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2010年
ね ん

10月
が つ

27日
に ち

   

 

神奈川県知事
か な が わ け ん ち じ

 松沢成文
ま つ ざ わ し げ ふ み

 様
さま

 

 

ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

 

委員長
いいんちょう

 丸谷
まるたに

 士都子
し づ こ

 

 

ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

（第６期
だ い  き

）最 終
さいしゅう

報告
ほうこく

について 

 

 第６期
だ い  き

が始
はじ

まった 2008年
ねん

、世界
せ か い

同時
ど う じ

不況
ふきょう

が起こり
お   

、国内
こくない

でも弱い
よ わ  

立場
た ち ば

にある人
ひと

たちが 職
しょく

や住 居
じゅうきょ

を失い
うしな 

、困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

に陥りました
おちい      

。グローバル経済
けいざい

によってもたらされた富
とみ

の蓄積
ちくせき

は、より多く
お お  

の人
ひと

たちにとって豊か
ゆ た  

な社会
しゃかい

を作り出す
つ く  だ  

どころか、ますます貧富
ひ ん ぷ

の差
さ

を生み出し
う  だ  

ています。経済
けいざい

優先
ゆうせん

のしくみから転
てん

じて、人びと
ひと   

が安心
あんしん

して 心
こころ

豊か
ゆた  

な生活
せいかつ

を送る
お く  

ことができる社会
しゃかい

を市民
し み ん

の 力
ちから

で

作り出す
つ く  だ   

ことがこれまで以上
いじょう

に必要
ひつよう

とされています。 

 

 県内
けんない

には多く
おお  

のＮＧＯ・ＮＰОが国際
こくさい

交 流
こうりゅう

･国際
こくさい

協 力
きょうりょく

の分野
ぶ ん や

および外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

支援
し え ん

の分野
ぶ ん や

で

活動
かつどう

しています。しかし、激動
げきどう

する社会
しゃかい

において複雑化
ふくざつか

する地域
ち い き

の課題
か だ い

を解決
かいけつ

するには、もはやこ

れらの団体
だんたい

のみの 力
ちから

では対応
たいおう

できない 状 況
じょうきょう

になっています。ＮＧＯ・ＮＰОがより働きやすい
はたら      

環 境
かんきょう

を作
つく

るとともに、当事者
とうじしゃ

を中 心
ちゅうしん

に据え
す  

、現場
げ ん ば

経験
けいけん

を持つ
も  

人材
じんざい

を活用
かつよう

し、より現実
げんじつ

に則した
そく   

動き
うご  

を作
つく

っていくことが必要
ひつよう

です。そのためには、行 政
ぎょうせい

との連携
れんけい

、協 働
きょうどう

が不可欠
ふ か け つ

となります。 

 

 第６期
だ い  き

ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

は、神奈川
か な が わ

県
けん

知事
ち じ

の委嘱
いしょく

を受け
う  

、県
けん

の国際
こくさい

政策
せいさく

や県
けん

とＮＧ

Ｏとの連携
れんけい

に関する
かん   

ことなどを協議
きょうぎ

するため、2008年
ねん

11月
がつ

から２年間
ねんかん

にわたって 12回
かい

の会議
か い ぎ

と４回
 か い

の予備
よ び

会議
か い ぎ

を開催
かいさい

して提言
ていげん

をまとめました。国際
こくさい

協 力
きょうりょく

や外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

支援
し え ん

を行って
おこな   

いる様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

のＮＧＯ・ＮＰОの人
ひと

たちが委員
い い ん

となり、討議
と う ぎ

をおこなってきました。足下
あしもと

の国際化
こくさいか

を緊 急
きんきゅう

課題
か だ い

と

位置
い ち

づけ、そこに現場
げ ん ば

の声
こえ

を反映
はんえい

させ、ＮＧＯ・ＮＰОの積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

と協 働
きょうどう

を基本
き ほ ん

においたこ

とが今期
こ ん き

の提言
ていげん

の特 徴
とくちょう

です。 

 

それぞれの活動
かつどう

の背景
はいけい

を学ぶ
ま な  

ことから始
はじ

め、第１期
だ い  き

から第５期
だ い  き

までの提言
ていげん

の施策化
し さ く か

を分析
ぶんせき

し、

実現
じつげん

につながる対策
たいさく

を検討
けんとう

するとともに、過去
か こ

のＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

の委員長
いいんちょう

を招
まね

き、

その経験
けいけん

を共 有
きょうゆう

しました。また、課題
か だ い

に対する
たい   

共 通
きょうつう

認識
にんしき

を得
え

るため、かながわ国際
こくさい

交 流
こうりゅう

財団
ざいだん

、

ブラジル人
じん

学校
がっこう

、定時制
ていじせい

高校
こうこう

などの見学
けんがく

と聞き取り
き  と  

を行 い
おこな  

、さらに、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

かながわ会議
か い ぎ

と

の合同
ごうどう

会議
か い ぎ

を開き
ひ ら  

、意見
い け ん

交換
こうかん

をしました。2010年
ねん

２月
がつ

には、オープン会議
か い ぎ

を開催
かいさい

し、広く
ひろ  

県民
けんみん

の方々
かたがた

から意見
い け ん

をいただき、提言
ていげん

に反映
はんえい

させました。 

 

 このたび、第６期
だ い  き

の任期満了
にんきまんりょう

に 伴
ともな

い、これまでの協議
きょうぎ

結果
け っ か

を知事
ち じ

への提言
ていげん

としてとりまとめま

した。誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮
く

らせる、｢世界
せ か い

に開かれた
ひら     

かながわ｣を実現
じつげん

するため、私たち
わたし   

の提言
ていげん

に対
たい

し

て、充 分
じゅうぶん

にご理解いただき
 り か い      

、施策化
し さ く か

に向け
む  

ご尽力
 じんりょく

賜
たまわ

りますよう、心から
こころ    

お願い
 ね が  

申
もう

しあげます。 
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Ｉ 知事
ち じ

への提言
ていげん

 

 

１ 基本的
きほんてき

視点
し て ん

 

 ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

は第 1期
だ い   き

が始まった
は じ        

時
とき

から 12年
ねん

が経過
け い か

しました。県
けん

の国際
こくさい

政策
せいさく

や県
けん

とＮＧＯの協 働
きょうどう

などについて、それぞれの時代
じ だ い

に沿った
そ   

重 要
じゅうよう

課題
か だ い

の解決
かいけつ

に向けて
む   

の提言
ていげん

が

出
だ

されてきました。すべてが具体的
ぐたいてき

な施策
せ さ く

に直 接
ちょくせつ

結
むす

びつくわけではありませんが、神奈川県
か な が わ け ん

の

国際
こくさい

政策
せいさく

によい方向性
ほうこうせい

を与える
あた   

ものであることを確信
かくしん

しています。 

12年
ねん

経つ
た  

と世界
せ か い

の情 勢
じょうせい

も神奈川
か な が わ

の 状 況
じょうきょう

にも変化
へ ん か

があります。第 1期
だい  き

の時点
じ て ん

では 11万 6 千人
まん せんにん

であった外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の数
かず

は、現在
げんざい

17万 5 千人
まん せんにん

を超え
こ  

るようになりました。第６期
だい  き

は 2008年
ねん

10月
がつ

に

スタートしましたが、丁度
ちょうど

リーマンショックの直後
ちょくご

であり、世界的
せかいてき

な経済
けいざい

危機
き き

が始
はじ

まっていまし

た。日本
に ほ ん

では、派遣
は け ん

会社
がいしゃ

を通して
と お   

雇用
こ よ う

されていた非正規
ひ せ い き

労働者
ろうどうしゃ

が大 量
たいりょう

に解雇
か い こ

され、外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

の多く
お お  

に厳しい
きび   

生活
せいかつ

が課さ
か  

れました。しかし、課題
か だ い

はニューカマーに限らず
かぎ   

、戦前
せんぜん

から日本
に ほ ん

に住む
す  

韓国
かんこく

･朝 鮮
ちょうせん

、中 国
ちゅうごく

系
けい

の県民
けんみん

たちも未だ
いま  

多く
おお  

の課題
か だ い

を抱えて
かか   

います。今期
こ ん き

は主
おも

に外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の生活
せいかつ

や教 育
きょういく

における問題
もんだい

に対応
たいおう

する施策
せ さ く

について討議
と う ぎ

し、次
つぎ

の視点
し て ん

を重 要
じゅうよう

としました。 

 

○ 様々
さまざま

な文化
ぶ ん か

を持つ
も  

県民
けんみん

が育 む
はぐく  

豊か
ゆた  

な社会
しゃかい

 

神奈川県
か な が わ け ん

の魅力
みりょく

のひとつとして、｢豊か
ゆ た  

な国際性
こくさいせい

｣があげられています。多彩
た さ い

な文化
ぶ ん か

背景
はいけい

の人
ひと

たちを受け入れる
う  い   

ことで、県民
けんみん

は多様
た よ う

な考え方
かんが かた

を知り
し  

、国際的
こくさいてき

視野
し や

を広め
ひ ろ  

、より魅力
みりょく

的
てき

な社会
しゃかい

を創造
そうぞう

することができます。そのためには、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が安心
あんしん

して暮
く

らすことが

できる行 政
ぎょうせい

のしくみが必要
ひつよう

となります。 
 

○ 権利
け ん り

の保障
ほしょう

 

外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が人種
じんしゅ

、皮膚
ひ ふ

の色
いろ

、言語
げ ん ご

などによる差別
さ べ つ

を受
う

けることがあってはなりません。

世界
せ か い

人権
じんけん

宣言
せんげん

にも謳われて
う た     

いるとおり、「すべての人
ひと

は衣食住
いしょくじゅう

、医療
いりょう

及び
お よ  

必要
ひつよう

な社会的
しゃかいてき

施設
し せ つ

等
とう

により、自己
じ こ

及び
お よ  

家族
か ぞ く

の健康
けんこう

及び
お よ  

福祉
ふ く し

に十 分
じゅうぶん

な生活
せいかつ

水 準
すいじゅん

を保持
ほ じ

する権利
け ん り

」を持
も

っ

ています。 

また、すべての子ども
こ   

たちには教 育
きょういく

を受ける
う   

権利
け ん り

があり、外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

は、日本
に ほ ん

の子
こ

どもたちと同等
どうとう

の教 育
きょういく

を受ける
う  

権利
け ん り

を保障
ほしょう

されなくてはなりません。さらに、自分
じ ぶ ん

の文化
ぶ ん か

に誇り
ほ こ  

を持ち
も  

、家族
か ぞ く

とのコミュニケーションを保つ
た も  

ため、母語
ぼ ご

の教 育
きょういく

にも配慮
はいりょ

する必要
ひつよう

が

あります。 

 

○ 当事者
とうじしゃ

の参加
さ ん か

 

県
けん

が 2025年
ねん

を展望
てんぼう

し策定
さくてい

した「神奈川力
か な が わ り ょ く

構想
こうそう

」の政策
せいさく

展開
てんかい

の基本
き ほ ん

に据
す

える視点
し て ん

には、「外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

などが個性
こ せ い

と能力
のうりょく

を発揮
は っ き

できるようなくらしやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

するなど、

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の地域
ち い き

社会
しゃかい

を進
すす

めます。また地域
ち い き

からの国際
こくさい

交流
こうりゅう

・協 力
きょうりょく

を推進
すいしん

します。」と

述
の

べられています。多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に関する
か ん   

事業
じぎょう

に対し
た い  

、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が計画
けいかく

から実施
じ っ し

まで関わ
か か  

ることにより、より現実
げんじつ

に即した
そ く   

効果的
こうかてき

な事業
じぎょう

をおこなうことが可能
か の う

になり、彼ら
か れ  

・彼女
かのじょ
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ら自身
じ し ん

も社会
しゃかい

での役割
やくわり

を担って
に な   

いるという自信
じ し ん

につながります。 

 

○ 行 政
ぎょうせい

の積極的
せっきょくてき

な関わり
か か   

、ＮＧＯ・ＮＰО、市民
し み ん

、企業
きぎょう

、大学
だいがく

など広い
ひ ろ  

分野
ぶ ん や

の人
ひと

たちとの協 働
きょうどう

 

ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

と外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

かながわ会議
か い ぎ

の提言
ていげん

によって始まった
はじ     

外国
がいこく

人
じん

住 宅
じゅうたく

支援
し え ん

や医療
いりょう

通訳
つうやく

派遣
は け ん

システム
し す て む

の協 働
きょうどう

事業
じぎょう

は、多く
お お  

の経験
けいけん

の蓄積
ちくせき

から専門家
せんもんか

を

作
つく

りだし、そのノウハウは神奈川
か な が わ

モデルとして定 着
ていちゃく

してきました。しかし、利用者
りようしゃ

が増え
ふ  

、

外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の課題
か だ い

が複雑化
ふくざつか

・多様化
た よ う か

する現在
げんざい

、課題
か だ い

に対する
た い   

神奈川県
か な が わ け ん

職 員
しょくいん

の十 分
じゅうぶん

な理解
り か い

と、より積極的
せっきょくてき

な関わり
か か   

が必要
ひつよう

とされます。 

また、地域
ち い き

ごとの市民
し み ん

団体
だんたい

、学校
がっこう

、企業
きぎょう

など、様々
さまざま

な人
ひと

たちとの理解
り か い

とともに、連携
れんけい

･協 働
きょうどう

を進めて
す す   

いくことが重 要
じゅうよう

と 考
かんが

えます。 
 

以上
いじょう

の基本的
きほんてき

視点
し て ん

から、次
つぎ

の５つのテーマ、11 の提言
ていげん

をまとめました。 

 

(１) 外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の生活
せいかつ

の問題
もんだい

 

日本
に ほ ん

のことばや習 慣
しゅうかん

に慣れて
な  

いない外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が住む
す  

場所
ば し ょ

を得たり
え  

、医療
いりょう

を受ける
う   

ことは

大
おお

きな困難
こんなん

を 伴
ともな

います。しかし、現在
げんざい

のシステムは十 分
じゅうぶん

ではなく、改善
かいぜん

が必要
ひつよう

です。外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の抱える
か か   

問題
もんだい

は多様化
た よ う か

し、相談
そうだん

窓口
まどぐち

だけの対応
たいおう

では難しく
むずか   

なっているのが現 状
げんじょう

です。

多文
た ぶ ん

化
か

ソーシャルワーカーの養成
ようせい

と活用
かつよう

が切実
せつじつ

に求め
も と  

られています。（提言
ていげん

１～４） 
 

(２) 外国
がいこく

につながる子ども
こ   

たちの学び
ま な  

の場
ば

 

外国
がいこく

から来た
き  

全て
す べ  

の子ども
こ   

たちの教 育
きょういく

は保障
ほしょう

されていなくてはならないはずが、現 状
げんじょう

は

差
さ

別
べつ

や経済
けいざい

状 況
じょうきょう

、支援
し え ん

の不足
ふ そ く

から、教 育
きょういく

を受けられない
う     

子ども
こ   

たちが増えて
ふ   

います。ま

た、外国
がいこく

につながる子ども
こ   

たちが自分
じ ぶ ん

の文化
ぶ ん か

を否定
ひ て い

するのではなく、誇り
ほ こ  

を持ち
も  

、将 来
しょうらい

へ

の夢
ゆめ

を持って
も   

生きて
い   

いけるような社会
しゃかい

を創って
つく   

いかなくてはなりません。今期
こ ん き

は母語
ぼ ご

教 室
きょうしつ

と学齢期
がくれいき

をすぎた子ども
こ   

たちの居場所
い ば し ょ

の検討
けんとう

を提言
ていげん

に入れました
い    

。（提言
ていげん

５、６） 
 

(３) 自立
じ り つ

に向けた
む   

日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の支援
し え ん

 

外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が仕事
し ご と

を得
え

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

するためには、日本語
に ほ ん ご

の習 得
しゅうとく

が必要
ひつよう

となります。増え続
ふ  つ づ

ける日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

支援
し え ん

希望者
きぼうしゃ

に対し
た い  

、より的確
てきかく

な指導
し ど う

を行って
おこな   

いくためには、場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

が

必要
ひつよう

です。ボランティアに任せる
ま か   

だけではなく、行政側
ぎょうせいがわ

の役割
やくわり

が求められます
もと        

。若い
わか  

世代
せ だ い

に

多文化
た ぶ ん か

理解
り か い

を進め
す す  

、担い手
に な  て

を育てて
そ だ   

いくためには、地域
ち い き

や大学
だいがく

との連携
れんけい

も必要
ひつよう

とされます。

（提言
ていげん

７、８） 
 

(４) 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

や世界
せ か い

とつながる市民
し み ん

の意識
い し き

を育てる
そ だ   

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

について 

支援
し え ん

活動
かつどう

を行う
おこな 

だけでは解決
かいけつ

しない問題
もんだい

があります。それは、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

に対する
た い   

受け入れ
う  い  

側
がわ

の意識
い し き

の問題
もんだい

です。同じ
お な  

地域
ち い き

に住む
す  

県民
けんみん

が外国
がいこく

につながる人
ひと

たちを受け入れ
う  い  

、そ

れぞれの文化
ぶ ん か

や考え方
かんが かた

を理解
り か い

し、背景
はいけい

となる世界
せ か い

の構造
こうぞう

を知る
し  

ことが、誰
だれ

でも安心
あんしん

して

暮らせる
く    

神奈川
か な が わ

につながります。多文化
た ぶ ん か

教 育
きょういく

、国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

の実践者
じっせんしゃ

の養成
ようせい

と学校
がっこう

現場
げ ん ば

で

の実施
じ っ し

促進
そくしん

を提言
ていげん

に盛り込みました
も  こ     

。(提言
ていげん

９、10) 
 



 - 5 -

(５) ＮＧＯ・ＮＰО活動
かつどう

支援
し え ん

 

ＮＧＯ・ＮＰОなど、多く
お お  

の市民
し み ん

団体
だんたい

が県内
けんない

の様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

のニーズ
 

に対応
たいおう

しています。し

かし、多く
お お  

の団体
だんたい

の人的
じんてき

・財政的
ざいせいてき

基盤
き ば ん

は十 分
じゅうぶん

ではなく、的確
てきかく

な対応
たいおう

が難しく
むずか   

なっています。

これらの団体
だんたい

がより質
しつ

の高い
たか  

活動
かつどう

をするために、寄附
き ふ

による県民
けんみん

ファンドの創設
そうせつ

を提言
ていげん

しま

す。（提言
ていげん

11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＮＧＯ」の定義
ていぎ

について ～ＮＧＯかながわ国際協力会議
こくさいきょうりょくかいぎ

の協議
きょうぎ

の前提
ぜんてい

として～ 

 

ＮＧＯとは、英語
えいご

のNon-Governmental Organizationの略
りゃく

で、もともとは国連
こくれん

が政府
せいふ

以外
いがい

の民間
みんかん

団体
だんたい

との 

関係
かんけい

において使用
しよう

していたことばですが、現在
げんざい

では一般
いっぱん

に広
ひろ

く使用
しよう

されています。 

私
わたし

たちは、協議
きょうぎ

の前提
ぜんてい

となるＮＧＯについて、この会議
かいぎ

の設置
せっち

趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえ、国際
こくさい

交 流
こうりゅう

、国 際 協 力
こくさいきょうりょく

、

地域
ちいき

の国
こく

際化
さいか

、平和
へいわ

などの分野
ぶんや

で活動
かつどう

する団体
だんたい

と考え
かんが 

ました。 

また、地球的
ちきゅうてき

な規模
き ぼ

で活動
かつどう

する団体
だんたい

だけではなく、ボランタリー活動
かつどう

を行 う
おこな  

特定
とくてい

非営利
ひえいり

活動
かつどう

法人
ほうじん

(ＮＰ 

Ｏ法人
ほうじん

)及び
およ  

、法人
ほうじん

格
かく

を持
も

たない市民
しみん

活動
かつどう

団体
だんたい

やボランティアグループのように地域
ちいき

で活動
かつどう

する団体
だんたい

も含
ふく

 

めて考え
かんが 

ることにしました。 
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２ 提言
ていげん

項目
こうもく

一覧
いちらん

 

（１）外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の生活
せいかつ

の問題
もんだい

 

提言
ていげん

１ 公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

入 居
にゅうきょ

のサポート 

日本語
に ほ ん ご

を母語
ぼ ご

としない住 民
じゅうみん

に対し
た い  

、県営
けんえい

住 宅
じゅうたく

をはじめとする公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

入 居
にゅうきょ

に関する
か ん   

情 報
じょうほう

の多言語
た げ ん ご

サービスを充 実
じゅうじつ

させる。 

 

提言
ていげん

２ 民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

のガイドラインについて 

神奈川県
か な が わ け ん

は、民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

のトラブル防止
ぼ う し

のための賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

トラブル防止
ぼ う し

ガイドライン

を作成
さくせい

する。 

 

提言
ていげん

３ 医療
い り ょ う

通訳
つ う や く

派遣
は け ん

システムのさらなる充実
じゅうじつ

と地域
ち い き

への普及
ふ き ゅ う

 

神奈川県
か な が わ け ん

は、医療
いりょう

通訳
つうやく

派遣
は け ん

システム事業
じぎょう

のより広い
ひ ろ  

地域
ち い き

への普及
ふきゅう

のため、市町村
しちょうそん

の協 力
きょうりょく

を得ながら
え   

、資金
し き ん

・人材
じんざい

・広報
こうほう

活動
かつどう

等
とう

の課題
か だ い

に取り組み
と  く  

、システムを充 実
じゅうじつ

させる。 

 

提言
ていげん

４  多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー養成
ようせい

の充 実
じゅうじつ

とそのしくみ作
づく

り 

神奈川県
か な が わ け ん

は、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が抱える
かか   

様々
さまざま

な問題
もんだい

に対応
たいおう

するため、多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー

の育成
いくせい

を継続
けいぞく

し、充 実
じゅうじつ

させる。さらに、多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワークのしくみを作り
づ く  

、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

も含めた
ふく   

担い手
に な  て

の地位
ち い

確保
か く ほ

を行う
おこな 

。 

（２）外国
がいこく

につながる子ども
 こ

たちの学
まな

びの場
ば

 

提言
ていげん

５ 外国
がいこく

につながる子
こ

どもたちの自ら
みずか

の文化
ぶんか

と言葉
ことば

の継承
けいしょう

について 

外国
がいこく

につながる子
こ

どもたちが自
みずか

らの文化
ぶ ん か

、言葉
こ と ば

を学
まな

ぶことにより、いきいきと誇り
ほ こ  

を持
も

っ

て生
い

きられるよう、その場
ば

を確保
か く ほ

し、これを実行
じっこう

するための検討会
けんとうかい

を組織
そ し き

する。 

 

