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こ く さ い きょうりょく か い ぎ だ い き さいしゅう ほ う こ く
現在、市民が様々な分野に進出し活動していますが、国際交流・協力の分野や外国籍県民へ

げん ざ い し み ん さ ま ざ ま ぶ ん や しんしゅつ か つ ど う こ く さ い こ うりゅ う きょうりょく ぶ ん や がい こ く せ き け んみん
の支援でも、その活動の着実な担い手として注目されています。特に神奈川県は、市民の自主

し え ん か つ ど う ちゃくじつ に な て ちゅ う も く と く か な が わ け ん し み ん じ し ゅ
的な活動が大変活発な地域であり、今後もその活動の場は一層の広がりを見せ、また様々なか

て き か つ ど う た い へん か っ ぱ つ ち い き こ ん ご か つ ど う ば い っ そ う ひ ろ み さ ま ざ ま
たちで自治体と協力していく機会が増すことと考えています。

じ ち た い きょうりょく き か い ま かんが
第１期ＮＧＯかながわ国際協力会議は、１９９８年１１月のスタート以来、これまで１０回の会議を

だ い き こ く さ い きょうりょく か い ぎ ねん がつ い ら い かい か い ぎ
開き、県の国際政策への提言、県とＮＧＯとの連携及び県内ＮＧＯ間の連携に関することについ

ひ ら け ん こ く さ い せ い さ く て い げ ん け ん れんけ い お よ け ん な い かん れんけ い かん
て協議を重ねてまいりました。また、広く県民の方々から、私たちの検討内容に対するご意見を

き ょ う ぎ か さ ひ ろ け んみん か たがた わたくし け ん と う な い よ う た い い け ん
伺う機会として、オープン会議を開催し、さらには市民活動団体の催しに参加して、委員以外の

うかが き か い か い ぎ か い さ い し み ん か つ ど う だ ん た い もよお さ ん か い い ん い が い
ＮＧＯからの意見を集約するなど、本会議の趣旨を最大限生かせるよう努めてまいりました。

い け ん しゅうやく ほ ん か い ぎ し ゅ し さ い だ い げ ん い つ と
また、特に、外国籍県民かながわ会議とは、互いに協力し合い、多文化教育研究会や外国人

と く がい こ く せ き け んみん か い ぎ たが きょうりょく あ た ぶ ん か きょうい くけんきゅうかい が い こ く じ ん
住宅問題研究会を設置し、提言に盛り込んだ教育指針の改定や外国人居住支援システムの構

じ ゅ う た く も ん だ い けんきゅうかい せ っ ち て い げ ん も こ き ょうい く し し ん か い てい が い こ く じ ん きょじゅ う し え ん こ う
築について、両会議のパートナーシップのもと、たいへん実り多い成果をあげることができました。

ち く りょう か い ぎ みの お お せ い か
このたび、２年間にわたる第１期の任期満了に伴い、これまでの協議結果を知事への提言とし

ねんかん だ い き に ん き まんりょう ともな き ょ う ぎ け っ か ち じ て い げん
て取りまとめました。県とＮＧＯ、またNGO間の連携を強化し、ＮＧＯのさらなる県政参加を促進す

と け ん かん れん けい き ょ う か けんせい さ ん か そ く し ん
るためにも、この提言を県政に反映していただきますよう、御尽力をお願いいたします。

てい げ ん けんせい はんえい ご じ ん り ょ く ねが
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１ 知事への提言

ち じ て い げ ん
（１） 基本的視点 －２１世紀の共生社会の実現－

き ほ ん て き し て ん せ い き きょうせいし ゃ か い じ つ げ ん現在、神奈川県内には、１５５の国、地域の約１１万６千人（およそ県民７３人に一人）の外国籍住民げんざい か な が わ け ん ない く に ち い き や く まん せんにん けんみん にん ひ と り がい こ く せ きじゅうみんが生活している。これらの人々は、同じ地域にともに暮らす隣人でありながら、言葉・文化・習慣などのせいかつ ひ とび と おな ち い き く り ん じ ん こ と ば ぶ ん か しゅうかん違いにより、住居、職業などの面で不便な生活を強いられるなど、地域社会に十分受け入れられていちが じゅうきょ しょくぎょう めん ふ べ ん せいかつ し ち い き しゃかい じゅうぶん う いるとは言い難い状況がある。この背景には、現状にそぐわない社会制度や、異なった価値観や文化い がた じょうきょう はいけい げんじょう し ゃ か い せ い ど こ と か ち かん ぶ ん か的背景を理解し、受け入れようとしない、個人の意識や社会性にも一因がある。てきはいけい り か い う い こ じ ん い し き しゃかいせい いちいん国際社会に目を向けてみると、インターネットなどの情報通信技術の著 しい進歩により、世界中のこ く さ い し ゃかい め む じょうほうつ う し ん ぎ じ ゅつ いちじる し ん ぽ せかい じ ゅ う多くの人々が、瞬時に同じ情報を共有することが可能となり、経済、社会、文化など、さまざまな分野おお ひ と び と し ゅ ん じ おな じょうほう きょうゆう か の う けいざい しゃかい ぶ ん か ぶ ん やでのグローバル化が進展している。一方で、民族的・文化的・宗教的な違い等に基づく紛争、貧困、か しんてん い っぽ う みんぞ く てき ぶ ん か て き しゅうきょうて き ちが と う も と ふんそう ひんこん人権、食糧の偏在などの諸問題も生じている。じんけん しょくりょう へんざい し ょ もんだい しょうひとりひとりを大切にした地域社会開発を進め、同じ地球上に暮らす市民として、ともに豊かな生活たいせつ ち い き し ゃ か い か い は つ すす おな ち き ゅ うじょう く し み ん ゆた せいかつを享受し、発展していくことのできる仕組みづくりの必要性が、強く認識されるようになっている。きょうじゅ はってん し く ひつ よ うせい つよ にんし きこうした地球規模の問題の背景には、それぞれが持つ伝統や文化、個性を尊重し、認め合い、まち き ゅ う き ぼ もんだい はいけい も で ん と う ぶ ん か こ せ い そんちょう みと あた助け合うという、同じ地球に暮らす仲間としての意識が、十分に育っていないことがあげられる。たす あ おな ち き ゅ う く な か ま い し き じゅうぶん そだこうしたことから、地域社会、国際社会の双方で、多様な文化を理解し尊重する、多文化共生社会ち い き しゃかい こ く さ い しゃかい そ う ほ う た よ う ぶ ん か り か い そんちょう た ぶ ん か きょうせいしゃかいの実現が必要であり、そのために、ひとりひとりの自覚とともに、成熟した市民の社会的な広がりのあじつげん ひつよ う じ か く せいじゅく し み ん し ゃかいてき ひろる活動が求められている。かつどう も と神奈川県では、多くの市民活動団体が、国の内外を問わず活発な活動を行っている。特定非営か な が わ け ん おお し み ん かつどう だんたい く に ないがい と かっぱつ かつどう おこな と く て い ひ え い利活動促進法の制定など、市民の自主的かつ主体的な活動のための社会環境整備も進みつつあり かつど う そ く し ん ほ う せいてい し み ん じ し ゅ て き し ゅ た い て き かつど う し ゃかいかんきょう せ い び すすり、今後さらにその活動の機会が広がり、多様なパートナーシップを推進していくことが期待される。こ ん ご かつど う き か い ひろ た よ う すいしん き た いＮＧＯかながわ国際協力会議では、「２１世紀の共生社会の実現」を基本的な視点として、ＮＧＯとこ く さ い きょうりょく か い ぎ せ い き きょうせいしゃかい じつげん き ほ ん て き し て ん神奈川県の新たなパートナーシップをめざして、地域社会にかかわる課題を協議する「活動推進部か な が わ け ん あ ら ち い き し ゃ かい か だ い き ょ う ぎ かつど う すいしん ぶ会」、海外への協力にかかわる課題を協議する「国際協力部会」の２つの部会を設け、それぞれに分かい かいがい きょうりょく か だ い き ょ う ぎ こ く さ いきょうりょく ぶ かい ぶ か い も う わかれ協議を進めた。き ょ う ぎ すすまた、外国籍県民かながわ会議と協力して「多文化教育研究会」を設置し、共生社会実現の推進がい こ く せ き けんみん か い ぎ きょうりょく た ぶ ん か きょういくけんきゅうかい せ っ ち きょうせいしゃかいじつげん すいしん方策を検討した。その結果、実効性、緊急性を考えて、次に示した１１項目を、第１期会議の最終提ほ う さ く けん と う け っ か じ っ こ う せい きんきゅうせい かんが つぎ しめ こ う も く だい き か い ぎ さいしゅうてい言として取りまとめた。げん と
「ＮＧＯの定義」について－ＮＧＯかながわ国際協力会議の協議の前提として－

