかつ ち い き じゅうみん しゃかい さ ん か

るようになるためには日本語の習 得が不可欠である。
に ほ ん ご しゅうとく ふ か け つ

○ 外国籍県民にとって必要なものは、地域社会の仕組みを知り、適応するための総合的
がいこくせき けんみん ひつよう ち い き しゃかい し く し てきおう そうごうてき

・体系的な日本語教 育であると考える。
たいけいてき に ほ ん ご きょういく かんが

○ 具体的には、主に職場での仕事をする上での日本語力、行 政窓口や学校・病 院窓口
ぐ た い て き おも しょくば し ご と うえ に ほ ん ご りょく ぎょうせいまどぐち がっこう びょういんまどぐち

などでの聴 解力・会話力、書類手続きの際の読解・表記力などである。
ちょうかいりょく か い わ りょく しょるい て つ づ さい どっかい ひょうきりょく

〇 神奈川県内には多くのボランティアの日本語教 室があるが、その多くが週１回２時間
か な が わ け ん ない おお に ほ ん ご きょうしつ おお しゅう かい に じ か ん

で主に初 級会話を中 心とする教 室である、また、日本語学校は、大学・専門学校進学者
おも しょきゅう か い わ ちゅうしん きょうしつ に ほ ん ご がっこう だいがく せんもんがっこうしんがくしゃ

を対 象とした日本語教 育である。つまり、全くの初心者を対 象とした、地域で生活を
たいしょう に ほ ん ご きょういく まった しょしんしゃ たいしょう ち い き せいかつ

する上で必要な日本語を総合的・体系的に学べるところはほとんどない。
うえ ひつよう に ほ ん ご そうごうてき たいけいてき まな

〇 外国籍児童・生徒は地域の学校に入 学後、いきなり日本語での授 業を余儀なくされ、
がいこくせき じ ど う せ い と ち い き がっこう にゅうがく ご に ほ ん ご じゅぎょう よ ぎ

勉 強についていくことができない子どもも多い。読み・書きを含めた学 習言語としての
べんきょう こ おお よ か ふく がくしゅう げ ん ご

日本語を学ぶ機会がないために、教科書や授 業で使われる日本語の意味が理解できない
に ほ ん ご まな き か い きょうかしょ じゅぎょう つか に ほ ん ご い み り か い

ためである。

〇 また、日本語が十 分に理解できない外国籍県民のための通訳・翻訳は、外国籍県民の
に ほ ん ご じゅうぶん り か い がいこくせきけんみん つうやく ほんやく がいこくせきけんみん

増加に伴い、日々の生活の中で必要とされているが、通訳・翻訳ができる人材が数少な
ぞ う か ともな ひ び せいかつ なか ひつよう つうやく ほんやく じんざい かずすく

いのが現 状である。
げんじょう

〇 これらのことから、子どもから大人まで外国籍県民が安心して地域で生活できるため
こ お と な がいこくせき けんみん あんしん ち い き せいかつ

には、日本語教 育の機会の保障が重 要であると考える。
に ほ ん ご きょういく き か い ほしょう じゅうよう かんが

実施イメージ
じ っ し

○ 日本語が全くできない外国籍県民のために、ＮＧＯ・行 政・日本語教 育の専門家が
に ほ ん ご まった がいこくせきけんみん ぎょうせい に ほ ん ご きょういく せ ん も ん か

連携して、四技能（読む・書く・聞く・話す）を含めた短期集 中型の日本語教 育を、
れんけい よん ぎ の う よ か き はな ふく た ん き しゅうちゅうがた に ほ ん ご きょういく

無料または対 象者の負担を少なくして実施する。
むりょう たいしょうしゃ ふ た ん すく じ っ し

○ 小学校・中学校・高校に通う外国籍児童・生徒が 各学校の授 業の中で 日本語教、 、
しょうがっこう ちゅうがっこう こうこう かよ がいこくせき じ ど う せ い と かくがっこう じゅぎょう なか に ほ ん ご きょう

育の専門家から学 習言語としての日本語を修 得できる機会をつくる。
いく せ ん も ん か がくしゅう げ ん ご に ほ ん ご しゅうとく き か い

○ 日本語が十 分に理解できない外国籍県民が日々の生活の中で必要とするレベルの
に ほ ん ご じゅうぶん り か い がいこくせき けんみん ひ び せいかつ なか ひつよう

通訳・翻訳を行う外国籍県民に対して、日本語研修を実施する。
つうやく ほんやく おこな がいこくせきけんみん たい にほんごけんしゅう じ っ し
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⑤ 外国籍県民の地方参政権について
がいこくせきけんみん ち ほ う さんせいけん

外国籍県民への地方参政権の付与に向けた検討が、国で早期に進められるように提言５
ていげん がいこくせきけんみん ち ほ う さんせいけん ふ よ む けんとう くに そ う き すす

議論の場を多く設定すること。
ぎ ろ ん ば おお せってい

＜理由・背景＞
り ゆ う はいけい

○ それぞれの国に歴史があるように、一人ひとりの人生にも歴史、物 語がある。また、
くに れ き し ひ と り じんせい れ き し ものがたり

。 、そのこと自体が尊 重される時代へと変化している どこでどのように暮らすかを選択し
じ た い そんちょう じ だ い へ ん か く せんたく

ルールを守っている人々に、本来当然あるべき権利の範 疇として、一定の条件付きで
まも ひとびと ほんらいとうぜん け ん り はんちゅう いってい じょうけんつ

地方参政権が付与されるべきであると考える。
ち ほ う さんせいけん ふ よ かんが

○ 神奈川県内には、人口比58人に１人の割合で外国籍県民が生活している（2003（平成
か な が わ け ん ない じんこう ひ にん ひ と り わりあい がいこくせき けんみん せいかつ へいせい

15）年12月末日時点 。このように国際化が進む中、地域社会の構成員として納税等、）
がつまつ じ つ じ てん こくさい か すす なか ち い き しゃかい こうせいいん のうぜいとう

日本人と同様の義務を果たしているにもかかわらず、地方参政権を有しないことは、大
に ほ ん じ ん どうよう ぎ む は ち ほ う さんせいけん ゆう おお

きくバランスを欠いていると考える。
か かんが

○ また、県からも、地方参政権や民生委員など外国籍県民に対して法律的に地域参加の
けん ち ほ う さんせいけん みんせい い い ん がいこくせき けんみん たい ほうりつてき ち い き さ ん か

道が閉ざされている制度についての改善の検討を行うよう、毎年国へ要望書が提 出され
みち と せ い ど かいぜん けんとう おこな まいとしくに ようぼうしょ ていしゅつ

ている。

○ 外国籍県民への地方参政権の付与に関して、当事者である外国籍県民の間でも賛否
がいこくせきけんみん ち ほ う さんせいけん ふ よ かん と う じ し ゃ がいこくせきけんみん あいだ さ ん ぴ

両 論がある現 状を踏まえ、県民の共 通認識を醸 成するため、県とＮＧＯの共 催による
りょうろん げんじょう ふ けんみん きょうつうにんしき じょうせい けん きょうさい

フォーラム等を開催するなど、議論の場を多く設定する必要がある。
とう かいさい ぎ ろ ん ば おお せってい ひつよう

実施イメージ
じ っ し

「 」 。○ 県とＮＧＯの共 催で 外国籍県民への地方参政権を考えるフォーラム を実施する
けん きょうさい がいこくせきけんみん ち ほ う さんせいけん かんが じ っ し

○ 国際問題に向き合う県下の大学、及び市民団体にＮＧＯかながわ国際協 力会議第３
こくさいもんだい む あ け ん か だいがく およ し み ん だんたい こくさいきょうりょく か い ぎ だい

期最 終報告を送付、検討を依頼する。
き さいしゅうほうこく そ う ふ けんとう い ら い
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⑥ 人種平 等委員会（仮称）の設置について
じんしゅびょうどう い い ん かい かしょう せ っ ち

多民族・多文化共 生社会の実現をめざし、最も大きな弊害となっている外国人提言６
ていげん た みんぞく た ぶ ん か きょうせいしゃかい じつげん もっと おお へいがい がいこくじん

に対する差別・排他性をなくしていくために 「人種平 等委員会 （仮称）を設置、 」
たい さ べ つ は い た せい じんしゅびょうどう い い ん かい かしょう せ っ ち

すること。

＜理由・背景＞
り ゆ う はいけい

○ 日本国内において また 神奈川県において 就 職活動や住 居探しのなかで 外国人、 、 、 、
に ほ ん こ く ない か な が わ け ん しゅうしょくかつどう じゅうきょさが がいこくじん

に対する差別は依然として存在し、外国籍県民かながわ会議の第１期及び第２期最 終報
たい さ べ つ い ぜ ん そんざい がいこくせきけんみん か い ぎ だい き およ だい き さいしゅうほう

告においても、差別の問題が取り上げられている。
こく さ べ つ もんだい と あ

○ 外国人労働者の支援に取り組むＮＧＯや労働組合などは、各地域でそれぞれの活動を
がいこくじん ろうどうしゃ し え ん と く ろうどうくみあい か く ち い き かつどう

続けているが、特に、最近の外国人労働者に対する日本の排他的風 潮の高まりへの懸念
つづ とく さいきん がいこくじん ろうどうしゃ たい に ほ ん は い た て き ふうちょう たか け ね ん

を共 通認識として持っている。
きょうつうにんしき も

○ このような外国人差別すなわち人種差別の現 状を打破するために、神奈川県における
がいこくじん さ べ つ じんしゅ さ べ つ げんじょう だ は か な が わ け ん

人種平 等委員会の設置を提案するものである。
じんしゅびょうどう い い ん かい せ っ ち ていあん

実施イメージ
じ っ し

人種平 等委員会（仮称）
じんしゅびょうどう い い ん かい かしょう

○ 人種平 等委員会(以下 委員会 という )は 人種差別による被害者を救 済し 差別「 」 。 、 、
じんしゅびょうどう い い ん かい い か い い ん かい じんしゅ さ べ つ ひ が い し ゃ きゅうさい さ べ つ

をなくすための重要事項を調査審議し、県知事に政策提言を行う権限を持つ。
じゅうようごとこう ちょうさ し ん ぎ けん ち じ せいさくていげん おこな けんげん も

○ 委員会は、人種差別問題に関する学識経験者、弁護士、外国人の人権支援ＮＧＯ、
い い ん かい じんしゅ さ べつもんだい かん がくしき けいけん しゃ べ ん ご し がいこくじん じんけん し え ん

長年にわたり差別問題に取り組んできた諸団体関係者及び外国籍県民で組織し、神奈
ながねん さ べつもんだい と く しょだんたい かんけいしゃ およ がい こくせき けんみん そ し き か な

川県知事から委嘱されたものとする。
がわけん ち じ いしょく

○ 被害者を救 済するために、委員会は、公 共団体、事業所及び公務員、県民に対する
ひ が い し ゃ きゅうさい い い ん かい こうきょうだんたい じぎょうしょおよ こ う む い ん けんみん たい

必要な是正措置を知事に求める。
ひつよう ぜ せ い そ ち ち じ もと

○ 人種差別の被害を受けた者又はその事実を知った者は、委員会に訴えることができ
じんしゅ さ べ つ ひ が い う ものまた じ じ つ し もの い い ん かい うった

る。

○ 委員会は、被害者救 済のための公平・公正な審議を行う機関とする。
い い ん かい ひ が い し ゃ きゅうさい こうへい こうせい し ん ぎ おこな き か ん

＊ 人種平 等委員会の運営にあたっては、日本において効 力を有する人種差別撤廃条 約
じんしゅびょうどう い い ん かい うんえい に ほ ん こうりょく ゆう じんしゅ さ べ つ てっぱいじょうやく

その他の人権に関する国際条 約について、国際的に認められた解 釈及び適用を尊 重す
た じんけん かん こくさいじょうやく こくさいてき みと かいしゃくおよ てきよう そんちょう

るものとする。
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◆ ＮＧＯ活動の基盤整備の強化
かつどう き ば ん せ い び きょうか

＜提言の趣旨＞
ていげん し ゅ し

県の国際協 力施策をより実効性あるものにするには、ＮＧＯと県の協 働が不可欠です。
けん こくさいきょうりょく し さ く じっこうせい けん きょうどう ふ か け つ

また、県民の身近なところで活動するＮＧＯの存在は、地域の国際化及び県民の地球市民
けんみん み ぢ か かつどう そんざい ち い き こくさい か およ けんみん ちきゅう し み ん

。 、 、としての意識醸 成にとって極めて有効であることは明らかです しかし 県内ＮＧＯを見た時
い し き じょうせい きわ ゆうこう あき けんない み とき

私たちはその期待に応えられるだけの活動基盤をもつ団体が極めて少ない実 情に気づかされ
わたし き た い こた かつどう き ば ん だんたい きわ すく じつじょう き

ます。多くのＮＧＯは経済的に脆 弱であり、活動拠点となる事務所がなかったり専 従職 員を
おお けいざいてき ぜいじゃく かつどうきょてん じ む し ょ せんじゅうしょくいん

雇用できないという悩みを抱えています。
こ よ う なや かか

この問題を解決する必要性は第１期ですでに議論され 第２期では ＮＧＯ活動の基盤整備、 、「
もんだい かいけつ ひつようせい だい き ぎ ろ ん だい き かつどう き ば ん せ い び

について」という項目に含まれました。
こうもく ふく

今期も引き続きこのＮＧＯ活動の基盤整備のために、特に県の財政負担を増やさない方法
こ ん き ひ つづ かつどう き ば ん せ い び とく けん ざいせい ふ た ん ふ ほうほう

で何ができるか議論を重ねました その結果 県の直 接支援より 県民 企業 団体 市町村。 、 、 、 、 、
なに ぎ ろ ん かさ け っ か けん ちょくせつ し え ん けんみん きぎょう だんたい しちょうそん

などの支援･協 力が可能になる県の側面支援を提言としました また 第２期の ＮＧＯ活動。 、 「
し え ん きょうりょく か の う けん そくめん し え ん ていげん だい き かつどう

の基盤整備」に「強化」を加えて、確実に基盤整備につながる具体的提言をめざしました。
き ば ん せ い び きょうか くわ かくじつ き ば ん せ い び ぐ た い て き ていげん

ＮＧＯが活動拠点を持ち また より多くの県民 県内企業 関係団体がＮＧＯの活動に関、 、 、 、
かつどうきょてん も おお けんみん けんないきぎょう かんけいだんたい かつどう かか

わるための県の具体的施策が 「ＮＧＯ活動の基盤整備の強化」に有効かつ急務と考えて、次、
けん ぐ た い て き し さ く かつどう き ば ん せ い び きょうか ゆうこう きゅうむ かんが つぎ

のような提言をまとめました。
ていげん

財政的基盤が弱い多くのＮＧＯにとって、活動拠点としての事務所の確保は非常に大きな
ざいせいてき き ば ん よわ おお かつどう きょてん じ む し ょ か く ほ ひじょう おお

問題であり、事務所がないために活動に支障をきたしている場合が多く見られます。そのた
もんだい じ む し ょ かつどう ししょう ば あ い おお み

め、既存施設の機能改善等によって、ＮＧＯが事務所として使えるようなスペースを確保す
き ぞ ん し せ つ き の う かいぜん とう じ む し ょ つか か く ほ

ることを提言としました （提言７）。
ていげん ていげん

現在、県内における国際貢献への関心が高まりを見せていますが、そうした関心が県内
げんざい けんない こくさい こうけん かんしん たか み かんしん けんない

ＮＧＯの活動に効果的に結び付いていない場合も数多く見られます。そのため、県とＮＧＯ
かつどう こ う か て き むす つ ば あ い かずおお み けん

とが連携して、県民や県内企業・関係団体と、県内のＮＧＯとを効果的に結びつけるシステ
れんけい けんみん けんない きぎょう かんけい だんたい けんない こ う か て き むす

ムを構築することを提言としました （提言８）。
こうちく ていげん ていげん
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⑦ ＮＧＯの活動拠点について
かつどうきょてん