提言
ていげん

６ 義務
ぎ む

教 育
きょういく

を過ぎた
す   

年齢
ねんれい

の外国
がいこく

につながる子ども
こ   

たちの学び
ま な  

の場
ば

の確保
か く ほ

 

日本語
に ほ ん ご

を母語
ぼ ご

としない 15～18歳
さい

の子ども
こ   

たちが、専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

と技術
ぎじゅつ

を持った
も   

指導者
しどうしゃ

か

ら日本語
に ほ ん ご

や教科
きょうか

を学び
まな  

、かつ母語
ぼ ご

保持
ほ じ

・伸 長
しんちょう

できる場
ば

を作る
つ く  

ための検討
けんとう

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

す

る。 
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（３）自立
じ り つ

に向
む

けた日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の支援
し え ん

  

提言
ていげん

７ 外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の場
ば

の確保
か く ほ

 

     外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の場
ば

の確保
か く ほ

のため、神奈川県
か な が わ け ん

国際課
こくさいか

、神奈川県
か な が わ け ん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

は、

積極的
せっきょくてき

に市町村
しちょうそん

の国際課
こ く さ い か

もしくは、それに相当
そうとう

する部署
ぶ し ょ

と日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

に関する
か ん    

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

（連絡会
れんらくかい

）を作り
つ く  

、その連絡網
れんらくもう

を通
つう

じ、県
けん

の施設
し せ つ

はもとより、県内
けんない

の全市
ぜ ん し

町村
ちょうそん

が所有
しょゆう

する施設
し せ つ

の開放
かいほう

および優先
ゆうせん

利用
り よ う

を県
けん

から市町村
しちょうそん

へ働
はたら

きかける。 

  

提言
ていげん

８ 日本語
に ほ ん ご

ボランティア活動
かつどう

の将 来
しょうらい

に向
む

け、大学生
だいがくせい

の活用
かつよう

と養成
ようせい

講座
こ う ざ

の開講
かいこう

 

   神奈川
か な が わ

県内
けんない

の「日本語
に ほ ん ご

教員
きょういん

養成
ようせい

課程
か て い

」で学
まな

ぶ大学生
だいがくせい

が専門的
せんもんてき

知識
ち し き

を実践
じっせん

する場
ば

として、

「日本語
に ほ ん ご

ボランティア団体
だんたい

」のシステムを作る
つ く

。また、県
けん

は各大学
かくだいがく

に働きかけ
はたら    

、「日本語
に ほ ん ご

教 員
きょういん

養成
ようせい

課
か

程
てい

連絡会
れんらくかい

（仮称
かしょう

）」を積極的
せっきょくてき

に組織化
そ し き か

する。 

   さらに、勤労
きんろう

市民
し み ん

がボランティアに参加
さ ん か

できるよう、夜間
や か ん

および土
ど

、日曜日
に ち よ う び

に「日本語
に ほ ん ご

ボ

ランティア養成
ようせい

講座
こ う ざ

」を開講
かいこう

し、多く
お お  

の日本語
に ほ ん ご

指導者
しどうしゃ

を養成
ようせい

する。 

（４）多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

や世界
せ か い

とつながる市民
し み ん

の意識
い し き

を育
そだ

てる教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

について 

提言
ていげん

９  「国際
こくさい

言語
げんご

文化
ぶんか

アカデミア」を活
い

かした、県民
けんみん

と協 働
きょうどう

する多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

事業
じぎょう

 

「国際
こくさい

言語
げ ん ご

文化
ぶ ん か

アカデミア」に、学
がく

識者
しきしゃ

だけでなく、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

や外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

支援
し え ん

・国際
こくさい

理解
り か い

／開発
かいはつ

教育
きょういく

を行 っ て
おこな     

いるＮＧＯ・ＮＰОなど様々
さまざま

な人
ひと

で構成
こうせい

される共同
きょうどう

検討会
けんとうかい

を作り
つ く  

、

事業
じぎょう

計画
けいかく

に反映
はんえい

させる。 

講座
こ う ざ

や研修
けんしゅう

の講師
こ う し

に外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

、ＮＧＯ・ＮＰОなどの人材
じんざい

を活用
かつよう

する。 

 

提言
ていげん

１０ 国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

推進員
すいしんいん

（コーディネーター）の配置
は い ち

 

国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

として教 育
きょういく

研 修
けんしゅう

センターおよび教 育
きょういく

委員会
いいんかい

等
とう

、現場
げ ん ば

の教 員
きょういん

と近い
ち か  

位置
い ち

に国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

として国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

推進員
すいしんいん

を配置
は い ち

する。 

（５）ＮＧＯ・ＮＰО活動
かつどう

支援
し え ん

 

提言
ていげん

１１ 市民
し み ん

団体
だんたい

の活動
かつどう

支援
し え ん

のための、寄附
き ふ

による県民
けんみん

ファンドの創設
そうせつ

 

    公 共
こうきょう

の担い手
にな  て

としてのＮＧＯ・ＮＰОなど、市民
し み ん

団体
だんたい

を支援
し え ん

するために、市民
し み ん

参加
さ ん か

に

よるファンドを創設
そうせつ

する。 
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３ 提言
ていげん

 

（１）外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の生活
せいかつ

の問題
もんだい

 

● 公営
こうえい

住宅
じゅうたく

について 

〈提言
ていげん

の趣旨
し ゅ し

〉 

定 住
ていじゅう

、永 住
えいじゅう

が認められる
みと      

外
がい

国籍
こくせき

住 民
じゅうみん

はなんら差別
さ べ つ

なく公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への入 居
にゅうきょ

が認
みと

められている。

しかし入 居
にゅうきょ

情 報
じょうほう

や入 居
にゅうきょ

申込書
もうしこみしょ

が日本語
に ほ ん ご

でのみ作成
さくせい

されていることが原因
げんいん

で、日本語
に ほ ん ご

の読み書き
よ  か  

ができない外
がい

国籍
こくせき

住 民
じゅうみん

や日本
に ほ ん

国籍
こくせき

でありながら母語
ぼ ご

が日本語
に ほ ん ご

でない人
ひと

たちには、入 居
にゅうきょ

情 報
じょうほう

の

入 手
にゅうしゅ

、申し込み
も う  こ   

、当落
とうらく

結果
け っ か

の入 手
にゅうしゅ

、当選後
とうせんご

の手続き
て つ づ  

、入居後
にゅうきょご

の生活
せいかつ

情 報
じょうほう

の入 手
にゅうしゅ

などが困難
こんなん

な

状 況
じょうきょう

である。 

このような問題
もんだい

を解決
かいけつ

するために次
つぎ

のようなことを提言
ていげん

する。 

 

 

 

 

 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

○ 神奈川
か な が わ

県内
けんない

では、他
た

府県
ふ け ん

より比較的
ひかくてき

早く
はや

から（神奈川
か な が わ

県営
けんえい

住宅
じゅうたく

は 1965年
ねん

、横浜
よこはま

市営
し え い

は 1974年
ねん

、

川崎
かわさき

市営
し え い

は 1975年
ねん

に）外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の公営
こうえい

住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

が認
みと

められ、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の住居
じゅうきょ

問題
もんだい

解決
かいけつ

へ

大
おお

きく寄与
き よ

してきた。外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の公営
こうえい

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

が認
みと

められるようになったのは、主
しゅ

と

して在日
ざいにち

韓国
かんこく

・朝鮮人
ちょうせんじん

、華僑
かきょう

が前提
ぜんてい

であった。戦後
せ ん ご

、長い間
なが あいだ

公営
こうえい

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

が認
みと

められな

かったオールドカマーたちは比較的
ひ か く て き

日本語
に ほ ん ご

に不自由
ふ じ ゆ う

しなかったか、コミュニティ内
ない

でのサポー

トを求
もと

めやすかったことから、入居
にゅうきょ

申請
しんせい

が日本語
に ほ ん ご

で作成
さくせい

されていても取
と

り立
た

てて問題
もんだい

はなかっ

た。 

1980年代
ねんだい

以降
い こ う

、いわゆるニューカマー外国人
がいこくじん

が多
おお

くなったが、彼ら
 かれ

・彼女
かのじょ

らと在日
ざいにち

韓国
かんこく

･朝鮮
ちょうせん

、

華僑
かきょう

とは渡
と

日
にち

の時代的
じ だ い て き

背景
はいけい

が異なり
こと

日本
に ほ ん

社会
しゃかい

への順応度
じゅんのうど

も大
おお

きく異なる
こと

。 

 

○ 公営
こうえい

住宅
じゅうたく

を希望
き ぼ う

する外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の国籍
こくせき

が多様化
た よ う か

しているばかりか、慢性的
まんせいてき

経済
けいざい

不況
ふきょう

と定住化
ていじゅうか

が進む
すす

中
なか

で、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の公営
こうえい

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

希望者
き ぼ う し ゃ

は日
ひ

に日
ひ

に増加
ぞ う か

する一方
いっぽう

である。本来
ほんらい

、

公営
こうえい

住宅
じゅうたく

は、住
じゅう

宅
たく

に困って
こま

いる低所得者
ていしょとくしゃ

に対して
たい

住居
じゅうきょ

を提供
ていきょう

するためのものである。定住
ていじゅう

、

永住
えいじゅう

資格
し か く

を持つ
も

外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の中
なか

にもこれに該当
がいとう

する人
ひと

たちがおり、申し込み
もう     こ

やその後
          ご

の手続き
 てつづ

などを行う
おこな

際
さい

、ことばや手続
て つ づ

き方法
 ほうほう

がわからないため、不利益
ふ り え き

を蒙る
こうむ

ようなことがおきている。

これらの住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

申請
しんせい

や、事務
じ む

連絡
れんらく

、当落
とうらく

のお知らせ
     し

、抽選後
ちゅうせんご

の説明会
せつめいかい

などは全て
すべ

日本語
に ほ ん ご

で行われ
おこな

、この担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

である神奈川県
か な が わ け ん

公共
こうきょう

住宅課
じゅうたくか

や神奈川
か な が わ

県
けん

住宅
じゅうたく

供 給
きょうきゅう

公社
こうしゃ

、市町村
しちょうそん

の担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

、市町村
しちょうそん

住宅
じゅうたく

供 給
きょうきゅう

公社
こうしゃ

などでは多言語
た げ ん ご

体制
たいせい

が整備
せ い び

されておらず、これに関する
かん

問
と

い合
あ

わ

せやサポートは、ＮＰＯ法人
ほうじん

かながわ外国
がいこく

人
じん

すまいサポートセンターなど外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

支援
し え ん

団体
だんたい

提言
ていげん

１ 公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

入 居
にゅうきょ

のサポート 

日本語
に ほ ん ご

を母語
ぼ ご

としない住 民
じゅうみん

に対し
た い  

、県営
けんえい

住 宅
じゅうたく

をはじめとする公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

入 居
にゅうきょ

に関
かん

する

情 報
じょうほう

の多言語
た げ ん ご

サービスを充 実
じゅうじつ

させる。 
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に持ち込ま
 も       こ

れるばかりか、申請書
しんせいしょ

記入
きにゅう

などのサポートを求められ
もと     

、団体
だんたい

活動
かつどう

機能
き の う

がストップし

てしまうような 状 況
じょうきょう

が続
つづ

いている。 

 

○ 本名
ほんみょう

が日本名
に ほ ん め い

である中南米
ちゅうなんべい

日系人
にっけいじん

や、日本
に ほ ん

国籍
こくせき

ではあるが、日本語
に ほ ん ご

に不自由
ふ じ ゆ う

な中国
ちゅうごく

帰国者
き こ く し ゃ

や

帰化
き か

した人
ひと

たちも少なく
すく

ない。過去
か こ

に、彼ら
 かれ

・彼女ら
 かのじょ

にお知らせ
     し

や督促
とくそく

などが日本語
に ほ ん ご

で送られて
おく

も内容
ないよう

がわからず起訴
き そ

されたケースもあった。また、近隣
きんりん

とのトラブル、ＤＶ被害者
ひがいしゃ

から公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への入 居
にゅうきょ

希望
き ぼ う

などの相談
そうだん

も少なく
すく   

ないが、それらのほとんどは役所
やくしょ

や担当
たんとう

窓口
まどぐち

で十 分
じゅうぶん

に対応
たいおう

できていない。衣食住
いしょくじゅう

という人間
にんげん

生活
せいかつ

の基本
き ほ ん

である権利
け ん り

が保証
ほしょう

されるためには少なく
すく

と

も公営
こうえい

住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

に関する
かん

すべての情報
じょうほう

提供
ていきょう

や案内
あんない

は、多言語化
た げ ん ご か

およびやさしい日本語
に ほ ん ご

にする

べきであり、窓口
まどぐち

や問い合わせ
 と       あ

に対して
たい

も多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

が必須
ひ っ す

とされるべきであると考
かんが

える。 

 

○ 2001年
ねん

神奈川県
か な が わ け ん

が外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

入居
にゅうきょ

支援
し え ん

制度
せ い ど

を実施
じ っ し

し、ＮＰＯ法人
ほうじん

かながわ外国
がいこく

人
じん

すまいサポ

ートセンターの活動
かつどう

が開始
か い し

されることにより、不動産
ふ ど う さ ん

業者
ぎょうしゃ

や家主
や ぬ し

の意識
い し き

が少なからぬ
すく

変化
へんか

を

見せる
 み

ようになり、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

状 況
じょうきょう

は大
おお

きく変化
へ ん か

した。しかし、

入居
にゅうきょ

において差別
さ べ つ

がないとされていた公営
こうえい

住宅
じゅうたく

の入
にゅう

居
きょ

サービスが時代的
じ だ い て き

要求
ようきゅう

に応
こた

えられて

おらず、外国人
がいこくじん

など日本語
に ほ ん ご

を母語
ぼ ご

としない人
ひと

たちの入居
にゅうきょ

において新
あら

たなハードルを設
もう

ける結果
け っ か

となってしまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

について 

〈提言
ていげん

の趣旨
し ゅ し

〉 

日本人
に ほ ん じ ん

、外国人
がいこくじん

を問わず
 と

、賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

をめぐり不動産
ふどうさん

業 者
ぎょうしゃ

と借主
かりぬし

の間
あいだ

のトラブルが増え続けて
 ふ      つづ

い

る。このトラブルの原因
げんいん

は、慣習
かんしゅう

に基づく
もと

日本
に ほ ん

特有
とくゆう

の賃貸
ちんたい

契約
けいやく

や制度
せ い ど

への正しい
ただ

理解
りかい

ができていな

いことはもちろんのこと、一部
い ち ぶ

の不動産
ふ ど う さ ん

業者
ぎょうしゃ

、仲介
ちゅうかい

業者
ぎょうしゃ

が、借主
かりぬし

が外国人
がいこくじん

だということを理由
り ゆ う

に

敷金
しききん

、礼金
れいきん

、手数料
てすうりょう

などの内容
ないよう

や重要
じゅうよう

事項
じ こ う

に関する
かん

詳しい
くわ

説明
せつめい

を怠ったり
おこた

、借主
かりぬし

自身
じ し ん

が日本語
に ほ ん ご

をあ

まり理解
り か い

していないことを悪用
あくよう

し、高い
たか

敷金
しききん

を設定
せってい

し、退去
たいきょ

時
じ

に敷金
しききん

の返
へん

還
かん

をしないなどがあげら

れる。公 共
こうきょう

の宅建
たっけん

相談
そうだん

、法律
ほうりつ

相談
そうだん

などの窓口
まどぐち

だけでなく、ＮＰＯ法人
ほうじん

かながわ外国
がいこく

人
じん

すまいサポ

ートセンターへも、敷金
しききん

トラブルの相談
そうだん

が持ち込
も こ

まれている。このような現状
げんじょう

を改善
かいぜん

するため、次
つぎ

の取り組
 と   く

みを提言
ていげん

したい。 

実施
じ っ し

イメージ 

○ 神奈川県
か な が わ け ん

と市町村
しちょうそん

の公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

、県内
けんない

の住 宅
じゅうたく

供 給
きょうきゅう

公社
こうしゃ

は、公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

申請
しんせい

経験
けいけん

の

ある外
がい

国籍
こくせき

住 民
じゅうみん

や支援
し え ん

団体
だんたい

などへのヒアリングなどを通し
と お  

、現 状
げんじょう

を把握
は あ く

する。 

○ 調査
ちょうさ

、現 状
げんじょう

把握
は あ く

に基づき
もと   

、多言語
た げ ん ご

（やさしい日本語
に ほ ん ご

）情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

、申請書
しんせいしょ

作成
さくせい

、当落
とうらく

案内
あんない

、

入 居
にゅうきょ

説明
せつめい

、手続き
て つ づ  

、入居後
にゅうきょご

のサポートなどに関して
かん   

、専門的
せんもんてき

なＮＧＯ・ＮＰＯなどの外国人
がいこくじん

支援
し え ん

団体
だんたい

や市民
し み ん

団体
だんたい

などに各担当
かくたんとう

部署
ぶ し ょ

、機関
き か ん

が正式
せいしき

に事業
じぎょう

委託
い た く

し、公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

に関わる
か か   

多言語
た げ ん ご

サポートをより総合的
そうごうてき

に 行
おこな

う。 

○ 外
がい

国籍
こくせき

住 民
じゅうみん

(母語
ぼ ご

を日本語
に ほ ん ご

としない人
ひと

たち)への公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

入 居
にゅうきょ

サービスを充 実
じゅうじつ

させるた

めにはＮＰＯとの連携
れんけい

が必須
ひ っ す

であり、全て
す べ  

の委託
い た く

事業
じぎょう

に予算
よ さ ん

をつけて実施
じ っ し

する。 
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〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

○ 日本
に ほ ん

の賃貸
ちんたい

契約
けいやく

は、古い
ふる

慣習
かんしゅう

に基づく
もと

もので、法
ほう

が整備
せ い び

されているわけではない。家主
や ぬ し

や不動産
ふ ど う さ ん

業者
ぎょうしゃ

、仲介
ちゅうかい

業者
ぎょうしゃ

の多く
おお

は良心的
りょうしんてき

で説明
せつめい

責任
せきにん

を十分
じゅうぶん

に果たす
 は

よう心がけて
こころ

いるが、外国
がいこく

から

移住
いじゅう

してきた人
ひと

たちにとって日本
に ほ ん

の慣習
かんしゅう

などを含め
 ふく

賃貸
ちんたい

契約
けいやく

方法
ほうほう

を理解
り か い

することはむずかし

いといえる。 

 

○ また、法
ほう

による規制
き せ い

がないことから、これを利用
り よ う

し、立場
た ち ば

の弱い
よわ

者
もの

を意図的
い と て き

にだまし、法外
ほうがい

な

敷金
しききん

を徴 収
ちょうしゅう

し、退去
たいきょ

時
じ

において返還
へんかん

しない業者
ぎょうしゃ

も少なく
すく

ない。このようなことは、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

のみならず障
しょう

害
がい

者
しゃ

、高齢者
こうれいしゃ

、ひとり親
おや

家庭
か て い

など弱い
よわ

立場
たちば

にいる人
ひと

たちの身
み

の上
うえ

にも起
お

きている。 

 

○ 敷金
しききん

トラブルの解決法
かいけつほう

としては、少額
しょうがく

訴訟
そしょう

（※１）など法的
ほうてき

な措置
そ ち

がとられれば大方
おおかた

借主
かりぬし

の

言い分
 い      ぶん

が通
とお

るようになっているが、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の多
おお

くはこのような方法
ほうほう

があることすら知
し

らな

い。契約
けいやく

に対し
たい  

法
ほう

の規制
き せ い

がないことは、借主
かりぬし

ばかりか不動産
ふどうさん

業 者
ぎょうしゃ

や家主
や ぬ し

にとっても不安
ふ あ ん

なこ

とである。また、それぞれが賃貸
ちんたい

に関する
かん   

正しい
ただ   

知識
ち し き

、認識
にんしき

を持つ
も  

ことが困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

である。 

 

○ 契約
けいやく

に必要
ひつよう

な言葉
こ と ば

、契約
けいやく

に至る
いた

までの順序
じゅんじょ

、退去
たいきょ

時
じ

にしなければならないことなどをマニュア

ル化
か

し、だれもが安心
あんしん

して入
にゅう

退去
たいきょ

できることで、安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の

トラブル防止
ぼ う し

のためのガイドラインを作成
さくせい

する必要
ひつよう

があると考
かんが

える。また、これによりトラ

ブルを未然
み ぜ ん

に防ぐ
ふ せ  

ことが可能
か の う

になる。 

 

※ １ 少 額
しょうがく

訴訟
そしょう

 

簡易
か ん い

裁判所
さいばんしょ

において、30万円
まんえん

以下
い か

の金銭
きんせん

支払い
 しはら

請求
せいきゅう

の民事
み ん じ

事件
じ け ん

を、原則
げんそく

として 1回
かい

の審理
し ん り

で直ち
ただ

に 

判決
はんけつ

を下す
くだ

手続き
てつづ

。1996 年の改正
かいせい

民事
み ん じ

訴訟法
そしょうほう

で新設
しんせつ

。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

提言
ていげん

２ 民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

のガイドラインについて 

神奈川県
か な が わ け ん

は、民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

のトラブル防止
ぼ う し

のための賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

トラブル防止
ぼ う し

ガイドライ

ンを作成
さくせい

する。 

実施
じ っ し

イメージ 

神奈川県
か な が わ け ん

の担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

が不動産
ふ ど う さ ん

業者
ぎょうしゃ

団体
だんたい

、高齢者
こうれいしゃ

支援
し え ん

団体
だんたい

、障害
しょうがい

者
しゃ

支援
し え ん

団体
だんたい

、消費者
しょうひしゃ

団体
だんたい

、法曹
ほうそう

関係者
かんけいしゃ

、ＮＧＯ、自治体
じ ち た い

などに呼
よ

びかけ、これらの団体
だんたい

、関係
かんけい

機関
き か ん

と協 力
きょうりょく

、協議
きょうぎ

し東京都
とうきょうと

で

実践
じっせん

されているような「民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

トラブル防止
ぼ う し

のためのガイドライン」の作成
さくせい

について

検討
けんとう

する。 

作成
さくせい

された「民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

トラブル防止
ぼ う し

のためのガイドライン」を多言語化
た げ ん ご か

し、日本語
に ほ ん ご

を

母語
ぼ ご

としない県民
けんみん

たちに情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

する。 
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参照
さんしょう

：賃貸
ち ん た い

住宅
じゅうたく

トラブルガイドライン  

URL  http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf 

 