て い ぎ こ く さ い きょうりょく か い ぎ き ょ う ぎ ぜ んていＮＧＯとは、英語のNon-Governmental Organizationの略称で、もともとは、国連が政府以外の民間え い ご りゃくしょう こ く れ ん せ い ふ い が い みんかん団体との関係において使用していた言葉だが、現在では一般に広く使用されている。だんたい かんけい し よ う こ と ば げんざい いっぱん ひろ し よ う私たちは、協議の前提となるＮＧＯについて、ＮＧＯかながわ国際協力会議設置要綱第３条の規わたくし き ょ う ぎ ぜんてい こ く さ い きょうりょく か い ぎ せ っ ち よ う こ う だい じょう き定に基づき、国際交流、国際協力、地域の国際化、平和などの分野で活動する団体と考え、また、てい も と こ く さ い こうりゅう こ く さ い きょうりょく ち い き こ く さ い か へ い わ ぶ ん や かつどう だんたい かんが地球的な規模で活動する団体だけではなく、市民活動団体やボランティアグループのように地域でち き ゅ う てき き ぼ かつどう だんたい し み ん かつどう だんたい ち い き活動する団体も含めて考えることとした。かつどう だんたい ふ く かんが
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＜提言一覧＞

て い げ ん い ち ら ん１ 活動推進部会からの提言かつどうすいしん ぶ か い ていげん① 多文化共生ＮＧＯネットワーク組織の整備支援についてた ぶ ん かきょうせい そ し き せ い び し え ん在住外国人支援ＮＧＯ、外国人コミュニティ、外国籍県民の諸団体によって構成される、多文化共生を提言１ていげん ざいじゅうがいこくじん し え ん がいこくじん がいこ くせきけんみん し ょだんたい こうせい た ぶん か きょうせいめざしたＮＧＯのネットワーク組織の設立支援を行い、在住外国人をめぐる課題解決のため、政策立案、そ し き せつりつ し え ん おこな ざいじゅうがいこくじん か だ い かいけつ せいさ く り つあん施策運営の両面でこのＮＧＯネットワークとパートナーシップを組むこと。し さ く うんえい りょうめん く多文化共生ＮＧＯネットワークに対し、その自立性を最大限に尊重しつつ、活動の拠点整備や、運営面提言２ていげん た ぶ ん かきょうせい たい じ り つ せい さいだいげん そんちょう かつどう きょてん せ い び うんえいめんでのサポート、事業委託などの支援を行うこと。じ ぎ ょ う い た く し え ん おこな② 地球市民かながわプラザと（財）神奈川県国際交流協会の機能の充実と見直しち き ゅ う し み ん ざい か な が わ け ん こ く さ いこうりゅうきょうかい き の う じゅうじつ み な お地球市民かながわプラザを、多様な国際活動の場として、使いやすい利用者本位の施設とするため、そ提言３ていげん ちきゅう し み ん た よ う こ く さいかつどう ば つか り よ う しゃ ほ ん い し せ つのあり方を見直し、さらに（財）神奈川県国際交流協会にその運営を任せ、多文化共生ＮＧＯネットワークかた み な お ざい か な が わ け ん こ く さいこうりゅうきょうかい うんえい まか た ぶん か きょうせいをはじめ、多くのＮＧＯや、外国人コミュニティの参画のもとに運営を行うこと。おお がいこくじん さんかく うんえい おこな（財）神奈川県国際交流協会が、ＮＧＯ、外国人コミュニティを支援するためのリソースセンターとして、相提言４ていげん ざい か な が わ け ん こ く さ いこうりゅうきょうかい がいこくじん し え ん そう談、多文化教育、人材育成などの機能を充実・整備するため、必要な支援を行うこと。だん た ぶ ん かきょういく じんざいいくせい き の う じゅうじつ せ い び ひつよう し えん おこなまた、協会職員として、外国籍県民を積極的に採用するよう要請すること。きょうかいしょくいん がいこ くせきけんみん せっきょくてき さいよう ようせい③ 「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）にかかわる教育の基本方針（１９９０年３月２３日制定）」の改定にざいにちがいこ く じん し ゅ かんこ く ちょうせんじん きょういく き ほ ん ほうしん ねん がつ にちせいてい かいていついて県教育委員会が制定した「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）にかかわる教育の基本方針」１９９０年３提言５ていげん けんきょういくい い んかい せいてい ざいにちがいこくじん しゅ かんこく ちょうせんじん きょういく き ほ ん ほうしん ねん月２３日制定）を、「多文化共生社会」の実現をめざして、関係する幅広い層からの多様な意見を採り入れがつ にちせいてい た ぶ ん かきょうせいしゃかい じつげん かんけい はばひろ そう た よ う い けん と いて改定を行うとともに、基本方針の実効性を確保するめ、必要とされる施策を実施すること。かいてい おこな き ほ ん ほうしん じっ こ うせい か く ほ ひつよう し さ く じ っ し２ 国際協力部会からの提言こ く さ いきょうりょく ぶ か い ていげん① 国際協力におけるＮＧＯと自治体の連携・協働についてこ く さ いきょうりょく じ ち た い れんけい きょうどうＮＧＯの国際協力活動に対し、県の持つ専門技術や専門情報を提供したり、適正な技術を共同開発す提言６ていげん こ く さ いきょうりょくかつどう たい けん も せんもんぎじゅつ せんもんじょうほう ていきょう てきせい ぎじゅつ きょうどうかいはつる仕組みを確立するとともに、一定の要件を満たすＮＧＯのプロジェクトに対しては、必要により専門技術し く かくりつ いってい ようけん み たい ひつよう せんもん ぎ じゅつ職員を派遣するなど、ＮＧＯとのパートナーシップ事業を検討すること。しょくいん は けん じぎ ょ う けんとう② 自然災害など緊急時における対応についてし ぜ ん さいがい きんきゅう じ たいおう国内外における災害などにおいて、緊急に援助が必要となる場合、ＮＧＯ、地方自治体、（財）神奈川県提言７ていげん こくないがい さいがい きんきゅう えんじょ ひつよう ば あ い ち ほ う じ ち たい ざい か な が わ けん国際交流協会等が中心となり、「緊急援助委員会（仮称）」を設置するなどして、一体的、効率的な援助体こ く さ いこうりゅうきょうかいと う ちゅうしん きんきゅうえんじょ い い ん かい かしょう せ っ ち いったいてき こ うりつてき えんじょたい制の確立を図るために必要な支援を行うこと。せい かくりつ はか ひつよう し え ん おこな「緊急援助委員会（仮称）」の要請により、自治体職員の医師・看護婦などの医療技術者を海外を含めた提言８ていげん きんきゅうえんじょ い い んかい かし ょう ようせい じ ち た い しょくいん い し か ん ご ふ い り ょうぎじゅつしゃ かいがい ふく災害現場に派遣する制度を検討すること。さいがい げ ん ば は け ん せ い ど けんとう緊急災害時の援助物資集積場所や活動拠点として、地方自治体のもつ遊休施設等の活用を検討する提言９ていげん きんきゅうさいがい じ えんじょ ぶ っ し しゅうせき ば し ょ かつどうきょてん ち ほ う じ ち た い ゆうきゅう し せ つ と う かつよ う けんとうとともに、その利用規約等の策定にあたっては、ＮＧＯの参画のもとに行うこと。り よ う き や く と う さ くてい さんかく おこな③ 国際協力、国際理解に関する教育の促進についてこ く さ いきょうりょく こ く さ い り か い かん きょういく そ く し ん子どもたちの国際協力や国際理解に関する意識の啓発を図るため、国際理解に関する授業を拡充す提言１０ていげん こ こ く さいきょうりょく こ く さい り か い かん い し き けいはつ はか こ く さ い り か い かん じゅぎょう かくじゅうるとともに、授業プログラムづくりにＮＧＯや外国籍県民が参加し、さらに講師として学校教育現場へ派遣すじゅぎょう がいこ くせきけんみん さ ん か こ う し がっこ うきょういくげ ん ば は けんる仕組みをつくること。し く県・市町村職員、教職員を対象とした国際理解研修の充実を図るとともに、特に教職員については、提言１１ていげん けん しちょうそんしょくいん きょうしょくいん たいしょう こ く さい り か いけんしゅう じゅうじつ はか と く きょうしょくいん費用の一部を負担するなどの方法により、ＮＧＯ等が実施するスタディツアーへの参加を促進すること。ひ よ う い ち ぶ ふ た ん ほうほう と う じ っ し さ ん か そ くしん
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（２） 活動推進部会からの提言