より多くのＮＧＯが、県民に身近なところで継続的に活動ができるように、既存提言７
ていげん おお けんみん み ぢ か けいぞくてき かつどう き ぞ ん

施設の機能を改善するとともに、増設を県が側面支援すること。
し せ つ き の う かいぜん ぞうせつ けん そくめん し え ん

＜理由・背景＞
り ゆ う はいけい

○ 「かながわ県民活動サポートセンター」などＮＧＯの活動拠点整備に関するこれまで
けんみん かつどう かつどう きょてん せ い び かん

の県の取組みは、県内ＮＧＯの活動を支え、活動の促進に大いに寄与している。
けん と り く けんない かつどう ささ かつどう そくしん おお き よ

○ しかし、多くのＮＧＯにとって、事務所の確保は財政的に依然として困難であり、
おお じ む し ょ か く ほ ざいせいてき い ぜ ん こんなん

個人宅を事務所として活動している状 況である。
こ じ ん たく じ む し ょ かつどう じょうきょう

○ また、県及び市町村の市民活動を支える施設の多くは、会議室やフリースペースを設
けんおよ しちょうそん し み ん かつどう ささ し せ つ おお か い ぎ しつ もう

けていて、学 習会・打ち合わせ、簡単な作業などに対する便宜を図っているが、ＮＧＯ
がくしゅうかい う あ かんたん さぎょう たい べ ん ぎ はか

が事務所として使用できるような、小規模な個別スペースを設置しているところはほと
じ む し ょ し よ う し ょ う き ぼ こ べ つ せ っ ち

んどない。

○ そのため、既存施設の間取りを一部変更して、各ＮＧＯが事務所として使用できるよ
き ぞ ん し せ つ ま ど い ち ぶ へんこう かく じ む し ょ し よ う

うな、小規模に区切られたスペースを提 供するようにすれば、財政的な理由から独立し
し ょ う き ぼ く ぎ ていきょう ざいせいてき り ゆ う どくりつ

た事務所を持つことができないＮＧＯも活動拠点を確保でき、活動が一層充 実する。
じ む し ょ も かつどうきょてん か く ほ かつどう いっそうじゅうじつ

○ さらに、施設を訪れる県民も気軽に事務所スペースに立ち寄って、ＮＧＯの日 常の活
し せ つ おとず けんみん き が る じ む し ょ た よ にちじょう かつ

動に直 接ふれることができるようになり、それによって各地域のＮＧＯ活動に多くの県
どう ちょくせつ か く ち い き かつどう おお けん

民の関心や参加が得られ、県内ＮＧＯのさらなる発展につながる。
みん かんしん さ ん か え けんない はってん

実施イメージ
じ っ し

○ 県施設の整備・開設にあたって、個別スペース設置などＮＧＯの活動拠点の整備強
けん し せ つ せ い び かいせつ こ べ つ せ っ ち かつどうきょてん せ い び きょう

化に配慮するとともに、県下各自治体に対してもＮＧＯが地域内に活動拠点を持てる
か はいりょ け ん か かく じ ち た い たい ち い き ない かつどう きょてん も

ように、市民活動支援（サポート）センターなどの施設拡 充について働きかける。
し み ん かつどう し え ん し せ つ かくじゅう はたら

○ 低料 金または無償でＮＧＯに事務所スペースを提 供できる民間、公 共の遊 休施設
ていりょうきん むしょう じ む し ょ ていきょう みんかん こうきょう ゆうきゅう し せ つ

についての情 報を県が収 集・提 供し 事務所スペースを必要としているＮＧＯの個々、
じょうほう けん しゅうしゅう ていきょう じ む し ょ ひつよう こ こ

の努力をサポートする。
どりょく
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⑧ 県民・県内企業・関係団体とＮＧＯを結びつけるシステムについて
けんみん けんないきぎょう かんけいだんたい むす

国際貢献に関心がある県民や県内企業・関係団体が、県内で活動する個々の提言８
ていげん こくさいこうけん かんしん けんみん けんないきぎょう かんけいだんたい けんない かつどう こ こ

ＮＧＯに対して、資金支援や活動への参加ができるように、県はその公 共性と広報
たい し き ん し え ん かつどう さ ん か けん こうきょうせい こうほう

力 どを生かして、両 者を結びつけるシステムをＮＧＯとともに創 出すること。な
りょく い りょうしゃ むす そうしゅつ

＜理由・背景＞
り ゆ う はいけい

○ 今日、県民や県内企業・関係団体の中で、国際貢献に対する関心が高まりを見せてい
こんにち けんみん けんない きぎょう かんけい だんたい なか こくさいこうけん たい かんしん たか み

るが、県内で活動するＮＧＯとの連携はほとんどとれていない。
けんない かつどう れんけい

○ 県民等からの資金支援の多くが、ユニセフや赤十字などの国際機関や、マスコミを通
けんみんとう し き ん し え ん おお せきじゅうじ こくさい き か ん とお

して紹 介される有名大規模ＮＧＯへの寄附などとなっている。
しょうかい ゆうめい だ い き ぼ き ふ

○ 一方、県内ＮＧＯは、地道な活動を継続して実績をあげているものの、その活動基盤
いっぽう けんない じ み ち かつどう けいぞく じっせき かつどう き ば ん

を整備・拡 充し、活動を発展させる上で必要とする財源や人材確保に関して、常に厳し
せ い び かくじゅう かつどう はってん うえ ひつよう ざいげん じんざい か く ほ かん つね きび

い状 況に直 面している。
じょうきょう ちょくめん

○ 活動現場のニーズに的確に応え、支援者の意思を反映させることができる県内ＮＧＯ
かつどう げ ん ば てきかく こた し え ん しゃ い し はんえい けんない

の活動を、県民や県内企業・関係団体が財政面や人的に支えることは、神奈川県という
かつどう けんみん けんない きぎょう かんけい だんたい ざいせいめん じんてき ささ か な が わ け ん

地域が主体となって取り組む国際協 力の重 要な要素である。
ち い き しゅたい と く こくさいきょうりょく じゅうよう よ う そ

実施イメージ
じ っ し

○ 県は、県内ＮＧＯ有志グループ（今期「ＮＧＯかながわ国際協 力会議」委員など）
けん けんない ゆ う し こ ん き こくさいきょうりょく か い ぎ い い ん

を呼びかけ人としてその発足が期待されるＮＧＯ自主管理組織「県民・ＮＧＯ連携推
よ にん ほっそく き た い じ し ゅ か ん り そ し き けんみん れんけい すい

進委員会（仮称 」に協 力して、フォーラムや広報媒体を通じて、国際貢献に関心が）
しん い い ん かい かしょう きょうりょく こうほう ばいたい つう こくさいこうけん かんしん

ある県民や県内企業･関係団体と、ＮＧＯが出会える場、手段の創 出に努める。
けんみん けんないきぎょう かんけいだんたい で あ ば しゅだん そうしゅつ つと
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２ 提言以外に協議された事項
ていげん い が い きょうぎ じ こ う

今期の会議で、提言以外に協議をした主な事項は次のとおりである。
こ ん き か い ぎ ていげん い が い きょうぎ おも じ こ う つぎ

○ これまでの提言の進 捗状 況について
ていげん しんちょくじょうきょう

○ 人種差別撤廃条 例の制定について
じんしゅ さ べ つ てっぱいじょうれい せいてい

○ 難民定 住者のことを広く一般に知らせる場の設置について
なんみんていじゅうしゃ ひろ いっぱん し ば せ っ ち

○ ＮＧＯかながわ国際協 力会議のＰＲについて
こくさいきょうりょく か い ぎ

○ ＮＰＯの活動を保障するための保険制度について
かつどう ほしょう ほ け ん せ い ど

○ ＮＧＯ同士が協 力して活動資金を獲得する方法について
ど う し きょうりょく かつどう し き ん かくとく ほうほう

○ ＮＧＯに寄附をした場合の、税の優遇措置の充 実について
き ふ ば あ い ぜい ゆうぐう そ ち じゅうじつ

○ ＮＧＯの行う国際協 力活動のための、望ましい助成金のあり方について
おこな こくさいきょうりょくかつどう のぞ じょせいきん かた

○ 海外現地ＮＧＯ組織の運営基盤の強化、海外現地ＮＧＯとのコミュニケーション
かいがい げ ん ち そ し き うんえい き ば ん きょうか かいがい げ ん ち

の確保について
か く ほ

○ 子育てが一段落した外国籍の親で、母国との国際交 流に取り組む熱意がある人々
こ そ だ ひとだんらく がいこくせき おや ぼ こ く こくさいこうりゅう と く ね つ い ひとびと

の活用について
かつよう

○ 企業で海外勤務経験のある語学堪能な人で、退 職後外国人に日本語を教える熱意
きぎょう かいがい き ん む けいけん ご が く たんのう ひと たいしょく ご がいこくじん に ほ ん ご おし ね つ い

のある人々の活用について
ひとびと かつよう

○ ＮＧＯ活動への企業の貢献を、企業にとっての直接的なメリットにつなげる方法
かつどう きぎょう こうけん きぎょう ちょくせつてき ほうほう

について

○ より効果的な海外協 力活動のための、ＮＧＯ活動の成功及び失敗事例の整理・分
こ う か て き かいがいきょうりょくかつどう かつどう せいこうおよ しっぱい じ れ い せ い り ぶん

析について
せき

○ 行 政の外国人相談窓口において、地域の行事のお知らせを翻訳するサービスにつ
ぎょうせい がいこくじん そうだん まどぐち ち い き ぎょうじ し ほんやく

いて

○ 研 修員・留学生のための里親制度について
けんしゅういん りゅうがくせい さとおや せ い ど
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３ 会議・活動状 況
か い ぎ かつどうじょうきょう

＜第１回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００２年１１月２３日（土）１５：３０～１７：００
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：地球市民かながわプラザ ワークショップルーム
ば し ょ ちきゅう し み ん

内容：委嘱式、会議の目的・運営方法、正副委員長の選任、今後の会議日程
ないよう いしょくしき か い ぎ もくてき うんえいほうほう せいふく い い ん ちょう せんにん こ ん ご か い ぎ にってい

＜第２回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００２年１２月１４日（土）１５：３０～１８：２０
に ち じ ねん がつじゅうよっか ど

場所：地球市民かながわプラザ ワークショップルーム
ば し ょ ちきゅう し み ん

内容：第１期提言にかかる施策化検討状 況、今後協議すべきテーマ、部会の設置、
ないよう だい き ていげん し さ く か けんとうじょうきょう こ ん ご きょうぎ ぶ か い せ っ ち

ニュースレターの発行
はっこう

＜第３回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００３年２月１５日（土）１５：３０～１８：２０
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：地球市民かながわプラザ ワークショップルーム
ば し ょ ちきゅう し み ん

内容：協議テーマ、今後の会議の進め方の検討、部会の設置
ないよう きょうぎ こ ん ご か い ぎ すす かた けんとう ぶ か い せ っ ち

＜第４回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００３年３月８日（土）１５：３０～１８：２０
に ち じ ねん がつ よ う か ど

場所：地球市民かながわプラザ ワークショップルーム
ば し ょ ちきゅう し み ん

内容：ＮＰＯの定義、県のＮＰＯ支援・協 働施策
ないよう て い ぎ けん し え ん きょうどう し さ く

＜第５回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００３年４月１９日（土）１５：３０～１９：２０
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：地球市民かながわプラザ ワークショップルーム
ば し ょ ちきゅう し み ん

内容：国際協 力に関する現 状把握
ないよう こくさいきょうりょく かん げんじょう は あ く

＜第６回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００３年５月２４日（土）１５：３０～１８：３０
に ち じ ねん がつにじゅうよっか ど

場所：地球市民かながわプラザ 研 修室Ａ
ば し ょ ちきゅう し み ん けんしゅうしつ

内容：神奈川県の人権施策、外国籍県民からの意見聴 取、条 例
ないよう か な が わ け ん じんけん し さ く がいこくせきけんみん い け ん ちょうしゅ じょうれい

＜第７回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００３年７月１２日（土）１６：００～１８：３０
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：地球市民かながわプラザ中会議室
ば し ょ ちきゅう し み ん ちゅう か い ぎ しつ

内容：提言作成に向けての会議の進め方・スケジュール、テーマ別協議事項
ないよう ていげんさくせい む か い ぎ すす かた べつきょうぎ じ こ う
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＜第１回予備会議＞●
だい かい よ び か い ぎ

日時：２００３年８月３０日（土）１４：００～１７：００
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：かながわ県民センター 特別会議室
ば し ょ けんみん とくべつ か い ぎ しつ

内容：両部会の所属委員の決定、両部会長の選 出
ないよう りょう ぶ か い しょぞく い い ん けってい りょう ぶ か い ちょう せんしゅつ

＜第８回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００３年９月１３日（土）１５：３０～１８：３０
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：地球市民かながわプラザ ワークショップルーム、中会議室
ば し ょ ちきゅう し み ん ちゅう か い ぎ しつ

内容：自治体の国際協 力、外国籍住 民の地方参政権、国内外の自治体間の連携、人種
ないよう じ ち た い こくさいきょうりょく がいこくせきじゅうみん ち ほ う さんせいけん こくないがい じ ち た い かん れんけい じんしゅ

差別の撤廃
さ べ つ てっぱい

＜第９回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００３年１１月２９日（土）１５：３０～１８：３０
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：地球市民かながわプラザ 大会議室、ワークショップルーム、中会議室
ば し ょ ちきゅう し み ん だい か い ぎ しつ ちゅう か い ぎ しつ

内容：外国籍県民かながわ会議との合同会議、県の国際協 力、定 住外国人の地方
ないよう がいこくせきけんみん か い ぎ ごうどう か い ぎ けん こくさいきょうりょく ていじゅうがいこくじん ち ほ う

参政権、日本語教 育機会の保障、人種差別撤廃条 例の制定
さんせいけん に ほ ん ご きょういく き か い ほしょう じんしゅ さ べ つ てっぱいじょうれい せいてい

＜第10回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００３年１２月１３日（土）１５：３０～１９：１０
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：地球市民かながわプラザ ワークショップルーム、中会議室
ば し ょ ちきゅう し み ん ちゅう か い ぎ しつ

内容：ＮＧＯ関係者からの意見聴 取、提言骨子案の検討
ないよう かんけいしゃ い け ん ちょうしゅ ていげん こ っ し あん けんとう

＜第２回予備会議＞●
だい かい よ び か い ぎ

日時：２００４年１月１７日（土）１４：００～１７：００
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：かながわ県民センター 特別会議室
ば し ょ けんみん とくべつ か い ぎ しつ

内容：公聴会の日程、提言骨子案の検討
ないよう こうちょうかい にってい ていげん こ っ し あん けんとう

＜第11回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００４年２月７日（土）１５：３０～１８：３０
に ち じ ねん がつ な の か ど

場所：地球市民かながわプラザ 中会議室
ば し ょ ちきゅう し み ん ちゅう か い ぎ しつ

内容：公聴会、提言骨子案の検討
ないよう こうちょうかい ていげん こ っ し あん けんとう

＜第12回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００４年３月１３日（土）１５：３０～１８：３０
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：地球市民かながわプラザ 中会議室
ば し ょ ちきゅう し み ん ちゅう か い ぎ しつ

内容：提言骨子案の検討
ないよう ていげん こ っ し あん けんとう
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＜第３回予備会議＞●
だい かい よ び か い ぎ

日時：２００４年４月２４日（土）１４：００～１７：００
に ち じ ねん がつにじゅうよっか ど

場所：地球市民かながわプラザ ワークショップルーム
ば し ょ ちきゅう し み ん

内容：公聴会、提言骨子案の検討
ないよう こうちょうかい ていげん こ っ し あん けんとう

＜第13回・公聴会＞○
だい かい こうちょうかい

日時：２００４年５月３０日（日）１３：３０～１６：００
に ち じ ねん がつ にち にち

場所：地球市民かながわプラザ 大会議室
ば し ょ ちきゅう し み ん だい か い ぎ しつ

内容：提言骨子案について説明し、参加者と意見交換
ないよう ていげん こ っ し あん せつめい さ ん か しゃ い け ん こうかん

＜第14回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００４年６月２６日（土）１５：３０～１８：３０
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：地球市民かながわプラザ ワークショップルーム
ば し ょ ちきゅう し み ん