● 医療
い り ょ う

通訳
つ う や く

について 

〈提言
ていげん

の趣旨
し ゅ し

〉 

県民
けんみん

の「安全
あんぜん

で安心
あんしん

な生活
せいかつ

」を保障
ほしょう

するために、医療
いりょう

は大切
たいせつ

な問題
もんだい

である。病気
びょうき

やケガの際
さい

、「適切
てきせつ

で円滑
えんかつ

な医療
いりょう

」は必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であるが、これは日本語
に ほ ん ご

が不自由
ふ じ ゆ う

な外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

に対して
たい   

も同様
どうよう

に保障
ほしょう

されなければならない。 病 状
びょうじょう

の詳 細
しょうさい

や治療
ちりょう

内容
ないよう

、複雑
ふくざつ

な制度
せ い ど

などが「言葉
こ と ば

の壁
かべ

」により理解
り か い

さ

れないまま、または誤解
ご か い

されたまま放置
ほ う ち

されると、とり返し
   か え  

のつかない事態
じ た い

(医療
いりょう

機関
き か ん

への不信
ふ し ん

、

病気
びょうき

の悪化
あ っ か

、医療費
いりょうひ

の大幅
おおはば

な増大
ぞうだい

等
とう

)に発展
はってん

して、医療
いりょう

機関
き か ん

や行 政
ぎょうせい

にとっても大きな
お お   

負担
ふ た ん

となって

しまう。こうした問題
もんだい

を未然
み ぜ ん

に防ぐ
ふせ  

のは県民
けんみん

の税金
ぜいきん

を効果的
こうかてき

に使う
つ か  

ためにも必要
ひつよう

なことである。 

「医療
いりょう

通訳
つうやく

」は診 療
しんりょう

時
じ

の充 分
じゅうぶん

な意思
い し

疎通
そ つ う

のために、患者
かんじゃ

のみならず医療
いりょう

機関
き か ん

にとっても非常
ひじょう

に

重 要
じゅうよう

な存在
そんざい

である。 

 

 

 

 

 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

○ 神奈川県
か な が わ け ん

とＮＰＯ法人
ほうじん

多言語
た げ ん ご

社会
しゃかい

リソースかながわ（ＭＩＣかながわ）との協 働
きょうどう

事業
じぎょう

「医療
いりょう

通訳
つうやく

派遣
は け ん

システム」事業
じぎょう

は、信頼
しんらい

されるシステムを築きながら
き ず      

年々
ねんねん

発展
はってん

し８年目
 ね ん め

に入っている。 

 

○ 神奈川県
か な が わ け ん

の築いた
きず   

「医療
いりょう

通訳
つうやく

派遣
は け ん

システム」事業
じぎょう

は、日本
に ほ ん

で初めて
はじ   

の試み
こころ 

として注 目
ちゅうもく

されて

いる。全国
ぜんこく

の多く
お お  

の都市
と し

から関心
かんしん

が寄せられ
よ   

、通訳
つうやく

養成
ようせい

などの講座
こ う ざ

への講師
こ う し

依頼
い ら い

が常
つね

にあり、

それに応じて
お う   

講師
こ う し

が派遣
は け ん

されている。すでに「神奈川力
かながわりょく

」のひとつともみなされている。 

しかしその反面
はんめん

、県内
けんない

では、身近に
み ぢ か  

このシステムが知られて
し   

いない地域
ち い き

も多く
お お  

、充 分
じゅうぶん

有効
ゆうこう

に

利用
り よ う

されているとは言えない
い   

。必要
ひつよう

としながらもこのシステムを知らず
し   

不安
ふ あ ん

のまま医療
いりょう

を受
う

け

ている外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

はまだまだ多い
お お  

。また、医師
い し

から患者
かんじゃ

へ 病 状
びょうじょう

が正しく
た だ   

伝
つた

わっているかわか

らないまま、あるいは患者
かんじゃ

の訴え
うった 

を正確
せいかく

に把握
は あ く

しないまま治療
ちりょう

を行って
おこな   

いる医療
いりょう

機関
き か ん

も多い
お お  

の

が現 状
げんじょう

である。 

 

○ 人材面
じんざいめん

では、質
しつ

の高い
た か  

、信頼
しんらい

される医療
いりょう

通訳
つうやく

育成
いくせい

には特
とく

に 力
ちから

が注がれて
そ そ     

いる。10カ国語
 こ く ご

、当初
とうしょ

の４倍
 ば い

、155名
めい

（2010年
ねん

4月
がつ

1日
にち

現在
げんざい

）の日本人
にほんじん

および外国人
がいこくじん

通訳
つうやく

ボランティアが登録
とうろく

している。

しかし、年
ねん

に１回
 か い

公募
こ う ぼ

を行って
おこな    

いるにも関わらず
か か    

、常に
つ ね  

不足
ふ そ く

しているという問題
もんだい

を抱え
か か  

てい

る。 

特
とく

にラオス語
   ご

・ベトナム語
   ご

・カンボジア語
    ご

・タガログ語
   ご

・タイ語
  ご

は、人材
じんざい

確保
か く ほ

が難しく
むずか  

、需要
じゅよう

提言
ていげん

３ 医療
い り ょ う

通訳
つ う や く

派遣
は け ん

システムのさらなる充実
じゅうじつ

と地域
ち い き

への普及
ふ き ゅ う

 

神奈川県
か な が わ け ん

は、医療
いりょう

通訳
つうやく

派遣
は け ん

システム事業
じぎょう

のより広い
ひ ろ  

地域
ち い き

への普及
ふきゅう

のため、市町村
しちょうそん

の

協 力
きょうりょく

を得
え

ながら、資金
し き ん

・人材
じんざい

・広報
こうほう

活動
かつどう

等
とう

の課題
か だ い

に取り組み
と  く  

、システムを充 実
じゅうじつ

させ

る。 
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増
ぞう

に応じきれない
お う       

場合
ば あ い

も出
で

てきている。 

ボランティアでの対応
たいおう

、特
とく

に外国人
がいこくじん

通訳
つうやく

がボランティアとして活動
かつどう

することは大変
たいへん

に困難
こんなん

な

状
じょう

態
たい

であり、言
げん

語
ご

によっては何ら
な ん  

かの 形
かたち

で県
けん

が雇用
こ よ う

して保障
ほしょう

することなどを含めて
ふく   

、確保
か く ほ

し

活用
かつよう

することを努める
つと   

ことが必要
ひつよう

とされている。 

 

○ 通訳
つうやく

ボランティアの地域性
ちいきせい

に偏り
かたよ 

が見られ
み   

、遠方
えんぽう

から派遣
は け ん

されることも少なく
すく   

ない。市町村
しちょうそん

の

協 力
きょうりょく

を得て
え  

、より身近
み ぢ か

な 所
ところ

から人材
じんざい

を養成
ようせい

・登録
とうろく

することにより、きめ細やか
こ ま   

な対応
たいおう

も可能
か の う

となる。さらに、県
けん

民
みん

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で実施
じ っ し

されている事業
じぎょう

を知る
し  

ことにより、共 感
きょうかん

し、充 実
じゅうじつ

への取り組み
と  く  

を共 有
きょうゆう

することにもつながる。 

 

○ 資金面
しきんめん

では、神奈川県
か な が わ け ん

および市町村
しちょうそん

・医療
いりょう

機関
き か ん

・ＮＰＯ法人
ほうじん

ＭＩＣかながわの三者
さんしゃ

が分担
ぶんたん

して

おり、それぞれにこれ以上
いじょう

の負担
ふ た ん

は大変
たいへん

困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

ではあるが、今後
こ ん ご

の事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

のため

には、財政面
ざいせいめん

で行 政
ぎょうせい

が予算
よ さ ん

を増やす
ふ  

などの支援
し え ん

が不可欠
ふ か け つ

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー（※２）について 

〈提言
ていげん

の趣旨
し ゅ し

〉 

 多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカーに関する
かん    

提言
ていげん

は、第
だい

4期
き

にも出
だ

され実現化
じ つ げ ん か

への取
と

り組み
く  

は始
はじ

まって

いるが、増加
ぞ う か

している外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の日
にち

常
じょう

生活
せいかつ

上
じょう

で起こる
お   

問題
もんだい

が複雑
ふくざつ

・多様化
た よ う か

している現状
げんじょう

から、

より一層
いっそう

の適切
てきせつ

かつ迅速
じんそく

な対応
たいおう

が必要
ひつよう

とされている。  

 多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカーは、相談
そうだん

を受けた
う   

時点
じ て ん

から問題
もんだい

が解決
かいけつ

するまで、各関連
かくかんれん

部門
ぶ も ん

と折 衝
せっしょう

を行 い
おこな  

ながら継続的
けいぞくてき

に関わる
かか   

必要
ひつよう

があり、専門性
せんもんせい

が必要
ひつよう

とされる仕事
し ご と

である。そのため、多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカーの養成
ようせい

とともに、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

の専門家
せんもんか

とうまく連携
れんけい

できる、多文化
た ぶ ん か

ソーシャ

ルワークのしくみを作る
つく  

ことが求
もと

められている。 

 

※ ２ 多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー 

在住
ざいじゅう

外国人
がいこくじん

が自国
じ こ く

の文化
ぶ ん か

と異
こと

なる環 境
かんきょう

で生活
せいかつ

することによって生
しょう

じる心理的
しんりてき

・社会
しゃかい

的
てき

問題
もんだい

に 

対
たい

して相談
そうだん

から解決
かいけつ

まで継続
けいぞく

して支援
し え ん

する人材
じんざい

のことを言
い

う。ソーシャルワークの知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

、他
た

 

の専門
せんもん

機関
き か ん

などとのネットワークを活
い

かし、課題
か だ い

を抱
かか

える本人
ほんにん

だけでなく、家庭
か て い

や学校
がっこう

、コミュ 

ニティなどにも 働
はたら

きかけるなど包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

を 行
おこな

う。 

実施
じ っ し

イメージ 

○ 神奈川県
か な が わ け ん

が主体
しゅたい

となって積極的
せっきょくてき

に市町村
しちょうそん

にシステムへの 協 力
きょうりょく

を求め
も と  

、広
ひろ

く広報
こうほう

活動
かつどう

を

行い
おこな 

、あらゆる地域
ち い き

の県民
けんみん

に行き
い  

わたるよう取り組む
と  く  

。 

○ 県内
けんない

の各地域
かくちいき

にこのシステムの拠点
きょてん

（サテライト）をつくり、通訳
つうやく

養成
ようせい

・登録
とうろく

・派遣
は け ん

などの運営
うんえい

を市町村
しちょうそん

が分担
ぶんたん

し、責任
せきにん

の一翼
いちよく

を任
にな

って協 力
きょうりょく

する。 

○ ボランティアとして対応
たいおう

することが困難
こんなん

な言語
げ ん ご

の通訳
つうやく

については、神奈川県
か な が わ け ん

が雇用
こ よ う

などの

保障
ほしょう

を含んだ
ふ く   

対処
たいしょ

をして活用
かつよう

する。 
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〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

○ 外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の数
かず

は増加
ぞ う か

しており、仕事
し ご と

や日本人
にほんじん

との結婚
けっこん

、家族
か ぞ く

の呼び寄せ
よ  よ  

などで来日
らいにち

し、定住化
ていじゅうか

するニューカマーが増えて
ふ   

いる。これにより、日本
に ほ ん

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として生活
せいかつ

する上
うえ

で生じる
しょう   

、家族
か ぞ く

の問題
もんだい

、子ども
こ   

たちの教 育
きょういく

の問題
もんだい

など、複雑
ふくざつ

で多様
た よ う

な問題
もんだい

が深刻化
しんこくか

している。 

 

○ 自治体
じ ち た い

や国際
こくさい

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

の外国人
がいこくじん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

は増えて
ふ  

きた。しかし、ほとんどが生活
せいかつ

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を中 心
ちゅうしん

としているため、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の複雑
ふくざつ

な家族
か ぞ く

問題
もんだい

に対して
たい   

の継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

が可能
か の う

な体制
たいせい

とはなっていない。情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

に加え
くわ  

、様々
さまざま

な問題
もんだい

に対応
たいおう

できる支援者
しえんしゃ

の育成
いくせい

とその支援者
しえんしゃ

を

活用
かつよう

するしくみ作り
   づ く  

が今
いま

緊 急
きんきゅう

に求
もと

められている。 

 

○ また、県下
け ん か

のＮＧО・ＮＰО、支援
し え ん

団体
だんたい

等
とう

がそれぞれ医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、就 職
しゅうしょく

、住 居
じゅうきょ

、在留
ざいりゅう

資格
し か く

などの問題
もんだい

を抱
かか

える外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

や、日本語
に ほ ん ご

を母語
ぼ ご

としない住民
じゅうみん

に応急処
おうきゅうしょ

置
ち

的
てき

に対応
たいおう

して

いるが、大局的
たいきょくてき

にその間
あいだ

を橋渡
はしわた

しして適切
てきせつ

な処置
し ょ ち

ができる多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカーは

極めて
きわ   

少ない
すく   

。 

 

○ 多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカーの役割
やくわり

を果たして
は   

いるのは、多く
お お  

の個人
こ じ ん

や支援
し え ん

団体
だんたい

であり、ほとん

どがボランティアによって行われて
おこな     

いる。活動
かつどう

内容
ないよう

が重 要
じゅうよう

かつ深刻
しんこく

であるにもかかわらず、

ボランティア主体
しゅたい

で 行
おこな

うには限界
げんかい

がある。 

 

○ 神奈川県
か な が わ け ん

では外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

かながわ会議
か い ぎ

、ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

の提言
ていげん

などを受け
う  

、

多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーク実践者
じっせんしゃ

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

してきた。これは、主
おも

に外国人
がいこくじん

支援
し え ん

をしてきたボラ

ンティアや関連
かんれん

機関
き か ん

の人
ひと

たちを対 象
たいしょう

とするもので、かながわ国際
こくさい

交 流
こうりゅう

財団
ざいだん

に委託
い た く

した

「多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー養成
ようせい

検討
けんとう

事業
じぎょう

」の報告
ほうこく

結果
け っ か

をもとに、神奈川県
か な が わ け ん

が実施
じ っ し

しているも

のである。この講座
こ う ざ

は多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の意識
い し き

や姿勢
し せ い

を広く
ひ ろ  

育てる
そ だ   

のに効果的
こうかてき

であり、関係
かんけい

機関
き か ん

、

支援
し え ん

団体
だんたい

、専門
せんもん

職
しょく

の人
ひと

たちがより深い
ふ か  

知識
ち し き

・スキル・価値観
か ち か ん

を身
み

につけることにより、相談
そうだん

事業
じぎょう

の 協 力
きょうりょく

体制
たいせい

を強化
きょうか

することができる。今後
こ ん ご

もさらに充 実
じゅうじつ

した講座
こ う ざ

を継続
けいぞく

する必要
ひつよう

がある。 

 

○ 神奈川県
か な が わ け ん

の国際課
こくさいか

や関連
かんれん

部署
ぶ し ょ

全体
ぜんたい

で外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の問題
もんだい

に関心
かんしん

を示し
し め  

、｢
「

多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワー

ク｣の必要性
ひつようせい

を理解
り か い

し、支えて
さ さ   

いく必要
ひつよう

がある。 

 

 

 

提言４  多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー養成
ようせい

の充 実
じゅうじつ

とそのしくみ作り
   づ く  

 

神奈川県
か な が わ け ん

は、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が抱える
かか   

様々
さまざま

な問題
もんだい

に対応
たいおう

するため、多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカ

ーの育成
いくせい

を継続
けいぞく

し、充 実
じゅうじつ

させる。さらに、多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワークのしくみを作
つく

り、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

も含めた
ふく   

担い手
に な  て

の地位
ち い

確保
か く ほ

を 行
おこな

う。 
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※ ３ サービスラーニング・システム 

  学校
がっこう

で学んだ
まな

知識
ち し き

や技能
ぎ の う

を、地域
ち い き

社会
しゃかい

の中
なか

の課題
か だ い

を解決
かいけつ

するために行なわれて
おこ

いる活動
かつどう

に参加
 さんか

する 

ことで活かし
 い

、市民
し み ん

としての責任
せきにん

や役割
やくわり

を学
まな

ぶことを目的
もくてき

とした教 育
きょういく

方法
ほうほう

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施
じ っ し

イメージ 

○ 多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーク実践者
じっせんしゃ

講座
こ う ざ

受講者
じゅこうしゃ

に、ＮＧＯや相談
そうだん

窓口
まどぐち

などの現場
げ ん ば

体験
たいけん

を組
く

み入
い

れ、座学
ざ が く

では学
まな

べない現状
げんじょう

の中
なか

から学
まな

ぶ機会
き か い

を設
もう

け、より専門的
せんもんてき

で熱意
ね つ い

のある多文化
た ぶ ん か

ソーシ

ャルワークの実践者
じっせんしゃ

の育成
いくせい

を目指
め ざ

す。 

○ すでに取り組み
と  く  

が始
はじ

まった国際
こくさい

言語
げ ん ご

文化
ぶ ん か

アカデミアのほか、大学
だいがく

、高校
こうこう

等
とう

に 働
はたら

きかけ、

多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー講座
こ う ざ

を設
もう

け、サービスラーニング・システム(※３)を利用
り よ う

し、人材
じんざい

育成
いくせい

を進
すす

める。 

○ 安定
あんてい

した雇用
こ よ う

体制
たいせい

の下
もと

、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

に多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカーを配置
は い ち

し、多部門
た ぶ も ん

との連携
れんけい

が必要
ひつよう

な相談
そうだん

に対し
た い  

、解決
かいけつ

まで継続
けいぞく

して支援
し え ん

できるしくみを作る
つ く  

。全体
ぜんたい

を把握
は あ く

する

コーディネーターの下
もと

、相談者
そうだんしゃ

を地域
ち い き

で支える
ささ   

外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

やＮＧОによるサポートグループ

を置
お

き、きめ細やか
こま   

な対応
たいおう

により、問題
もんだい

を迅速
じんそく

に解決
かいけつ

する。 

○ 神奈川県
か な が わ け ん

の多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワークのしくみ作り
   づ く  

と並行
へいこう

して、市町村
しちょうそん

にも同様
どうよう

のしくみを作
つく

り、地域
ち い き

ごとに対応
たいおう

ができるように促進
そくしん

する。 

○ 多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワークに関わる
かか   

人材
じんざい

として、日本
に ほ ん

の社会
しゃかい

を知り
し  

、外
がい

国籍
こくせき

の人
ひと

たちの気持
き も

ち

が理解
り か い

できる外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の活躍
かつやく

が重 要
じゅうよう

である。当事者
とうじしゃ

が自分
じ ぶ ん

の文化
ぶ ん か

や言語
げ ん ご

、能 力
のうりょく

を生か
い  

し

｢多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカー｣として身分
み ぶ ん

を保証
ほしょう

され、安定
あんてい

した生活
せいかつ

をすることが可能
か の う

になれ

ば、後
あと

に続く
つ づ  

外国人
がいこくじん

たちにとっても励
はげ

みになる。 
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（２）外国
がいこく

につながる子ども
 こ

たちの学
まな

びの場
ば

 

● 自ら
みずか 

の文化
ぶ ん か

と言葉
こ と ば

の継 承
けいしょう

について 

 

 

 

 

 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

○ 戦前
せんぜん

から日本
に ほ ん

に住
す

む多
おお

くの在日
ざいにち

韓国
かんこく

・朝鮮人
ちょうせんじん

や中国人
ちゅうごくじん

の中
なか

には、子
こ

どもたちを日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

に

溶け込
と  こ

ませ、日
に

本
ほん

の文化
ぶ ん か

や言葉
こ と ば

になじませることにより、住民
じゅうみん

としての地位
ち い

を確保
か く ほ

しようとす

る人
ひと

たちが少
すく

なくなかった。経済的
けいざいてき

、社会的
しゃかいてき

地位
ち い

の獲得
かくとく

にある程度
て い ど

成功
せいこう

した例
れい

もあるが、自
みずか

ら

の文化
ぶ ん か

に誇
ほこ

りや自信
じ し ん

を持
も

てない例
れい

が多
おお

く見
み

られる。 

 

○ また、母語
ぼ ご

、母国語
ぼ こ く ご

、継承語
けいしょうご

（※４）（以下
い か

母語
ぼ ご

）などの言葉
こ と ば

や母文化
ぼ ぶ ん か

を学
まな

ぶ機会
き か い

を逃
のが

し自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

への誇
ほこ

りを持
も

つことができないため、両親
りょうしん

を尊敬
そんけい

できなくなり、家族間
か ぞ く か ん

のジェネレーションギ

ャップのみならず、カルチャーギャップを乗り越
の  こ

えることができず、家
か

庭内
ていない

のトラブルが

社会的
しゃかいてき

なトラブルや非行
ひ こ う

、犯罪
はんざい

などへと繋
つな

がってゆくケースも少
すく

なくなかった。 

 

○ このようなことは、1980年代
ねんだい

以降
い こ う

急増
きゅうぞう

したインドシナ難民
なんみん

や中南米
ちゅうなんべい

、アジア地域
ち い き

などからの

ニューカマーの子
こ

どもたちにおいても同
おな

じような現象
げんしょう

をみることができる。現在
げんざい

、神奈川
か な が わ

県内
けんない

では外
がい

国籍
こくせき

の子
こ

どもたちに対
たい

する多様
た よ う

な支援
し え ん

活動
かつどう

がおこなわれているが、主
しゅ

として日本語
に ほ ん ご

支援
し え ん

、

学習
がくしゅう

支援
し え ん

にとどまる場合
ば あ い

が多
おお

く、子
こ

どもたち一人
ひ と り

ひとりの心
こころ

の問題
もんだい

につながる母語
ぼ ご

、母文化
ぼ ぶ ん か

支援
し え ん

が十分
じゅうぶん

だとは言
い

いがたい。 

 