か つ ど う す い し ん ぶ か い てい げ ん
＜提言の趣旨＞－地域における多文化共生社会をめざして－

てい げ ん し ゅ し ち い き た ぶ ん か きょうせい し ゃ か い
神奈川県では、近年の在住外国人の定住化傾向に伴い、行政を中心とした対応では解決できなか な が わ け ん きんねん ざいじゅうが い こ く じ ん ていじゅう か け い こ う ともな ぎょうせい ちゅうしん たい お う かいけつい、さまざまな問題が生じてきた。これらの問題の解決および外国人の生活支援のため、多くのNGOもんだい しょう もんだい かいけつ が い こ く じ ん せいかつ し え ん おおが生まれ、より住みやすい地域づくりをめざし、いろいろな活動を展開している。NGOは、問題に即しう す ち い き かつどう てんかい もんだい そ くた柔軟な対応、相互の迅速な情報交換や連携によって、縦割りの行政機関には対応の難しい迅速じゅうなん たいお う そ う ご じ ん そ く じょうほうこ う かん れんけい た て わ ぎょうせい き か ん たいお う むずか じ ん そ くな体制づくりや、個別課題の解決に取り組んでいる。国際化の進む地域社会において、いまや、NGたいせい こ べ つ か だ い かいけつ と く こ く さ い か すす ち い き し ゃかいOの存在が必要不可欠といっても言い過ぎではないだろう。そんざい ひつよ う ふ か け つ い すしかし、このNGOの活動や行動力は、地域社会において、重要な社会的資源として十分に評価さかつどう こ う ど う りょく ち い き しゃかい じゅうよう し ゃかい てき し げ ん じゅうぶん ひ ょ う かれているとは言い難く、また、本来、地域社会運営のカウンターパートであるべき行政との連携も十分い がた ほんらい ち い き しゃかい うんえい ぎょうせい れんけい じゅうぶんとは言えない。いそこで、神奈川県における「多文化共生」を実現するため、「多文化共生ネットワーク」の立ち上げ、か な が わ け ん た ぶ ん か きょうせい じつげん た ぶ ん か きょうせい た あ政策立案、学校や地域における国際理解・多文化教育などの事業の推進、地球市民かながわプラせ い さ く り つあん が っ こ う ち い き こ く さ い り か い た ぶ ん か きょういく じ ぎ ょ う すいしん ち き ゅ う し み んザなどの施設運営等、多様なレベルでの行政とのパートナーシップを求めるものである。し せ つ うんえい と う た よ う ぎょうせい も と

○地球市民かながわプラザち き ゅ う し み ん子どもの豊かな感性の育成、地球市民意識の醸成、国際活動の支援を目的として、関連イベこ ゆた かんせい い く せい ち き ゅ う し み ん い し き じょうせい こ く さ い かつどう し え ん も く て き かんれんントの実施や、子どもの国際理解、国際平和などのテーマ展示を行っている。じ っ し こ こ く さ い り か い こ く さ い へ い わ て ん じ おこな〒２４７－０００７ 横浜市栄区小菅ヶ谷１－２－１ （最寄り駅：ＪＲ本郷台駅）よ こ は ま し さ か え く こ す が や も よ えき ほんごうだいえきＴＥＬ：０４５－８９６－２１２１（代）だい○（財）神奈川県国際交流協会ざい か な が わ け ん こ く さ い こうりゅうきょうかい人と人、地域と地域の国際交流及び国際協力を積極的に推進し、県民の福祉の向上、世界のひ と ひ と ち い き ち い き こ く さ い こうりゅうおよ こ く さ いきょうりょく せっきょくてき すいしん けんみん ふ く し こうじょう せ か い平和と発展への寄与を目的に、昭和５２年５月設立された。へ い わ はってん き よ も く て き し ょ う わ ねん がつせつりつ現在は、栄区の地球市民かながわプラザ内に事務所を置き、ＮＧＯ等支援事業として、「かなげんざい さ か え く ち き ゅ う し み ん ない じ む し ょ お と う し え ん じ ぎ ょ うがわ民際協力基金」の普及・運営や、ピースメッセンジャー派遣等の地球市民意識啓発事業、語みんさいきょうりょく き き ん ふき ゅ う うん えい は け ん と う ち き ゅ う し み ん い し き けいはつ じ ぎ ょ う ご学教室などの事業を実施している。がくきょうしつ じ ぎ ょ う じ っ し
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＜提 言＞

て い げん
① 多文化共生ＮＧＯネットワーク組織の整備支援について

た ぶ ん か きょうせい そ し き せ い び し え ん
在住外国人支援ＮＧＯ、外国人コミュニティ、外国籍県民の諸団体によって構成される、多提言１ていげん ざいじゅうが い こ く じ ん し え ん が い こ く じ ん がい こ く せ きけんみん し ょ だんたい こ うせい た文化共生をめざしたＮＧＯのネットワーク組織の設立支援を行い、在住外国人をめぐる課題ぶ ん か きょうせい そ し き せつりつ し え ん おこな ざいじゅうが い こ く じ ん か だ い解決のため、政策立案、施策運営の両面で、このＮＧＯのネットワークとパートナーシップを組かいけつ せ い さ く りつあん し さ く うん えい りょうめん くむこと。多文化共生ＮＧＯネットワークに対し、その自立性を最大限に尊重しつつ、活動の拠点整備提言２ていげん た ぶ ん か きょうせい たい じ り つ せい さいだいげん そんちょう かつどう き ょ てんせい びや、運営面でのサポート、事業委託などの支援を行うこと。う ん えいめん じ ぎ ょ う い た く し え ん おこな