内容：公聴会の結果報告、最 終報告案の検討
ないよう こうちょうかい け っ か ほうこく さいしゅうほうこくあん けんとう

＜第15回会議＞○
だい かい か い ぎ

日時：２００４年７月１７日（土）１５：３０～１８：３０
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：地球市民かながわプラザ ワークショップルーム
ば し ょ ちきゅう し み ん

内容：最 終報告案の検討
ないよう さいしゅうほうこくあん けんとう

＜第４回予備会議＞●
だい かい よ び か い ぎ

日時：２００４年８月１７日（火）１３：００～１６：００
に ち じ ねん がつ にち か

場所：かながわ県民センター 特別会議室
ば し ょ けんみん とくべつ か い ぎ しつ

内容：最 終報告案の検討
ないよう さいしゅうほうこくあん けんとう

○ ＜第16回会議＞
だい かい か い ぎ

日時：２００４年９月１８日（土）１５：３０～２０：００
に ち じ ねん がつ にち ど

場所：地球市民かながわプラザ ワークショップルーム
ば し ょ ちきゅう し み ん

内容：最 終報告の取りまとめ
ないよう さいしゅうほうこく と
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４ 参考資料
さんこうしりょう

（１）用語解説
よ う ご かいせつ

ア【自治体の国際協 力】
じ ち た い こくさいきょうりょく

近年国際協 力の担い手として自治体が注 目されている。貧困撲滅がテーマで開催された
きんねん こくさいきょうりょく にな て じ ち た い ちゅうもく ひんこん ぼくめつ かいさい

国連社会開発サミット 1995コペンハーゲン の宣言では自治体の国際協 力に対する期待「 」（ ）
こくれんしゃかいかいはつ せんげん じ ち た い こくさいきょうりょく たい き た い

が表 明された。またこのサミットに向けては自治体側も国際地方自治体連合（ ）が、IULA
ひょうめい む じ ち た い がわ こくさい ち ほ う じ ち た い れんごう

「地域自治体が社会発展を促進し地元住 民を動かし、貧困と闘い、社会統合をはかる上で
ち い き じ ち た い しゃかい はってん そくしん じ も と じゅうみん うご ひんこん たたか しゃかい とうごう うえ

中 心的統合者、リーダー、仲 介者である」と宣言して、地域主体型開発協 力（ ＝CDI
ちゅうしん てき とうごう しゃ ちゅうかい しゃ せんげん ち い き しゅたい がた かいはつ きょうりょく

）の重 要性を自らアピールした。Community-based Development Initiatives
じゅうようせい みずか

（ ）、「 」日本国内でも1995年 平成7年 自治体国際協 力推進大綱の策定に関する指針について
に ほ ん こ く ない ねん へいせい ねん じ ち た い こくさいきょうりょくすいしんたいこう さくてい かん し し ん

と題する自治省の通知が全国の都道府県、指定都市に示され 「交 流から協 力へ」がキーワ、
だい じ ち し ょ う つ う ち ぜんこく と ど う ふ け ん し て い と し しめ こうりゅう きょうりょく

ードとなって自治体の国際協 力が推進されるようになった。また2003年（平成15年）に改訂
じ ち た い こくさいきょうりょく すいしん ねん へいせい ねん かいてい

された 大綱には 国内の 大学 地方公 共団体 経済団体 労働団体などの関係者ODA NGO「 、 、 、 、
たいこう こくない だいがく ち ほ う こうきょうだんたい けいざいだんたい ろうどうだんたい かんけいしゃ

が に参加し、その技術や知見をいかすことができるよう連携を強化する」と明記され、ODA
さ ん か ぎじゅつ ち け ん れんけい きょうか め い き

のパートナーとしての視点からも自治体の国際協 力が重 要であることが明確になっODA
し て ん じ ち た い こくさいきょうりょく じゅうよう めいかく

た。今では や多くの住 民も以下の理由から自治体が国際協 力を行うことの必然性、NGO
いま おお じゅうみん い か り ゆ う じ ち た い こくさいきょうりょく おこな ひつぜんせい

意義を認識している。
い ぎ にんしき

・ あらゆる分野のグローバル化、国際社会における相互依存関係の深化、外国籍県民の
ぶ ん や か こくさい しゃかい そ う ご い ぞ ん かんけい し ん か がいこくせき けんみん

増加など地域社会と国際社会との距離が縮まり 途上国の貧困問題も住 民の身近な関心事、
ぞ う か ち い き しゃかい こくさいしゃかい き ょ り ちぢ とじょうこく ひんこんもんだい じゅうみん み ぢ か か ん し ん じ

になった。

・ 途上国の貧困や環 境破壊などを引き起こす原因のひとつが日本に暮らす自分たちの
とじょうこく ひんこん かんきょう は か い ひ お げんいん に ほ ん く じ ぶ ん

生き方暮らし方に関係があることを住 民自身が認識するようになり 解決のためには地域、
い かた く かた かんけい じゅうみん じ し ん にんしき かいけつ ち い き

からの国際協 力も必要と考えるようになった。
こくさいきょうりょく ひつよう かんが

・ 自治体や住 民は 自治体がもつ食 住 安全な水 保健・衛生・医療 教 育などに関、 、 、 、 、
じ ち た い じゅうみん じ ち た い しょく じゅう あんぜん みず ほ け ん えいせい いりょう きょういく かん

するノウハウは、途上国の人々が必要とする社会開発、 （ ＝生BHN Basic Human Needs
とじょうこく ひとびと ひつよう しゃかいかいはつ い

きるための基本的な要 求）の充 足を実現するものであることを認識している。
き ほ ん てき ようきゅう じゅうそく じつげん にんしき

・ 人や文化、知恵、技術などの地域資源の活用は、援助する側の地域活性化につながる
ひと ぶ ん か ち え ぎじゅつ ち い き し げ ん かつよう えんじょ がわ ち い き かっせい か

ことに気がついた。
き

地域社会の経営の主体である自治体が国際協 力に取り組むことに対する人々の理解は必
ち い き しゃかい けいえい しゅたい じ ち た い こくさいきょうりょく と く たい ひとびと り か い かなら

ずしも十 分とはいえない。自治体は との協 働で開発教 育を実施して、住 民のさらなるNGO
じゅうぶん じ ち た い きょうどう かいはつきょういく じ っ し じゅうみん

理解と参加・協 力を得る努力をする必要がある。
り か い さ ん か きょうりょく え どりょく ひつよう

イ【協 働とは】
きょうどう

「 」 「 」 「 」、「 」、きょうどう には同じように 二者以上が行動をともにする という意味で 共 同 協 同
おな に しゃいじょう こうどう い み きょうどう きょうどう

「協 働」があるが、そのなかで「協 働（協 力して働くこと （ 広辞苑 ）はもっとも新）」『 』
きょうどう きょうどう きょうりょく はたら こ う じ え ん あたら

しい概念であるといえる この概念が多用されるようになったのは人々が多様な生き方を尊 重。
がいねん がいねん た よ う ひとびと た よ う い かた そんちょう
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するようになった1990年代に入ってからのことである。税金による行 政のサービスは、当然
ねんだい はい ぜいきん ぎょうせい とうぜん

のことながら公平性、コスト面などが優先され、個々のニーズにきめこまかく対応すること
こうへいせい めん ゆうせん こ こ たいおう

はできない。そこで人々はサービスの受け手にもなり、サービスの提 供者にもなるために自
ひとびと う て ていきょうしゃ みずか

NPOら責任を果たすことを考え 共 通の利益 関心事 問題に対して自発的に組織を作って、 、 、
せきにん は かんが きょうつう り え き か ん し ん じ もんだい たい じ は つ て き そ し き つく

として活動するようになった。
かつどう

は 福祉 環 境 国際・地域 町づくり 文化 教 育 スポーツ 人権 国際協 力NPO 、 、 （ ）、 、 、 、 、 、
ふ く し かんきょう こくさい ち い き まち ぶ ん か きょういく じんけん こくさいきょうりょく

などさまざまな分野で実績をあげ、市民のニーズに対応できることを証 明してきた。 はNPO
ぶ ん や じっせき し み ん たいおう しょうめい

いまや組織としてそれを一過性のものとせず、社会的主体であることに責任を持ち、行 政や
そ し き い っ か せい しゃかいてきしゅたい せきにん も ぎょうせい

企業と並ぶ社会セクターのひとつとなっている。
きぎょう なら しゃかい

。 、行 政と の市民へのサービスはどちらかが不要というのではない 人々はより適切でNPO
ぎょうせい し み ん ふ よ う ひとびと てきせつ

より効率的、効果的な課題解決のために両 者がそれぞれの異なる特性を生かして対応してく
こうりつてき こ う か て き か だ い かいけつ りょうしゃ こと とくせい い たいおう

れることを望む。この最善・最 良の対応、課題の解決をめざして政府や自治体が ととNPO
のぞ さいぜん さいりょう たいおう か だ い かいけつ せ い ふ じ ち た い

もに対等な立場で協 力して働くことが「協 働」である 『 基礎講座 （山岡義典 編著。 』NPO
たいとう た ち ば きょうりょく はたら きょうどう き そ こ う ざ やまおかよしのり へんちょ

ぎょうせい 1997）の定義による協 働の条 件は①「相互自立」…お互いに自立した存在であ
て い ぎ きょうどう じょうけん そ う ご じ り つ たが じ り つ そんざい

るとの認識 ② 対等関係 …力 量や資源の差異を超えた対等な関係 ③ 役割分担 …一方的、 「 」 、 「 」
にんしき たいとうかんけい りきりょう し げ ん さ い こ たいとう かんけい やくわりぶんたん いっぽうてき

な押し付けでなく充 分な話し合いによる合意の上での役割分担である。人々が望む市民主権
お つ じゅうぶん はな あ ご う い うえ やくわりぶんたん ひとびと のぞ し み ん しゅけん

の確立した社会、市民の主体性が優先される社会において、政府機関や自治体と とのNPO
かくりつ しゃかい し み ん しゅたいせい ゆうせん しゃかい せ い ふ き か ん じ ち た い

NPO協 働は必要不可欠な要素となってきた。1990年代半ば頃から全国の自治体で「行 政と
きょうどう ひつよう ふ か け つ よ う そ ねんだいなか ごろ ぜんこく じ ち た い ぎょうせい

との協 働」は優先課題となり、特に福祉の分野での取り組みを中 心として協 働事例が増えて
きょうどう ゆうせん か だ い とく ふ く し ぶ ん や と く ちゅうしん きょうどう じ れ い ふ

いる。

ウ【ミレニアム開発目 標(ＭＤＧｓ)】
かいはつもくひょう

2000年９月の国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言と、1990年代に
ねん がつ こくれん さいたく こくれん せんげん ねんだい

開催された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目 標を統合し、一つの共 通の
かいさい しゅよう こくさい か い ぎ さいたく こくさい かいはつもくひょう とうごう ひと きょうつう

Millennium Development Goals枠組みとしてまとめられたものがミレニアム開発目 標（
わ く ぐ かいはつ もくひょう

）である。:MDGs
これは、先進国と途上国双方を含む世界中の指導者が、人間開発（ ）human development

せんしんこく とじょうこくそうほう ふく せかいじゅう し ど う しゃ にんげんかいはつ

を推進する上で最も国際社会の支援を必要とする喫緊の課題に対して、2015年という達成
すいしん うえ もっと こくさい しゃかい し え ん ひつよう きっきん か だ い たい ねん たっせい

期限と具体的な数値目 標を定めて実現を公約したものであり 国際社会がとるべき行動の指針、
き げ ん ぐ た い て き す う ち もくひょう さだ じつげん こうやく こくさいしゃかい こうどう し し ん

として、次のとおり８つの目 標が掲げられている。
つぎ もくひょう かか

① 極度の貧困と飢餓の撲滅
きょくど ひんこん き が ぼくめつ

・2015年までに１日１ドル未満で暮らす人口比率を半減させる。
ねん にち み ま ん く じんこう ひ り つ はんげん

・2015年までに飢餓に苦しむ人口の割合を半減させる。
ねん き が くる じんこう わりあい はんげん

② 普遍的初等教 育の達成
ふ へ ん てきしょとうきょういく たっせい

・2015年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教 育の全課程を修 了できるよう
ねん すべ こ だんじょ く べ つ しょとうきょういく ぜ ん か て い しゅうりょう

にする。

③ ジェンダーの平 等の推進と女性の地位向 上
びょうどう すいしん じょせい ち い こうじょう

・初等・中 等教 育における男女格差の解 消を2005年までには達成し、2015年までに全
しょとう ちゅうとうきょういく だんじょ か く さ かいしょう ねん たっせい ねん すべ

ての教 育レベルにおける男女格差を解 消する。
きょういく だんじょ か く さ かいしょう
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④ 幼児死亡率の削減
よ う じ し ぼ う り つ さくげん

・2015年までに５歳未満児の死亡率を３分の２減 少させる。
ねん さい み ま ん じ し ぼ う り つ ぶん げんしょう

⑤ 妊産婦の健康の改善
に ん さ ん ぷ けんこう かいぜん

・2015年までに妊産婦の死亡率を４分の３減 少させる。
ねん に ん さ ん ぷ し ぼ う り つ ぶん げんしょう

⑥ ／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止HIV
た しっぺい まんえん ぼ う し

・ ／エイズの蔓延を2015年までに阻止し、その後減 少させる。HIV
まんえん ねん そ し ご げんしょう

・マラリア及びその他の主要な疾病の発生を2015年までに阻止し、その後発生率を下げ
およ た しゅよう しっぺい はっせい ねん そ し ご はっせいりつ さ

る。

⑦ 環 境の持続可能性の確保
かんきょう じ ぞ く か の う せ い か く ほ

・持続可能な開発の原則を各国の政策や戦 略に反映させ 環 境資源の喪失を阻止し 回復、 、
じ ぞ く か の う かいはつ げんそく かっこく せいさく せんりゃく はんえい かんきょう し げ ん そうしつ そ し かいふく

を図る。
はか

・2015年までに、安全な飲料水を継続的に利用できない人々の割合を半減する。
ねん あんぜん いんりょうすい けいぞくてき り よ う ひとびと わりあい はんげん

・2020年までに、最低１億人のスラム居 住者の生活を大幅に改善する。
ねん さいてい おくにん きょじゅうしゃ せいかつ おおはば かいぜん

⑧ 開発のためのグローバル・パートナーシップの推進
かいはつ すいしん

・開放的で、ルールに基づいた、予測可能でかつ差別のない貿易及び金融システムのさ
かいほうてき もと よ そ く か の う さ べ つ ぼうえきおよ きんゆう

らなる構築を推進する。
こうちく すいしん

・最貧国の特別なニーズに取り組む。
さいひんこく とくべつ と く

・内陸国及び小島嶼途上国の特別なニーズに取り組む。
ないりくこくおよ しょうとうしょとじょうこく とくべつ と く

・国内及び国際的な措置を通じて 途上国の債務問題に包括的に取り組み 債務を長期的、 、
こくないおよ こくさいてき そ ち つう とじょうこく さ い む もんだい ほうかつてき と く さ い む ちょうきてき

に持続可能なものとする。
じ ぞ く か の う

・途上国と協 力し 適切で生産性のある仕事を若者に提 供するための戦 略を策定・実施、
とじょうこく きょうりょく てきせつ せいさんせい し ご と わかもの ていきょう せんりゃく さくてい じ っ し

する。

・製薬会社と協 力し、途上国において、人々が安価で必須医薬品を入 手・利用できる
せいやく かいしゃ きょうりょく とじょうこく ひとびと あ ん か ひ っ す い や く ひん にゅうしゅ り よ う

ようにする。

・民間セクターと協 力し、特に情 報・通信分野の新技術による利益が得られるように
みんかん きょうりょく とく じょうほう つうしん ぶ ん や しんぎじゅつ り え き え

する。

エ【国際理解教 育と開発教 育】
こくさいり か いきょういく かいはつきょういく

国際理解教 育と開発教 育は成立の経緯や歴史が異なるものの、共に、人権、環 境、平和、異
こくさい り か い きょういく かいはつきょういく せいりつ け い い れ き し こと とも じんけん かんきょう へ い わ い