○ また、オールドカマーの場合
ば あ い

も母語
ぼ ご

、母文化
ぼ ぶ ん か

教育
きょういく

を進
すす

めるため自助
じ じ ょ

努力
どりょく

で学校
がっこう

運営
うんえい

に力
ちから

を入
い

れ

る一方
いっぽう

、母語
ぼ ご

教室
きょうしつ

や多様
た よ う

な文化
ぶ ん か

教
きょう

室
しつ

などを開
ひら

いてきた。しかし、これらはほとんどが学校外
がっこうがい

の

活動
かつどう

であり、外国
がいこく

につながる子
こ

どもたちやその保護者
ほ ご し ゃ

など、必要
ひつよう

としている人
ひと

たちに情報
じょうほう

など

が届
とど

きにくい状 況
じょうきょう

である。 

 

○ このような現状
げんじょう

を踏
ふ

まえ、母語
ぼ ご

、母文化
ぼ ぶ ん か

保持
ほ じ

のための支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

させるよう第５期
だい  き

において

も提言
ていげん

（提言
ていげん

４）したが、取り組み
 と       く 

が進む
すす 

兆
きざ

しはない。 

 

○ 外国
がいこく

につながる子
こ

どもたちが自
みずか

らの文化
ぶ ん か

に誇
ほこ

りをもち、母語
ぼ ご

に触
ふ

れ自信
じ し ん

を持
も

てるようになるこ

とにより、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

をめざす神奈川県
か な が わ け ん

の国際
こくさい

政策
せいさく

がはじめて真
しん

の意味
い み

を持
も

つといえる。 

 また、グローバルな人材
じんざい

育成
いくせい

を目指
め ざ

す神奈川県
か な が わ け ん

の施策
し さ く

にもつながるといえる。 

 

 

提言
ていげん

５ 外国
がいこく

につながる子
こ

どもたちの自ら
みずか

の文化
ぶんか

と言葉
ことば

の継承
けいしょう

について 

外国
がいこく

につながる子
こ

どもたちが自
みずか

らの文化
ぶ ん か

、言葉
こ と ば

を学
まな

ぶことにより、いきいきと誇り
ほこ  

を持
も

って生
い

きられるよう、その場
ば

を確保
か く ほ

し、これを実行
じっこう

するための検討会
けんとうかい

を組織
そ し き

する。 
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※４ 母語
ぼ ご

、母
ぼ

国
こ く

語
ご

、継
け い

承
しょう

語
ご

 

母語
ぼ ご

：人
ひと

が生まれて
うま

最初
さいしょ

に習い覚えた
なら     おぼ 

言語
  げんご

。  

母国語
ぼ こ く ご

：祖国
そこく

、国籍
こくせき

国
こく

の言語
げんご

。 

継承語
けいしょうご

：異言語
いげんご

環境
かんきょう

に生活
せいかつ

するものが親
おや

または、コミュニティで使う
 つか

言語
げんご

を継承
けいしょう

し、使用
し よ う

 

       する言語
げ ん ご

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 外国
がいこく

につながる子ども
こ   

たちの学び
ま な  

の場
ば

 

〈提言
ていげん

の趣旨
し ゅ し

〉 

親
おや

の都合
つ ご う

で日本
に ほ ん

に移住
いじゅう

した子ども
こ   

たちの多く
お お  

は、母国
ぼ こ く

での教 育
きょういく

を中 断
ちゅうだん

せざるを得
   え

なかったケー

スが多い
お お  

。特
とく

に日本
に ほ ん

の義務
ぎ む

教 育
きょういく

の年齢
ねんれい

を超えた
こ  

子ども
こ   

たちは高校
こうこう

への編 入
へんにゅう

も難しく
むずか   

、希望
き ぼ う

しても

学ぶ
まな  

ことができない子ども
こ   

が増えて
ふ   

きている。日本
に ほ ん

でも高校
こうこう

無償化
むしょうか

が今年度
こんねんど

より導 入
どうにゅう

されている

とおり、高
こう

校
こう

まで進学
しんがく

することが社会
しゃかい

通念
つうねん

となっており、 就 職
しゅうしょく

する時
とき

の条 件
じょうけん

ともなっている。

このような子ども
こ   

たちへの教 育
きょういく

の保障
ほしょう

は多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に不可欠
ふ か け つ

である。様々
さまざま

な個人
こ じ ん

や

団体
だんたい

がこれらの子ども
こ   

たちへの権利
け ん り

保障
ほしょう

のために 力
ちから

を注いで
そそ   

きたが、私的
し て き

な努力
どりょく

には限界
げんかい

がある。

しがたって、ＮＰＯと県
けん

の協 働
きょうどう

で、学齢
がくれい

を過ぎた
す  

子ども
こ  

たちの学 習
がくしゅう

の場
ば

の確保
か く ほ

のための検討
けんとう

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

することを提言
ていげん

する。 

 

 

実施
じ っ し

イメージ 

○ 神奈川県
か な が わ け ん

は、県内
けんない

の母語
ぼ ご

、母文化
ぼ ぶ ん か

支援
し え ん

をする団体
だんたい

をリスト化
か

し、各
かく

団体
だんたい

がどのような意図
い と

を持
も

ってどのような活動
かつどう

をしているか調査
ちょうさ

をする。 

○ 神奈川県
か な が わ け ん

国際課
こ く さ い か

、（財
ざい

）かながわ国際
こくさい

交流
こうりゅう

財団
ざいだん

、神奈川
か な が わ

県
けん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

をはじめ県内
けんない

の教育
きょういく

委員会
い い ん か い

など神奈川
か な が わ

県内
けんない

ですでに活動
かつどう

してきた団体
だんたい

、ＮＰＯ、個人
こ じ ん

、民族
みんぞく

団体
だんたい

などが、調査
ちょうさ

結果
け っ か

を持
も

って意見
い け ん

交換
こうかん

をした上
うえ

で検討会
けんとうかい

を開
ひら

き、継続的
けいぞくてき

に母語
ぼ ご

、母文化
ぼ ぶ ん か

を学
まな

ぶ場
ば

の確保
か く ほ

と母語
ぼ ご

学 級
がっきゅう

（仮称
かしょう

）などの制度化
せ い ど か

について話
はな

し合
あ

う。現在
げんざい

、民族
みんぞく

団体
だんたい

、外国人
がいこくじん

学校
がっこう

（週 末
しゅうまつ

や長期
ちょうき

の

休み
や す  

の 間
あいだ

）などで行われて
おこな    

いる民族
みんぞく

教 室
きょうしつ

なども検討
けんとう

対 象
たいしょう

とし、当事者
とうじしゃ

たちが実施
じ っ し

している

母語
ぼ ご

教 室
きょうしつ

などとの連携
れんけい

についても協議
きょうぎ

する。   

○ 特
とく

に大阪市
お お さ か し

をはじめとする母語
ぼ ご

学 級
がっきゅう

(民族
みんぞく

学 級
がっきゅう

)を実践
じっせん

している先駆的
せ ん く て き

な自治体
じ ち た い

の取
と

り組
く

み

に学
まな

び、神奈川
か な が わ

の現状
げんじょう

にあった取
と

り組
く

みを進める
すす

方向
ほうこう

で話
はな

しあう。 

○ 教 育
きょういく

委員会
いいんかい

、国際課
こくさいか

などが主管
しゅかん

し、現在
げんざい

まで外国
がいこく

につながる子ども
こ   

たちへの支援
し え ん

をしてきた

実績
じっせき

のあるＮＧＯ、市民
し み ん

団体
だんたい

、支援者
しえんしゃ

などが担
にな

い手
て

となり、制度
せ い ど

が経済的
けいざいてき

にも実践
じっせん

において

もボランティアや支援
し え ん

団体
だんたい

だけに負担
ふ た ん

をかけるようなことがないよう連携
れんけい

しながら実施
じ っ し

す

る。 

○ 基本的
きほんてき

に学校
がっこう

単位
た ん い

で母語
ぼ ご

学級
がっきゅう

（仮称
かしょう

）を設置
せ っ ち

することとし、場合
ば あ い

によっては学校
がっこう

単位
た ん い

で言語
げ ん ご

ごとに教 室
きょうしつ

を設置
せ っ ち

する。 
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〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

○ 学齢
がくれい

をすぎた子ども
こ   

、すなわち 15～18歳
さい

の外国
がいこく

につながる子ども
こ   

たちは、年齢的
ねんれいてき

に中学校
ちゅうがっこう

編 入
へんにゅう

はほぼ不可能
ふ か の う

である。中
なか

には中 学
ちゅうがく

は卒 業
そつぎょう

したが高校
こうこう

受験
じゅけん

に失敗
しっぱい

し、また、高校
こうこう

に入 学
にゅうがく

しても勉 強
べんきょう

に付いて
つ   

いけずに中 退
ちゅうたい

し、行き
い  

場
ば

を失って
うしな   

いる子ども
こ   

たちが多く
お お  

いる。 

 

○ 特
とく

に神奈川県
か な が わ け ん

では、中 国
ちゅうごく

で生まれ育った
う   そ だ   

、日本語
に ほ ん ご

を母語
ぼ ご

としない子ども
こ   

が来日
らいにち

するケースが

増え
ふ  

ている。また、インドシナ難民
なんみん

の呼び寄せ
よ  よ  

家族
か ぞ く

の子ども
こ

たちも全国
ぜんこく

で一番
いちばん

多く
お お  

、鶴見
つ る み

地区
ち く

や愛川町
あいかわまち

の 工 場
こうじょう

で働く
はたら 

日系
にっけい

南米人
なんべいじん

の子ども
こ   

たちも日本語
に ほ ん ご

の 習 得
しゅうとく

に困難
こんなん

を抱
かか

えている。

「日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の受入れ
う け い  

状 況
じょうきょう

等
とう

に関する
か ん   

調査
ちょうさ

（平成
へいせい

20年度
ね ん ど

）」（文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

 平成
へいせい

21年
ねん

7月
がつ

3日
にち

発 表
はっぴょう

）では、神奈川
か な が わ

県内
けんない

で日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

は

2,794人
にん

をかぞえ、愛知
あ い ち

、静岡
しずおか

に次ぎ
つ  

全国
ぜんこく

で３番目
 ば ん め

に多い
お お  

。 

 

○ いわゆる言語
げ ん ご

習 得
しゅうとく

の臨界期
りんかいき

 （※５）以前
い ぜ ん

であれば、自然
し ぜ ん

習 得
しゅうとく

は可能
か の う

であるが、14、5 歳
  さ い

以降
い こ う

になるとそれは難しく
むずか   

、第二
だ い に

言語
げ ん ご

としての日本語
に ほ ん ご

の習 得
しゅうとく

には相当
そうとう

な困難
こんなん

を伴 う
ともな  

。しかも、学校
がっこう

では日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

のカリキュラムはできておらず、さらに、教科
きょうか

学 習
がくしゅう

の内容
ないよう

も難しく
むずか   

なり、外国
がいこく

につながる子ども
こ   

たちは二重
にじゅう

の困難
こんなん

に直 面
ちょくめん

し、苦しんで
く る    

いる。同年齢
どうねんれい

の子ども
こ   

と同じ
お な  

学 習
がくしゅう

言語
げ ん ご

能 力
のうりょく

を身
み

につけるためには５～７年
ねん

かかり、転 入
てんにゅう

した中学校
ちゅうがっこう

や地域
ち い き

のボランティア

教 室
きょうしつ

だけでは、この教科
きょうか

学 習
がくしゅう

に十 分
じゅうぶん

対応
たいおう

することができない。結果
け っ か

として、不就学
ふしゅうがく

、不登校
ふとうこう

、

高校
こうこう

中 退
ちゅうたい

という現 象
げんしょう

を生み
う  

、居場所
い ば し ょ

がなくて非行
ひ こ う

や犯罪
はんざい

へと走ったり
は し    

する事例
じ れ い

が少
すく

なくない。

社会
しゃかい

に出て
で  

いくまでの期間
き か ん

が限られて
か ぎ     

いる彼ら
か れ  

・彼女
かのじょ

らの教 育
きょういく

は、地域
ち い き

のボランティア教 室
きょうしつ

に任
まか

せるだけでなく、専門家
せんもんか

が効率よく
こうりつ    

進めて
すす   

いく必要
ひつよう

がある。 

 

○ 外国
がいこく

につながる子ども
こ   

たちが母語力
ぼごりょく

を保持
ほ じ

・伸 長
しんちょう

したり、母文化
ぼ ぶ ん か

の理解
り か い

を深
ふか

めたりすること

は、家族間
かぞくかん

でのコミュニケーションや日本語
に ほ ん ご

の習 得
しゅうとく

をする上
うえ

で重 要
じゅうよう

である。マイノリティの

子ども
こ   

たちにとっての母語
ぼ ご

は、それぞれのアイデンティティの確立
かくりつ

やセルフエスティーム（※

６）をもって自分
じ ぶ ん

らしく生きて
い   

いくために必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

なものであるにもかかわらず、それを

保持
ほ じ

・伸 長
しんちょう

するための機会
き か い

や場所
ば し ょ

は現実
げんじつ

にはほとんどない。よって、日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の場
ば

が、彼
かれ

ら・彼女ら
かのじょ 

のふれあいの場
ば

の一
ひと

つにもなる。 

 

○ 「定 住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

の子ども
こ   

の教 育
きょういく

等
とう

に関する
か ん   

政策
せいさく

懇談会
こんだんかい

の意見
い け ん

を踏まえた
ふ   

文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

の政策
せいさく

の

ポイント」（2010年
ねん

5月
がつ

19日
にち

発 表
はっぴょう

）が実現
じつげん

されていけば、15歳
さい

以下
い か

の子ども
こ   

への支援
し え ん

は教 育
きょういく

行 政
ぎょうせい

の下
もと

で徐々
じょじょ

に改善
かいぜん

されていくと思われる
お も    

。しかし、義務
ぎ む

教 育
きょういく

年齢
ねんれい

を過ぎて
す   

はいるが、社会
しゃかい

に出て
で  

自立
じ り つ

していくのには、まだ日本語
に ほ ん ご

能 力
のうりょく

や社会的
しゃかいてき

・文化的
ぶんかてき

知識
ち し き

が不十分
ふじゅうぶん

である 10代
だい

後半
こうはん

の

提言
ていげん

６ 義務
ぎ む

教 育
きょういく

を過ぎた
す   

年齢
ねんれい

の外国
がいこく

につながる子ども
こ   

たちの学び
まな  

の場
ば

の確保
か く ほ

 

日本語
に ほ ん ご

を母語
ぼ ご

としない 15～18歳
さい

の子ども
こ   

たちが、専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

と技術
ぎじゅつ

を持った
も   

指導者
しどうしゃ

か

ら 日本語
に ほ ん ご

や教科
きょうか

を学び
ま な  

、かつ母語
ぼ ご

保持
ほ じ

・伸 長
しんちょう

できる場
ば

を作る
つ く  

ための検討
けんとう

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

する。 
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子ども
こ   

たちに対して
たい   

の制度的
せいどてき

な学習権
がくしゅうけん

の保障
ほしょう

や支援
し え ん

は全く
まった 

ない 状 況
じょうきょう

である。   

 

○ 2004年
ねん

１月
 が つ

30日
にち

、日本
にっぽん

政府
せ い ふ

は、「国連
こくれん

の子ども
こ   

の権利
け ん り

委員会
いいんかい

」（※７）より、「マイノリティの

子ども
こ   

たちの教 育
きょういく

について不十分
ふじゅうぶん

である」と勧告
かんこく

をうけている（※８）。この勧告
かんこく

に応
こた

えるた

めにも、行 政
ぎょうせい

はＮＰＯなどと連携
れんけい

して、日本語
に ほ ん ご

を母語
ぼ ご

としない子ども
こ   

たちへの差別
さ べ つ

ともとれ

る基本的
きほんてき

な教 育
きょういく

サービスの欠如
けつじょ

を補い
おぎな 

、是正
ぜ せ い

する必要
ひつよう

がある。     

 

※ ５ 臨界期
りんかいき

 

子ども
こ  

の発達
はったつ

過程
か て い

の中
なか

に、言語
げ ん ご

の習 得
しゅうとく

がほかの時期
じ き

に比べて
くら   

容易
よ う い

になされる時期
じ き

があるという

理論
り ろ ん

。一般的
いっぱんてき

に言語
げ ん ご

習 得
しゅうとく

の臨界期
りんかいき

は 10～12歳
さい

ごろまであると考
かんが

えられている。(『はじめての

日本語
に ほ ん ご

教 育
きょういく

-基本用語
き ほ ん よ う ご

辞典
じ て ん

』より） 

※ ６  セルフエスティーム 

セルフエスティームとは、日本語
に ほ ん ご

で｢自尊
じ そ ん

心
しん

｣あるいは「自尊
じ そ ん

感 情
かんじょう

」と訳され
や く     

、自己
じ こ

に対する
た い     

感 情
かんじょう

、

感覚
かんかく

を意味
い み

している。 

※ ７  国連
こくれん

の子ども
こ   

の権利
けんり

委員会
いいんかい

 

子ども
こ   

権利
け ん り

条 約
じょうやく

は、18歳
さい

になっていない人
ひと

を子
こ

どもという。 

※ ８   国連
こくれん

の「子ども
こ   

の権利
け ん り

委員会
いいんかい

の総括
そうかつ

所見
しょけん

：日本
に ほ ん

（第２回
だ い  か い

）」で出された勧告 

２５．委員会
いいんかい

は、とくに女子
じ ょ し

、障害
しょうがい

のある子ども
こ   

、アメラジアン、コリアン、部落
ぶ ら く

、アイヌそ

の他
た

のマイノリティ、移住労働者
いじゅうろうどうしゃ

の子ども
こ    

ならびに難民
なんみん

および庇護
ひ ご

希望者
きぼうしゃ

の子ども
こ    

に関して
かん     

社会的
しゃかいてき

差別
さ べ つ

と闘い
たたか 

かつ基本的
きほんてき

サービスへのアクセスを確保
か く ほ

するため、締約
ていやく

国
こく

が、とりわけ教育
きょういく

お

よび意識
い し き

啓発
けいはつ

キャンペーンを通じて
つう    

、あらゆる必要
ひつよう

な積極的
せっきょくてき

措置
そ ち

をとるよう勧告
かんこく

するものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施
じ っ し

イメージ 

○ ここで提言
ていげん

する学び
まな  

の場
ば

は、日本
に ほ ん

ユネスコ
 

協 会
きょうかい

連盟
れんめい

が進めて
すす   

いる「ユネスコ世界
せ か い

寺子屋
て ら こ や

運動
うんどう

」（※９）をイメージしている。「社会的
しゃかいてき

弱 者
じゃくしゃ

を対 象
たいしょう

とした草
くさ

の根
ね

の識字
し き じ

教 育
きょういく

の普及
ふきゅう

」

や「共
とも

に学び
まな  

、共
とも

に生きる
い   

喜 び
よろこ  

を分かち合う
わ   あ  

協 力
きょうりょく

」「コミュニティの直 面
ちょくめん

する課題
か だ い

に

対する
たい   

自発的
じはつてき

対応
たいおう

」という点
てん

で、「義務
ぎ む

教 育
きょういく

を過ぎた
す   

年齢
ねんれい

の外国
がいこく

につながる子ども
こ   

たちの

学び
ま な  

の場
ば

の確保
か く ほ

」と共 通
きょうつう

する。 

○ 検討
けんとう

委員会
いいんかい

の目的
もくてき

は、多言語
た げ ん ご

・多文化
た ぶ ん か

教 育
きょういく

を実現
じつげん

するためのカリキュラムや学校
がっこう

運営
うんえい

方法
ほうほう

を

検討
けんとう

し、実施
じ っ し

に向けた
む   

具体的
ぐたいてき

計画
けいかく

案
あん

を作成
さくせい

することである。 

○ ＜多文化
た ぶ ん か

の寺子屋的
て ら こ や て き

な学び
ま な  

の場
ば

＞を設置
せ っ ち

する検討
けんとう

委員会
いいんかい

のメンバーは、神奈川
か な が わ

県
けん

の職 員
しょくいん

、

神奈川県
か な が わ け ん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

、日本語
に ほ ん ご

教 育
きょういく

の専門家
せんもんか

、多文化
た ぶ ん か

社会
しゃかい

における教 育
きょういく

制度
せ い ど

や教 育
きょういく

行 政
ぎょうせい

の

専門家
せんもんか

と、母語
ぼ ご

での支援者
しえんしゃ

（日本人
にほんじん

とネイティブ）、元当事者
もととうじしゃ

として現在
げんざい

は研 究
けんきゅう

または実践
じっせん

している若者
わかもの

、既卒者
きそつしゃ

を長く
な が  

支援
し え ん

してきたボランティア、定時制
ていじせい

高校
こうこう

で指導
し ど う

にあたっている

教 員
きょういん

などの実務者
じつむしゃ

・実践者
じっせんしゃ

で構成
こうせい

する。 
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※ ９ ユネスコ世界寺子屋運動 The World Terakoya Movement 

日本
に ほ ん

ユネスコ協 会
きょうかい

連盟
れんめい

が 1989 年
ねん

に「ユネスコ世界
せ か い

寺子屋
て ら こ や

運動
うんどう

」として開始
か い し

した「識字
し き じ

運動
うんどう

」。公
こう

教 育
きょういく

を受けられなかった
う        

、または現在
げんざい

受けられない
う     

子ども
こ   

たちのためにノンフォーマル教 育
きょういく

（公
こう

教育外
きょういくがい

の学 習
がくしゅう

の機会
き か い

）を提 供
ていきょう

することで、貧困
ひんこん

の連鎖
れ ん さ

を断ち切り
た  き  

、すべての人
ひと

への教 育
きょういく

を保障
ほしょう

し、平和
へ い わ

の 礎
いしずえ

を築く
きず  

ことを目的
もくてき

にしている。（「寺子屋
て ら こ や

」は、近世
きんせい

の日本
に ほ ん

で、庶民
しょみん

のイニシアテ

ィブによる庶民
しょみん

のための民 衆
みんしゅう

学 習
がくしゅう

形態
けいたい

で、個人的
こじんてき

社会的
しゃかいてき

人間
にんげん

形成
けいせい

をめざした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ この委員会
いいんかい

が検討
けんとう

し合う
 あ  

内容
ないよう

は、次
つぎ

の７点
 て ん

である。 

①学 習
がくしゅう

内容
ないよう

、カリキュラム、シラバスなどの学校
がっこう

運営
うんえい

方法
ほうほう

 

②開校
か い こ う

日時
に ち じ

：教科
き ょ う か

学習
がくしゅう

についていけない高校生
こ う こ う せ い

の補習
ほ し ゅ う

のフォローアップや、大学生
だいがくせい

のサービスラー

ニング（ボランティア）も受け入れられる
う  い     

ような時間帯
じ か ん た い

に設定
せってい

 