（理由・背景）り ゆ う はいけい○ 在住外国人支援ＮＧＯの活動範囲は、日本語教室の開催、子どもたちへの教育支援、生活相談ざいじゅうが い こ く じ ん し え ん かつどう は ん い に ほ ん ご きょうしつ かいさい こ きょういく し え ん せいかつそ うだんや労働相談、女性の一時避難施設の運営や自立支援など、多岐にわたっている。そして、同じ分ろ う ど う そ うだ ん じ ょせい い ち じ ひ な ん し せ つ うんえい じ り つ し え ん た き おな ふん野で活動しているＮＧＯ同士、あるいは異なる分野で活動するＮＧＯ同士が、地域レベルでネットワや かつどう ど う し こ と ぶ ん や かつどう ど う し ち い きークを組み、相互に補い合い、連携して活動している。く そ う ご おぎな あ れんけい かつどう○ しかし、これらのＮＧＯのネットワークは、地域レベルにとどまっており、より広い範囲の連携についち い き ひろ は ん い れんけいては未整備で、公的制度の改善などを実現させるまでには至っていない。み せ い び こ う て き せ い ど かいぜん じつげん いた○ 一方、当事者である外国籍県民の間では、長い在日経験と活動実績を持つオールドカマーによい っぽ う と う じ し ゃ が い こ く せきけんみん あいだ なが ざいにちけいけん かつどう じ っせ き もる民族団体を除くと、ＮＧＯやボランティアの支援を受けながら、互いに助け合い、情報を共有し合みんぞ く だんたい のぞ し え ん う たが たす あ じょうほう きょうゆう あう、同国人同士のコミュニティや互助団体が少しずつ形成されながらも、なかなか広がっていかないど う こ く じ ん ど う し ご じ ょ だんたい すこ けいせい ひろ現状がある。げんじょう○ 在住外国人支援に取り組んでいるＮＧＯと、当事者である、外国人コミュニティ、民族団体、外国ざいじゅうが い こ く じ ん し え ん と く と う じ し ゃ が い こ く じ ん みんぞ く だんたい がい こ く籍県民の諸団体が、幅広いネットワークを組むことによって、次のような課題に効果的に取り組むこせきけんみん し ょ だんたい はばひろ く つぎ か だ い こ う か て き と くとが可能となり、地域における多文化共生をさらに推進することができる。か の う ち い き た ぶ ん か きょうせい すいしん・在住外国人に対する生活支援、情報発信、相談体制の整備ざいじゅうが い こ く じ ん たい せいかつ し え ん じょうほうはっしん そ うだんたいせい せ い び・災害時における在住外国人に対する緊急支援さいがい じ ざいじゅうが い こ く じ ん たい きんきゅう し え ん・多文化共生の視点からの、学校における国際理解教育の推進た ぶ ん か きょうせい し て ん が っ こ う こ く さ い り か い きょういく すいしん○ そして、このような多文化共生をめざしたＮＧＯネットワークが、幅広いニーズに対し、公平原則にた ぶ ん か きょうせい はばひろ たい こ うへい げん そ く基づくサービス供給を目的とする県、市町村等とパートナーシップを組むことにより、ＮＧＯの即応も と きょうきゅう も く て き けん し ち ょ う そ ん と う く そ く お う力と柔軟性、公的機関の組織力と情報量を生かした、質の高い社会システムの整備を実現するこりょく じゅうなんせい こ う て き き か ん そ し き りょく じょうほうりょう い し つ たか しゃかい せ い び じつげんとができると考える。かんが
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② 機能の充実と見直し地球市民かながわプラザと（財）神奈川県国際交流協会のち き ゅ う し み ん ざい か な が わ け ん こ く さ い こうりゅうきょうかい き の う じゅうじつ み な お
地球市民かながわプラザを、多様な国際活動の場として、使いやすい利用者本位の施設と提言３ていげん ち き ゅ う し み ん た よ う こ く さ い かつどう ば つか り よ う し ゃ ほ ん い し せ つするため、そのあり方を見直し、さらに（財）神奈川県国際交流協会にその運営を任せ、多文かた み な お ざい か な が わ け ん こ く さ い こうりゅうきょうかい うんえい まか た ぶん化共生ＮＧＯネットワークをはじめ、多くのＮＧＯや、外国人コミュニティの参画のもとに運営をか きょうせい おお が い こ く じ ん さ ん か く うん えい行うこと。おこな（財）神奈川県国際交流協会が、ＮＧＯ、外国人コミュニティを支援するためのリソースセンタ提言４ていげん ざい か な が わ け ん こ く さ い こうりゅうきょうかい が い こ く じ ん し え んーとして、相談、多文化教育、人材育成などの機能を充実・整備するため、必要な支援を行うそ うだん た ぶ ん か きょういく じんざいい くせい き の う じゅうじつ せ い び ひつよ う し えん おこなこと。また、協会職員として外国籍県民を積極的に採用するよう要請すること。きょうかいしょくいん がいこ く せ きけんみん せっきょくてき さ い よ う よ うせい（理由・背景）り ゆ う はいけい○ 地球市民かながわプラザは、当初、日本人の国際理解、地球市民学習の場として整備され、展ち き ゅ う し み ん と う し ょ に ほ ん じ ん こ く さ い り か い ち き ゅ う し み ん がくしゅう ば せ い び てん示、情報提供機能、多様な年齢層に対する学習の場を提供してきた。じ じょうほうていきょう き の う た よ う ねんれいそう たい がくしゅう ば ていきょう○ 一方、ＮＧＯや外国人コミュニティの活動の活発化にともない、（財）神奈川県国際交流協会を核い っぽ う が い こ く じ ん かつどう かっぱつ か ざい か な が わ け ん こ く さ い こうりゅうきょうかい か くとした、活動拠点や高度な情報提供ニーズへの人的、物的対応が望まれており、さらに、地球市民かつど う き ょ てん こ う ど じょうほうていきょう じ ん て き ぶってき たいお う のぞ ち き ゅ う し み んかながわプラザの機能を有効に生かした組織の改編や、運営体制の見直しが求められている。き の う ゆ う こ う い そ し き かいへん うんえいたいせい み な お も と○ こうした状況の変化に対応するため、地球市民かながわプラザの運営を、多文化共生社会の実じょうきょう へ ん か た いお う ち き ゅ う し み ん う んえい た ぶ ん か きょうせいし ゃかい じ つ現という視点から見直すとともに、長年にわたって地球市民学習やＮＧＯ支援の分野で活動実績をげん し て ん み な お ながねん ち き ゅ う し み ん がくしゅう し え ん ぶ ん や かつどう じ っ せ きもつ（財）神奈川県国際交流協会を、地球市民かながわプラザのより有効な運営母体として位置づざい か な が わ け ん こ く さ い こうりゅうきょうかい ち き ゅ う し み ん ゆ う こ う うん えい ぼ た い い ちける。その際、同協会が、以下のようなリソースセンターとして機能するための支援を行う必要ある。さ い ど うきょうかい い か き の う し え ん おこな ひ つよ う（ⅰ） 情報センタ－機能の充実じょうほう き の う じゅうじつ団体情報、国際交流関連施設、地域のネットワーク、海外ＮＧＯ情報などを集約し、インターだんたいじょうほう こ く さ い こうりゅうかんれん し せ つ ち い き かいがい じょうほう しゅうやくネットを使って提供するほか、ネット上で情報交換を行う。つか ていきょう じょう じょうほうこ うかん おこなまた、災害発生時などには、このネットワークを活用して、緊急支援体制を立ち上げる。さいがいはっせい じ かつよう きんきゅう し え ん たいせい た あ（ⅱ） 相談窓口の設置そ うだんまど ぐ ち せ っ ち常設の相談窓口を設置し、上記のリソース（情報）を提供する。窓口の運営には、ボランティじょうせつ そ う だ ん ま ど ぐ ち せ っ ち じ ょ う き じょうほう ていきょう ま ど ぐ ち う んえいア、ＮＧＯを活用し、また当事者間が相談を行うための場所を提供するなど、柔軟な運営に努めかつよう と う じ し ゃ かん そ うだん おこな ば し ょ ていきょう じゅうなん うんえい つとる。（ⅲ） 多文化教育・人材育成プログラムの提供機能の充実た ぶ ん か きょういく じんざいい くせい ていきょう き の う じゅうじつ多文化・国際理解教育に関するプログラムを開発し、学校などに提供するほか、多文化教育た ぶ ん か こ く さ い り か い きょういく かん かいはつ が っ こ う ていきょう た ぶ ん か きょういくの人材や団体の育成を行う。じんざい だんたい い く せい おこな（ⅳ） ＮＧＯ（外国人ＮＧＯも含む）の活動拠点がい こ く じ ん ふ く かつどう き ょてん県内ＮＧＯの活動拠点として、ＮＧＯの自由な活動が保証される仕組みをつくるとともに、必要けんない かつどう き ょ てん じ ゆ う かつどう ほ し ょ う し く ひつよ うな施設・設備の整備・充実に努める。し せ つ せ つ び せ い び じゅうじつ つと
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③ 「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）にかかわる教育の基本方針（1990年３月23日制定）」

ざ い に ち が い こ く じ ん し ゅ か ん こ く ちょうせん じ ん き ょうい く き ほ ん ほ う し ん ねん がつ に ち せ い て い
の改定について

かい て い
県教育委員会が制定した「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）にかかわる教育の基本方提言５ていげん けんきょういく い い ん かい せいてい ざいにちが い こ く じ ん し ゅ か ん こ く ちょうせんじん きょういく き ほ ん ほ う針」（１９９０年３月２３日制定）を「多文化共生社会」の実現をめざして、関係する幅広い層からし ん ねん がつ にちせいてい た ぶ ん か きょうせいしゃかい じつげん かんけい はばひろ そ うの多様な意見を採り入れて改定を行うとともに、基本方針の実効性を確保するため、必要とさた よ う い け ん と い かいてい おこな き ほ ん ほ う し ん じ っ こ う せい か く ほ ひつよ うれる施策を実施すること。し さ く じ っ し