文化理解、開発など地域や世界に共 通する課題について、現 状を知り、その解決に主体的に参加
ぶ ん か り か い かいはつ ち い き せ か い きょうつう か だ い げんじょう し かいけつ しゅたいてき さ ん か

する人々を育てるためのものである。
ひとびと そだ

しかし日本では 国際理解教 育は外国語学 習 ＝英語教 育 国際交 流 異文化理解教 育が中 心、 （ ）、 、
に ほ ん こくさい り か いきょういく が い こ く ごがくしゅう え い ごきょういく こくさいこうりゅう い ぶ ん か り か いきょういく ちゅうしん

であり、開発教 育は貧困・南北問題、人権、環 境、平和など人類共 通の課題に取り組むための
かいはつきょういく ひんこん なんぼくもんだい じんけん かんきょう へ い わ じんるいきょうつう か だ い と く

ものと認識され実施されている。
にんしき じ っ し

(ｱ)【国際理解教 育】
こくさいり か いきょういく

第２次世界大戦後 ユネスコが 国際理解 国際協 力及び国際平和のための教 育並びに人権及、 「 、
だい じ せ か い たいせん ご こくさい り か い こくさいきょうりょくおよ こくさい へ い わ きょういくなら じんけんおよ

」（ ） 、び基本的自由についての教 育に関する勧告 1974年11月19日 第18回ユネスコ総会採択 を出し
き ほ ん てき じ ゆ う きょういく かん かんこく ねん がつ にち だい かい そうかいさいたく だ

次の諸目的が、教 育政策の主要な指導原則とみなされるべきであるとした。
つぎ しょもくてき きょういくせいさく しゅよう し ど う げんそく
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・すべての段階及び形態の教 育に国際的側面及び世界的視点をもたせること。
だんかいおよ けいたい きょういく こくさいてきそくめんおよ せ か い て き し て ん

・すべての民族並びにその文化 文明 価値及び生活様式 国内の民族文化及び他国民の文化、 、 （
みんぞくなら ぶ ん か ぶんめい か ち およ せいかつようしき こくない みんぞく ぶ ん か およ た こ く みん ぶ ん か

を含む ）に対する理解と尊 重。
ふく たい り か い そんちょう

・諸民族及び諸国民の間に世界的な相互依存関係が増大していることの認識
しょみんぞくおよ しょこくみん あいだ せ か い て き そ う ご い ぞ ん かんけい ぞうだい にんしき

・他の人々と交信する能 力
た ひとびと こうしん のうりょく

・権利を知るだけでなく、個人、社会的集 団及び国家にはそれぞれ相互の間に権利のみな
け ん り し こ じ ん しゃかいてきしゅうだんおよ こ っ か そ う ご あいだ け ん り

らず負うべき義務もあることを認識すること。
お ぎ む にんしき

・国際的な連帯及び協 力の必要についての理解
こくさいてき れんたいおよ きょうりょく ひつよう り か い

・個人がその属する社会、国家及び世界全体の諸問題の解決への参加を用意すること。
こ じ ん ぞく しゃかい こ っ か およ せ か い ぜんたい しょもんだい かいけつ さ ん か よ う い

日本では 教 育の国際化 として外国語学 習 ＝英語教 育 国際交 流 異文化理解教 育が中 心「 」 （ ）、 、
に ほ ん きょういく こくさい か が い こ く ごがくしゅう え い ごきょういく こくさいこうりゅう い ぶ ん か り か いきょういく ちゅうしん

となった。

(ｲ)【開発教 育】
かいはつきょういく

開発教 育とは 「私たちひとりひとりが、開発をめぐるさまざまな問題を理解し、望まし、
かいはつきょういく わたし かいはつ もんだい り か い のぞ

い開発のあり方を考え、共に生きることのできる公平な地域社会づくりに参加することをね
かいはつ かた かんが とも い こうへい ち い き しゃかい さ ん か

らいとした教 育活動」とされており、1960年代、南北問題への関心の高まりから、 、OXFAM
きょういくかつどう ねんだい なんぼくもんだい かんしん たか

クリスチャンエイドなどイギリスの開発協 力 が中 心となって社会教 育として推進した。NGO
かいはつきょうりょく ちゅうしん しゃかいきょういく すいしん

「 」、 「 」、内容は1960年代に 開発途上国への援助教 育 1970年代に 北の責任も考える南北問題教 育
ないよう ねんだい かいはつとじょうこく えんじょきょういく ねんだい きた せきにん かんが なんぼくもんだいきょういく

1990年代以降に「地球社会全体の開発のあり方を考える教 育」となった。
ねんだい い こ う ちきゅうしゃかいぜんたい かいはつ かた かんが きょういく

日本でも、 活動が盛んになるにつれ少しずつ取り組まれるようになったが、認知度はまだNGO
に ほ ん かつどう さか すこ と く に ん ち ど

まだ低い。
ひく

オ【総合的な学 習の時間】
そうごうてき がくしゅう じ か ん

（ ） 。 。1998 平成10 年の学 習指導要 領の改訂に伴い創設された 小学校３年から高等学校で実施
へいせい ねん がくしゅうし ど うようりょう かいてい ともな そうせつ しょうがっこう ねん こうとうがっこう じ っ し

具体的な目 標・内容の決定、実施形態は各学校の判断に委ねられている。
ぐ た い て き もくひょう ないよう けってい じ っ し けいたい かくがっこう はんだん ゆだ

（学 習指導要 領総則より）
がくしゅう し ど うようりょうそうそく

〔ねらい〕

１ 自ら課題を見つけ 自ら学び 自ら考え 主体的に判断し よりよく問題を解決（ ） 、 、 、 、
みずか か だ い み みずか まな みずか かんが しゅたいてき はんだん もんだい かいけつ

する資質や能 力を育てること
し し つ のうりょく そだ

（２） 学び方やものの考え方を身につけ、問題の解決や探 究活動に主体的、創造的に取
まな かた かんが かた み もんだい かいけつ たんきゅうかつどう しゅたいてき そうぞうてき と

り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること
く た い ど そだ じ こ い かた かんが

〔三つの例示課題〕
みっ れ い じ か だ い

（１） 例えば国際理解、情 報、環 境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題
たと こくさい り か い じょうほう かんきょう ふ く し けんこう おうだんてき そうごうてき か だ い

（２） 児童・生徒の興味・関心に基づく課題
じ ど う せ い と きょうみ かんしん もと か だ い

（３） 地域や学校の特 色に応じた課題
ち い き がっこう とくしょく おう か だ い



（２）資料
しりょう

①神奈川県海外技術研修員受入事業の概要
か な が わ け ん かいがい ぎじゅつけんしゅういん うけいれ じぎょう がいよう

１ 事業の目的
じぎょう もくてき

地域からの国際貢献の一環として、開発途上国等から技術修得のための研修員を受け
ち い き こくさいこうけん いっかん かいはつとじょうこくとう ぎじゅつしゅうとく けんしゅういん う

入れ 県内試験研究機関等で実務研修を実施することにより その国の経済 社会及び文、 、 、
い けんない し け ん けんきゅうき か ん とう じ つ む けんしゅう じ っ し くに けいざい しゃかいおよ ぶん

化の向上に人材育成の面から寄与する。
か こうじょう じんざいいくせい めん き よ

２ 事業の概要
じぎょう がいよう

７か月（日本語研修１か月、専門研修６か月）（１）研修期間
けんしゅうき か ん げつ に ほ ん ご けんしゅう げつ せんもんけんしゅう げつ

県内試験研究機関・指導機関、企業・団体等（２）専門研修機関
せんもんけんしゅうき か ん けんない し け ん けんきゅうき か ん し ど う き か ん きぎょう だんたいとう

３ 事業の実績
じぎょう じっせき

（１）受入国及び人数
うけいれこくおよ にんずう

、 。 、昭和47年度開始以来 平成15年度まで32年間で47か国から515人を受入れ その内訳は
しょうわ ね ん ど か い し い ら い へいせい ね ん ど ねんかん こく にん う け い うちわけ

〔 〕、 〔 〕、 〔 〕、 〔 〕、 。アジア 374(中国166) 中南米 101 アフリカ 32 大洋州 8 となっている
ちゅうごく ちゅうなんべい たいようしゅう

◆海外技術研修員受入数の推移（年度別）
かいがいぎじゅつけんしゅういんうけいれすう す い い ね ん ど べつ

地 域 ～ 62 63 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 計
ち い き がん けい

アジア等 72 6 5 6 6 2 9 7 14 13 12 10 10 8 10 9 9 208
とう

中国 50 11 11 11 12 12 12 7 7 7 6 5 5 4 3 2 1 166
ちゅうごく

中南米 49 4 4 5 5 6 5 6 2 3 6 3 1 1 1 101
ちゅうなんべい

アフリカ 8 2 3 2 3 4 2 3 2 2 1 32

大洋州 1 3 2 1 1 8
たいようしゅう

合計 179 23 23 24 27 27 28 25 25 25 24 19 16 14 14 12 10 515
ごうけい

（２）研修分野
けんしゅうぶ ん や

当初は工業分野が中心であったが、最近は環境、保健衛生、教育文化分野が多い。
とうしょ こうぎょうぶ ん や ちゅうしん さいきん かんきょう ほ け ん えいせい きょういくぶ ん か ぶ ん や おお

平成15年度までの実績は、農林水産(74)、工業(108)、土木建築(34)、保健衛生(103)、
へいせい ね ん ど じっせき のうりんすいさん こうぎょう ど ぼ く けんちく ほ け ん えいせい

福祉(26)、教育文化(98)、環境(44)、その他(28)となっている。
ふ く し きょういくぶ ん か かんきょう た

◆研修分野の状 況
けんしゅうぶ ん や じょうきょう

年 度 ～62 63 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 計
ね ん ど が ん けい

農林水産 20 6 4 2 4 5 5 3 5 4 2 4 5 2 1 2 74
のうりんすいさん

工 業 50 8 6 5 8 6 4 7 3 4 3 1 0 1 1 1 108
こうぎょう

土木建築 10 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 0 2 2 2 2 34
ど ぼ く けんちく

保健衛生 25 3 4 6 3 4 4 3 6 6 4 6 5 6 8 5 5 103
ほ け ん えいせい

福祉 7 1 1 1 2 1 1 2 4 2 3 1 26
ふ く し

教育文化 38 3 4 7 9 7 7 5 4 4 4 2 0 1 1 1 1 98
きょういく ぶ ん か

環 境 12 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 2 44
かんきょう

その他 17 1 1 2 2 2 1 1 1 0 28
た

合計 179 23 23 24 27 27 28 25 25 25 24 19 16 14 14 12 10 515
ごうけい

- 28 -
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② あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条 約（抜粋）
けいたい じんしゅ さ べ つ てっぱい かん こくさいじょうやく ばっすい

（1965年12月第20回国連総会にて採択、日本は1995年12月に加入）
ねん がつだい かいこくれんそうかい さいたく に ほ ん ねん がつ かにゅう

この条 約の締約国は、国際連合憲 章がすべての人間に固有の尊厳及び平 等の原則に基礎を
じょうやく ていやくこく こくさいれんごうけんしょう にんげん こ ゆ う そんげんおよ びょうどう げんそく き そ

置いていること並びにすべての加盟国が、人種、性、言語又は宗 教による差別のないすべて
お なら か め い こく じんしゅ せい げ ん ご また しゅうきょう さ べ つ

の者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊 重及び遵 守を助 長し及び奨 励するという
もの じんけん およ き ほ ん てき じ ゆ う ふ へ ん てき そんちょう およ じゅんしゅ じょちょう およ しょうれい

国際連合の目的の一を達成するために、国際連合と協 力して共 同及び個別の行動をとるこ
こくさいれんごう もくてき いち たっせい こくさいれんごう きょうりょく きょうどうおよ こ べ つ こうどう

とを誓約したことを考慮し、
せいやく こうりょ

世界人権宣言が、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利に
せ か い じんけん せんげん にんげん う じ ゆ う そんげんおよ け ん り

ついて平 等であること並びにすべての人がいかなる差別をも、特に人種、皮膚の色又は国民
びょうどう なら ひと さ べ つ とく じんしゅ ひ ふ いろまた こくみん

的出 身による差別を受けることなく同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享 有することが
てきしゅっしん さ べ つ う どうせんげん かか け ん り およ じ ゆ う きょうゆう

できることを宣明していることを考慮し、
せんめい こうりょ

すべての人間が法律の前に平 等であり いかなる差別に対しても また いかなる差別の扇動、 、 、
にんげん ほうりつ まえ びょうどう さ べ つ たい さ べ つ せんどう

に対しても法律による平 等の保護を受ける権利を有することを考慮し、
たい ほうりつ びょうどう ほ ご う け ん り ゆう こうりょ

国際連合が植民地主義並びにこれに伴う隔離及び差別のあらゆる慣行（いかなる形態であ
こくさいれんごう しょくみんち し ゅ ぎ なら ともな か く り およ さ べ つ かんこう けいたい

るかいかなる場所に存在するかを問わない ）を非難してきたこと並びに1960年12月14日の。
ば し ょ そんざい と ひ な ん なら ねん がつ にち

植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言（国際連合総会決議第1514号（第15回
しょくみんち およ じんみん たい どくりつ ふ よ かん せんげん こくさいれんごう そうかい け つ ぎ だい ごう だい かい

会期 ）がこれらを速やかにかつ無条件に終 了させる必要性を確認し及び厳 粛に宣明したこ）
か い き すみ むじょうけん しゅうりょう ひつようせい かくにん およ げんしゅく せんめい

とを考慮し、
こうりょ

1963年11月20日のあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言（国際連合総会
ねん がつ は つ か けいたい じんしゅ さ べ つ てっぱい かん こくさいれんごう せんげん こくさいれんごう そうかい

決議第1904号（第18回会期 ）が、あらゆる形態及び表 現による人種差別を全世界から速やか）
け つ ぎ だい ごう だい かい か い き けいたいおよ ひょうげん じんしゅ さ べ つ ぜん せ か い すみ

に撤廃し並びに人間の尊厳に対する理解及び尊 重を確保する必要性を厳 粛に確認しているこ
てっぱい なら にんげん そんげん たい り か い およ そんちょう か く ほ ひつようせい げんしゅく かくにん

とを考慮し、
こうりょ

人種的相違に基づく優越性のいかなる理論も科学的に誤りであり、道徳的に非難されるべ
じんしゅてき そ う い もと ゆうえつせい り ろ ん か が く て き あやま どうとくてき ひ な ん

きであり及び社会的に不正かつ危険であること並びに理論上又は実際上、いかなる場所にお
およ しゃかいてき ふ せ い き け ん なら りろんじょうまた じっさいじょう ば し ょ

いても、人種差別を正当化することはできないことを確信し、
じんしゅ さ べ つ せいとう か かくしん

人種 皮膚の色又は種族的出 身を理由とする人間の差別が諸国間の友好的かつ平和的な関係、
じんしゅ ひ ふ いろまた しゅぞくてきしゅっしん り ゆ う にんげん さ べ つ しょこくかん ゆうこうてき へ い わ てき かんけい

に対する障 害となること並びに諸国民の間の平和及び安全並びに同一の国家内に共 存して
たい しょうがい なら しょ こくみん あいだ へ い わ およ あんぜん なら どういつ こ っ か ない きょうぞん

いる人々の調和をも害するおそれがあることを再確認し、
ひとびと ちょうわ がい さいかくにん

人種に基づく障 壁の存在がいかなる人間社会の理想にも反することを確信し、
じんしゅ もと しょうへき そんざい にんげんしゃかい り そ う はん かくしん

世界のいくつかの地域において人種差別が依然として存在していること及び人種的優越又
せ か い ち い き じんしゅ さ べ つ い ぜ ん そんざい およ じんしゅてきゆうえつまた

は憎悪に基づく政府の政策（アパルトヘイト、隔離又は分離の政策等）がとられていること
ぞ う お もと せ い ふ せいさく か く り また ぶ ん り せいさくとう