③人材
じんざい

：多文化
た ぶ ん か

教育
きょういく

の研修
けんしゅう

を受けた
う   

退職
たいしょく

教員
きょういん

（有償
ゆうしょう

ボランティア）や、プロの日本語
に ほ ん ご

教師
き ょ う し

や母語
ぼ ご

話者
わ し ゃ

の支援者
し え ん し ゃ

、専門
せんもん

の事務員
じ む い ん

や統括
と う か つ

するコーディネーターの雇用
こ よ う

 

④保護者
ほ ご し ゃ

との連携
れんけい

・相談
そうだん

システム、ソーシャルワーカーの活用
かつよう

 

⑤母語
ぼ ご

教 材
きょうざい

（母語
ぼ ご

保持
ほ じ

にも役立つ
やくだ  

）やリライト教 材
きょうざい

の作成
さくせい

 

⑥候補地
こ う ほ ち

の選定
せんてい

：より多く
おお  

の学習者
がくしゅうしゃ

が通い続けられる
か よ  つ づ        

立地
り っ ち

条件
じょうけん

 

⑦県
けん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

との協 働
きょうどう

事業
じぎょう

で行 う
おこな  

ことで、財政的
ざいせいてき

な安定
あんてい

を図
はか

る 

 

○ 現在
げんざい

、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

教 育
きょういく

ネットワークかながわ（ME-net）の「たぶんかフリースクールよこ

はま」で行われて
おこな     

いるような事例
じ れ い

をモデルとして、より多く
お お  

の地域
ち い き

で
”

“寺子屋的
て ら こ や て き

”学び
ま な  

の場
ば

を作り
づく  

、行 政
ぎょうせい

、地域
ち い き

、大学
だいがく

、ＮＰＯ等
とう

と連携
れんけい

を取りながら
と    

実施
じ っ し

していく。 
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（３） 自立
じ り つ

に向
む

けた日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の支援
し え ん

  

● 日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の場
ば

の確保
か く ほ

 

＜提言
ていげん

の趣旨
し ゅ し

＞ 

神奈川
か な が わ

県内
けんない

に居住
きょじゅう

する外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の数
かず

は毎年
まいとし

増加
ぞ う か

し、その数
かず

は今
いま

や地方
ち ほ う

の県庁
けんちょう

所在地
し ょ ざ い ち

の人口
じんこう

に

も匹
ひっ

敵
てき

する。少子化
し ょ う し か

を迎
むか

えている我が国
わ   く に

にとって、今後
こ ん ご

も外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の増加
ぞ う か

は避
さ

けて通
とお

ることはで

きない。そして、神奈川
か な が わ

県民
けんみん

として、確実
かくじつ

に根
ね

を生
は

やし、生活
せいかつ

基盤
き ば ん

を築
きず

いている。しかし、多く
お お  

の

外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

にとって現在
げんざい

の神奈川県
か な が わ け ん

はほんとうに住みやすい
す    

ところかは疑問
ぎ も ん

である。 

県内
けんない

には、彼
かれ

ら・彼女
かのじょ

ら外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が大きな
おお   

労働力
ろうどうりょく

となっている企業
きぎょう

が数多く
かずおお 

ある。彼ら
か れ  

・彼女
かのじょ

らが自立
じ り つ

し、その家族
か ぞ く

が安定
あんてい

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

や学校
がっこう

生活
せいかつ

をおくるために、まず超
こ

えなければならない

のが「日本語
に ほ ん ご

」の習得
しゅうとく

である。日本語力
にほんごりょく

を生
い

かしてこそ、自立
じ り つ

への道
みち

も大きく
おお   

広がる
ひろ   

。また安定
あんてい

し

た生活
せいかつ

を得
え

ることで、初
はじ

めて多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

も可能
か の う

になる。そのための支援
し え ん

となる方法
ほうほう

を提言
ていげん

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

○ 外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の多く
おお

は安定
あんてい

した生活
せいかつ

確保
か く ほ

のため、日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の機会
き か い

を望
のぞ

んでいる。その学習
がくしゅう

動機
ど う き

や学習
がくしゅう

目的
もくてき

は様々
さまざま

である。 

 

○ 県内
けんない

では、ボランティアによる日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

が数多く
かずおお  

開
ひら

かれている。しかし、その学 習
がくしゅう

の場
ば

の

確保
か く ほ

は必
かなら

ずしも十分
じゅうぶん

とはいえないのが現状
げんじょう

である。また、日本
に ほ ん

のあらゆる地域
ち い き

が同様
どうよう

の問題
もんだい

を抱える
かか   

中
なか

で、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

に対する
たい      

支援
し え ん

活動
かつどう

が進んで
すす      

いる神奈川県
か な が わ け ん

が積極的
せっきょくてき

に日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の

場
ば

の確保
か く ほ

に取り組めば
と  く   

、その支援
し え ん

活動
かつどう

は全国的
ぜんこくてき

にも先駆け
さきが  

となることができる。 

 

○ 現在
げんざい

「日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

希望者
きぼうしゃ

」は、学 習
がくしゅう

の場
ば

の情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

に、インターネット利用
り よ う

か居住地
きょじゅうち

の

各市町村
かくしちょうそん

の窓口
まどぐち

等
とう

に相談
そうだん

している。そして、紹介
しょうかい

された日本語
に ほ ん ご

ボランティア教室
きょうしつ

の多
おお

くは、

県内
けんない

市町村
しちょうそん

の公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
とう

を利用
り よ う

している。しかし、全て
す べ  

のボランティア団体
だんたい

が抱
かか

えているのが、

恒常的
こうじょうてき

に学 習
がくしゅう

の場
ば

を確保
か く ほ

するのが難
むずか

しいという問題
もんだい

である。安定
あんてい

した学 習
がくしゅう

の場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

は、

学習者
がくしゅうしゃ

の学 習
がくしゅう

意欲
い よ く

、日本語力
にほんごりょく

の向 上
こうじょう

にもつながる。 

 

提言
ていげん

７ 外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の場
ば

の確保
か く ほ

 

   外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

の場
ば

の確保
か く ほ

のため、神奈川県
か な が わ け ん

国際課
こくさいか

、神奈川県
か な が わ け ん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

は

積極的
せっきょくてき

に市町村
しちょうそん

の国際課
こ く さ い か

もしくは、それに相当
そうとう

する部署
ぶ し ょ

と日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

支援
し え ん

に関する
かん    

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

（連絡会
れんらくかい

）を作り
つく  

、その連絡網
れんらくもう

を通
つう

じ、県
けん

の施設
し せ つ

はもとより、県内
けんない

の全市
ぜ ん し

町村
ちょうそん

が所有
しょゆう

する施設
し せ つ

の開放
かいほう

および優先
ゆうせん

利用
り よ う

を県
けん

から市町村
しちょうそん

へ働
はたら

きかける。 
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○ 神奈川
か な が わ

県内
けんない

の各地
か く ち

に広く
ひ ろ  

居住
きょじゅう

する外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が、身近
み ぢ か

な市町村
しちょうそん

の施設
し せ つ

を恒常的
こうじょうてき

に利用
り よ う

できる

ように、県
けん

が地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

のトップとしてリーダーシップを発揮
は っ き

し組織化
そ し き か

すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 大学生
だいがくせい

の活用
かつよう

と養成
ようせい

講座
こ う ざ

の開講
かいこう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

○ 現在
げんざい

、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

の場
ば

は、県内
けんない

約
やく

１９０のボランティア団体
だんたい

にゆだねられてい

る。しかし、どの団体
だんたい

も若い
わ か  

世代
せ だ い

の日本語
に ほ ん ご

指導者
しどうしゃ

は不足
ふ そ く

している。また各年齢層
かくねんれいそう

にわたる

日本語
に ほ ん ご

学習者
がくしゅうしゃ

に対し
た い  

、それに対応
たいおう

できるよう、幅広い
はばひろ  

年代
ねんだい

の日本語
に ほ ん ご

指導者
しどうしゃ

が必要
ひつよう

とされる。 

   

○ 各
かく

ボランティア団体
だんたい

の日本語
に ほ ん ご

指導者
し ど う し ゃ

の高齢化
こ う れ い か

と絶対数
ぜったいすう

の不足
ふ そ く

から、学習
がくしゅう

効果
こ う か

にも影響
えいきょう

が出
で

ている。特
とく

に学齢期
が く れ い き

や若い
わか  

学習者
がくしゅうしゃ

には、若
わか

い日本語
に ほ ん ご

指導者
し ど う し ゃ

が望
のぞ

まれる。日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

に終
お

わ

りはないが、幅広く
はばひろ

学習者
がくしゅうしゃ

のニーズにこたえられる日本語
に ほ ん ご

指導者
しどうしゃ

が必要
ひつよう

とされている。 

 

○ 大学生
だいがくせい

が「日本語
に ほ ん ご

ボランティア」の現場
げ ん ば

を知る
し  

ことは、今後
こ ん ご

の神奈川県
か な が わ け ん

をになう若い
わか  

世代
せ だ い

の

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

理解
り か い

にもつながる。 

 

○ 現在
げんざい

のボランティア指導者
しどうしゃ

に加
くわ

え、大学生
だいがくせい

や勤労者
きんろうしゃ

の参加
さ ん か

により幅広
はばひろ

い対応
たいおう

が可能
か の う

になり、

学習者
がくしゅうしゃ

の学 習
がくしゅう

意欲
い よ く

の向 上
こうじょう

にもつながる。 

提言
ていげん

８ 日本語
に ほ ん ご

ボランティア活動
かつどう

の将 来
しょうらい

に向
む

け、大学生
だいがくせい

の活用
かつよう

と養成
ようせい

講座
こ う ざ

の開講
かいこう

 

   神奈川
か な が わ

県内
けんない

の「日本語
に ほ ん ご

教員
きょういん

養成
ようせい

課程
か て い

」で学ぶ
ま な  

大学生
だいがくせい

が専門的
せんもんてき

知識
ち し き

を実践
じっせん

する場
ば

として、

「日本語
に ほ ん ご

ボランティア団体
だんたい

」のシステムを作る
つく  

。また、各大学
かくだいがく

に働きかけ
はたら     

、「日本語
に ほ ん ご

教 員
きょういん

養成
ようせい

課程
か て い

連絡会
れんらくかい

（仮称
かしょう

）」を積極的
せっきょくてき

に組織化
そ し き か

する。 

  さらに、勤労
きんろう

市民
し み ん

がボランティアに参加
さ ん か

できるよう、夜間
や か ん

および土
ど

、日曜日
に ち よ う び

に「日本語
に ほ ん ご

ボ

ランティア養成
ようせい

講座
こ う ざ

」を開講
かいこう

し、多く
お お  

の日本語
に ほ ん ご

指導者
しどうしゃ

を養成
ようせい

する。 

 

実施
じ っ し

イメージ 

○ 神奈川県
か な が わ け ん

は、各市町村
かくしちょうそん

の国際課
こくさいか

等
とう

に働きかけ
はたら      

日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

（連絡会
れんらくかい

）を設置
せ っ ち

し、県内
けんない

の「日本語
に ほ ん ご

ボランティア団体
だんたい

」の実 情
じつじょう

および日本語
に ほ ん ご

ボランティア現場
げ ん ば

の現 状
げんじょう

を把握
は あ く

する。

公 共
こうきょう

施設
し せ つ

の使用
し よ う

に関する
かん   

「日本語
に ほ ん ご

ボランティア団体
だんたい

」優先
ゆうせん

使用
し よ う

の原則
げんそく

を率先
そっせん

して作り
つ く  

、さら

に、教 材
きょうざい

の提 供
ていきょう

や様々
さまざま

な知識
ち し き

とノウハウの共 有
きょうゆう

をはかる。また、全て
すべ  

の県
けん

・市町村
しちょうそん

は施設
し せ つ

・

設備
せ つ び

の使用料
しようりょう

に関して
かん   

も、優遇
ゆうぐう

処置
し ょ ち

を講じる
こう   

。 
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実施
じ っ し

イメージ 

○ 神奈川
か な が わ

県
けん

国際課
こ く さ い か

、（財
ざい

）かながわ国際
こくさい

交流
こうりゅう

財団
ざいだん

、国際
こくさい

言語
げ ん ご

文化
ぶ ん か

アカデミアは神奈川
か な が わ

県内
けんない

の

国公私立大学
こっこうしりつだいがく

「日本語
に ほ ん ご

教員
きょういん

養成
ようせい

課程
か て い

（主
しゅ

専攻
せんこう

・副専攻
ふくせんこう

）」に呼びかけ
よ    

組織化
そ し き か

し、学生
がくせい

の「日本語
に ほ ん ご

ボランティア活動
かつどう

」への参加
さ ん か

を呼
よ

びかける。 

○ 土
ど

・日曜日
に ち よ う び

、夜間
や か ん

など、勤労
きんろう

市民
し み ん

が参加
さ ん か

できる充実
じゅうじつ

した「日本語
に ほ ん ご

ボランティア教師
きょうし

」の養成
ようせい

講座
こ う ざ

を、適切
てきせつ

な指導者
し ど う し ゃ

および国際
こくさい

言語
げ ん ご

文化
ぶ ん か

アカデミア職員
しょくいん

が企画
き か く

・運営
うんえい

し、開講
かいこう

する。 
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（４） 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

や世界
せ か い

とつながる市民
し み ん

の意識
い し き

を育
そだ

てる教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

について 

外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

や、外国
がいこく

につながる子ども
こ   

たちも安心
あんしん

して暮
く

らす神奈川
か な が わ

にするためには、提言
ていげん

１～８

までに述
の

べられた様々
さまざま

なしくみや環境
かんきょう

が必要
ひつよう

である。それと共
とも

に、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

を取
と

り巻
ま

く県民
けんみん

の

理解
り か い

が大切
たいせつ

である。160以上
いじょう

の国
くに

や地域
ち い き

の人々
ひとびと

が暮
く

らす神奈川県
か な が わ け ん

において、多様性
た よ う せ い

を認
みと

め合
あ

い、地球
ちきゅう

規模
き ぼ

の課題
か だ い

にも関心
かんしん

を持
も

ち、積極的
せっきょくてき

にかかわろうとする姿勢
し せ い

を育
そだ

てることがよりよい社会
しゃかい

作
づく

りに

重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を果
は

たす。よって、「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

や世界
せ か い

とつながる市民
し み ん

の意識
い し き

を育
はぐく

む教育
きょういく

」の実践者
じっせんしゃ

を

育成
いくせい

するとともに、学校
がっこう

現場
げ ん ば

で広
ひろ

く効果的
こ う か て き

に実施
じ っ し

するための取り組み
と  く  

を提言
ていげん

したい。 

 

● 「国際
こくさい

言語
げ ん ご

文化
ぶ ん か

アカデミア」への要望
ようぼう

 

〈提言
ていげん

の趣旨
し ゅ し

〉 

外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が 17万人
まんにん

を超えた
こ   

神奈川県
か な が わ け ん

では、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の言語
げ ん ご

習得
しゅうとく

、住まい
 す

、医療
いりょう

、子
こ

どもへ

の教育
きょういく

、母語
ぼ ご

などの保持
ほ じ

など、多様
た よ う

なニーズが存在
そんざい

する。一方
いっぽう

で、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が独自
ど く じ

の個性
こ せ い

や能力
のうりょく

を発揮
は っ き

することのできる環境
かんきょう

が不十分
ふじゅうぶん

な現実
げんじつ

がある。 

 神奈川
か な が わ

県立
けんりつ

外語
が い ご

短期
た ん き

大学
だいがく

が再編
さいへん

されて新
あら

たに設立
せつりつ

される機関
き か ん

「国際
こくさい

言語
げ ん ご

文化
ぶ ん か

アカデミア」では、

短期
た ん き

大学
だいがく

で蓄積
ちくせき

された教育
きょういく

資源
し げ ん

を活用
かつよう

し、「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」をねらいとする事業
じぎょう

を準備中
じゅんびちゅう

である。まさに現状
げんじょう

に対応
たいおう

した事業
じぎょう

であることから、よりねらいに沿
そ

った効果的
こ う か て き

な事業
じぎょう

展開
てんかい

をはか

るための県民
けんみん

との協働
きょうどう

の取り組み
と  く  

を提言
ていげん

したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜理由
り ゆ う

・背景
はいけい

＞ 

○ 外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の多様
た よ う

なニーズに対
たい

し、限
かぎ

られた一部
い ち ぶ

の機関
き か ん

での対応
たいおう

やボランティアの活用
かつよう

だけで 

  は充分
じゅうぶん

に機能
き の う

していない現状
げんじょう

があり、専門家
せ ん も ん か

の育成
いくせい

が急務
きゅうむ

とされている。 

 

○ 「神奈川力
か な が わ り ょ く

構想
こうそう

」の政策
せいさく

展開
てんかい

の基本
き ほ ん

に据
す

える視点
し て ん

の中
なか

には、「外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

などが個性
こ せ い

と能力
のうりょく

を 

発揮
は っ き

できるようなくらしやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

するなど、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の地域
ち い き

社会
しゃかい

を進
すす

めます。また

地域
ち い き

 からの国際
こくさい

交流
こうりゅう

・協 力
きょうりょく

を推進
すいしん

します。」と述
の

べてある。しかし、県内
けんない

にはそれぞれの言語
げ ん ご

や文化
ぶ ん か

の背景
はいけい

に加
くわ

え、個性
こ せ い

と能力
のうりょく

を持
も

ち合
あ

わせた外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

が多数
た す う

存在
そんざい

するにもかかわらず、

その能力
のうりょく

を充分
じゅうぶん

に活
い

かすことのできる環境
かんきょう

が整備
せ い び

されていない。 

提言
ていげん

９ 「国際
こくさい

言語
げんご

文化
ぶんか

アカデミア」を活
い

かした、県民
けんみん

と協 働
きょうどう

する多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

事業
じぎょう

 

「国際
こくさい

言語
げ ん ご

文化
ぶ ん か

アカデミア」に、学
がく

識者
しきしゃ

だけでなく、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

や外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

支援
し え ん

・国際
こくさい

理解
り か い

／開発
かいはつ

教育
きょういく

をおこなっているＮＧＯ・ＮＰＯなど様々
さまざま

な人
ひと

で構成
こうせい

される共同
きょうどう

検討会
けんとうかい

を作
つく

り、事業
じぎょう

計画
けいかく

に反映
はんえい

させる。 

講座
こ う ざ

や研修
けんしゅう

の講師
こ う し

に外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

、ＮＧＯ・ＮＰＯなどの人材
じんざい

を活用
かつよう

する。  
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○ 2011年度
ね ん ど

に本格的
ほんかくてき

に事業
じぎょう

を開始
か い し

する「国際
こくさい

言語
げ ん ご

文化
ぶ ん か

アカデミア」では、「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」

を目標
もくひょう

にかかげ、「外国語
が い こ く ご

にかかわる教員
きょういん

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

」、「外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」、「生涯
しょうがい

 

学習
がくしゅう

支援
し え ん

事業
じぎょう

」および「研究
けんきゅう

活動
かつどう

」を計画
けいかく

している。この事業
じぎょう

が効果的
こ う か て き

に実施
じ っ し

されれば、県
けん

に

おける多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を促進
そくしん

する活力
かつりょく

となることが期待
き た い

される。 

 

○ 事業
じぎょう

を効果的
こ う か て き

に実施
じ っ し

するには、当事者
と う じ し ゃ

である外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の視点
し て ん

が最も
もっと  

大切
たいせつ

である。この視点
し て ん

な

くしての計画
けいかく

は偏
かたよ

ったものとなることが必至
ひ っ し

である。よって当事者
と う じ し ゃ

が計画
けいかく

立案
りつあん

の段階
だんかい

で参加
さ ん か

す

ることが重要
じゅうよう

なポイントとなる。将来的
しょうらいてき

には外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

がその能力
のうりょく

を発揮
は っ き

できる場
ば

となること

が望
のぞ

ましい。 

 

○ 神奈川県
か な が わ け ん

には、住 居
じゅうきょ

や医療
いりょう

に関して
かん   

外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

のサポートを実施
じ っ し

している、経験
けいけん

豊
ゆた

かなＮＰＯ

が存在
そんざい

する。外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

自身
じ し ん

もその構成員
こうせいいん

となっている。その経験
けいけん

を講座
こ う ざ

や研修
けんしゅう

の計画
けいかく

・実施
じ っ し

の

際
さい

に活用
かつよう

することが神奈川県
か な が わ け ん

の人的
じんてき

資源
し げ ん

を有効
ゆうこう

に活
い

かすことにつながる。 

 

○ 現代
げんだい

の国際
こくさい

社会
しゃかい

を考
かんが

える時
とき

、単
たん

に外国
がいこく

の社会
しゃかい

・文化
ぶ ん か

を学
まな

ぶだけでは、充分
じゅうぶん

ではない。世界
せ か い

の貧困
ひんこん

、

格差
か く さ

、開発
かいはつ

、環境
かんきょう

、人権
じんけん

、平和
へ い わ

など様々
さまざま

な問題
もんだい

は互
たが

いにつながっており、日本
に ほ ん

に住
す

む私たち
わたし

と

も密接
みっせつ

に関係
かんけい

していることを知
し

り、その解決
かいけつ

に向
む

けて積極的
せっきょくてき

に行動
こうどう

する姿勢
し せ い

を育
はぐく

むことが重要
じゅうよう

となる。県内
けんない

のＮＧＯ・ＮＰＯの経験
けいけん

を有効
ゆうこう

に活用
かつよう

し、教 員
きょういん

研 修
けんしゅう

や、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の中
なか

に多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

と併
あわ

せて、世界
せ か い

とつながる市民
し み ん

の意識
い し き

を育
そだ

てる教育
きょういく

の視点
し て ん

を入
い

れることが必要
ひつよう

である。 

 