（理由・背景）り ゆ う はいけい○ 「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）にかかわる教育の基本方針」は、外国籍県民の教育におけざいにちが い こ く じ ん し ゅ か ん こ く ちょうせんじん きょういく き ほ ん ほ う し ん がい こ く せ きけんみん きょういくる人権尊重を理念として制定されたが、その後１０年が経過し、この間、外国籍県民にかかわる状況じんけんそんちょう り ね ん せいてい ご ねん け い か かん がい こ く せ き けんみん じょうきょうは、国籍やその構成が多様化するなど、大きく変化してきている。また、国において「人種差別撤廃こ く せ き こ うせい た よ う か おお へ ん か く に じ ん し ゅ さ べ つ て っぱい条約」、「子どもの権利条約」などが批准され、人権尊重の精神がより重要なものとして幅広く認識さじょうや く こ け ん り じょうやく ひ じ ゅん じんけんそんちょう せいしん じゅうよう はばひろ にん しきれるものとなった。○ 外国籍県民の多様化にともない、学校教育や社会教育の場において「ことば」「文化」に関する教がい こ く せ きけんみん た よ う か が っ こ う きょういく しゃかいきょういく ば ぶ ん か かん きょう育等、当然保障されなければならない教育が、十分に保障されていない状況がある。さらに今後、い く と う と う ぜん ほ し ょ う きょういく じゅうぶん ほ し ょ う じょうきょう こ ん ご少子・高齢化により外国人労働力の導入も予想されていることから、異なる文化的背景を持つ多様し ょ う し こ う れい か が い こ く じ ん ろ うど う り ょ く どうにゅう よ そ う こ と ぶ ん か てきはいけい も た よ うな人々が、生き生きと暮らせる地域社会へのさらなる変革も求められている。ひ とび と い い く ち い き しゃかい へんかく も と○ 一方、在日韓国・朝鮮人に対するこれまでの取り組みについて、いまだ差別や偏見の解消にはい っぽ う ざいにち か ん こ く ちょうせんじん たい と く さ べ つ へんけん かいしょう至っていない。過去の歴史的な経緯を踏まえ、引き続き、取り組みを強化していくことが求められていた か こ れ き し て き け い い ふ ひ つづ と く き ょ う か も といる。○ 以上のことから、現在の「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）にかかわる教育の基本方針」を、地い じ ょ う げんざい ざいにち が い こ く じ ん し ゅ か ん こ く ちょうせんじん きょういく き ほ ん ほ う し ん ち域社会全体の意識を変革する教育上の取り組み（多文化教育）の視点で改定する必要がある。いき しゃかいぜんたい い し き へんか く きょういくじょう と く た ぶ ん か きょういく し て ん かいてい ひつよ う
＜「多文化教育」とは＞た ぶ ん か き ょ う い くＮＧＯかながわ国際協力会議では、協議の前提として、「多文化教育」を次のように定義した。こ く さ いきょうりょく か い ぎ き ょ う ぎ ぜんてい た ぶ ん か きょういく つぎ て い ぎひとりひとりの違いを認め、多様な人々がお互いにその固有の文化、言語、生活習慣、歴史などちが みと た よ う ひ と び と たが こ ゆ う ぶ ん か げ ん ご せいかつしゅうかん れ き しに対する理解を深めることにより、その相違に起因する差別や偏見をなくし、それぞれのアイデンたい り か い ふか そ う い き い ん さ べ つ へんけんティティを尊重する態度を養うとともに、すべての人々に対し教育の機会均等を実現させることをめそんちょう た い ど やしな ひ とび と たい きょういく き か い き ん と う じつげんざす教育きょういく
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ア 改定の視点

かい てい し て ん・ ２１世紀を担うすべての子どもたちのために基本方針を支える理念として、１９９０年以降、日本がせ い き にな こ き ほ ん ほ う し ん さ さ り ね ん ねん い こ う に ほ ん採択した「子どもの権利条約」「人種差別撤廃条約」等に掲げるところの、「すべての人々に保障さ い た く こ け ん り じょうやく じ ん し ゅ さ べ つ てっぱいじょうやく など かか ひ とび と ほ し ょ うされなければならない諸権利」について盛り込むこと。そのために、これまでの取り組みの検証とし ょ け ん り も こ と く けんしょう新しい視点による未来へのビジョンを、「すべての人権尊重」を基盤として策定される必要があるあたら し て ん み ら い じんけんそんちょう き ば ん さ く て い ひ つよ うことを明確にすること。めいか く・ 在日韓国・朝鮮人にかかわる歴史的な経緯を踏まえた取り組みを、さらに進めていく必要性に留ざいにちか ん こ く ちょうせんじん れ き し て き け い い ふ と く すす ひつようせい りゅう意すること。い・ ニューカマーの児童・生徒が抱える、「言葉」「文化」「習慣」などの違いから生じる課題の解決にじ ど う せ い と かか こ と ば ぶ ん か しゅうかん ちが しょう か だ い かいけつ向けた道筋を示すこと。む みちすじ しめ・ 国際結婚の増加に伴う子どもたちの存在に留意すること。こ く さ い け っこ ん ぞ う か ともな こ そんざい り ゅ う い・ 生涯学習の分野において、外国人の学習権を保障するとともに、社会教育における「多文化教しょうがいがくしゅう ぶ ん や が い こ く じ ん がくしゅうけん ほ し ょ う し ゃかいきょういく た ぶ ん かきょう育」の取り組みを明確に位置付けること。い く と く め いか く い ち づ・ 神奈川県全体で、多文化共生社会実現に向けて教育分野での取り組みのための方針が必要か な が わ け ん ぜんたい た ぶ ん か きょうせいしゃかい じつげん む きょういく ぶ ん や と く ほ う し ん ひつよ うであり、マイノリティの人権保障の重要性を踏まえたものであること。じんけん ほ し ょ う じゅうようせい ふ・ ２１世紀を担う子どもたちのために、地域社会全体で教育に取り組む方向性を示すために作成せ い き にな こ ち い き しゃかいぜんたい きょういく と く ほ う こ うせい しめ さ く せ いすること。
イ 改定の方法

かい て い ほ う ほ う・ 教育現場及び地域社会における「多文化化」の現状を十分把握した上で改定を行うこと。きょういく げ ん ば およ ち い き しゃかい た ぶ ん か か げんじょう じゅうぶん は あ く う え かいてい おこな・ 改定にあたっては、外国籍児童・生徒及びその保護者、国際結婚家族、日本語指導等協力者、かいてい がい こ く せ き じ ど う せ い と およ ほ ご し ゃ こ く さ い け っこん か ぞ く に ほ ん ご し ど う と うきょうりょくし ゃ教員、教職員組合、教育行政関係者、ＮＧＯ、国際交流協会など様々な層からの多様な意見をきょういん きょうしょくいんくみあい きょういくぎょうせいかんけいしゃ こ く さ い こうりゅうきょうかい さ ま ざ ま そ う た よ う い け ん反映させること。はんえい
ウ 実効性の確保

じ っ こ う せい か く ほ・ 基本方針に掲げる理念を具体化するためのアクションプラン（行動計画）を策定すること。き ほ ん ほ う し ん かか り ね ん ぐ た い か こ う ど う けいか く さ く て い・ 基本方針が、時代の変遷により形骸化しないよう見直しを行っていくこと。き ほ ん ほ う し ん じ だ い へんせん け い が い か み な お おこな・ 庁内に基本方針にかかわる横断的な推進体制を整備すること。ちょうない き ほ ん ほ う し ん お うだんてき すいしんたいせい せ い び
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○また、「多文化共生社会」の実現に向けて、基本方針をより実効性のあるものとするため、次のようなた ぶ ん か きょうせいしゃかい じつげん む き ほ ん ほ う し ん じ っ こ う せい つぎ施策が必要である。し さ く ひつ よ う・ 外国籍や国際結婚家庭等の児童・生徒に関する状況の把握に努めること。がい こ く せ き こ く さ い け っこ ん か て い と う じ ど う せ い と かん じょうきょう は あ く つと・ 外国籍児童・生徒への学習に必要な日本語教育を保障するとともに、進学・就職等の進路保障がい こ く せ き じ ど う せ い と がくしゅう ひつよ う に ほ ん ご きょういく ほ し ょ う し ん が く しゅうしょく と う し ん ろ ほ し ょ うを推進すること。すいしん・ 外国籍児童・生徒が母国の「文化」「言葉」を学ぶための環境を整備すること。がい こ く せ き じ ど う せ い と ぼ こ く ぶ ん か こ と ば まな かんきょう せ い び・ 外国籍児童・生徒及びその保護者が抱えている課題を相談しやすい体制を整えるとともに、教育がいこ く せ き じ ど う せ い と およ ほ ご し ゃ かか か だ い そ うだん たいせい ととの きょういくに関して外国人差別などの問題が生じた場合に対応するケースワーカーを設置すること。かん が い こ く じ ん さ べ つ もんだい しょう ば あ い たいお う せ っ ち・ 生涯学習で、外国籍県民の社会参加と生活支援のための日本語教育を保障すること。しょうがいがくしゅう がいこ く せ きけんみん し ゃ か い さ ん か せ い か つ し え ん に ほ ん ご きょういく ほ し ょ う・ ２００２年度から実施される「総合的な学習の時間」において、外国籍県民やＮＧＯの協力の下ね ん ど じ っ し そ う ご う て き がくしゅう じ か ん がい こ く せ きけんみん きょうりょく も とで、「多文化教育」を実践すること。た ぶ ん か きょういく じ っせん・ 地域の拠点として、放課後や休日の学校、公民館、外国人学校などを活用し、学校教育だけでち い き き ょ てん ほ う か ご きゅうじつ が っ こ う こうみんかん が い こ く じ ん が っ こ う かつよ う が っ こ う きょういくなく社会教育分野においても「多文化教育」を推進すること。しゃかいきょういく ぶ ん や た ぶ ん か きょういく すいしん・ 基本方針に基づく取り組みを推進する、ＮＧＯや外国籍県民等を含めた第三者機関を設置するき ほ ん ほ う し ん も と と く すいしん がい こ くせきけんみん と う ふ く だ い さん し ゃ き か ん せ っ ちこと。
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（３） 国際協力部会からの提言