を危険な事態として受けとめ、
き け ん じ た い う
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あらゆる形態及び表 現による人種差別を速やかに撤廃するために必要なすべての措置をと
けいたいおよ ひょうげん じんしゅ さ べ つ すみ てっぱい ひつよう そ ち

ること並びに人種間の理解を促進し、いかなる形態の人種隔離及び人種差別もない国際社会
なら じんしゅかん り か い そくしん けいたい じんしゅ か く り およ じんしゅ さ べ つ こくさい しゃかい

、 、を建設するため 人種主義に基づく理論及び慣行を防止し並びにこれらと戦うことを決意し
けんせつ じんしゅ し ゅ ぎ もと り ろ ん およ かんこう ぼ う し なら たたか け つ い

1958年に国際労働機関が採択した雇用及び職 業についての差別に関する条 約及び1960年
ねん こくさい ろうどう き か ん さいたく こ よ う およ しょくぎょう さ べ つ かん じょうやくおよ ねん

に国際連合教 育科学文化機関が採択した教 育における差別の防止に関する条 約に留意し、
こくさいれんごうきょういく か が く ぶ ん か き か ん さいたく きょういく さ べ つ ぼ う し かん じょうやく りゅうい

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言に具現された原則を実現すること及
けいたい じんしゅ さ べ つ てっぱい かん こくさいれんごう せんげん ぐ げ ん げんそく じつげん およ

びこのための実際的な措置を最も早い時期にとることを確保することを希望して、
じっさいてき そ ち もっと はや じ き か く ほ き ぼ う

次のとおり協 定した。
つぎ きょうてい

第１部
だい ぶ

第１条
だい じょう

１ この条 約において 「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的、
じょうやく じんしゅ さ べ つ じんしゅ ひ ふ いろ せいけいまた みんぞくてき も しゅぞくてき

出 身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、
しゅっしん もと く べ つ はいじょ せいげんまた ゆうせん せ い じ て き けいざいてき しゃかいてき

文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平 等の立場での人権及び基本的自由を認
ぶ ん か て き た こうてきせいかつ ぶ ん や びょうどう た ち ば じんけんおよ き ほ ん てき じ ゆ う にん

識し、享 有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
しき きょうゆう また こ う し さまた また がい もくてきまた こ う か ゆう

２ この条 約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先に
じょうやく ていやくこく し み ん し み ん もの あいだ もう く べ つ はいじょ せいげんまた ゆうせん

ついては、適用しない。
てきよう

３ この条 約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影 響を
じょうやく き て い こくせき し み ん け ん また き か かん ていやくこく ほ う き なん えいきょう

及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に
およ かい かん ほ う き とくてい みんぞく

対しても差別を設けていないことを条 件とする。
たい さ べ つ もう じょうけん

４ 人権及び基本的自由の平 等な享 有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定
じんけんおよ き ほ ん てき じ ゆ う びょうどう きょうゆうまた こ う し か く ほ ほ ご ひつよう とくてい

の人種若しくは種族の集 団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要
じんしゅ も しゅぞく しゅうだんまた こ じ ん てきせつ し ん ぽ か く ほ もくてき ひつよう

に応じてとられる特別措置は 人種差別とみなさない ただし この特別措置は その結果、 。 、 、
おう とくべつ そ ち じんしゅ さ べ つ とくべつ そ ち け っ か

として、異なる人種の集 団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、
こと じんしゅ しゅうだん たい べ っ こ け ん り い じ

その目的が達成された後は継続してはならない。
もくてき たっせい あと けいぞく

第２条
だい じょう

１ 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあら
ていやくこく じんしゅ さ べ つ ひ な ん けいたい じんしゅ さ べ つ てっぱい せいさくおよ

ゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束す
じんしゅかん り か い そくしん せいさく てきとう ほうほう ち た い やくそく

る。このため、

（a）各締約国は、個人、集 団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並
かくていやくこく こ じ ん しゅうだんまた だんたい たい じんしゅ さ べ つ こ う い また かんこう じゅうじ なら

びに国及び地方のすべての 公 の当 局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保す
くにおよ ち ほ う おおやけ とうきょくおよ き か ん ぎ む したが こうどう か く ほ

ることを約束する。
やくそく

（b）各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しな
かくていやくこく こ じ ん また だんたい じんしゅ さ べ つ こうえん よ う ご また し じ

いことを約束する。
やくそく
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（c）各締約国は、政府（国及び地方）の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又は永続化
かくていやくこく せ い ふ こくおよ ち ほ う せいさく さいけんとう およ じんしゅ さ べ つ しょう また えいぞく か

させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするために効果的な措置を
こ う か ゆう ほうれい かいせい は い し また む こ う こ う か て き そ ち

とる。

（d）各締約国は、すべての適当な方法（状 況により必要とされるときは、立法を含む ）に。
かくていやくこく てきとう ほうほう じょうきょう ひつよう りっぽう ふく

より、いかなる個人、集 団又は団体による人種差別も禁止し、終 了させる。
こ じ ん しゅうだんまた だんたい じんしゅ さ べ つ き ん し しゅうりょう

（e）各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成される
かくていやくこく てきとう じんしゅかん ゆ う わ もくてき ふくすう じんしゅ こうせい

団体及び運動を支援し並びに人種間の障 壁を撤廃する他の方法を奨 励すること並びに
だんたいおよ うんどう し え ん なら じんしゅかん しょうへき てっぱい ほか ほうほう しょうれい なら

人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束する。
じんしゅかん ぶんだん きょうか うご よくせい やくそく

２ 締約国は 状 況により正当とされる場合には 特定の人種の集 団又はこれに属する個人、 、
ていやくこく じょうきょう せいとう ば あ い とくてい じんしゅ しゅうだんまた ぞく こ じ ん

に対し人権及び基本的自由の十 分かつ平 等な享 有を保障するため、社会的、経済的、
たい じんけんおよ き ほ ん てき じ ゆ う じゅうぶん びょうどう きょうゆう ほしょう しゃかいてき けいざいてき

文化的その他の分野において、当該人種の集 団又は個人の適切な発展及び保護を確保する
ぶ ん か て き た ぶ ん や とうがいじんしゅ しゅうだんまた こ じ ん てきせつ はってんおよ ほ ご か く ほ

ための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかなる場合においても、その目的が
とくべつ ぐ た い て き そ ち そ ち ば あ い もくてき

達成された後 その結果として 異なる人種の集 団に対して不平等な又は別個の権利を維持、 、
たっせい あと け っ か こと じんしゅ しゅうだん たい ふびょうどう また べ っ こ け ん り い じ

することとなってはならない。

第３条
だい じょう

締約国は 特に 人種隔離及びアパルトヘイトを非難し また 自国の管轄の下にある領 域、 、 、 、
ていやくこく とく じんしゅ か く り およ ひ な ん じ こ く かんかつ もと りょういき

におけるこの種のすべての慣行を防止し、禁止し及び根絶することを約束する。
しゅ かんこう ぼ う し き ん し およ こんぜつ やくそく

第４条
だい じょう

締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出 身の人の集 団の優越
ていやくこく いち じんしゅ ゆうえつせい も いち ひ ふ いろ も しゅぞくてきしゅっしん ひと しゅうだん ゆうえつ

性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別（形態の
せい し そ う も り ろ ん もと せんでん およ だんたいまた じんしゅ てき ぞ う お およ じんしゅ さ べ つ けいたい

いかんを問わない を正当化し若しくは助 長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難。）
と せいとう か も じょちょう くわだ せんでんおよ だんたい ひ な ん

し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ
さ べ つ せんどう また こ う い こんぜつ もくてき じんそく

積極的な措置をとることを約束する このため 締約国は 世界人権宣言に具現された原則及。 、 、
せっきょくてき そ ち やくそく ていやくこく せ か い じんけんせんげん ぐ げ ん げんそくおよ

び次条に明示的に定める権利に十 分な考慮を払って、特に次のことを行う。
つぎじょう め い じ てき さだ け ん り じゅうぶん こうりょ はら とく つぎ おこな

（a）人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若し
じんしゅてきゆうえつまた ぞ う お もと し そ う る ふ じんしゅ さ べ つ せんどう じんしゅ も

くは皮膚の色若しくは種族的出 身を異にする人の集 団に対するものであるかを問わずす
ひ ふ いろ も しゅぞくてきしゅっしん こと ひと しゅうだん たい と

べての暴 力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むい
ぼうりょく こ う い また こ う い せんどうおよ じんしゅ し ゅ ぎ もと かつどう たい し き ん えんじょ ふく

かなる援助の提 供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
えんじょ ていきょう ほうりつ しょばつ はんざい せんげん

（b）人種差別を助 長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を
じんしゅ さ べ つ じょちょう およ せんどう だんたいおよ そ し き てきせんでんかつどう た せんでんかつどう

違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべ
い ほ う き ん し だんたいまた かつどう さ ん か ほうりつ しょばつ

き犯罪であることを認めること。
はんざい みと

（c）国又は地方の 公 の当 局又は機関が人種差別を助 長し又は扇動することを認めないこ
こくまた ち ほ う おおやけ とうきょくまた き か ん じんしゅ さ べ つ じょちょう また せんどう みと

と。

第５条
だい じょう

第２条に定める基本的義務に従い 締約国は 特に次の権利の享 有に当たり あらゆる形態、 、 、
だい じょう さだ き ほ ん てき ぎ む したが ていやくこく とく つぎ け ん り きょうゆう あ けいたい

の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出 身
じんしゅ さ べ つ き ん し およ てっぱい なら じんしゅ ひ ふ いろまた みんぞくてき も しゅぞくてきしゅっしん

による差別なしに、すべての者が法律の前に平 等であるという権利を保障することを約束す
さ べ つ もの ほうりつ まえ びょうどう け ん り ほしょう やくそく

る。

a 裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平 等な取 扱いについての権利（ ）
さいばんしょ た さいばんおよ しんぱん おこな き か ん まえ びょうどう とりあつか け ん り
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（b）暴 力又は傷 害（公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集 団又は団体
ぼうりょくまた しょうがい こ う む い ん くわ こ じ ん しゅうだんまた だんたい

によって加えられるものであるかを問わない ）に対する身体の安全及び国家による保護。
くわ と たい しんたい あんぜんおよ こ っ か ほ ご

についての権利
け ん り

（c）政治的権利、特に普通かつ平 等の選挙権に基づく選挙に投 票及び立候補によって参加
せ い じ て き け ん り とく ふ つ う びょうどう せんきょけん もと せんきょ とうひょうおよ り っ こ う ほ さ ん か

し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平 等に携わる権利
こくせいおよ だんかい せ い じ さ ん よ なら こ う む びょうどう たずさ け ん り

（d）他の市民的権利、特に、
ほか し み ん てき け ん り とく

（i）国 境内における移動及び居 住の自由についての権利
こっきょうない い ど う およ きょじゅう じ ゆ う け ん り

（ii）いずれの国（自国を含む ）からも離れ及び自国に戻る権利。
くに じ こ く ふく はな およ じ こ く もど け ん り

（iii）国籍についての権利
こくせき け ん り

（iv）婚姻及び配偶者の選択についての権利
こんいんおよ はいぐうしゃ せんたく け ん り

（v）単独で及び他の者と共 同して財産を所有する権利
たんどく およ ほか もの きょうどう ざいさん しょゆう け ん り

（vi）相続する権利
そうぞく け ん り

（vii）思想、良 心及び宗 教の自由についての権利
し そ う りょうしんおよ しゅうきょう じ ゆ う け ん り

（viii）意見及び表 現の自由についての権利
い け ん およ ひょうげん じ ゆ う け ん り

（ix）平和的な集 会及び結社の自由についての権利
へ い わ てき しゅうかいおよ けっしゃ じ ゆ う け ん り

（e）経済的、社会的及び文化的権利、特に、
けいざいてき しゃかいてきおよ ぶ ん か て き け ん り とく

i 労働 職 業の自由な選択 公正かつ良 好な労働条 件 失 業に対する保護 同一の労働（ ） 、 、 、 、
ろうどう しょくぎょう じ ゆ う せんたく こうせい りょうこう ろうどうじょうけん しつぎょう たい ほ ご どういつ ろうどう

についての同一報 酬及び公正かつ良 好な報 酬についての権利
どういつほうしゅうおよ こうせい りょうこう ほうしゅう け ん り

（ii）労働組合を結成し及びこれに加入する権利
ろうどうくみあい けっせい およ かにゅう け ん り

（iii）住 居についての権利
じゅうきょ け ん り

（iv）公 衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利
こうしゅう けんこう いりょう しゃかいほしょうおよ しゃかいてき け ん り

（v）教 育及び訓練についての権利
きょういくおよ くんれん け ん り

（vi）文化的な活動への平 等な参加についての権利
ぶ ん か て き かつどう びょうどう さ ん か け ん り

（f）輸送機関、ホテル、飲 食店、喫茶店、劇 場、公園等一般公 衆の使用を目的とするあら
ゆ そ う き か ん いんしょくてん き っ さ て ん げきじょう こうえんとういっぱんこうしゅう し よ う もくてき

ゆる場所又はサービスを利用する権利
ば し ょ また り よ う け ん り

第６条
だい じょう

締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の
ていやく こく じ こ く かんかつ もと もの たい けんげん じ こ く さいばんしょ およ ほか

国家機関を通じて この条 約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為、
こ っ か き か ん つう じょうやく はん じんけんおよ き ほ ん てき じ ゆ う しんがい じんしゅ さ べ つ こ う い

に対する効果的な保護及び救 済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる
たい こ う か て き ほ ご およ きゅうさい そ ち か く ほ なら さ べ つ け っ か こうむ

損害に対し、公正かつ適正な賠 償又は救 済を当該裁判所に求める権利を確保する。
そんがい たい こうせい てきせい ばいしょうまた きゅうさい とうがいさいばんしょ もと け ん り か く ほ

第７条
だい じょう

締約国は、人種差別につながる偏見と戦い、諸国民の間及び人種又は種族の集 団の間の
ていやくこく じんしゅ さ べ つ へんけん たたか しょこくみん あいだおよ じんしゅまた しゅぞく しゅうだん あいだ

理解、寛容及び友好を促進し並びに国際連合憲 章、世界人権宣言、あらゆる形態の人種差別
り か い かんようおよ ゆうこう そくしん なら こくさいれんごうけんしょう せ か い じんけんせんげん けいたい じんしゅ さ べ つ

の撤廃に関する国際連合宣言及びこの条 約の目的及び原則を普及させるため、特に教 授、
てっぱい かん こくさいれんごう せんげん およ じょうやく もくてき およ げんそく ふきゅう とく きょうじゅ

教 育、文化及び情 報の分野において、迅速かつ効果的な措置をとることを約束する。
きょういく ぶ ん か およ じょうほう ぶ ん や じんそく こ う か て き そ ち やくそく

（以下略）
い か りゃく
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（2003年６月策定）③ かながわ人権施策推進指針（抜粋）
じんけん し さ く すいしん し し ん ばっすい ねん がつさくてい

人権問題の解決に向けては、この指針で示す基本理念にのっとり、各分野の個別法令や県
じんけん もんだい かいけつ む し し ん しめ き ほ ん り ね ん かく ぶ ん や こ べ つ ほうれい けん

の総合計画、個別計画等を踏まえて取り組みます。
そうごうけいかく こ べ つ けいかくとう ふ と く

個別の問題ごとにそれぞれの相談・支援体制を充 実するとともに 関係機関 人権ＮＧＯ等、 、
こ べ つ もんだい そうだん し え ん たいせい じゅうじつ かんけい き か ん じんけん とう

と協 働して問題の解決に向けて取り組みます。
きょうどう もんだい かいけつ む と く

また、人権問題に適切に対応するために、職 員の研 修を行うとともに、人権ＮＧＯが行
じんけんもんだい てきせつ たいおう しょくいん けんしゅう おこな じんけん おこな

う人権ケースワーカーの育成を支援します。
じんけん いくせい し え ん

こうした取組み等により、誰もが人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で、差別され
と り く とう だれ ひと そんげん か て い ち い き なか さ べ つ