○ 日本語
に ほ ん ご

の習得
しゅうとく

のみに限定
げんてい

せず、外国
がいこく

につながる子ども
 こ

たちが自ら
みずか

のアイデンティティを確立
かくりつ

で

きるよう、自ら
みずか

の文化
ぶんか

や、母語
ぼ ご

・母国語
ぼ こ く ご

・継承語
けいしょうご

を習得
しゅうとく

・保持
ほ じ

する場
ば

を担
にな

う人材
じんざい

育成
いくせい

も同様
どうよう

に 行
おこな

っていくことが必要
ひつよう

とされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施
じ っ し

イメージ 

○ 「国際
こくさい

言語
げ ん ご

文化
ぶ ん か

アカデミア」の中
なか

に、様々
さまざま

な国籍
こくせき

の外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

（オールドカマー、  

ニューカマー両方
りょうほう

を含
ふく

む）、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

にかかわる活動
かつどう

をおこなうＮＧＯ・ＮＰＯ、国際
こくさい

協 力
きょうりょく

や開発
かいはつ

教育
きょういく

をおこなうＮＧＯ・ＮＰＯメンバーなどで構成
こうせい

される合同
ごうどう

検討
けんとう

委員会
い い ん か い

を

作
つく

り、教員
きょういん

と協働
きょうどう

して事業
じぎょう

を組
く

み立てる
た

しくみを作る
つく

。 

○ 「国際
こくさい

言語
げ ん ご

文化
ぶ ん か

アカデミア」がおこなう「外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」の中
なか

の、外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
  せいと

担当
たんとう

教員向け
きょういん む

研修
けんしゅう

や外国人
がいこくじん

への窓口
まどぐち

対応
たいおう

に関する
かん

研修
けんしゅう

をおこなう際
さい

に、上記
じょうき

検討
けんとう

委員会
い い ん か い

の構成
こうせい

メンバーや、経験
けいけん

のある外国籍
がいこくせき

県民
けんみん

が講師
こ う し

として参加
さ ん か

する機会
き か い

を作る
つ く  

。または教 員
きょういん

とのチ

ームティーチングをおこない、現場
げ ん ば

の声
こえ

や現実
げんじつ

を参加者
さ ん か し ゃ

に伝
つた

えることができるようにする。

○ 「生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

支援
し え ん

事業
じぎょう

」の中
なか

の、多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカーなどの養成
ようせい

講座
こ う ざ

に、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

支援
し え ん

の活動
かつどう

経験
けいけん

があるＮＧＯ・ＮＰＯのメンバーを講師
こ う し

として活用
かつよう

する。 

○ 同事業
どうじぎょう

の教養
きょうよう

講座
こ う ざ

の一環
いっかん

として、県内
けんない

の国際
こくさい

協 力
きょうりょく

・開発
かいはつ

教育
きょういく

をおこなっているＮＧＯ・ 

ＮＰＯの講座
こ う ざ

を組
く

み入
い

れる。 
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● 国際
こくさい

理解
り か い

教育
きょういく

推進
すいしん

員
いん

について 

〈提言
ていげん

の趣旨
し ゅ し

〉 

地域
ち い き

の国際化
こくさいか

が進んで
すす   

いる中
なか

で、子ども
こ   

たちに向けた
む   

国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

が重 要
じゅうよう

であることは既
すで

に

述べた
の   

とおりであるが、実際
じっさい

の授 業
じゅぎょう

では各国
かっこく

の文化
ぶ ん か

紹 介
しょうかい

にとどまるなど、未だ
い ま  

国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

の

理念
り ね ん

や具体的
ぐたいてき

な手法
しゅほう

に関して
かん   

は確立
かくりつ

されておらず、現場
げ ん ば

では試行
し こ う

錯誤
さ く ご

が続いて
つづ   

いる。 

 その現 状
げんじょう

に対して
たい   

第１期
だ い  き

から第５期
だ い  き

のＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

では、「教 員
きょういん

の研 修
けんしゅう

」や

「校外
こうがい

の人材
じんざい

の活用
かつよう

」に関する
かん   

ことなどの提言
ていげん

を行なって
お こ     

いる。国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

推進員
すいしんいん

（コーディ

ネーター）については第５期
だ い  き

で取り上げられて
と  あ      

いるが実現
じつげん

に至って
いた   

いない。 

 また、同分野
どうぶんや

の過去
か こ

の提言
ていげん

を分析
ぶんせき

した結果
け っ か

、国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

を実施
じ っ し

促進
そくしん

するために推進員
すいしんいん

は欠
か

か

せない存在
そんざい

であると同時
ど う じ

に、関連
かんれん

する提言
ていげん

を実施
じ っ し

させるためにも中心的
ちゅうしんてき

な役割
やくわり

を担う
にな  

ことからこ

の提言
ていげん

を行
おこ

ないたい。 

 

 

 

 

 

 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

○  神奈川
か な が わ

県内
けんない

には国際
こくさい

協 力
きょうりょく

を実践
じっせん

しているＮＧＯおよびその実践者
じっせんしゃ

は数多く
かずおお 

存在
そんざい

する。またす

でに述
の

べているが、多彩
た さ い

な文化的
ぶんかてき

背景
はいけい

や経験
けいけん

を持った
も   

外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

も数多い
かずおお  

。しかし、それらの

情 報
じょうほう

と国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

の現場
げ ん ば

を結ぶ
む す  

システムは少なく
すく   

、せっかくの人材
じんざい

が学校
がっこう

教 育
きょういく

の場
ば

に

活用
かつよう

しきれていない。 

 

○ 総合
そうごう

学 習
がくしゅう

や異文化
い ぶ ん か

理解
り か い

など国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

への関心
かんしん

が高まって
た か     

いるが、例えば
たと   

『国際
こくさい

協 力
きょうりょく

』

を授 業
じゅぎょう

で扱 う
あつか  

場合
ば あ い

、実践者
じっせんしゃ

からの具体的
ぐたいてき

事例
じ れ い

や体験談
たいけんだん

などを聞く
き  

ことにより、単
たん

なる机上
きじょう

の

学 習
がくしゅう

ではなく、より深い
ふ か  

理解
り か い

を得る
え  

ことができる。そのため、外部
が い ぶ

から講師
こ う し

を呼ぶ
よ  

ことが必要
ひつよう

であるが、必 ず
かなら  

しも担当
たんとう

教 員
きょういん

が実践者
じっせんしゃ

とつながりがあるわけでもなく、授 業
じゅぎょう

内容
ないよう

に合った
あ   

講師
こ う し

を確保
か く ほ

することが難しい
むずか   

。教員向け
きょういんむ  

相談
そうだん

窓口
まどぐち

が必要
ひつよう

である。 

 

○  地道
じ み ち

に活動
かつどう

している国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

に熱心
ねっしん

な教 員
きょういん

たちの先進的
せんしんてき

な活動
かつどう

を紹 介
しょうかい

する場
ば

がない。

活動
かつどう

を記録
き ろ く

し、実践
じっせん

事例
じ れ い

として情 報
じょうほう

を共 有
きょうゆう

するしくみがあれば、他
た

の教 員
きょういん

もそれらを参考
さんこう

に

授 業
じゅぎょう

に取り入れる
と  い   

ことができる。 

 

 

 

提言
ていげん

１０ 国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

推進員
すいしんいん

（コーディネーター）の配置
は い ち

 

    国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

として教 育
きょういく

研 修
けんしゅう

センターおよび教 育
きょういく

委員会
いいんかい

等
とう

、現場
げ ん ば

の

教 員
きょういん

と近い
ち か  

位置
い ち

に国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

として国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

推進員
すいしんいん

を配置
は い ち

する。
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実施
じ っ し

イメージ 

○ ここで言う
い  

国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

とは、ただ単
たん

に外国
がいこく

の社会
しゃかい

や文化
ぶ ん か

の紹 介
しょうかい

、または英語
え い ご

のコミュニ

ケーション能 力
のうりょく

を育成
いくせい

するだけのものではなく、以下
い か

のような態度
た い ど

を育成
いくせい

する教 育
きょういく

内容
ないよう

で

ある。 

 ・地域
ち い き

や国際
こくさい

社会
しゃかい

の多様
た よ う

な価値観
か ち か ん

や相互
そ う ご

の関係
かんけい

を理解
り か い

し受容
じゅよう

する。 

 ・国際
こくさい

社会
しゃかい

への貢献
こうけん

や課題
か だ い

に関心
かんしん

を持ち
も  

、理解
り か い

する。 

 ・国際
こくさい

社会
しゃかい

の問題
もんだい

と地域
ち い き

社会
しゃかい

がどのようにつながっているか理解
り か い

し、共
とも

に生きて
い   

いくという

姿勢
し せ い

で問題
もんだい

の解決
かいけつ

を目指す
め ざ  

。 

○ 推進員
すいしんいん

は、次
つぎ

の業務
ぎょうむ

を専門
せんもん

に担当
たんとう

する。 

・国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

の授 業
じゅぎょう

に対する
た い     

相談
そうだん

、年間
ねんかん

の授 業
じゅぎょう

プログラム作り
      づ く  

についての相談
そうだん

。 

・地域
ち い き

内
ない

の国際
こくさい

協 力
きょうりょく

実践者
じっせんしゃ

、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

などリソース情 報
じょうほう

の整備
せ い び

およびそれを活用
かつよう

した講師
こ う し

紹 介
しょうかい

、学校
がっこう

への外部
が い ぶ

講師
こ う し

派遣
は け ん

の相談
そうだん

、および国際
こくさい

協 力
きょうりょく

ＮＧＯ団体
だんたい

、外
がい

国籍
こくせき

住 民
じゅうみん

支援
し え ん

団体
だんたい

などと学校
がっこう

との窓口
まどぐち

業務
ぎょうむ

。 

・ 国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

に関する
かん    

実践
じっせん

事例
じ れ い

、資料
しりょう

、情 報
じょうほう

、教 材
きょうざい

、書籍
しょせき

の 収 集
しゅうしゅう

および活用
かつよう

方法
ほうほう

の相談
そうだん

。

・教 員
きょういん

の研 修
けんしゅう

プログラムの情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

。 

○ 推進員
すいしんいん

は、相談
そうだん

窓口
まどぐち

として教 員
きょういん

が連絡
れんらく

しやすい場所
ば し ょ

に、指導
し ど う

主事
し ゅ じ

の立場
た ち ば

で、国際
こくさい

理解
り か い

教 育
きょういく

に豊か
ゆ た  

な実践
じっせん

経験
けいけん

を持つ
も  

教 員
きょういん

などを配置
は い ち

する。(配置
は い ち

場所
ば し ょ

として、教 員
きょういん

研 修
けんしゅう

センター
 

、

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

および教 育
きょういく

事務所
じ む し ょ

など) 
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（５）ＮＧＯ・ＮＰＯ活動
かつどう

支援
し え ん

 

＜提言
ていげん

の趣旨
し ゅ し

＞ 

ＮＧＯ・ＮＰＯなどの市民
し み ん

団体
だんたい

が「新しい
あたら   

公 共
こうきょう

」の担い手
に な  て

として、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

のニーズに対応
たいおう

し

ている。しかし、多く
お お  

の市民
し み ん

団体
だんたい

の人的
じんてき

・財政的
ざいせいてき

基盤
き ば ん

は、十 分
じゅうぶん

とは言い難く
い  が た  

、多様
た よ う

なニーズへの的確
てきかく

な対応
たいおう

は難しい
むずか   

。よりふさわしい活動
かつどう

の展開
てんかい

、サービスの質的
しつてき

向 上
こうじょう

のためには、関心
かんしん

のある市民
し み ん

が

ＮＰＯなどの市民
し み ん

団体
だんたい

の活動
かつどう

を支え
さ さ  

・見守る
みまも  

しくみが不可欠
ふ か け つ

である。このために新た
あら  

な基金
き き ん

創設
そうせつ

を

提言
ていげん

する。 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

○ 近年
きんねん

の少子
しょうし

高齢化
こうれいか

、家族
か ぞ く

の少人数化
しょうにんずうか

、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

の増加
ぞ う か

などにより必要
ひつよう

とされる行 政
ぎょうせい

サービス

は拡大
かくだい

するとともに、より複雑化
ふくざつか

してきた。地域
ち い き

、分野
ぶ ん や

ごとにその抱える
かか   

課題
か だ い

は異なり
こと   

、多様
た よ う

な

解決
かいけつ

方法
ほうほう

が求められる
もと      

。しかし、行 政
ぎょうせい

の一律
いちりつ

・公平
こうへい

なサービスだけで多様化
た よ う か

したニーズに対応
たいおう

するには限界
げんかい

がある。 

 

○ このような中
なか

で、自発的
じはつてき

・主体的
しゅたいてき

な市民
し み ん

活動
かつどう

が、行 政
ぎょうせい

サービスの空白
くうはく

をフォローする 形
かたち

で  

様々
さまざま

な展開
てんかい

をみせている。県内
けんない

のＮＧＯ・ＮＰＯなどの市民
し み ん

団体
だんたい

が、独自
ど く じ

にまたは行 政
ぎょうせい

との

協 働
きょうどう

という 形
かたち

を取りながら
と    

、それぞれの地域
ち い き

、分野
ぶ ん や

に即した
そく   

支援
し え ん

を精力的
せいりょくてき

に進め
すす  

、新しい
あたら   

公 共
こうきょう

の担い手
に な  て

として期待
き た い

されている。 

 

○ しかしながら、県内
けんない

のＮＧＯ・ＮＰＯなどの市民
し み ん

団体
だんたい

の多く
おお  

は、人的
じんてき

・財政的
ざいせいてき

基盤
き ば ん

が弱く
よわ  

、よ

い着 想
ちゃくそう

であってもその活動
かつどう

を広げる
ひろ   

ことが困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

にある。その一方
いっぽう

で、市民
し み ん

活動
かつどう

に関心
かんしん

を持ちながら
も    

も、様々
さまざま

な事情
じじょう

から参加
さ ん か

が難しい
むずか    

市民
し み ん

も多く
お お  

いる。そこで、ＮＧＯ・ＮＰＯなど

の市民
し み ん

団体
だんたい

が、これらの関心
かんしん

をもつ市民
し み ん

へ働きかけ
はたら     

、活動
かつどう

への支援
し え ん

を呼びかけ
よ   

賛同
さんどう

を得る
え  

こと

ができれば、市民
し み ん

活動
かつどう

の財政
ざいせい

基盤
き ば ん

が強化
きょうか

されることになる。 

 

 ○ 市民
し み ん

に寄附
き ふ

を呼びかける
よ     

には、市民
し み ん

にわかりやすくＮＧＯ・ＮＰＯなどの市民
し み ん

団体
だんたい

の活動
かつどう

を説明
せつめい

し、丁寧
ていねい

に疑問
ぎ も ん

に答える
こた   

ことが求められる
もと      

。市民
し み ん

の同意
ど う い

獲得
かくとく

という過程
か て い

を経て
へ  

、その活動
かつどう

は検 証
けんしょう

され、時代
じ だ い

に即した
そく    

公共性
こうきょうせい

を持つ
も  

ことになると考えられる
かんが     

。 

提言
ていげん

１１ 市民
し み ん

団体
だんたい

の活動
かつどう

支援
し え ん

のための、寄附
き ふ

による県民
けんみん

ファンドの創設
そうせつ

 

    公 共
こうきょう

の担い手
に な  て

としてのＮＧＯ・ＮＰＯなどの市民
し み ん

団体
だんたい

を支援
し え ん

するために、市民
し み ん

参加
さ ん か

に

よるファンドを創設
そうせつ

する。 
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○ かながわ県民
けんみん

活動
かつどう

サポートセンターの「県内
けんない

ＮＰＯ等
とう

の協 働
きょうどう

・連携
れんけい

に関する
かん   

調査
ちょうさ

報告書
ほうこくしょ

」（平成
へいせい

22年
ねん

３月
 が つ

）では、調査
ちょうさ

対 象
たいしょう

団体
だんたい

全体
ぜんたい

の約
やく

57％のＮＰＯ等
とう

が 50万円
まんえん

未満
み ま ん

の活動
かつどう

予算
よ さ ん

規模
き ぼ

で、全体
ぜんたい

の約
やく

55％が、「活動上
かつどうじょう

困って
こま   

いること」として活動
かつどう

資金
し き ん

の不足
ふ そ く

をあげている。 

 

○ 現 状
げんじょう

では、市民
し み ん

がダイレクトに市民
し み ん

団体
だんたい

に寄附
き ふ

をしても、認定
にんてい

ＮＰＯを除く
の ぞ  

と、税制上
ぜいせいじょう

の優
ゆう

  

   遇
ぐう

措置
そ ち

は得られない
え    

。昨今
さっこん

、認定
にんてい

ＮＰＯの基
き

準緩和
じゅんかんわ

の動き
う ご  

が報じられて
ほう       

いるが、ここでも大幅
おおはば

  

   な緩和
か ん わ

はない模様
も よ う

で、多く
お お  

の市民
し み ん

団体
だんたい

がその恩恵
おんけい

に浴する
よく   

ことは困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

である。 

 

○ かながわボランタリー活動
かつどう

推進
すいしん

基金
き き ん

２１は、今年
こ と し

で創設
そうせつ

から 10年目
ね ん め

を迎え
むか  

、この間
かん

多く
お お  

の 

  市民
し み ん

活動
かつどう

を支援
し え ん

・育成
いくせい

し、重 要
じゅうよう

な役割
やくわり

を担って
にな   

きた。しかし、この基金
き き ん

には、市民
し み ん

からの寄附
き ふ

を受け付ける
う  つ   

しくみがなく、市民
し み ん

が寄附
き ふ

することにより直 接
ちょくせつ

に市民
し み ん

活動
かつどう

を支援
し え ん

することはでき

ない。 

 

○ かながわ民
みん

際
さい

協 力
きょうりょく

基金
き き ん

は、貧困
ひんこん

、飢餓
き が

、環 境
かんきょう

破壊
は か い

などの地球
ちきゅう

規模
き ぼ

の共 通
きょうつう

課題
か だ い

の解決
かいけつ

をめざ

して、民間
みんかん

レベルの国際
こくさい

協 力
きょうりょく

活動
かつどう

および多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

や担い手
に な  て

育成
いくせい

に関する
かん   

国内
こくない

事業
じぎょう

を促進
そくしん

す

るため 1993年
ねん

に設立
せつりつ

され、ＮＧＯ・ＮＰＯなどの活動
かつどう

への資金
し き ん

助成
じょせい

を実施
じ っ し

してきた。市民
し み ん

・企業
きぎょう

・

団体
だんたい

からの寄附
き ふ

も受け付け
う  つ  

、これまでに約
やく

１億円
おくえん

（平成
へいせい

22年
ねん

3月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

）の寄附
き ふ

実績
じっせき

があり、こ

れは基金
き き ん

の積立額
つみたてがく

のおよそ 16％を占めて
し   

いる。しかし、これらの寄附
き ふ

は基金
き き ん

の積立
つみたて

の一部
い ち ぶ

とし

て扱われ
あつか   

、市民
し み ん

が直 接
ちょくせつ

に特定
とくてい

の活動
かつどう

あるいは特定
とくてい

の領 域
りょういき

の活動
かつどう

を支援
し え ん

することはできないしく

みとなっている。 

 

○ そこで、ＮＧＯ・ＮＰＯなどの市民
し み ん

団体
だんたい

が市民
し み ん

から資金
し き ん

の支援
し え ん

を受け
う  

、活動
かつどう

の拡 充
かくじゅう

とサービス

の向 上
こうじょう

を図る
は か  

ためには、新た
あら  

なしくみを持つ
も  

基金
き き ん

の創設
そうせつ

が求められる
も と      

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施
じ っ し

イメージ 

○ 基金
き き ん

の創設
そうせつ

 

神奈川県
か な が わ け ん

は、県民
けんみん

からＮＰＯなどの市民
し み ん

活動
かつどう

支援
し え ん

を目的
もくてき

とした基金
き き ん

を創設
そうせつ

し、市民
し み ん

および

団体
だんたい

からの寄附
き ふ

を受け付け
う  つ  

、公開
こうかい

の審査会
しんさかい

を経て
へ  

配分
はいぶん

を行う
おこな 

。 

○ 市民
し み ん

からの寄附
き ふ

 

すでに触れた
ふ   

とおり、市民
し み ん

から市民
し み ん

団体
だんたい

へ行われる
おこな    

寄附
き ふ

の多く
お お  

は、税制上
ぜいせいじょう

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は

得られない
え    

。そこで、現 状
げんじょう

の税
ぜい

制度
せ い ど

の中
なか

での方策
ほうさく

を考える
かんが   

と、行 政
ぎょうせい

が市民
し み ん

からの寄附
き ふ

を

受け付け
う  つ  

、これを一定
いってい

の審査
し ん さ

を経た
へ  

ふさわしい市民
し み ん

活動
かつどう

に配分
はいぶん

するシステムが好ましい
こ の     

。

寄附
き ふ

金
きん

は行 政
ぎょうせい

への特定
とくてい

寄附
き ふ

金
きん

とみなされ、所得税
しょとくぜい

および個人
こ じ ん

住民税
じゅうみんぜい

の税額
ぜいがく

控除
こうじょ

の対 象
たいしょう

と

なる。 
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○ 団体
だんたい

を特定
とくてい

した寄附
き ふ

 

市民
し み ん

及び
お よ  

団体
だんたい

からの寄附
き ふ

は、寄附者
き ふ し ゃ

の意向
い こ う

を尊 重
そんちょう

するため、その使途
し と

を選べる
えら   

ものとする。

次
つぎ

の３つの選択肢
せんたくし

が考えられる
かんが      

。 

①
 

特定
とくてい

の団体
だんたい

へのもの 

②特定
とくてい

の活動
かつどう

分野
ぶ ん や

へのもの 

③市民
し み ん

活動
かつどう

一般
いっぱん

へのもの 

一般
いっぱん

に、ＮＧＯ・ＮＰＯなどの市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

は、自己
じ こ

の活動
かつどう

への支援
し え ん

を目的
もくてき

に寄附
き ふ

を

働きかける
はたら     

ことになることから、３つのうち①の団体
だんたい

を特定
とくてい

したものが、最 も
もっと  

多い
お お  

傾向
けいこう

に

ある。市民
し み ん

活動
かつどう

への関心
かんしん

を高める
たか   

という観点
かんてん

からは、寄附
き ふ

のタイプを選べる
えら   

ものが好ましい
この     

。

○ 団体
だんたい

の登録
とうろく

 

県内
けんない

で活動
かつどう

するＮＧＯ・ＮＰＯなどの市民
し み ん

団体
だんたい

から申請
しんせい

を受け付け
う  つ  

、一定
いってい

の要件
ようけん

を満たす
み   

団体
だんたい

を登録
とうろく

する。登録済み
と う ろ く ず  

団体
だんたい

とその活動
かつどう

内容
ないよう

をウエブサイトなどで公開
こうかい

する。 

○ 公開
こうかい

のプレゼンテーション、審査
し ん さ

 