こ く さ い きょうりょく ぶ か い てい げ ん－地球規模の共生社会をめざして－＜提言の趣旨＞

てい げ ん し ゅ し ち き ゅ う き ぼ きょうせいしゃかい日本は、世界人口のわずか２％を占めるに過ぎないが、世界のエネルギー消費量の５％を消費し、に ほ ん せ か い じ ん こ う し す せ か い し ょ う ひりょう し ょ う ひ輸入食品は世界農産市場の１割を占めるなど、あらゆる面で諸外国に依存しており、私たちの動向ゆに ゅ う しょくひん せ か い の う さ ん し じ ょ う わり し めん し ょ が い こ く い ぞ ん わたくし ど う こ うは原料を供給する開発途上国の人々の暮らしや環境に大きな影響を与えている。げんりょう きょうきゅう かいはつ と じ ょ う こ く ひ と び と く かんきょう おお えいきょう あたまた、神奈川県は、東京、大阪に次いで人口も多く、貿易の地として輸出産業を中心に国内総生産か な が わ け ん とうきょう おおさか つ じ ん こ う おお ぼ う えき ち ゆしゅつさんぎょう ちゅうしん こ く な い そ うせいさんの約６％を担っているなど、世界との結びつきも多く、与える影響も大きいといえる。このことから、世界や く にな せ か い むす おお あた えいきょう おお せ か い的な課題である貧困、平和、人権、環境などへの取り組みも、遠い国の他人のこととして考えることなて き か だ い ひんこん へ い わ じんけん かんきょう と く と お く に た に ん かんがく、県の取り組みとして、また、ひとりひとりに与えられた問題として考える必要がある。けん と く あた もんだい かんが ひつよ うそこで私たちは、資源に限りがあることを踏まえつつ、基本的な方向として、これまでの大量生産・わたくし し げ ん かぎ ふ き ほ ん てき ほ う こ う たいりょうせいさん大量消費・廃棄に基づく経済成長優先の価値観を見直し、自然と調和した循環型社会をめざす必要たいりょう し ょ う ひ は い き も と けいざいせいちょうゆうせん か ち か ん み な お し ぜ ん ち ょ う わ じゅんかんがたしゃかい ひつよ うがあるというコンセンサスのもとに協議を進めた。き ょ う ぎ すす一方、今日において、現地の要望に添った援助のあり方が問われる中、国のＯＤＡばかりではなく、い っぽ う こんにち げ ん ち よ う ぼ う そ え ん じ ょ かた と なか く に地域に根ざしながら地球的価値観を有するＮＧＯや、生活レベルの専門技術などが蓄積されている、ち い き ね ち き ゅ う てき か ち か ん ゆ う せいかつ せんもんぎ じ ゅつ ち く せ き地方自治体による国際協力活動への期待が高まっている。ち ほ う じ ち た い こ く さ いきょうりょくかつど う き た い たかこのことから、県民の中に地球規模の共生や国際協力に関する論議を巻き起こすために、国際協けんみん なか ち き ゅ う き ぼ きょうせい こ く さ い きょうりょく かん ろ ん ぎ ま お こ く さ いきょう力・環境税の導入を考慮しつつ、県の事業予算のうち、ある一定割合を国際協力や地球環境の保全りょく かんきょうぜい どうにゅう こ う り ょ けん じ ぎ ょ う よ さ ん い ってい わりあい こ く さ いきょうりょく ち き ゅ うかんきょう ほ ぜ んのために使うことを、ＮＧＯとともに検討することも討議された。つか け ん と う と う ぎまた、県や地方自治体が実施している友好交流・友好提携の相手やあり方についても、国際協力とけん ち ほ う じ ち た い じ っ し ゆ う こ う こうりゅう ゆ う こ う ていけい あ い て かた こ く さ いきょうりょく地球環境保全の視点から、見直す段階にきているのではないかということも話し合われた。ち き ゅ うかんきょう ほ ぜ ん し て ん み な お だんかい はな あ今回、「国際協力におけるＮＧＯと自治体の連携・協働」、「災害などの緊急時における対応」、「国こんかい こ く さ い きょうりょく じ ち た い れんけい きょうどう さいがい きんきゅう じ た いお う こ く際協力・国際理解に関する教育の促進」の３点を早急に取り組むべき課題と考え、神奈川県への提さ いきょうりょく こ く さ い り か い かん きょういく そ く し ん てん さっきゅう と り く か だ い かんが か な が わ け ん てい言とする。げん
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＜提 言＞

て い げ ん
① 国際協力におけるＮＧＯと自治体の連携・協働について

こ く さ い きょうりょく じ ち た い れんけい きょうどう
ＮＧＯの国際協力活動に対し、県の持つ専門技術や専門情報を提供したり、適正な技術を提言６ていげん こ く さ いきょうりょくかつど う たい けん も せんもん ぎ じ ゅつ せんもんじょうほう ていきょう てきせい ぎ じ ゅ つ共同開発する仕組みを確立するとともに、一定の要件を満たすＮＧＯのプロジェクトに対してきょうどうかいはつ し く か く り つ いってい よ う けん み たいは、必要により専門技術職員を派遣するなど、ＮＧＯとのパートナーシップ事業を検討するこひつよ う せんもん ぎ じ ゅ つしょくいん は け ん じ ぎ ょ う け ん と うと。（理由・背景）り ゆ う はいけい○ 国際協力を行うＮＧＯには、こ く さ いきょうりょく おこな（ⅰ） 現地にスタッフを派遣し、拠点を設けて現地の人を雇い、自ら活動するタイプげ ん ち は け ん き ょてん も う げ ん ち ひ と やと みずか かつどう（ⅱ） 現地にスタッフを派遣し、現地ＮＧＯをカウンターパートとして活動するタイプげ ん ち は け ん げ ん ち かつどう（ⅲ） 現地ＮＧＯの要請に基づき、資金を提供し、そのチェックを行うタイプげ ん ち よ うせい も と し き ん ていきょう おこななどのタイプがあるが、特に（ⅰ）と（ⅱ）については、現地の状況をきめ細かく把握し、血の通った援と く げ ん ち じょうきょう こ ま は あ く ち かよ えん助ができるため、国際協力の担い手として、国際機関や国、国際協力事業団（以下「ＪＩＣＡ」と表示）じ ょ こ く さ いきょうりょく にな て こ く さ い き か ん く に こ く さ いきょうりょく じ ぎょうだん い か ひ ょ う じからも重要なパートナーとして認識されている。じゅうよう にん しきまた、（ⅲ）については、現地の人々の自立性を重んじ、意見交換しながら、共同プロジェクトを行げ ん ち ひ とび と じ り つ せい おも い け ん こ うかん きょうどう おこなっていくという活動を通じて、多くの人々が参加できるという利点がある。かつどう つ う おお ひ とび と さ ん か り て ん○ しかし、農業技術や保健衛生、環境など、開発途上国への協力に不可欠な生活レベルの専門技のうぎょうぎ じ ゅ つ ほ け ん えいせい かんきょう かいはつ と じ ょ う こ く きょうりょく ふ か け つ せいかつ せんもん い術については、ＮＧＯの能力を超えることが多く、その対応に苦慮している。じゅつ のうりょく こ おお たいお う く り ょ○ 一方、地方自治体は、国際協力の必要性は認めながらも、相手国についての情報が得にくく、まい っぽ う ち ほ う じ ち た い こ く さ いきょうりょく ひ つ よ うせい みと あ い て こ く じょうほう えた、財政状況も厳しいため着手が困難な状況にあるが、ＮＧＯには不足している前述のような専門ざいせいじょうきょう きび ちゃくしゅ こんなん じょうきょう ふ そ く ぜんじゅつ せんもん技術に関する知識やノウハウは、幅広く蓄積していると思われる。ぎ じゅ つ かん ち し き はばひろ ち く せ き お も○ そこで、ＮＧＯと地方自治体が手を組み、連携・協働することで、双方の弱点を補い合い、より質ち ほ う じ ち た い て く れんけい きょうどう そ う ほ う じゃくてん おぎな あ し つの高い、効率的な国際協力が可能になると考えられる。たか こ う り つ て き こ く さ いきょうりょく か の う かんが○ 具体的には、次の２点について、早急に検討をお願いしたい。ぐ た い て き つぎ てん そうきゅう け ん と う ねが１ 県国際課が窓口になり、ＮＧＯからの要請に基づき、専門技術を持つ県の各セクション、試験研けん こ く さ い か まど ぐ ち よ うせい も と せんもんぎ じ ゅつ も けん か く し け ん けん究機関とＮＧＯ関係者との間をつなぐ仕組みを確立すること。 （次ページ １．参照）きゅう き か ん かんけいしゃ あいだ し く か く り つ じ さんしょう２ 一定の要件を満たすＮＧＯのプロジェクトに対し、県は、専門技術の提供のみならず、技術職員い ってい よ う けん み たい けん せんもんぎ じ ゅつ ていきょう ぎ じ ゅ つしょくいんの派遣などの協力を行い、ＮＧＯとのパートナーシップによる国際協力プロジェクトを実施するこは け ん きょうりょく おこな こ く さ いきょうりょく じ っ しと。 （次ページ ２．参照）じ さんしょうなお、財源については、ＪＩＣＡの開発パートナー制度や（財）自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）の開発ざいげん かいはつ せ い ど ざい じ ち た い こ く さ い か きょうかい かいはつ協力事業などを利用し、県とＮＧＯの負担を抑えることを考える。きょうりょくじ ぎ ょ う り よ う けん ふ た ん お さ かんが
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自治体とＮＧＯとの連携・協働 事業イメージ図＞＜ じ ち た い れ ん け い きょ うど う じ ぎ ょ う ず
１．専門技術に関するＮＧＯ相談窓口