ることなく、その人らしい安心のある生活が送れるよう自立を支援し 「共に生き、支え合う、
ひと あんしん せいかつ おく じ り つ し え ん とも い ささ あ

地域社会づくり」を推進します。
ち い き しゃかい すいしん

なお、分野別施策の方向として、個別法令などにより人権への配慮が特に求められている
ぶ ん や べつ し さ く ほうこう こ べ つ ほうれい じんけん はいりょ とく もと

「 、 、 、 、 、 、 、 、 」子ども 女性 障害者 高齢者 患者等 同和問題 外国籍県民 ホームレス 犯罪被害者等
こ じょせい しょうがいしゃ こうれいしゃ かんじゃとう ど う わ もんだい がいこくせきけんみん はんざい ひ が い し ゃ とう

の９つの分野を取りあげましたが この他にも 特定の職 業に従事する人 刑を終えて出 所、 、 、
ぶ ん や と ほか とくてい しょくぎょう じゅうじ ひと けい お しゅっしょ

した人への偏見や差別意識 性的マイノリティ 同性愛者 性同一性障 害の当事者や自己の性別、 （ 、
ひと へんけん さ べ つ い し き せいてき どうせいあいしゃ せいどういつせいしょうがい と う じ し ゃ じ こ せいべつ

、 （ ） ）、に不快感を伴う人 インターセックス 先天的に身体上の性別が不明瞭であること の人
ふ か い か ん ともな ひと せんてんてき しんたいじょう せいべつ ふめいりょう ひと

身体的特 徴を理由とする偏見や差別意識があります また 偏見や差別意識等が複合した深刻。 、
しんたいてきとくちょう り ゆ う へんけん さ べ つ い し き へんけん さ べ つ い し き とう ふくごう しんこく

な人権問題をきたしているケースや インターネットによる他人を誹謗中 傷する表 現や差別、
じんけんもんだい た に ん ひ ぼ う ちゅうしょう ひょうげん さ べ つ

を助 長する表 現など人権にかかわる問題も発生しています。
じょちょう ひょうげん じんけん もんだい はっせい

これらの問題の解決に向けても関係機関、人権ＮＧＯ等と協 働して取り組みます。
もんだい かいけつ む かんけい き か ん じんけん とう きょうどう と く

○ 子ども
こ

子どもへの虐 待が増加し、深刻な問題となっています。また、子どもたちの間のいじめ
こ ぎゃくたい ぞ う か しんこく もんだい こ あいだ

も依然として後を絶たず、性非行や薬物乱用の問題も社会問題化しています。子ども一人
い ぜ ん あと た せい ひ こ う やくぶつ らんよう もんだい しゃかい もんだい か こ ひ と り

ひとりが人間として尊 重され、人権が守られるなかで成 長していく環 境づくりを推進しま
にんげん そんちょう じんけん まも せいちょう かんきょう すいしん

す。

○ 女性
じょせい

近年、夫、パートナーからの暴 力やストーカー行為、セクシュアル・ハラスメントなど
きんねん おっと ぼうりょく こ う い

女性に対する暴 力が顕在化し社会問題となっています。また、就 業の場などでの差別的
じょせい たい ぼうりょく けんざい か しゃかい もんだい しゅうぎょう ば さ べ つ てき

処遇等の問題も存在しています。
しょぐうとう もんだい そんざい

男女の人権が等しく尊 重され、女性も男性も自らの選択によってあらゆる場において
だんじょ じんけん ひと そんちょう じょせい だんせい みずか せんたく ば

活躍でき、また、生き方を楽しめる、お互いが支え合い、利益も責任も分かち合える男女
かつやく い かた たの たが ささ あ り え き せきにん わ あ だんじょ

共 同参画社会の実現をめざします。
きょうどうさんかくしゃかい じつげん

○ 障害者
しょうがいしゃ

障 害のある人々は様々な物理的又は社会的障 壁等のために不利益を被ることが多く、
しょうがい ひとびと さまざま ぶ つ り て き また しゃかいてきしょうへきとう ふ り え き こうむ おお

その自立と社会参加に支障をきたしている状 況があります。障 害のある人もない人もお
じ り つ しゃかい さ ん か ししょう じょうきょう しょうがい ひと ひと

互いに支え合い、共に生活し、活動できる社会の実現をめざします。
たが ささ あ とも せいかつ かつどう しゃかい じつげん
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○ 高齢者
こうれいしゃ

高齢者への身体・精神面や財産面での権利侵害が生じています。高齢者が安心して、い
こうれいしゃ しんたい せいしんめん ざいさんめん け ん り しんがい しょう こうれいしゃ あんしん

きいきと暮らせる社会の実現をめざします。
く しゃかい じつげん

○ 患者等
かんじゃとう

病気についての知識の不足や誤解からエイズ患者・ 感染者やハンセン病患者・元HIV
びょうき ち し き ふ そ く ご か い かんじゃ かんせんしゃ びょうかんじゃ もと

患者、難 病患者などに偏見をもつ人がいます。
かんじゃ なんびょうかんじゃ へんけん ひと

そうした偏見をなくすため、病気についての正しい知識の普及や患者等の立場に立って
へんけん びょうき ただ ち し き ふきゅう かんじゃとう た ち ば た

考える等の啓発を推進します。
かんが とう けいはつ すいしん

○ 同和問題
ど う わ もんだい

同和地区関係者への偏見や差別意識は、まだ払 拭された状 況にあるとはいえません。
ど う わ ち く かんけいしゃ へんけん さ べ つ い し き ふっしょく じょうきょう

○ 外国籍県民
がいこくせきけんみん

言語、宗 教、習 慣等への理解不足から外国籍県民への偏見や差別意識により、様々な
げ ん ご しゅうきょう しゅうかんとう り か い ふ そ く がいこくせきけんみん へんけん さ べ つ い し き さまざま

人権問題が生じています。
じんけんもんだい しょう

一人ひとりが多様な文化や民族の違いを理解し、真の国際感覚を身につけることにより
ひ と り た よ う ぶ ん か みんぞく ちが り か い しん こくさい かんかく み

多文化共 生社会の実現をめざします。
おお ぶ ん か きょうせいしゃかい じつげん

○ ホームレス

近年の経済、雇用環 境の悪化等を背景に、駅周 辺、公園、河川敷等でホームレスが全国
きんねん けいざい こ よ う かんきょう あ っ か とう はいけい えきしゅうへん こうえん か せ ん し き とう ぜんこく

的に増加しています。そうした状 況の中で地域社会とのあつれきが生じるなど社会問題
てき ぞ う か じょうきょう なか ち い き しゃかい しょう しゃかいもんだい

。 、 。となっています また ホームレスへの偏見や差別意識から暴行事件等が発生しています
へんけん さ べ つ い し き ぼうこう じ け ん とう はっせい

ホームレスの自立支援やホームレスの人権擁護のための啓発活動を推進します。
じ り つ し え ん じ ん け ん よ う ご けいはつかつどう すいしん

○ 犯罪被害者等
はんざい ひ が い し ゃ とう

犯罪に遭遇した被害者やその家族は、それまでの平穏な生活を破壊され、生命、身体、
はんざい そうぐう ひ が い し ゃ か ぞ く へいおん せいかつ は か い せいめい しんたい

財産に対する侵害のほか精神面で日 常生活に支障をきたしている例が少なくありません。
ざいさん たい しんがい せいしんめん にちじょうせいかつ ししょう れい すく

犯罪被害者等の精神的立ち直りを支援するとともに、犯罪被害者等への理解を深める啓発
はんざい ひ が い し ゃ とう せいしんてき た なお し え ん はんざい ひ が い し ゃ とう り か い ふか けいはつ

活動を推進します。
かつどう すいしん

(以下略 )
い か りゃく



- 35 -

④ 外国籍県民の人権を尊重する施策の推進に係る国への要望
がいこくせき けんみん じんけん そんちょう し さ く すいしん かか くに ようぼう

（ ）平成17年度 国への施策・制度・予算に関する提案・要望より
へいせい ね ん ど くに し さ く せ い ど よ さ ん かん ていあん ようぼう

○ 外国籍県民の人権を尊重する施策の推進
がいこくせき けんみん じんけん そんちょう し さ く すいしん

提出先 内閣官房、総務省、法務省、財務省、
ていしゅつさき ないかく かんぼう そ う む しょう ほうむしょう ざ い む しょう

文部科学省、厚生労働省
も ん ぶ か が く しょう こうせいろうどうしょう

【提案・要望項目】
ていあん ようぼう こうもく

県内の外国籍県民が増加し、その定 住化が進む中で、外国籍県民の地域参加の促進及
けんない がいこくせきけんみん ぞ う か ていじゅう か すす なか がいこくせきけんみん ち い き さ ん か そくしんおよ

び暮らしやすい環 境づくりを図り、外国籍県民とともに生きる地域社会づくりを進める
く かんきょう はか がいこくせきけんみん い ち い き しゃかい すす

ため、次の措置を講じられたい。
つぎ そ ち こう

１ 定 住外国人の地方参政権や民生委員など、外国籍県民に対して法律的に地域参加の
ていじゅうがいこくじん ち ほ う さんせいけん みんせい い い ん がいこくせきけんみん たい ほうりつてき ち いき さ ん か

道が閉ざされている制度についての改善の検討を行うこと。
みち と せ い ど かいぜん けんとう おこな

２ 日本国籍を有する者との婚姻関係や特定専門分野での就 労関係が一定期間を経過し
に ほ ん こ く せき ゆう もの こんいんかんけい とくていせんもん ぶ ん や しゅうろうかんけい いってい き か ん け い か

た外国籍県民には、円滑に永 住資格を付与すること。
がいこくせきけんみん えんかつ えいじゅう し か く ふ よ

３ 外国人登録証 明書の常時携帯義務や再入 国許可制度を廃止し、援護関係諸法にお
がいこくじんとうろくしょうめいしょ じょうじけいたい ぎ む さいにゅうこく き ょ か せ い ど は い し え ん ご かんけいしょほう

ける国籍条 項の撤廃を行うこと。
こくせきじょうこう てっぱい おこな

４ 外国籍県民に関する医療体制の整備を図るため、次の措置を講じること。
がいこくせきけんみん かん いりょうたいせい せ い び はか つぎ そ ち こう

。(1) 医療費負担能 力に欠ける外国籍県民救 済のための抜本的な制度を創設すること
いりょう ひ ふ た ん のうりょく か がいこくせきけんみんきゅうさい ばっぽんてき せ い ど そうせつ

また、それまでの間、人道的立場から生活保護法による医療扶助の準 用を認め
あいだ じんどうてき た ち ば せいかつ ほ ご ほう いりょう ふ じ ょ じゅんよう みと

ること。

(2) 診 療時における言語や生活習 慣等による障 害を解 消するための通訳活用制度等
しんりょう じ げ ん ご せいかつしゅうかんとう しょうがい かいしょう つうやくかつよう せ い ど とう

を創設すること。
そうせつ

５ 在日外国人に係る老齢基礎年金 障 害基礎年金等の未受 給者に対する救 済措置を講、
ざいにちがいこくじん かか ろうれい き そ ねんきん しょうがい き そ ねんきんとう み じゅきゅうしゃ たい きゅうさい そ ち こう

じること。また、帰国などにより、国民年金などの被保険者資格を喪失する外国人に
き こ く こくみんねんきん ひ ほ け ん しゃ し か く そうしつ がいこくじん

支給される脱退一時金の受 給額を充 実すること。
しきゅう だったい い ち じ き ん じゅきゅうがく じゅうじつ

６ 外国人学校の卒 業生に対して、大学などの教 育機関や看護師等保健医療人材養成
がいこくじんがっこう そつぎょうせい たい だいがく きょういく き か ん か ん ご し とう ほ け ん いりょうじんざいようせい

施設への入 学、入 所資格を等しく認めること。
し せ つ にゅうがく にゅうしょ し か く ひと みと

７ 外国人学校への寄附について税制上の優遇を図るため、その設置者を特定公益増進
がいこくじんがっこう き ふ ぜいせいじょう ゆうぐう はか せ っ ち しゃ とくていこうえきぞうしん

法人として等しく認めること。
ほうじん ひと みと

８ 外国籍県民の生活全般に関わる諸問題に適切に対処するため、省 庁をまたがる
がいこくせきけんみん せいかつぜんぱん かか しょもんだい てきせつ たいしょ しょうちょう

総合的な施策を推進するための組織を整備すること。
そうごうてき し さ く すいしん そ し き せ い び

【提案・要望の理由等】
ていあん ようぼう り ゆ う とう

本県に在 住する外国籍県民は、平成15年度の外国人登録者数で14万９千人（前年比約７
ほんけん ざいじゅう がいこくせきけんみん へいせい ね ん ど がいこくじんとうろくしゃすう まん せんにん ぜんねん ひ やく

千500人増）を超え、県民58人に１人の割合になっている。こうした人々は納税をはじめ
にんぞう こ けんみん にん ひ と り わりあい ひとびと のうぜい

日本人と同様な義務を果たしているのにもかかわらず、権利の保障が十 分ではない。この
に ほ ん じ ん どうよう ぎ む は け ん り ほしょう じゅうぶん

ため、本県では平成10年11月に外国籍県民の声を県政に反映させる仕組みとして「外国籍
ほんけん へいせい ねん がつ がいこくせきけんみん こえ けんせい はんえい し く がいこくせき

県民かながわ会議」を設置し、取組を進めている。
けんみん か い ぎ せ っ ち とりくみ すす

、 。このようなことから 外国籍県民と共に生きるための抜本的な制度の創設が必要である
がいこくせきけんみん とも い ばっぽんてき せ い ど そうせつ ひつよう
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⑤ 外国籍県民からの意見聴 取について
がいこくせきけんみん い け ん ちょうしゅ

平成16年５月2 4 日の第６回ＮＧＯかながわ国際協 力会議にて、２人の外国籍県民を
へいせい ねん がつ にじゅうよっか だい かい こくさい きょうりょく か い ぎ ふ た り がい こくせき けんみん

参考人として招致し、意見聴 取を行った。概 略は次のとおり。
さんこうにん しょうち い け ん ちょうしゅ おこな がいりゃく つぎ

１ 外国籍県民Ａ氏（イラン出 身）の意見
がいこくせきけんみん し しゅっしん い け ん

・ 1992年に来日して９年前に日本人と結婚し、現在は県内に住んでいる。この11年間の間
ねん らいにち ねんまえ に ほ ん じ ん けっこん げんざい けんない す ねんかん あいだ

に色々なことがあった。良いこともあったが悪いこともあった。良いことは、日本は平和
いろいろ よ わる よ に ほ ん へ い わ

な国で、生活しやすいということである。日本人は優しい。
くに せいかつ に ほ ん じ ん やさ

・ 困ったことの一つは仕事のことである。昨年の12月まで働いていたが、色々な問題で
こま ひと し ご と さくねん がつ はたら いろいろ もんだい

仕事を辞めた。辞めた理由のひとつは、８年前から毎日３時間オーバータイムで働いてき
し ご と や や り ゆ う ねんまえ まいにち じ か ん はたら

たが、会社が残 業代を全く払わなかったことである。会社は残 業を隠すため、始業時に
かいしゃ ざんぎょうだい まった はら かいしゃ ざんぎょう かく しぎょう じ

はタイムカードを押すが、帰宅時にはタイムカードを押さないよう指示した。そういうこ
お き た く じ お し じ

とがあって会社を辞めた。
かいしゃ や

・ 現在も新しい仕事を探しているが、なかなか仕事が見つからない。何回も職 安に行った
げんざい あたら し ご と さが し ご と み なんかい しょくあん い

が、どこに電話しても「外国人は雇えません 「外国人はお断りです」と言われる。職 安」、
で ん わ がいこくじん やと がいこくじん おことわ い しょくあん

だけでなく、雑誌を見て色々なところに電話をしているが、答は同じである。
ざ っ し み いろいろ で ん わ こたえ おな

・ 仕事だけでなく、住まいのことも外国人にとって大きな問題である。なかなか外国人に
し ご と す がいこくじん おお もんだい がいこくじん

はアパートを貸してくれない。これらは外国人に対する差別である。
か がいこくじん たい さ べ つ

２ 外国籍県民Ｂ氏（ベトナム出 身）の意見
がいこくせきけんみん し しゅっしん い け ん

・ 21年前に難民として来日し、現在は県内に住んでいる。
ねんまえ なんみん らいにち げんざい けんない す

・ 日本政府は私をインドシナ難民として認めてくれたが、外国人登録証 明書の中には
に ほ ん せ い ふ わたし なんみん みと がいこくじんとうろくしょうめいしょ なか