基金
き き ん

からの支援
し え ん

を希望
き ぼ う

するＮＰＯなどの団体
だんたい

は、その支援
し え ん

を活かそう
い   

とする事業
じぎょう

内容
ないよう

、予算
よ さ ん

内容
ないよう

を公開
こうかい

の場
ば

で説明
せつめい

し、審査
し ん さ

を受ける
う   

。審査員
しんさいん

は、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、外部
が い ぶ

の専門家
せんもんか

、市民
し み ん

から

構成
こうせい

し透明性
とうめいせい

を確保
か く ほ

する。支援
し え ん

決定後
けっていご

は、事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

などの説明会
せつめいかい

、終了後
しゅうりょうご

は報告会
ほうこくかい

にて、いずれも公開
こうかい

の場
ば

で支援
し え ん

事業
じぎょう

のチェックを受ける
う   

。 
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Ⅱ 提言
ていげん

以外
い が い

に協議
きょうぎ

された事項
じ こ う

 

 

● 外国人
がいこくじん

学校
がっこう

にかかわる制度
せ い ど

の改善
かいぜん

について 

・ 各種
かくしゅ

学校
がっこう

として認可
に ん か

されている神奈川
か な が わ

県内
けんない

の外国人
がいこくじん

学校
がっこう

は11校
こう

である。しかし、同じ
お な  

外国人
がいこくじん

学校
がっこう

であっても、欧米
おうべい

系
けい

２校
こう

を除く
の ぞ  

学校
がっこう

は、「特定
とくてい

公
こう

益
えき

増進
ぞうしん

法人
ほうじん

｣
」

の対 象
たいしょう

として寄附
き ふ

金
きん

や｢指定
し て い

寄附
き ふ

金
きん

｣としての免税
めんぜい

措置
そ ち

が受けられない
う     

状 況
じょうきょう

にある。 

・ 朝 鮮
ちょうせん

学校
がっこう

･中華
ちゅうか

学校
がっこう

･韓国
かんこく

学園
がくえん

などの外国人
がいこくじん

学校
がっこう

を｢特定
とくてい

公
こう

益
えき

増進
ぞうしん

法人
ほうじん

｣の対 象
たいしょう

として寄附
き ふ

金
きん

の

免税
めんぜい

措置
そ ち

が受けられる
う    

ようにする。 

・ 校舎
こうしゃ

の建設
けんせつ

費用
ひ よ う

などへの寄附
き ふ

に適用
てきよう

される｢指定
し て い

寄附
き ふ

金
きん

｣としての免税
めんぜい

措置
そ ち

が受けられる
う     

よう、

その実現
じつげん

を目指して
め ざ   

国
くに

に対して
たい   

要請
ようせい

を行 う
おこな  

。 

 

● 外国人
がいこくじん

学校
がっこう

の各種
かくしゅ

学校
がっこう

としての認可
に ん か

と校舎
こうしゃ

の確保
か く ほ

について 

・ 各種
かくしゅ

学校
がっこう

としての認可
に ん か

を受けられない
う     

外国人
がいこくじん

学校
がっこう

は、教 育
きょういく

助成
じょせい

を受ける
う   

ことができないため、

苦しい
くる    

経営
けいえい

状 況
じょうきょう

にある。 

・ 外国人
がいこくじん

学校
がっこう

を取り巻く
と  ま  

状 況
じょうきょう

や教 育
きょういく

の場
ば

の確保
か く ほ

などについて話し合う
はな  あ  

場
ば

、課題
か だ い

解決
かいけつ

への協 力
きょうりょく

体制
たいせい

が必要
ひつよう

である。 

・ 各種
かくしゅ

学校
がっこう

認可
に ん か

基準
きじゅん

の見直し
みなお  

、制度
せ い ど

の改正
かいせい

が求められて
もと      

いる。 

 

2010年
ねん

２月
  がつ

のオープン会議
か い ぎ

の時点
じ て ん

では、外国人
がいこくじん

学校
がっこう

に関する
かん   

提言
ていげん

は、ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

と外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

かながわ会議
か い ぎ

の両 方
りょうほう

から出されて
だ    

いた。共 同
きょうどう

提言
ていげん

とするか、それぞれの視点
し て ん

を

入れ
い  

別々
べつべつ

に提言
ていげん

を行 う
おこな  

かが両会議
りょうかいぎ

で議論
ぎ ろ ん

された。ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

では、外国人
がいこくじん

学校
がっこう

に関して
かん   

は、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

かながわ会議
か い ぎ

からの提言
ていげん

とすることがよいという結論
けつろん

に達し
た っ  

、話し合い
は な  あ   

を

経て
へ  

外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

かながわ会議
か い ぎ

の提言
ていげん

に反映
はんえい

させる 形
かたち

を取った
と   

。 
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Ⅲ 会議
か い ぎ

・活動
かつどう

状 況
じょうきょう

 

 

 

（本
ほん

会議
か い ぎ

12回
かい

、予備
よ び

会議
か い ぎ

４回
 か い

、その他
  た

４回
  かい

） 

回
かい

 開催
かいさい

日
び

･場所
ばしょ

 協
きょう

 議
ぎ

 内
ない

 容
よう

 

１ 

2008.11.24(月
げつ

) 

11:00～12:45 

地球
ちきゅう

市民
しみん

かながわプラザ 

・ 会議
かいぎ

の目的
もくてき

や運営
うんえい

方法
ほうほう

等
とう

について説明
せつめい

 

・ 今後
こんご

の会議
かいぎ

日程
にってい

について 

・ 委員長
いいんちょう

及び
およ 

副委員長
ふくいいんちょう

の選 出
せんしゅつ

について 

※ 会議
かいぎ

に先立ち
さきだ 

、委員
いいん

委嘱式
いしょくしき

を実施
じっし

 

２ 

2009.1.12(月
げつ

) 

10:00～12:40 

地球
ちきゅう

市民
しみん

かながわプラザ 

・ 今後
こんご

の会議
かいぎ

の進め方
すす かた

について 

・ 第1
だい 

～4期
き

の提言
ていげん

に対する
たい   

施策化
せさくか

状 況
じょうきょう

等
とう

について説明
せつめい

 

・ 今後
こんご

の協議
きょうぎ

テーマについて 

３ 

2009.3.23(月
げつ

) 

18:30～20:45 

かながわ県民
けんみん

センター 

＜学習会
がくしゅうかい

１＞ 

・   各委員
かくいいん

の所属
しょぞく

ＮＧＯの活動
かつどう

内容
ないよう

と協議
きょうぎ

したいテーマについて  

 （国際
こくさい

協 力
きょうりょく

系
けい

） 

４ 

2009.5.31(日
にち

) 

10:00～12:50 

かながわ県民
けんみん

センター 

   ＜学習会
がくしゅうかい

２＞ 

・   各委員
かくいいん

の所属
しょぞく

ＮＧＯの活動
かつどう

内容
ないよう

と協議
きょうぎ

したいテーマについて 

（外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

支援
しえん

系
けい

）

・   第３期
だい き

及び
およ 

第５期
だい き

委員長
いいんちょう

から、提言
ていげん

をまとめる上
うえ

でのアドバイス 

聞き
き  

取り
と  

調査
ちょうさ

 

2009.7.12(日
にち

) 

14:00～16:00 

地球
ちきゅう

市民
しみん

かながわプラザ 

・   「開発
かいはつ

教 育
きょういく

」について 

   神奈川県
かながわけん

とかながわ国際
こくさい

交 流
こうりゅう

財団
ざいだん

の開発
かいはつ

教 育
きょういく

関連
かんれん

の取り組み
と  く  

に

ついて 

５ 

2009.7.16(木
もく

) 

18:30～20:45 

かながわ県民
けんみん

センター 

＜学習会
がくしゅうかい

３＞ 

・   第１期
だい き

委員長
いいんちょう

から、提言
ていげん

をまとめる上
うえ

でのアドバイス 

・ 第１期
だい き

～第５期
だい き

提言
ていげん

の整理
せいり

・確認
かくにん

 

・ 各委員
かくいいん

が第１期
だい き

～第５期
だい き

提言
ていげん

を分析
ぶんせき

した内容
ないよう

を報告
ほうこく

 

６ 

2009.9.10(木
もく

) 

18:30～20:45 

かながわ県民
けんみん

センター 

 

・ 提言
ていげん

項目
こうもく

の整理
せいり

 

 

７ 

2009.11.13(金
きん

) 

18:15～20:45 

かながわ県民
けんみん

センター 

・ 提言
ていげん

項目
こうもく

の整理
せいり

 

・ オープン会議
かいぎ

を2010(平成
へいせい

22)年
ねん

2月
がつ

14日
にち

（日
にち

）に外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

かながわ

会議
かいぎ

と合同
ごうどう

で開催
かいさい

することを決定
けってい
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回
かい

 開催
かいさい

日
び

･場所
ばしょ

 協
きょう

 議
ぎ

 内
ない

 容
よう

 

聞き
き  

取り
と  

調査
ちょうさ

 

2009.11.30(月
げつ

) 

16:00～17:00 

神奈川県
かながわけん

庁舎内
ちょうしゃない

 

 

・   県立
けんりつ

外語
がいご

短期
たんき

大学
だいがく

の再編
さいへん

について 

 

見学
けんがく

 

2009.12.７(月
げつ

) 

10:00～12:00 

ブラジル人
     じん

学校
がっこう

 

・   ブラジル人
じん

学校
がっこう

（エスコラ アクアレラ ブラジル（厚木市
あつぎし

））について

８ 

2010.1.9(土
ど

) 

10:00～12:00 

12:00～13:30 

地球
ちきゅう

市民
しみん

かながわプラザ 

・ 提言
ていげん

素案
そあん

の検討
けんとう

 

○ 外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

かながわ会議
かいぎ

との合同
ごうどう

会議
かいぎ

（意見
いけん

交換会
こうかんかい

）を開催
かいさい

 

それぞれの会議
かいぎ

の提言
ていげん

案
あん

について、概要
がいよう

を説明
せつめい

、意見
いけん

交換
こうかん

を実施
じっし

 

予備
よ び

 

① 

2010.1.28(木
もく

) 

18:30～20:45 

かながわ県民
けんみん

センター 

・ 提言
ていげん

素案
そあん

の作成
さくせい

 

・ オープン会議
かいぎ

の役割
やくわり

分担
ぶんたん

等
とう

について 

９ 

2010.2.14(日
にち

) 

13:00～15:30 

地球
ちきゅう

市民
しみん

かながわプラザ 

● オープン会議
かいぎ

を開催
かいさい

 

委員
いいん

がこれまで協議
きょうぎ

してきた内容
ないよう

を提言
ていげん

素
そ

案
あん

として説明
せつめい

、ＮＧＯや

県民
けんみん

の方々
かたがた

から意見
いけん

を聴 取
ちょうしゅ

 

予備
よ び

 

② 

2010.2.25(木
もく

) 

18:30～20:45 

かながわ県民
けんみん

センター 

・ オープン会議
かいぎ

で出された
だ   

意見
いけん

の検討
けんとう

 

１０ 

2010.4.17(土
ど

) 

9:45～12:00 

地球
ちきゅう

市民
しみん

かながわプラザ 

・ 提言
ていげん

内容
ないよう

について協議
きょうぎ

 

予備
よ び

 

③ 

2010.6.8(火
か

) 

18:30～21:00 

横浜市
よこはまし

開港
かいこう

記念
きねん

会館
かいかん

 

・ 提言
ていげん

内容
ないよう

について協議
きょうぎ

 

見学
けんがく

 

2010.6.29(火
か

) 

18:00～19:30 

定時制
ていじせい

高等
こうとう

学校
がっこう

 

・   定時制
ていじせい

高等
こうとう

学校
がっこう

（神奈川
かながわ

県立
けんりつ

横浜
よこはま

翠
すい

嵐
らん

高等学校
こうとうがっこう

）の外国人
がいこくじん

生徒
せいと

の

受け入れ
う   い   

などについて 

１１ 

2010.7.6(火
か

) 

18:30～20:45 

かながわ県民
けんみん

センター 

・ 最 終
さいしゅう

報告
ほうこく

案
あん

について協議
きょうぎ
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回
かい

 開催
かいさい

日
び

･場所
ばしょ

 協
きょう

 議
ぎ

 内
ない

 容
よう

 

予備
よ び

 

④ 

2010.8.19(木
もく

) 

18:30～20:45 

かながわ県民
けんみん

センター 

・ 最 終
さいしゅう

報告
ほうこく

案
あん

について協議
きょうぎ

 

１２ 

2010.9.16(木
もく

) 

18:30～20:45 

かながわ県民
けんみん

センター 

・ 最 終
さいしゅう

報告
ほうこく

についてとりまとめ 
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Ⅳ 参考
さんこう

資料
しりょう

 

１ 県内
けんない

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

 
 

国籍（出身地）数 163カ国（出身地）

全国籍 韓国・ その他
合　計 中国 朝鮮 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾟﾙ- ﾍﾞﾄﾅﾑ 米国 ﾀｲ ｲﾝﾄﾞ 英国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ﾗｵｽ 150カ国

県合計 175,014 55,691 34,331 19,081 12,780 8,341 5,767 5,436 4,343 3,426 1,818 1,633 1,561 1,359 19,447

横浜市 79,250 33,053 15,924 7,121 3,556 1,658 1,855 2,589 1,528 1,370 962 692 354 97 8,491

 鶴見区 9,550 2,928 1,897 995 1,519 518 100 123 133 236 41 72 3 1 984

 神奈川区 4,873 2,250 1,183 385 84 38 36 153 69 75 48 49 14 3 486

 西区 3,390 1,750 690 192 24 44 8 108 65 40 63 16 1 0 389

 中区 16,279 8,850 2,800 941 149 44 26 814 291 305 395 45 23 2 1,594

 南区 7,630 3,424 1,937 1,068 21 64 39 101 256 86 41 64 6 1 522

 港南区 2,262 856 589 258 70 19 56 71 61 23 21 23 1 1 213

 保土ヶ谷区 4,211 2,216 788 359 36 3 71 82 55 150 27 55 8 9 352

 旭区 2,246 856 518 273 25 38 69 61 62 5 25 16 65 5 228

 磯子区 3,716 1,592 718 325 414 158 14 99 61 43 26 25 3 2 236

 金沢区 2,663 686 490 241 224 429 99 95 70 21 18 44 1 0 245

 港北区 5,304 1,600 1,246 499 172 44 99 271 110 85 91 78 1 3 1,005

 緑区 2,537 984 401 353 231 51 33 56 46 58 13 41 4 6 260

 青葉区 3,631 1,229 925 197 51 35 12 227 69 51 72 52 1 2 708

 都筑区 2,696 529 558 335 223 27 57 99 40 73 29 25 2 7 692

 戸塚区 3,271 1,464 544 292 211 65 120 113 52 98 21 47 8 6 230

 栄区 1,004 340 253 110 26 10 71 52 25 6 14 3 2 1 91

 泉区 2,571 1,021 181 143 43 33 762 38 27 11 8 10 134 36 124

 瀬谷区 1,416 478 206 155 33 38 183 26 36 4 9 27 77 12 132

川崎市 32,587 10,306 9,349 3,911 1,311 610 581 814 606 1,238 318 313 35 14 3,181

横須賀市 5,011 778 1,024 1,293 362 391 106 437 108 10 29 59 10 1 403

平塚市 4,697 670 473 685 1,105 231 179 66 124 22 13 49 247 190 643

鎌倉市 1,257 247 350 87 17 8 12 167 38 13 59 15 0 2 242

藤沢市 6,105 1,018 913 443 885 794 322 208 193 44 100 79 51 28 1,027

小田原市 1,904 509 393 428 230 46 28 34 43 6 18 24 1 2 142

茅ヶ崎市 1,548 363 345 239 105 33 21 87 39 17 54 24 8 2 211

逗子市 438 58 135 46 5 3 0 72 11 11 19 3 1 0 74

相模原市 11,174 3,467 2,077 1,702 483 319 248 301 384 164 87 117 302 138 1,385

三浦市 268 66 54 49 9 0 0 21 3 0 3 32 1 0 30

秦野市 3,587 691 223 146 757 463 333 41 92 16 17 22 93 160 533

厚木市 6,020 1,125 611 538 666 974 659 83 182 165 18 22 97 212 668

大和市 6,383 1,128 1,019 848 410 1,084 493 127 203 80 17 36 171 116 651

伊勢原市 1,577 429 125 178 211 91 224 25 32 31 8 6 18 7 192

海老名市 2,160 386 296 209 207 142 136 49 130 157 35 14 12 56 331

座間市 2,503 496 383 399 209 147 80 123 87 28 13 23 16 26 473

南足柄市 332 98 47 32 85 3 4 4 7 0 3 0 1 0 48

綾瀬市 3,217 268 198 240 935 263 340 46 320 21 2 26 70 269 219

葉山町 251 26 46 22 1 2 0 66 10 0 28 3 0 1 46

寒川町 716 83 62 77 143 69 83 7 35 5 2 38 1 1 110

大磯町 143 27 27 32 1 0 0 18 10 0 3 1 1 2 21

二宮町 179 25 21 24 34 17 0 16 3 6 2 0 4 0 27

中井町 113 6 10 8 44 35 0 1 1 0 0 0 0 0 8

大井町 58 26 8 8 10 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1

松田町 62 10 13 14 9 1 0 1 1 0 0 1 0 1 11

山北町 70 28 7 13 2 0 10 2 7 0 1 0 0 0 0

開成町 142 38 14 25 43 13 0 2 2 0 1 1 0 0 3

箱根町 190 36 35 24 43 4 2 7 1 7 3 9 0 1 18

真鶴町 75 37 11 12 5 0 0 4 0 0 0 1 0 0 5

湯河原町 327 34 98 72 8 73 2 6 5 3 2 2 1 0 21

愛川町 2,649 157 39 152 876 866 49 10 136 12 1 20 66 33 232

清川村 21 2 1 4 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

外国人登録者市（区）町村別主要国籍（出身地）別人員調査表（2009（平成21）年12月31日現在）

神奈川県県民部国際課調べ  
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○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

（毎年
まいとし

12月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

）  

 1985年
ねん

 1990年
ねん

 1995年
ねん

2000年
ねん

2005年
ねん

2006年
ねん

2007年
ねん

 2008年
ねん

 2009年
ねん

県
けん

合計
ごうけい

 

（人
にん

） 

47,279 

 

77,351 

 

104,882

 

123,179

 

157,947

 

160,600

 

167,601 

 

174,352 

 

175,014

 

指数
し す う

 100.0  163.6 221.8 260.5 334.1 339.7 354.5 368.8 370.2 

増減
ぞうげん

（人
にん

） 5,615 30,072 27,531 18,297 5,674 2,653 7,001 6,751 662 

増減率
ぞうげんりつ

（％） 13.5 63.6 35.6 17.4 3.7 1.7 4.4 4.0 0.4 

注
ちゅう

１： 指数
し す う

は、1985年
ねん

の外国人
がいこくじん

登録者数
とうろくしゃすう

を 100 とした場合
ば あ い

の値
あたい

 

注
ちゅう

２： 増減数
ぞうげんすう

及び
およ  

増減率
ぞうげんりつ

は、1985～2000年
ねん

は 5年前
ねんまえ

との比較
ひ か く

、2005年
ねん

以降
い こ う

は前年
ぜんねん

との比較
ひ か く

による値
あたい

 

神奈川県
か な が わ け ん

国際課
こ く さ い か

調
しら

べ 

 

○外国人
がいこくじん

登録者
とうろくしゃ

の国籍
こくせき

（出身地
しゅっしんち

）数
すう

の推移
す い い

（毎年
まいとし

12月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

）  

 1985年
ねん

 1990年
ねん

 1995年
ねん

2000年
ねん

2005年
ねん

2006年
ねん

2007年
ねん

 2008年
ねん

 2009年
ねん

県
けん

合計
ごうけい

（国
くに

） 
100 119 153 154 166 165 166 161 163 

増減
ぞうげん

 

（国
くに

)  
3 19 34 1 4 -1 1 -5 2 

注
ちゅう

: 増減数
ぞうげんすう

は、1985～2000年
ねん

は 5年前
ねんまえ

との比較
ひ か く

、2005年
ねん

以降
い こ う

は前年
ぜんねん

との比較
ひ か く

による値
あたい

 

神奈川県
か な が わ け ん

国際課
こ く さ い か

調
しら

べ 
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○外国人
がいこくじん

登録者数
とうろくしゃすう

の上位
じょうい

５国籍
こくせき

（出身地
しゅっしんち

）の推移
す い い

（毎年
まいとし

12月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

）  

  1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年

１位 

（人） 

（％） 

韓国･朝鮮 

30,337 

64.2 

韓国･朝鮮

33,443 

43.2 

韓国･朝鮮 

32,960 

31.4 

韓国･朝鮮

33,453

27.2 

中国 

40,711

25.8 

中国 

43,355

27.0 

中国 

47,697 

28.5 

中国 

52,430 

30.1 

中国 

55,691

31.8 

２位 

（人） 

（％） 

中国 

7,230 

15.3 

中国 

13,806 

17.8 

中国 

20,175 

19.2 

中国 

27,389

22.2 

韓国･朝鮮

34,205

21.7 

韓国･朝鮮

34,317

21.4 

韓国･朝鮮 

34,742 

20.7 

韓国･朝鮮

34,990 

20.1 

韓国･朝鮮

34,331

19.6 

３位 

（人） 

（％） 

米国 

2,943 

6.2 

ブラジル 

8,143 

10.5 

ブラジル 

14,471 

13.8 

ブラジル

12,565

10.2 

フィリピン

17,643

11.2 

フィリピン

18,247

11.4 

フィリピン 

18,802 

11.2 

フィリピン

19,191 

11.0 

フィリピン

19,081

10.9 

４位 

（人） 

（％） 

フィリピン

968 

2.0 

フィリピン 

4,040 

5.2 

フィリピン

7,648 

7.3 

フィリピン

12,040

9.8 

ブラジル

14,630

9.3 

ブラジル

13,743

8.6 

ブラジル 

13,756 

8.2 

ブラジル

13,925 

8.0 

ブラジル

12,780

7.3 

５位 

（人） 

（％） 

英国 

710 

1.5 

米国 

4,035 

5.2 

ペルー 

6,110 

5.8 

ペルー

6,920 

5.6 

ペルー

8,842 

5.6 

ペルー

8,661 

5.4 

ペルー 

8,783 

5.2 

ペルー 

8,741 

5.0 

ペルー

8,341 

4.8 

注
ちゅう

: 数値
す う ち

の上段
じょうだん

は、国籍
こくせき

（出身地
しゅっしんち

）別
べつ

の外国人
がいこくじん

登録者数
とうろくしゃすう

。 

下段
げ だ ん

は、外国人
がいこくじん

登録者数
とうろくしゃすう

全体
ぜんたい

に占める
し   

構成比
こ う せ い ひ

。 

神奈川県
か な が わ け ん

国際課
こ く さ い か

調
しら

べ 
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２ ＮＧＯかながわ国際協力会議
こくさいきょうりょくかいぎ