せ ん も ん ぎ じ ゅ つ かん そ う だ ん ま ど ぐ ち県 民け ん み ん情報 活動への参加（ボランティア)じょうほう か つど う さ ん か提供 資金援助（寄付・募金等）ていきょう し き ん え ん じ ょ き ふ ぼ き ん と う＜協力・支援活動の実施＞きょうりょく し え ん かつど う じ っ し 各支援先Ｎ Ｇ Ｏ

か く し え ん さ き①相談 ④情報提供そ う だ ん じょうほう ていきょう受付 回答う け つけ か い と う 各試験研究機関③ 回答、情報提供か い と う じょうほう ていきょう か く し け ん けんきゅう き か ん農業改良普及センターのうぎょうかいりょう ふ き ゅ う各 部 局 ＊分野 農業技術、か く ぶ き ょ く ぶ ん や のうぎょう ぎ じ ゅ つ所 管 課 保健衛生、環境等技術相談窓口ぎ じ ゅ つ そ う だ ん ま ど ぐ ち し ょ か ん か ほ け ん えいせい かんきょう と う（国際課内に設置） ② 対応依頼こ く さ い か な い せ っ ち た い お う い ら い
２．ＮＧＯとのパートナーシップ事業の検討

じ ぎ ょ う け ん と う＜パートナーシップ事業検討委員会(仮称)＞じ ぎ ょ う け ん と う い い ん かい か し ょ う○構成 ＮＧＯ、行政、国際交流協会等こ う せ い ぎょうせい こ く さ い こうりゅう きょうかい と う○機能 事業内容、支援先等の検討き の う じ ぎ ょ う な い よ う し え ん さ き と う け ん と う県 ＮＧＯ・ＮＰＯけん 相互連携そ う ご れんけい国際協力事業団（JICA） 財政補助 活動への参加（ボランティア)こ く さ い きょうりょく じ ぎ ょ う だん ざいせい ほ じ ょ か つど う さ ん か（財）自治体国際化協会 資金援助（寄付・募金等）ざい じ ち た い こ く さ い か きょうかい し き ん え ん じ ょ き ふ ぼ き ん と う（ＣＬＡＩＲ） 専門家派遣せ ん も ん か は け ん 県 民けん みん情報提供じょうほう ていきょう助 成 団 体じ ょ せい だん たい 財政補助 協力・支援ざいせい ほ じ ょ きょうりょく し え ん各 支 援 先か く し え ん さ き
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② 自然災害など緊急時における対応について

し ぜ ん さ い が い きんきゅう じ た い お う
国内外における災害などにおいて、緊急に援助が必要となる場合、ＮＧＯ、地方自治体、提言７ていげん こ くな い がい さいがい きんきゅう え ん じ ょ ひつよ う ば あ い ち ほ う じ ち たい（財）神奈川県国際交流協会等が中心となり、「緊急援助委員会（仮称）」を設置するなどしざい か な が わ け ん こ く さ い こうりゅうきょうかい と う ちゅうしん きんきゅうえん じ ょ い い ん かい か し ょ う せ っ ちて、一体的、効率的な援助体制の確立を図るために必要な支援を行うこと。いったいてき こ う り つ て き え ん じ ょたいせい か く り つ はか ひつよう し え ん おこな「緊急援助委員会（仮称）」の要請により、自治体職員の医師・看護婦などの医療技術者を、提言８ていげん きんきゅうえ ん じ ょ い い ん かい か し ょ う よ うせい じ ち た い しょくいん い し か ん ご ふ い り ょ う ぎ じ ゅ つ し ゃ海外を含めた災害現場に派遣する制度を検討すること。かいがい ふ く さいがい げ ん ば は け ん せ い ど け ん と う緊急災害時の援助物資集積場所や活動拠点として、地方自治体の持つ遊休施設等の活提言９ていげん きんきゅうさいがい じ えん じ ょ ぶ っ し しゅうせき ば し ょ かつどう き ょ てん ち ほ う じ ち た い も ゆうきゅう し せ つ と う かつ用を検討するとともに、その利用規約等の策定にあたっては、ＮＧＯの参画のもとに行うこと。よ う け ん と う り よ う き や く と う さ く て い さ ん か く おこな

（理由・背景）り ゆ う はいけい○ 現在、海外において重大災害が発生した場合、数多くのＮＧＯが緊急支援を実施しているが、援げんざい かいがい じゅうだいさいがい はっせい ば あ い かずおお きんきゅう し え ん じ っ し えん助物資の集積、保管、発送、援助資金の募金方法など、１つのＮＧＯだけでは力不足であり、より効じ ょ ぶ っ し しゅうせき ほ か ん はっそ う え ん じ ょ し き ん ぼ き ん ほ うほ う ちか らぶそ く こ う果的な援助を行うためには、ＮＧＯ間の協力や地方自治体の支援が欠かせない。か て き えん じ ょ おこな かん きょうりょく ち ほ う じ ち た い し え ん か○ １９９９（平成１１）年９月の台湾大地震の際、（財）神奈川県国際交流協会は、県と連携して生活へいせい ねん がつ たいわんだい じ し ん さ い ざい か な が わ け ん こ く さ い こうりゅうきょうかい けん れんけい せいかつ復興活動支援募金を集め、それを現地のＮＧＯ団体に配分、寄託した。その配分は、ＮＧＯかながふ っ こ う かつどう し え ん ぼ き ん あつ げ ん ち だんたい はいぶん き た く はいぶんわ国際協力会議も委員として加わり、募金配分委員会が設置され、県と国際交流協会、ＮＧＯがこ く さ い きょうりょく か い ぎ い い ん く わ ぼ き ん はいぶん い い ん かい せ っ ち けん こ く さ い こうりゅうきょうかい連携して、募金の有効活用を図ることができた。れんけい ぼ き ん ゆ う こ う かつよ う はか○ そこで、こうした経験から、ＮＧＯと県、（財）神奈川県国際交流協会等が連携して、「緊急援助けいけん けん ざい か な が わ け ん こ く さ い こうりゅうきょうかい と う れんけい きんきゅう え ん じ ょ委員会（仮称）」の制度をつくり、災害発生時に会議を招集して緊急援助のあり方や具体的な方法い い ん かい か し ょ う せ い ど さいがいはっせい じ か い ぎ しょうしゅう きんきゅうえ ん じ ょ かた ぐ た い て き ほ う ほ う等を調整する仕組みの構築を提言する。と う ちょうせい し く こ う ち く ていげんそして、この災害時緊急援助制度を設けるために、ＮＧＯと県、関係者等で構成する検討委員会さいがい じ きんきゅうえ ん じ ょ せ い ど も う けん かんけいしゃ と う こ う せい け ん と う い い ん かいを設けることを提案する。も う ていあんまた、実際の援助にあたっては、県の医療従事職員や建築技術職員等の派遣を行えるよう制度じ っ さ い え ん じ ょ けん い り ょ う じ ゅ う じ しょくいん け ん ち く ぎ じ ゅ つしょくいん と う は け ん おこな せい ど的な検討を進めるべきであろう。てき け ん と う すす○ さらに、災害発生時には、毛布などの物品が多く寄せられる場合があるが、ＮＧＯではそのためのさいがいはっせい じ も う ふ ぶっぴん おお よ ば あ い一時的な集積、保管、発送場所の確保が難しい。そこで、学校や公共施設などの空いているスペい ち じ て き しゅうせき ほ か ん は っそ う ば し ょ か く ほ むずか が っ こ う こうきょう し せ つ あースや施設を利用できるよう、ＮＧＯの参画により取り決めを策定する。し せ つ り よ う さ ん か く と き さ く て い
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③ 国際協力、国際理解に関する教育の促進について