定 住者と書かれており、インドシナ難民であるという証 明が全くない。このため、日本
ていじゅうしゃ か なんみん しょうめい まった に ほ ん

で生活していく上でいろいろと困ることがある。
せいかつ うえ こま

・ 外国人が日本で結婚する場合、区役所では、大使館から婚姻のための証 明書類をもらっ
がいこくじん に ほ ん けっこん ば あ い く や く し ょ た い し か ん こんいん しょうめいしょるい

てきてくださいと言われる しかし 私 達難民は大使館と関わることに抵抗感があり 非常。 、 、
い わたしたちなんみん た い し か ん かか ていこうかん ひじょう

に困っている。
こま

・ 海外旅行の場合、旅行先の国に入 国ビザを申請しなければならないが、身分がおかしい
かいがいりょこう ば あ い りょこうさき くに にゅうこく しんせい み ぶ ん

として、申請しても拒否されることが多い。そのため、海外への社員旅行にベトナム人だ
しんせい き ょ ひ おお かいがい しゃいん りょこう じん

けが行けなかったり、韓国・中 国への修 学旅行で入 国ビザを認めてもらえなかったりする
い かんこく ちゅうごく しゅうがくりょこう にゅうこく みと

ことがある。

・ また、ベトナム戦争の結果、親はフランスで定 住、子どもは日本で定 住ということもあ
せんそう け っ か おや ていじゅう こ に ほ ん ていじゅう

るが、親の重い病気や冠婚葬祭などのためにフランス大使館に入 国ビザを申請しても、認
おや おも びょうき かんこんそうさい た い し か ん にゅうこく しんせい みと

めてもらえないことがある。これは非常に大きな問題である。
ひじょう おお もんだい

・ インドシナ難民が定 住する場合は 国際救 援センターに入 所して日本語を４か月間勉 強、
なんみん ていじゅう ば あ い こくさいきゅうえん にゅうしょ に ほ ん ご げつかんべんきょう

した後、約１か月間社会生活適応の指導を受け、就 職を斡旋されて社会に出る。そのた
あと やく げつかんしゃかいせいかつてきおう し ど う う しゅうしょく あっせん しゃかい で

め、第一の問題は言葉の問題である。４か月間では、簡単な挨拶しかできない。平仮名と
だいいち もんだい こ と ば もんだい げつかん かんたん あいさつ ひ ら が な

片仮名だけでも勉 強するのは大変であるが、そのほかに漢字も覚えなければならない。
か た か な べんきょう たいへん か ん じ おぼ

例えば病気になって診察を受けても医師の質問になかなか答えられないという問題があ
たと びょうき しんさつ う い し しつもん こた もんだい

る。
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・ 仕事は流れ作業ばかりで、国際救 援センターで覚えた日本語をどんどん忘れてしまう。
し ご と なが さぎょう こくさいきゅうえん おぼ に ほ ん ご わす

結 局言葉ができなくて職場内の人間関係が悪くなる。独身の場合は、精神的に非常にス
けっきょく こ と ば しょくばない にんげんかんけい わる どくしん ば あ い せいしんてき ひじょう

トレスが大きい。鬱 病や精神病になった人達も少なくない。
おお うつびょう せいしんびょう ひとたち すく

、 。 、 、・ 結婚している場合は 子どもの学校の問題がある 子どもは 毎日学校に通っているが
けっこん ば あ い こ がっこう もんだい こ まいにちがっこう かよ

遠足や修 学旅行などの連絡が日本語で書かれているため、母親は対応できない。学校から
えんそく しゅうがくりょこう れんらく に ほ ん ご か ははおや たいおう がっこう

非難されても、親はどうしようもない。子どもは小さいほど日本語の上 達が早く、小学生
ひ な ん おや こ ちい に ほ ん ご じょうたつ はや しょうがくせい

なら２年位できれいな日本語を話すことができる。しかし中学生位の年齢以上になると、
ねんくらい に ほ ん ご はな ちゅうがくせいくらい ねんれいいじょう

学校に行っても授 業についていけないので、登校拒否になってしまう。これには私 達も悩
がっこう い じゅぎょう とうこう き ょ ひ わたしたち なや

んでいる。
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159 ヶ国
かこく

国籍
こくせき

別
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全国
ぜんこく

籍
せき

韓国
かんこく

・ その他
た

市町村
しちょうそん

別
べつ

合
ごう

　計
けい

中国
ちゅうごく

朝鮮
ちょうせん

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾟﾙ- 米国
べいこく

ﾀｲ ﾍﾞﾄﾅﾑ 英国
えいこく

ｲﾝﾄﾞ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ﾗｵｽ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ  146ヶ国
かこく

県
けん

合 計
ごうけい

149,012 37,075 34,316 16,490 14,203 8,218 5,291 3,926 3,661 2,138 1,847 1,414 1,399 1,317 17,717

横浜市
よこはまし

65,904 22,398 15,949 6,273 3,926 1,731 2,653 1,270 1,225 1,147 695 401 114 534 7,588

 鶴見区
つ る み く

7,524 1,555 1,950 781 1,504 543 118 88 40 43 35 1 0 53 813

 神奈川区
か な が わ く

3,887 1,569 1,219 289 72 41 126 65 22 50 18 16 1 25 374

 西区
に し く

2,515 1,199 683 180 25 60 57 39 5 33 19 0 1 19 195

 中区
な か く

14,061 6,022 2,866 1,130 82 49 1,011 235 26 557 221 27 1 45 1,789

 南区
みなみく

6,479 2,303 2,164 851 121 60 91 224 17 57 51 8 6 26 500

 港南区
こ う な ん く

2,008 672 573 230 126 29 71 52 36 15 10 4 0 29 161

 保土ヶ谷区
ほ ど が や く

3,174 1,402 857 308 17 6 78 63 23 32 25 9 16 56 282

 旭区
あさひく

1,982 723 502 225 23 23 72 58 19 26 5 87 5 38 176

 磯子区
い そ ご く

2,980 1,018 696 231 362 189 97 51 6 32 34 4 2 32 226

 金沢区
かなざわく

2,477 577 544 176 322 385 106 40 32 27 18 1 0 17 232

 港北区
こ う ほ く く

4,420 1,025 1,155 464 214 59 258 82 43 87 112 1 1 49 870

 緑区
みどりく

2,025 730 354 297 229 55 47 29 18 19 9 2 8 19 209

 青葉区
あ お ば く

3,128 992 670 220 64 34 230 58 10 89 41 0 2 47 671

 都筑区
つ づ き く

2,307 316 543 234 309 39 112 49 41 19 44 2 1 18 580

 戸塚区
と つ か く

2,672 990 489 298 323 52 81 47 87 26 35 9 3 17 215

 栄区
さかえく

861 209 227 91 44 16 45 20 79 20 5 2 0 7 96

 泉区
いずみく

2,221 736 218 137 36 57 32 34 592 12 10 169 53 16 119

 瀬谷区
せ や く

1,183 360 239 131 53 34 21 36 129 3 3 59 14 21 80

川崎市
かわさきし

26,411 6,553 9,265 3,183 1,432 603 693 469 257 322 632 19 14 216 2,753

 川
かわ

　中　央
ちゅうおう

支所
し し ょ

4,498 1,151 1,773 597 207 111 28 53 41 27 196 0 2 24 288

 崎
さき

　大師
だ い し

支所
し し ょ

2,300 370 977 222 389 131 15 41 16 13 0 0 2 15 109

 区
く

　田島
た じ ま

支所
し し ょ

3,143 239 2,071 254 299 86 8 38 22 8 2 0 0 34 82

 幸区
さいわいく

2,948 832 1,007 419 77 135 41 58 20 6 151 0 0 10 192

 中原区
なかは らく

3,397 958 958 392 121 35 127 74 23 69 117 3 2 32 486

 高津区
た か つ く

3,084 774 918 454 117 35 135 52 34 39 77 4 0 20 425

 宮前区
みやまえく

2,514 696 602 328 97 31 125 77 73 41 10 7 4 54 369

 多摩区
た ま く

3,102 1,003 644 412 83 10 151 44 21 88 64 5 1 22 554

 麻生区
あ さ お く

1,425 530 315 105 42 29 63 32 7 31 15 0 3 5 248

横須賀市
よ こ す か し

4,582 599 1,088 1,126 395 362 398 92 33 33 8 3 0 53 392

平塚市
ひらつかし

4,692 482 533 718 1,244 247 59 106 126 19 10 228 198 36 686

鎌倉市
か ま く ら し

1,182 174 414 79 31 3 152 18 7 63 10 0 2 8 221

藤沢市
ふじさわし

5,573 680 944 312 975 816 197 149 268 92 36 31 24 151 898

小田原市
お だ わ ら し

1,704 285 412 335 277 33 42 43 18 38 3 2 4 20 192

茅ヶ崎市
ち が さ き し

1,455 248 313 230 141 54 79 35 32 55 6 10 0 23 229

逗子市
ず し し

362 40 128 29 5 2 66 7 3 16 1 1 0 0 64

相模原市
さ が み は ら し

9,275 2,144 1,817 1,680 594 295 279 311 164 111 230 249 151 65 1,185

三浦市
み う ら し

181 22 57 46 2 6 21 3 1 1 0 0 0 2 20

秦野
はたの

市
し

3,265 604 230 117 944 344 52 50 224 19 3 66 137 34 441

厚木市
あ つ ぎ し

4,770 602 482 402 689 882 74 146 408 40 53 100 286 17 589

大和市
や ま と し

6,133 849 1,056 772 392 1,267 140 251 345 21 70 170 164 32 604

⑥県内
けんない

外国人
が い こ く じ ん

登録者
と う ろ く し ゃ

数
す う

及
およ

び推移
す い い
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韓国
かんこく

 ・ その他
た

市町村
しちょうそん

別
べつ

合
ごう

　計
けい

中国
ちゅうごく

朝鮮
ちょうせん

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾟﾙ- 米国
べいこく

ﾀｲ ﾍﾞﾄﾅﾑ 英国
えいこく

ｲﾝﾄﾞ ｶﾝﾎﾞﾃﾞｨｱ ﾗｵｽ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ  146ヶ国
かこく

伊勢原市
い せ は ら し

1,392 232 185 150 224 89 25 31 157 51 9 12 5 3 219

海老名市
え び な し

1,860 238 292 132 251 180 50 199 73 44 37 7 35 7 315

座間市
ざ ま し

2,498 352 396 321 269 163 118 109 94 27 14 8 36 16 575

南足柄市
みなみあしがらし

309 64 68 12 102 11 5 4 1 1 0 1 0 2 38

綾瀬市
あ や せ し

2,512 125 203 116 844 139 43 459 120 4 9 46 202 27 175

葉山町
はやままち

232 22 45 22 3 1 60 4 0 14 1 0 1 7 52

寒川町
さむかわまち

644 32 64 47 193 79 7 43 47 1 2 0 0 19 110

大磯町
おおいそまち

137 19 32 22 4 3 16 11 0 3 0 0 3 1 23

二宮町
にのみやまち

197 23 13 36 71 1 11 4 0 2 0 3 1 1 31

中井町
なかいまち

105 3 10 5 45 29 2 1 0 0 0 0 0 0 10

大井町
おおいまち

74 17 11 14 17 5 2 3 1 1 0 0 0 1 2

松田町
まつだまち

59 16 12 6 9 3 1 2 0 0 0 0 0 1 9

山北町
やまきたまち

30 7 8 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

開成町
かいせいまち

129 40 18 9 51 3 1 2 1 0 0 0 0 1 3

箱根町
はこねまち

150 26 21 13 53 3 7 1 2 3 2 0 2 6 11

真鶴
まなづる

町
まち

54 24 16 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

湯河原町
ゆ が わ ら ま ち

328 32 110 98 6 36 4 3 0 0 0 0 0 4 35

愛川町
あいかわまち

2,191 63 48 95 747 810 7 84 46 3 4 56 14 27 187

清川村
きよかわむら

15 2 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

城山町
しろやままち

142 24 29 33 18 2 5 2 3 2 5 0 1 0 18

津久井町
つ く い ま ち

344 23 37 24 190 10 11 7 5 2 7 1 5 3 19

相模湖町
さ が み こ ま ち

42 4 6 5 7 0 2 7 0 3 0 0 0 0 8

藤野町
ふじのまち

79 7 4 6 39 5 7 0 0 0 0 0 0 0 11

　　２００３（平成
へいせい

１５）年
ねん

１２月
がつ

３１日
にち

　現在
げんざい
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（単位：人）○外国人登録者数の推移
がいこくじんとうろくしゃすう す い い たんい にん

1 9 7 5 年 1 9 8 0 年 19 8 5 年 1 9 9 0 年 19 9 5 年 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 20 0 2 年 2 0 0 3 年
ねん ねん ねん ねん ねん ねん ねん ねん ねん

県 41,266 41,664 47,279 77,351 104,882 123,179 135,104 141,314 149,012
けん

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )合 計 100.0 101.0 114.6 187.4 254.2 298.5 327.4 342.4 361.1
ごうけい

内は1975年を100とした時の指数( )
ない ねん とき しすう

（単位：国）○外国人登録者の国籍数の推移
がいこくじんとうろくしゃ こくせきすう す い い たんい くに

1 9 7 5 年 1 9 8 0 年 19 8 5 年 1 9 9 0 年 19 9 5 年 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 20 0 2 年 2 0 0 3 年
ねん ねん ねん ねん ねん ねん ねん ねん ねん

県 ８５ ９７ １００ １１９ １５３ １５４ １５４ １５５ １５９
けん

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )合 計 100.0 114.1 117.6 140.0 180.0 181.2 181.2 182.4 187.1
ごうけい

内は1975年を100とした時の指数( )
ない ねん とき しすう

○外国人登録者数の上位５ヵ国の推移
がいこくじんとうろくしゃすう じょうい か こ く す い い

1 9 7 5 年 1 9 8 0 年 19 8 5 年 1 9 9 0 年 19 9 5 年 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 20 0 2 年 2 0 0 3 年
ねん ねん ねん ねん ねん ねん ねん ねん ねん

中 国１ 位 韓 国 ･ 韓 国 ･ 韓 国 ･ 韓 国 ･ 韓 国 ･ 韓 国 ･ 韓 国 ･ 韓 国 ･
い かんこく かんこく かんこく かんこく かんこく かんこく かんこく かんこく ち ゅ う ご く

( )朝 鮮 朝 鮮 朝 鮮 朝 鮮 朝 鮮 朝 鮮 朝 鮮 朝 鮮 37,075
ちょうせん ちょうせん ちょうせん ちょうせん ちょうせん ちょうせん ちょうせん ちょうせん

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )29,141 29,611 30,337 33,443 32,960 33,453 34,421 34,490

韓 国 ･２ 位 中 国 中 国 中 国 中 国 中 国 中 国 中 国 中 国
い ち ゅ う ご く ち ゅ う ご く ち ゅ う ご く ち ゅ う ご く ち ゅ う ご く ち ゅ う ご く ち ゅ う ご く ち ゅ う ご く かんこく

朝 鮮( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )6,112 5,777 7,230 13,806 20,175 27,389 31,186 34,071
ちょうせん

( )34,316

３ 位 米 国 米 国 米 国 ﾌｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
い べ い こ く べ い こ く べ い こ く

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2,609 2,375 2,943 8,143 14,471 12,565 13,888 14,670 16,490

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ４ 位 英 国 英 国 ﾌｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ
い え い こ く え い こ く

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )465 469 968 4,040 7,648 12,040 13,608 14,091 14,203

５ 位 ド イ ツ ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ 英 国 米 国 ペ ル ー ペ ル ー ペ ル ー ペ ル ー ペ ル ー
い え い こ く べ い こ く