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

 

 

  （設置
せっち

目的
もくてき

） 

第
だい

１ 条
じょう

 ＮＧＯの県政参加
けんせいさんか

を推進
すいしん

し、県
けん

とＮＧＯとの連携
れんけい

の強化
きょうか

を図
はか

るとともに、県内
けんない

ＮＧＯ間
かん

の連携
れんけい

の強化
きょうか

を進
すす

めることを目的
もくてき

として、ＮＧＯかながわ国際協力会議
こくさいきょうりょくかいぎ

（以下
い か

「ＮＧＯ会議
かいぎ

」

という。）を設置
せっち

する。 

 

  （所 掌
しょしょう

事務
じ む

） 

第
だい

２ 条
じょう

 ＮＧＯ会議
かいぎ

は、ＮＧＯとしての立場
たちば

から、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じこう

について協議
きょうぎ

を 行
おこな

い、知事
ち じ

に

提言
ていげん

を 行
おこな

うものとする。 

  （１） 県
けん

の国際政策
こくさいせいさく

に関
かん

すること。 

  （２） 県
けん

とＮＧＯとの連携
れんけい

に関
かん

すること。 

  （３） 県内
けんない

ＮＧＯ間
かん

の連携
れんけい

に関
かん

すること。 

  （４） その他
た

前 条
ぜんじょう

の目的
もくてき

を達成
たっせい

するために必要
ひつよう

と認
みと

められる事項
じこう

。 

 

  （構成
こうせい

等
とう

） 

第
だい

３ 条
じょう

 ＮＧＯ会議
かいぎ

は、次
つぎ

のいずれにも該当
がいとう

する団体
だんたい

に所属
しょぞく

する者
もの

で、所属
しょぞく

団体
だんたい

の推薦
すいせん

を受けた
う   

者
もの

の中
なか

から、知事
ち じ

が委嘱
いしょく

する委員
いいん

１０人
    にん

以内
いない

で構成
こうせい

する。 

（１）県
けん

の国際政策
こくさいせいさく

に関
かん

する分野
ぶんや

である地域
ちいき

の国
こく

際化
さいか

、国際
こくさい

交 流
こうりゅう

、国際
こくさい

協 力
きょうりょく

又
また

は平和
へいわ

のい

ずれかの分野
ぶんや

で、非営利
ひ え い り

の公益
こうえき

活動
かつどう

を主
おも

な活動
かつどう

としている団体
だんたい

。 

（２）県内
けんない

に事務所
じ む じ ょ

のある団体
だんたい

、県内
けんない

で活動
かつどう

する団体
だんたい

、又
また

は会員
かいいん

の多数
たすう

が県民
けんみん

である団体
だんたい

。 

２ 委員
いいん

の任期
にんき

は２年
  ねん

とし、補欠
ほけつ

の委員
いいん

の任期
にんき

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
きかん

とする。 

３ 委員
いいん

は、１期
 き

に限り
かぎ  

再任
さいにん

されることができる。 

４ 委員
いいん

は、公募
こうぼ

により選任
せんにん

することとし、その方法
ほうほう

は別
べつ

に定
さだ

める。 

 

  （委員長
いいんちょう

及び
およ  

副
ふく

委員長
いいんちょう

） 

第
だい

４ 条
じょう

 ＮＧＯ会議
かいぎ

に委員長
いいんちょう

及び
およ  

副
ふく

委員長
いいんちょう

を置
お

き、委員
いいん

の互選
ごせん

により定
さだ

める。 

２ 委員長
いいんちょう

は、ＮＧＯ会議
かいぎ

を代 表
だいひょう

し、会務
かいむ

を総理
そうり

する。 

３ 副
ふく

委員長
いいんちょう

は、委員長
いいんちょう

を補佐
ほ さ

し、委員長
いいんちょう

に事故
じ こ

があるとき、又
また

は委員長
いいんちょう

が欠けた
か   

ときは、その

職務
しょくむ

を代理
だいり

する。 

 

  （運営
うんえい

等
とう

） 

第
だい

５ 条
じょう

 ＮＧＯ会議
かいぎ

は、委員長
いいんちょう

が 招 集
しょうしゅう

する。 

２ ＮＧＯ会議
かいぎ

は、委員
いいん

の自主的
じしゅてき

な運営
うんえい

により、 行
おこな

われるものとする。 

３ ＮＧＯ会議
かいぎ

は、原則
げんそく

として公開
こうかい

とする。ただし、ＮＧＯ会議
かいぎ

の決定
けってい

により、会議
かいぎ

の全部
ぜんぶ

又
また

は一部
いちぶ

を非公開
ひこうかい

とすることができる。 

４ 委員長
いいんちょう

は、２ 年 間
    ねんかん

の任期中
にんきちゅう

の協議
きょうぎ

をまとめて、知事
ち じ

に報告
ほうこく

及び
およ  

提言
ていげん

を 行
おこな

う。 
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 （委員
いいん

の責務
せきむ

） 

第
だい

６ 条
じょう

 委員
いいん

は、第
だい

１ 条
じょう

に定
さだ

める設置
せっち

目的
もくてき

のために職務
しょくむ

を遂行
すいこう

し、自 ら
みずか  

が属
ぞく

している団体
だんたい

の

利益
りえき

のみを追 求
ついきゅう

するものではない。 

２ 委員
いいん

は職 務 上
しょくむじょう

知り得た
し  え  

秘密
ひみつ

を漏
も

らしてはならない。その 職
しょく

を 退
しりぞ

いた後
あと

も同様
どうよう

とする。 

 

  （推進
すいしん

体制
たいせい

） 

第
だい

７ 条
じょう

 知事
ち じ

は、第
だい

５ 条
じょう

第
だい

４項
こう

の規定
きてい

による報告
ほうこく

及び
およ  

提言
ていげん

を受け
う  

たときは、これを公 表
こうひょう

する。 

２ 知事
ち じ

及び
およ  

その他
た

の執行
しっこう

機関
きかん

は、ＮＧＯ会議
かいぎ

の運営
うんえい

に関
かん

し 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるとともに、Ｎ

ＧＯ会議
かいぎ

の報告
ほうこく

及び
およ  

提言
ていげん

をできる限
かぎ

り尊 重
そんちょう

する。 

３ ＮＧＯ会議
かいぎ

は、その協議
きょうぎ

のために必要
ひつよう

と認
みと

めるときは、関係
かんけい

者
しゃ

に資料
しりょう

の提 出
ていしゅつ

を求
もと

め、又
また

は

関係
かんけい

者
しゃ

の出 席
しゅっせき

を求
もと

め、その説明
せつめい

若しくは
も   

意見
いけん

を聴く
き

ことができる。知事
ち じ

及び
およ  

その他
た

の執行
しっこう

機関
きかん

は可能
かのう

な限り
かぎ  

、ＮＧＯ会議
かいぎ

の要請
ようせい

に対応
たいおう

するものとする。 

４ 知事
ち じ

及び
およ  

その他
た

の執行
しっこう

機関
きかん

は、ＮＧＯ会議
かいぎ

の運営
うんえい

並びに
な ら   

その報告
ほうこく

及び
およ  

提言
ていげん

の施策化
し さ く か

について、

市町村
しちょうそん

に 協 力
きょうりょく

を求め
もと  

、その連携
れんけい

に努
つと

めるものとする。 

 

  （庶務
しょむ

） 

第
だい

８ 条
じょう

 ＮＧＯ会議
かいぎ

の庶務
しょむ

は、県民
けんみん

局
きょく

くらし文化部
ぶ ん か

国際課
こくさいか

において処理
しょり

する。 

 

  （補則
ほそく

） 

第
だい

９ 条
じょう

 この要綱
ようこう

に定
さだ

めるもののほか、ＮＧＯ会議
かいぎ

の運営
うんえい

について必要
ひつよう

な事項
じこう

は別
べつ

に定
さだ

める。 

 

     附
ふ

 則
そく

 

 この要綱
ようこう

は、平成
へいせい

10年
ねん

４月
しがつ

１日
ついたち

から施行
しこう

する。 

 

      附
ふ

 則
そく

 

  この要綱
ようこう

は、平成
へいせい

11年
ねん

６月
  がつ

１日
ついたち

から施行
しこう

する。 

 

附
ふ

 則
そく

 

  この要綱
ようこう

は、平成
へいせい

22年
ねん

４月
がつ

１日
ついたち

から施行
しこう

する。 
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３ ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

運営
うんえい

要領
ようりょう

 

 

  （趣旨
し ゅ し

） 

第
だい

１ 条
じょう

 この要 領
ようりょう

は、ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

第
だい

９ 条
じょう

の規定
き て い

に基
もと

づき、ＮＧＯ

かながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

（以下
い か

「ＮＧＯ会議
か い ぎ

」という。）の運営
うんえい

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を定
さだ

める。 

 

  （開催
かいさい

等
とう

） 

第
だい

２ 条
じょう

 ＮＧＯ会議
か い ぎ

の開催
かいさい

回数
かいすう

は、１年
ねん

に８回
かい

程度
て い ど

とする。 

２ ＮＧＯ会議
か い ぎ

の開会
かいかい

、閉会
へいかい

、休 憩
きゅうけい

等
とう

は、委員長
いいんちょう

が宣言
せんげん

する。 

３ 委員
い い ん

の代理
だ い り

出 席
しゅっせき

は、原則
げんそく

として認
みと

めない。ただし、ＮＧＯ会議
か い ぎ

の決定
けってい

により、やむを得
え

ない

と認
みと

められる場合
ば あ い

はこの限
かぎ

りではない。 

 

  （傍 聴
ぼうちょう

） 

第
だい

３ 条
じょう

 ＮＧＯ会議
か い ぎ

の傍 聴
ぼうちょう

に関
かん

する事項
じ こ う

は「ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

傍 聴
ぼうちょう

要 領
ようりょう

」におい

て定
さだ

める。 

 

  （部会
ぶ か い

） 

第
だい

４ 条
じょう

 ＮＧＯ会議
か い ぎ

には、部会
ぶ か い

を置
お

くことができる。 

２ 部会
ぶ か い

は、委員長
いいんちょう

がＮＧＯ会議
か い ぎ

に諮
はか

って設置
せ っ ち

する。 

３ 部会長
ぶかいちょう

は、当該
とうがい

部会
ぶ か い

に属
ぞく

する委員
い い ん

の互選
ご せ ん

により定
さだ

め、その部会
ぶ か い

の事務
じ む

を統括
とうかつ

し、部会
ぶ か い

の審議
し ん ぎ

経過
け い か

及
およ

び結果
け っ か

を委員長
いいんちょう

に報告
ほうこく

する。 

 

  （県内
けんない

ＮＧＯ等
とう

との連携
れんけい

） 

第
だい

５ 条
じょう

 ＮＧＯ会議
か い ぎ

の運営
うんえい

にあたっては、協議
きょうぎ

内容
ないよう

等
とう

について、積極的
せっきょくてき

に県内
けんない

ＮＧＯに周知
しゅうち

する

とともに、必要
ひつよう

に応
おう

じて県内
けんない

ＮＧＯとの意見
い け ん

交換
こうかん

及
およ

び意見
い け ん

集 約
しゅうやく

を 行
おこな

うフォ－ラムやシンポジウ

ムを開催
かいさい

して幅広
はばひろ

い意見
い け ん

の集 約
しゅうやく

に努
つと

める。 

２ ＮＧＯ会議
か い ぎ

の運営
うんえい

にあたっては、別
べつ

に定
さだ

める外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

かながわ会議
か い ぎ

、かながわ国際
こくさい

政策
せいさく

推進
すいしん

懇話会
こんわかい

等
とう

との 協 力
きょうりょく

・連携
れんけい

を図
はか

る。 

３ ＮＧＯ会議
か い ぎ

の庶務
し ょ む

については、財団
ざいだん

法人
ほうじん

かながわ国際
こくさい

交 流
こうりゅう

財団
ざいだん

と 協 力
きょうりょく

して 行
おこな

う。 

 

  （解 嘱
かいしょく

の申出
もうしで

） 

第
だい

６ 条
じょう

 委員長
いいんちょう

は、委員
い い ん

が次
つぎ

の各号
かくごう

のいずれかに該当
がいとう

するときは、知事
ち じ

に委員
い い ん

の解 嘱
かいしょく

を申
もう

し出
で

る

ことができる。 

（１） 自己
じ こ

の都合
つ ご う

により辞職
じしょく

の意思
い し

を表 明
ひょうめい

したとき。 

（２） 心身
しんしん

の故障
こしょう

その他
た

の事由
じ ゆ う

により職務
しょくむ

の遂行
すいこう

に堪
た

えないと認
みと

められるとき。 

（３） 委員
い い ん

の所属
しょぞく

している団体
だんたい

が、ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

第
だい

３ 条
じょう

第
だい

１項
こう

の

要件
ようけん

に該当
がいとう

しなくなったとき又
また

は委員
い い ん

が所属
しょぞく

団体
だんたい

の構成員
こうせいいん

でなくなったとき。 

（４） 職務上
しょくむじょう

の義務
ぎ む

違反
い は ん

があるとき。 

 

  （補充
ほじゅう

の申出
もうしで

） 

第
だい

７ 条
じょう

 委員
い い ん

に欠員
けついん

が 生
しょう

じた場合
ば あ い

、委員長
いいんちょう

はＮＧＯ会議
か い ぎ

に諮
はか

って、その補充
ほじゅう

を知事
ち じ

に申
もう

し出
で

るこ
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とができる。 

 

  （委任
い に ん

） 

第
だい

８ 条
じょう

 この要 領
ようりょう

に定
さだ

めるもののほか必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、委員長
いいんちょう

がＮＧＯ会議
か い ぎ

に諮
はか

って定
さだ

める。 

 

 

    附
ふ

 則
そく

 

１ この要 領
ようりょう

は、平成
へいせい

１０年
ねん

１１月
がつ

２１日
にち

から施行
し こ う

する。 

２ 平成
へいせい

１０年度
ね ん ど

のＮＧＯ会議
か い ぎ

の開催
かいさい

については、第
だい

２ 条
じょう

第
だい

１項
こう

中
ちゅう

「４回
かい

程度
て い ど

」とあるのは、「２

回
かい

程度
て い ど

」とする。 

 

      附
ふ

 則
そく

 

  この要 領
ようりょう

は、平成
へいせい

１２年
ねん

４月
がつ

１日
ついたち

から施行
し こ う

する。 

 

      附
ふ

 則
そく

 

  この要 領
ようりょう

は、平成
へいせい

１８年
ねん

１２月
がつ

２３日
にち

から施行
し こ う

する。 

 

      附
ふ

 則
そく

 

  この要 領
ようりょう

は、平成
へいせい

１９年
ねん

４月
がつ

１日
ついたち

から施行
し こ う

する。 
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４ ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

傍聴
ぼうちょう

要領
ようりょう

 

 

（趣旨
し ゅ し

） 

第１条  この要 領
ようりょう

は、ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
か い ぎ

（以下
い か

「ＮＧＯ会議
か い ぎ

」という。）の会議
か い ぎ

の

傍 聴
ぼうちょう

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を定
さだ

めるものとする。 

 

（傍聴席
ぼうちょうせき

の区分
く ぶ ん

）  

第２条  傍聴席
ぼうちょうせき

は、一般席
いっぱんせき

及
およ

び報道
ほうどう

関係者席
かんけいしゃせき

に分
わ

ける。 

 

（傍聴人
ぼうちょうにん

の決定
けってい

等
とう

） 

第３条  一般
いっぱん

の定員
ていいん

は、１０人
にん

以内
い な い

とする。 

２ ＮＧＯ会議
か い ぎ

の事務局
じむきょく

は、傍 聴
ぼうちょう

希望者
きぼうしゃ

を、会議
か い ぎ

の開催
かいさい

当日
とうじつ

に、所定
しょてい

の場所
ば し ょ

、時間
じ か ん

に集 合
しゅうごう

させる

ものとする。 

３ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

により集 合
しゅうごう

した傍 聴
ぼうちょう

希望者数
きぼうしゃすう

が、定員
ていいん

に満
み

たない場合
ば あ い

は傍 聴
ぼうちょう

希望者
きぼうしゃ

全員
ぜんいん

を

傍聴人
ぼうちょうにん

とし、定員
ていいん

を超
こ

える場合
ば あ い

は先 着 順
せんちゃくじゅん

により傍聴人
ぼうちょうにん

を決定
けってい

する。 

 

（傍聴席
ぼうちょうせき

に 入 場
にゅうじょう

することができない者
もの

） 

第４条  次
つぎ

の者
もの

は、傍聴席
ぼうちょうせき

に 入 場
にゅうじょう

することができない。 

(1) 決定
けってい

した傍聴人
ぼうちょうにん

以外
い が い

の者
もの

 

(2) 審議
し ん ぎ

を妨害
ぼうがい

し、又
また

は他人
た に ん

に迷惑
めいわく

を及
およ

ぼすおそれがあると明
あき

らかに認
みと

められる者
もの

 

 

（傍聴人
ぼうちょうにん

の守
まも

るべき事項
じ こ う

） 

第５条  傍聴人
ぼうちょうにん

は、会議
か い ぎ

の秩序
ちつじょ

を乱
みだ

し、又
また

は審議
し ん ぎ

の妨害
ぼうがい

になるような行為
こ う い

をしてはならない。 

 

（写真
しゃしん

、映画
え い が

、テレビ等
とう

の撮影
さつえい

及
およ

び録音
ろくおん

等
とう

の禁止
き ん し

） 

第６条  傍聴人
ぼうちょうにん

は、会 場
かいじょう

において、写真
しゃしん

、映画
え い が

、テレビ等
とう

の撮影
さつえい

をし、又
また

は録音
ろくおん

等
とう

をしてはな

らない。ただし、事前
じ ぜ ん

に委員長
いいんちょう

の許可
き ょ か

を得
え

た場合
ば あ い

は、この限
かぎ

りでない。 

 

（秩序
ちつじょ

の維持
い じ

） 

第７条  委員長
いいんちょう

は、会議
か い ぎ

の円滑
えんかつ

な運営
うんえい

を図
はか

るため、傍聴人
ぼうちょうにん

に必要
ひつよう

な指示
し じ

をし、又
また

は事務局
じむきょく

の職 員
しょくいん

に指示
し じ

させることができる。 

２ 委員長
いいんちょう

は、前項
ぜんこう

の指示
し じ

をし、又
また

は事務局
じむきょく

の職 員
しょくいん

に指示
し じ

させたにもかかわらず、傍聴人
ぼうちょうにん

が指示
し じ

に 従
したが

わないときは、傍聴人
ぼうちょうにん

を退 場
たいじょう

させることができる。 

 

（実施
じ っ し

細目
さいもく

） 

第８条  この要綱
ようこう

に定
さだ

めのない事項
じ こ う

は、委員長
いいんちょう

がＮＧＯ会議
か い ぎ

に諮
はか

って定
さだ

める。 

 

  附
ふ

 則
そく

 

 この要 領
ようりょう

は、２００６年
ねん

１２月
がつ

２３日
にち

から施行
し こ う

する。 
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Ⅴ 委員
いいん

名簿
めいぼ

 

分野
ぶ ん や

  氏
し

  名
めい

  所
しょ

 属
ぞく

 団
だん

 体
たい

 名
めい

 団体
だんたい

所在地
し ょ ざ い ち

 

 
 

こ じ ま

小島 
も と こ

素子 
 特定

とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 
 多言語

た げ ん ご

社会
しゃかい

リソースかながわ 
 （ＭＩＣかながわ） 

 
横浜市
よ こ は ま し

 

○ 
 

さ か い

酒井 
た つ お

達男 
 特定

とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 
 かながわ難民

なんみん

定 住
ていじゅう

援助
えんじょ

協 会
きょうかい

 
 

大和市
や ま と し

 

 
 

たかはし

高橋 
し ん こ

伸子 
 
 カベラ日本語

に ほ ん ご

の会
かい

 
 

平塚市
ひ ら つ か し

 

 
 

ひ ぐ ち

樋口 
ま き こ

万喜子 
 特定

とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 
 中 学

ちゅうがく

・高校生
こうこうせい

の日本語
に ほ ん ご

支援
し え ん

を 考
かんが

える会
かい

 
 

横浜市
よ こ は ま し

 

地ち 

域い
き 

の
国こ

く 

際さ
い 

化か 

 
 

ぺい

裵 
あん

安  
 特定

とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 
 かながわ外国

がいこく

人
じん

すまいサポートセンター  
 

横浜市
よ こ は ま し

 

 
 

た か の

高野 
ただひろ

忠 裕 
 
 青年

せいねん

海外
かいがい

協 力 隊
きょうりょくたい

神奈川県
か な が わ け ん

ＯＢ会
かい

 
 

横浜市
よ こ は ま し

 

 
 

な ぐ も

南雲 
いちろう

一 郎 
 特定

とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 
 すまいとまちづくり研究会

けんきゅうかい

 
 

厚木市
あ つ ぎ し

 

国

際

こ

く

さ

い

交

流

こ
う
り
ゅ
う･

国

際

こ

く

さ

い

協

力

き
ょ
う
り
ょ
く ◎ 

 
まるたに

丸谷 
し づ こ

士都子 
 特定

とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 
 地球

ちきゅう

の木
き

 
 

横浜市
よ こ は ま し

 

◎・・・委員長
いいんちょう

、○・・・副
ふく

委員長
いいんちょう
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ＮＧＯかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
かいぎ

（第
だい

６期
き

）最終
さいしゅう

報告
ほうこく

 

 

「理解
りかい

と共感
きょうかん

に基づく
もと  

いきいきとした多文化
たぶんか

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

へ」 

 

2010(平成
へいせい

22)年
ねん

10月
がつ

 

 

ＮＧОかながわ国際
こくさい

協 力
きょうりょく

会議
かいぎ
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