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )361 368 710 4,035 6,110 6,920 7,533 7,850 8,218

、 、 。( )内は登 録者数 単位：人（ ）。また 各 年のデータは いずれも12月31日時点のものである
ない とうろくしゃすう たんい にん かくねん がつ にちじてん
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⑦ ＮＧＯかながわ国際協力会議設置要綱
こ く さ い きょうりょく か い ぎ せ っ ち よ う こ う

（設置目的）
せ っ ち も く て き

第１条 ＮＧＯの県政参加を推進し、県とＮＧＯとの連携の強化を図るとともに、県内ＮＧＯ間の連携の強
だ い じょう け ん せ い さ ん か す い し ん け ん れ ん け い き ょ う か はか け ん な い か ん れ ん け い きょう

化を進めることを目的として、ＮＧＯかながわ国際協力会議（以下「ＮＧＯ会議」という。）を設置する。
か す す も く て き こ く さ い きょうりょく か い ぎ い か か い ぎ せ っ ち

（所掌事務）
し ょ しょう じ む

第２条 ＮＧＯ会議は、ＮＧＯとしての立場から、次に掲げる事項について協議を行い、知事に提言を行
だ い じょう か い ぎ た ち ば つ ぎ かか じ こ う き ょ う ぎ おこな ち じ て い げ ん おこな

うものとする。

（１） 県の国際政策に関すること。
け ん こ く さ い せ い さ く かん

（２） 県とＮＧＯとの連携に関すること。
け ん れ ん け い か ん

（３） 県内ＮＧＯ間の連携に関すること。
け ん な い か ん れ ん け い か ん

（４） その他前条の目的を達成するために必要と認められる事項。
た ぜんじょう も く て き た っ せ い ひ つ よ う み と じ こ う

（構成等）
こ う せ い と う

第３条 ＮＧＯ会議は、次のいずれにも該当する団体に所属する者で、所属団体の推薦を受けた者の中
だ い じょう か い ぎ つ ぎ が い と う だ ん た い し ょ ぞ く も の し ょ ぞ く だ ん た い す い せ ん う も の な か

から、知事が委嘱する委員１０人以内で構成する。
ち じ い し ょ く い い ん に ん い な い こ う せ い

（１） 県の国際政策に関する分野である地域の国際化、国際交流、国際協力又は平和のいずれかの
け ん こ く さ い せ い さ く かん ぶ ん や ち い き こ く さ い か こ く さ い こ う り ゅ う こ く さ い きょうりょくま た へ い わ

分野で、非営利の公益活動を主な活動としている団体。
ぶ ん や ひ え い り こ う え き か つ ど う お も か つ ど う だ ん た い

（２） 県内に事務所のある団体、県内で活動する団体、又は会員の多数が県民である団体。
け ん な い じ む し ょ だ ん た い け ん な い か つ ど う だ ん た い ま た か い い ん た す う け ん み ん だ ん た い

２ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
い い ん に ん き ね ん ほ け つ い い ん に ん き ぜ ん に ん し ゃ ざ ん に ん き か ん

３ 委員は、１期に限り再任されることができる。
い い ん き か ぎ さ い に ん

４ 委員は、公募により選任することとし、その方法は別に定める。
い い ん こ う ぼ せ ん に ん ほ う ほ う べ つ さ だ

（委員長及び副委員長）
い い ん ちょうお よ ふ く い い ん ちょう

第４条 ＮＧＯ会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
だ い じょう か い ぎ い い ん ちょうお よ ふ く い い ん ちょう お い い ん ご せ ん さ だ

２ 委員長は、ＮＧＯ会議を代表し、会務を総理する。
い い ん ちょう か い ぎ だいひょう か い む そ う り

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を
ふ く い い ん ちょう い い ん ちょう ほ さ い い ん ちょう じ こ ま た い い ん ちょう か し ょ く む

代理する。
だ い り

（運営等）
う ん え い と う

第５条 ＮＧＯ会議は、委員長が招集する。
だ い じょう か い ぎ い い ん ちょう しょうしゅう

２ ＮＧＯ会議は、委員の自主的な運営により、行われるものとする。
か い ぎ い い ん じ し ゅ て き う ん え い おこな

３ ＮＧＯ会議は、原則として公開とする。ただし、ＮＧＯ会議の決定により、会議の全部又は一部を非公
か い ぎ げ ん そ く こ う か い か い ぎ け っ て い か い ぎ ぜ ん ぶ ま た い ち ぶ ひ こ う

開とすることができる。
か い

４ 委員長は、２年間の任期中の協議をまとめて、知事に報告及び提言を行う。
い い ん ちょう ね ん か ん に ん きちゅう き ょ う ぎ ち じ ほ う こ く お よ て い げ ん おこな
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（委員の責務）
い い ん せ き む

第６条 委員は、第１条に定める設置目的のために職務を遂行し、自らが属している団体の利益のみを
だ い じょう い い ん だ い じょう さ だ せ っ ち も く て き し ょ く む す い こ う みずか ぞ く だ ん た い り え き

追求するものではない。
ついきゅう

２ 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
い い ん し ょ く む じ ょ う し え ひ み つ も しょく しりぞ あ と ど う よ う

（推進体制）
す い し ん た い せ い

第７条 知事は、第５条第４項の規定による報告及び提言を受けたときは、これを公表する。
だ い じょう ち じ だ い じょうだ い こ う き て い ほ う こ く お よ て い げ ん う こうひょう

２ 知事及びその他の執行機関は、ＮＧＯ会議の運営に関し協力するよう努めるとともに、ＮＧＯ会議の
ち じ お よ た し っ こ う き か ん か い ぎ う ん え い か ん きょうりょく つ と か い ぎ

報告及び提言をできる限り尊重する。
ほ う こ く お よ て い げ ん か ぎ そんちょう

３ ＮＧＯ会議は、その協議のために必要と認めるときは、関係者に資料の提出を求め、又は関係者の
か い ぎ き ょ う ぎ ひ つ よ う み と か ん け い し ゃ し り ょ う ていしゅつ も と ま た か ん け い し ゃ

出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。知事及びその他の執行機関は可能な限り、
しゅっ せ き も と せ つ め い も い け ん き ち じ お よ た し っ こ う き か ん か の う か ぎ

ＮＧＯ会議の要請に対応するものとする。
か い ぎ よ う せ い た い お う

４ 知事及びその他の執行機関は、ＮＧＯ会議の運営並びにその報告及び提言の施策化について、市
ち じ お よ た し っ こ う き か ん か い ぎ う ん え い な ら ほ う こ く お よ て い げ ん し さ く か し

町村に協力を求め、その連携に努めるものとする。
ちょうそん きょうりょく も と れ ん け い つ と

（庶務）
し ょ む

第８条 ＮＧＯ会議の庶務は、県民部国際課において処理する。
だ い じょう か い ぎ し ょ む け ん み ん ぶ こ く さ い か し ょ り

（補則）
ほ そ く

第９条 この要綱に定めるもののほか、ＮＧＯ会議の運営について必要な事項は別に定める。
だ い じょう よ う こ う さ だ か い ぎ う ん え い ひ つ よ う じ こ う べ つ さ だ

附 則
ふ そ く

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。
よ う こ う へ い せ い ねん が つ に ち し こ う

附 則
ふ そ く

この要綱は、平成１１年６月１日から施行する。
よ う こ う へ い せ い ねん が つ に ち し こ う
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⑧ ＮＧＯかながわ国際協力会議運営要領
こ く さ い きょうりょく か い ぎ う ん え い よ う り ょ う

（趣旨）
し ゅ し

第１条 この要領は、ＮＧＯかながわ国際協力会議設置要綱第９条の規定に基づき、ＮＧＯかながわ
だ い じょう よ う り ょ う こ く さ い きょうりょく か い ぎ せ っ ち よ う こ う だ い じょう き て い も と

国際協力会議（以下「ＮＧＯ会議」という。）の運営について必要な事項を定める。
こ く さ い きょうりょく か い ぎ い か か い ぎ う ん え い ひ つ よ う じ こ う さ だ

（開催等）
か い さ い と う

第２条 ＮＧＯ会議の開催回数は、１年に８回程度とする。
だ い じょう か い ぎ か い さ い か い す う ねん か い て い ど

２ ＮＧＯ会議の開会、閉会、休憩等は、委員長が宣言する。
か い ぎ か い か い へ い か い きゅうけい と う い い ん ちょう せ ん げ ん

３ 委員の代理出席は、原則として認めない。ただし、ＮＧＯ会議の決定により、やむを得ないと認められ
い い ん だ い り しゅっせき げ ん そ く み と か い ぎ け っ て い え み と

る場合はこの限りではない。
ば あ い か ぎ

（傍聴）
ぼうちょう

第３条 ＮＧＯ会議を傍聴しようとする者は、ＮＧＯ会議当日に、住所及び氏名を傍聴者名簿に記入する
だ い じょう か い ぎ ぼうちょう も の か い ぎ と う じ つ じ ゅ う しょ お よ し め い ぼうちょう し ゃ め い ぼ き に ゅ う

ものとする。

２ 傍聴人がＮＧＯ会議を妨害するときは、委員長はこれを制止し、その指示に従わないときは、これを
ぼうちょうに ん か い ぎ ぼ う が い い い ん ちょう せ い し し じ したが

退場させることができる。
た いじょう

（部会）
ぶ か い

第４条 ＮＧＯ会議には、部会を置くことができる。
だ い じょう か い ぎ ぶ か い お

２ 部会は、委員長がＮＧＯ会議に諮って設置する。
ぶ か い い い ん ちょう か い ぎ はか せ っ ち

３ 部会長は、当該部会に属する委員の互選により定め、その部会の事務を統括し、部会の審議経過及
ぶ か い ちょう と う が い ぶ か い ぞ く い い ん ご せ ん さ だ ぶ か い じ む と う か つ ぶ か い し ん ぎ け い か お よ

び結果を委員長に報告する。
け っ か い い ん ちょう ほ う こ く

（県内ＮＧＯ等との連携）
け ん な い と う れ ん け い

第５条 ＮＧＯ会議の運営にあたっては、協議内容等について、積極的に県内ＮＧＯに周知するととも
だ い じょう か い ぎ う ん え い き ょ う ぎ な い よ う と う せ っ き ょ く て き け ん な い し ゅ う ち

に、必要に応じて県内ＮＧＯとの意見交換及び意見集約を行うフォ－ラムやシンポジウムを開催して幅
ひ つ よ う お う け ん な い い け ん こ う か ん お よ い け ん しゅうやく おこな か い さ い はば

広い意見の集約に努める。
ひ ろ い け ん しゅうやく つ と

２ ＮＧＯ会議の運営にあたっては、別に定める外国籍県民かながわ会議、かながわ国際政策推進懇話
か い ぎ う ん え い べ つ さ だ が い こ く せ き け ん み ん か い ぎ こ く さ い せ い さ く す い し ん こ ん わ

会等との協力・連携を図る。
か い と う きょうりょく れ ん け い はか

３ ＮＧＯ会議の庶務については、財団法人神奈川県国際交流協会と協力して行う。
か い ぎ し ょ む ざ い だ ん ほ う じ ん か な が わ け ん こ く さ い こ う りゅ うきょうかい きょうりょく おこな

（解嘱の申出）
かいしょく も う し で

第６条 委員長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、知事に委員の解嘱を申し出ることが
だ い じょう い い ん ちょう い い ん つ ぎ か く ご う が い と う ち じ い い ん かいしょく も う で

できる。

（１） 自己の都合により辞職の意思を表明したとき。
じ こ つ ご う じ し ょ く い し ひょうめい
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（２） 心身の故障その他の事由により職務の遂行に堪えないと認められるとき。
し ん し ん こ し ょ う た じ ゆ う し ょ く む す い こ う た み と

（３） 委員の所属している団体が、ＮＧＯかながわ国際協力会議設置要綱第３条第１項の要件に該当
い い ん し ょ ぞ く だ ん た い こ く さ い きょうりょく か い ぎ せ っ ち よ う こ う だ い じょうだ い こ う よ う け ん が い と う

しなくなったとき又は委員が所属団体の構成員でなくなったとき。
ま た い い ん し ょ ぞ く だ ん た い こ う せ い い ん

（４） 職務上の義務違反があるとき。
し ょ く む じ ょ う ぎ む い は ん

（補充の申出）
ほ じ ゅ う も う し で

第７条 委員に欠員が生じた場合、委員長はＮＧＯ会議に諮って、その補充を知事に申し出ることができ
だ い じょう い い ん け つ い ん しょう ば あ い い い ん ちょう か い ぎ はか ほ じ ゅ う ち じ も う で

る。

（委任）
い に ん

第８条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長がＮＧＯ会議に諮って定める。
だ い じょう よ う り ょ う さ だ ひ つ よ う じ こ う い い ん ちょう か い ぎ はか さ だ

附 則
ふ そ く

１ この要領は、平成１０年１１月２１日から施行する。
よ う り ょ う へ い せ い ね ん が つ に ち し こ う

２ 平成１０年度のＮＧＯ会議の開催については、第２条第１項中「４回程度」とあるのは、「２回程度」と
へ い せ い ね ん ど か い ぎ か い さ い だ い じょう だ い こ う ちゅう か い て い ど か い て い ど

する。

附 則
ふ そ く

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。
よ う り ょ う へ い せ い ねん が つ に ち し こ う
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５ 委員名簿
い い ん め い ぼ

氏 名 所 属 団 体 備考
し め い し ょ ぞ く だ ん た い び こ う

乳井 京子 特定非営利活動法人 地球の木 部会長
にゅうい きょうこ とくてい ひ え い り かつどうほうじん ちきゅう き ぶかいちょう

Ａ

百武 千文 国際子育てクラブ“ ファンキーキッズ ” 副委員長
ひゃくたけ ち ふみ こくさい こ そ だ ふくいいんちょう

部 本間 勝 草の根ネット麦の会
ほ ん ま まさる くさ ね むぎ かい

山崎 登美子 特定非営利活動法人 ビラーンの医療と自立を支える会
やまざき と み こ とくてい ひ え い り かつどうほうじん いりょう じ り つ ささ かい

会

山中 悦子 特定非営利活動法人 草の根援助運動 委員長
やまなか え つ こ とくてい ひ え い り かつどうほうじん くさ ね えんじょうんどう いいんちょう

Ｂ 植田 善嗣 カラバオの会 部会長
う え だ よしつぐ かい ぶかいちょう

部 小林 徳子 特定非営利活動法人 かながわ難民定住援助協会
こばやし の り こ とくてい ひ え い り かつどうほうじん なんみんていじゅうえんじょきょうかい

会 森山 眞理 茅ヶ崎市国際交流協会
もりやま ま り ち が さ き し こくさいこうりゅうきょうかい

（注）敬称略
ちゅう けいしょうりゃく

（Ａ部会）「地域主体の国際協 力／途上国支援」について協議
ぶ か い ち い き しゅたい こくさいきょうりょく とじょうこく し え ん きょうぎ

（Ｂ部会）「差別のない社会の実現をめざして」について協議
ぶ か い さ べ つ しゃかい じつげん きょうぎ



ＮＧＯかながわ国際協 力会議（第３期）最終報告
こくさいきょうりょくか い ぎ だい き さいしゅうほうこく

共生を実感できる神奈川と平和な国際社会の構築をめざす
きょうせい じ っ か ん か な が わ へ い わ こ く さ い し ゃ か い こ う ち く

～ＮＧＯと県との協働のもとに～
け ん きょうどう

～ＮＧＯかながわ国際協 力会議事務局 ： 神奈川県県民部国際課～
こくさいきょうりょくか い ぎ じ む き ょ く か な が わ け ん けんみん ぶ こくさい か

〒２３１－８５８８ 神奈川県横浜市中区日本大通１
か な が わ け ん よ こ は ま し な か く に ほ んおおどおり

電 話：０４５－２１０－３７４８
で ん わ

ＦＡＸ：０４５－２１２－２７５３

E-mail ： kokusai＠pref.kanagawa.jp

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokusai/seisaku/seisaku.htm