こ く さ い きょうりょく こ く さ い り か い かん きょうい く そ く し ん
子どもたちの国際協力や国際理解に関する意識の啓発を図るため、国際理解に関する授提言１０ていげん こ こ く さ いきょうりょく こ く さ い り か い かん い し き けいはつ はか こ く さ い り か い かん じ ゅ業を拡充するとともに、授業プログラムづくりにＮＧＯや外国籍県民が参加し、さらに講師としぎょう かくじゅう じゅぎょう がい こ く せ き けんみん さ ん か こ う して学校教育現場へ派遣する仕組みをつくること。が っ こ うきょういく げ ん ば は け ん し く県・市町村職員、教職員を対象とした国際理解研修の充実を図るとともに、特に教職員に提言１１ていげん けん し ち ょ う そ んしょくいん きょうしょくいん たいしょう こ く さ い り か い けんしゅう じゅうじつ はか と く きょうしょくいんついては、費用の一部を負担するなどの方法により、ＮＧＯ等が実施するスタディツアーへのひ よ う い ち ぶ ふ た ん ほ うほ う と う じ っ し参加を促進すること。さ ん か そ く し ん

（理由・背景）り ゆ う はいけい○ 学習指導要領の改定により、２００２年から学校教育に「総合的な学習の時間」が導入され、学習がくしゅう し ど う ようりょう かいてい ねん が っ こ う きょういく そ う ご う て き がくしゅう じ か ん どうにゅう がくしゅう課題の４つの例示の一つに「国際理解」が掲げられている。しかし、学校現場の教師は、必ずしもか だ い れ い じ ひ と こ く さ い り か い かか が っ こ う げ ん ば き ょ う し かなら国際的な活動の経験を持つ訳ではなく、国際理解への取り組みや、教材開発、プログラムづくりにこ く さ い て き かつどう けいけん も わけ こ く さ い り か い と く きょうざいかいはつ苦慮している。く り ょ○ 一方、ＮＧＯは国際的な協力・交流の活動の中から、国際的視野と国際理解を培っている。まい っぽ う こ く さ い て き きょうりょく こうりゅう かつど う なか こ く さ い て き し や こ く さ い り か い つちかた、「市民社会の成熟」や「循環型社会の構築」には、子どもの頃からの体験と学習が重要であり、Ｎし み ん しゃかい せいじゅく じゅんかんがたしゃかい こ う ち く こ こ ろ たいけん がくしゅう じゅうようＧＯや外国籍県民とともに企画する授業は、非常に効果的であると考えている。がいこ く せ きけんみん き か く じ ゅぎょう ひ じ ょ う こ う か て き かんがしかし、ＮＧＯは教育の場において、その活動で得た知識や経験を生かす機会が十分でないといきょういく ば かつどう え ち し き けいけん い き か い じゅうぶんう現状がある。げんじょう○ そこで、国際理解教育の取り組みを拡充するとともに、学校現場をサポートするため、ＮＧＯや外こ く さ い り か い きょういく と く み かくじゅう が っ こ う げ ん ば がい国籍県民が授業プログラムづくりに参加し、学校への派遣をコーディネートする仕組みをつくり、そこ く せ き けんみん じゅぎょう さ ん か が っ こ う は け ん し くのための予算措置を行うことを要望する。よ さ ん そ ち おこな よ う ぼ う○ さらに、地域の国際化を進めるためには、県、市町村職員や教職員の国際理解が不可欠であり、ち い き こ く さ い か すす けん し ち ょ う そ んしょくいん きょうしょくいん こ く さ い り か い ふ か け つ研修、セミナー、講座等の充実を図るとともに、特に、子どもたにちに接する教職員については、国けんしゅう こ う ざ と う じゅうじつ はか と く こ せっ きょうしょくいん こ く際理解教育を真に理解するために補助制度を設け、ＮＧＯが実施するスタディーツアーに参加しさ い り か い きょういく し ん り か い ほ じ ょ せ い ど も う じ っ し さ ん かて、多様性を体感する努力が望まれる。た よ う せ い たいかん ど り ょ く のぞ
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２ 提言以外に協議された事項

て い げ ん い が い き ょ う ぎ じ こ う今回の最終提言の項目としては盛り込まれなかったが、会議で取り上げられ、今後、研究や検討をこんかい さいしゅうていげん こ う も く も こ か い ぎ と あ こ ん ご けんきゅう け ん と う進めていく必要があるものとして、次のような事項が示された。すす ひつよう つぎ じ こ う しめ
○ ＮＧＯと企業とのかかわりのあり方についてき ぎ ょ う かた○ ＮＧＯの基盤整備について（財源、会員制度、人材育成、情報管理、広報、法人格、社き ば ん せ い び ざいげん かいいん せ い ど じんざい い く せい じょうほう か ん り こ う ほ う ほ う じ ん か く し ゃ会的信用の確立など）かいてき し ん よ う か く り つ○ 特定非営利活動促進法の検証、ＮＰＯ法人格取得に伴うメリット・デメリットについてと く て い ひ え い り かつどう そ く し ん ほ う けんしょう ほ う じ ん か く し ゅ と く ともな○ 暮らしの中からの非核・平和についてく なか ひ か く へ い わ○ 友好交流、友好提携のあり方についてゆうこ うこ うり ゅう ゆ う こ う てい けい かた

＜第２期への検討に委ねられた事項＞だい き け ん と う ゆだ じ こ う○ＮＧＯと自治体とのパートナーシップ事業の具体化についてじ ち た い じ ぎ ょ う ぐ た い か○国際協力・環境税の導入についてこ く さ いきょうりょく かんきょうぜい どうにゅう
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３ 会議活動状況

か い ぎ か つ ど う じょうき ょう＜１９９８年＞ねん第１回ＮＧＯかながわ国際協力会議だい かい こ く さ いきょうりょく か い ぎ日 時：１１月２１日（土）１４：００～１７：００にち じ がつ にち ど場 所：地球市民かながわプラザば し ょ ち き ゅ う し み ん内 容：各委員自己紹介、正副委員長選出、今後の協議事項についてない よ う か く い い ん じ こ しょうかい せいふ く い い ん ちょうせんしゅつ こ ん ご き ょ う ぎ じ こ う＜１９９９年＞ねん●今後の協議事項についての意見交換会こ ん ご き ょ う ぎ じ こ う い け ん こ うかんかい日 時：１月１６日（土）１５：００～１７：３０に ち じ がつ にち ど場 所：かながわ県民活動サポートセンターば し ょ けんみんかつどう内 容：協議の方向性、協議事項の抽出、部会設置の可否等についてない よ う き ょ う ぎ ほ う こ うせい き ょ う ぎ じ こ う ちゅうしゅつ ぶ か い せ っ ち か ひ と う第２回ＮＧＯかながわ国際協力会議だい かい こ く さ いきょうりょく か い ぎ日 時：２月７日（日）１４：００～１７：００にち じ がつ にち にち場 所：地球市民かながわプラザば し ょ ち き ゅ う し み ん内 容：協議テーマの抽出、予備会議の設置、協議内容の広報についてない よ う き ょ う ぎ ちゅうしゅつ よ び か い ぎ せ っ ち き ょ う ぎ ない よ う こ う ほ う●予備会議（第１回）よ び か い ぎ だい かい日 時：３月１日（月）１８：３０～２１：００にち じ がつ にち げつ場 所：かながわ県民活動サポートセンターば し ょ けんみんかつどう内 容：各委員の協議テーマの分担等についてない よ う か く い い ん き ょ う ぎ ぶんたん と う●市民活動フェア’９９への展示参加し み ん かつどう て ん じ さ ん か日 時：３月１３日（土）、３月１４日（日）にち じ がつ にち ど がつ にち にち場 所：かながわ県民活動サポートセンターば し ょ けんみんかつどう目 的：ＮＧＯ会議を様々な市民活動団体にＰＲし、そこで得られた意見を今後のＮＧＯ会議のも く てき か い ぎ さ ま ざ ま し み ん かつどうだんたい え い け ん こ ん ご か い ぎ協議に反映させるため、会議の目的、協議状況等を展示するとともに、ニュースレターき ょ う ぎ はんえい か い ぎ も く て き き ょ う ぎ じょうきょう と う て ん じ等の配布を行った。と う は い ふ おこな●予備会議（第２回）よ び か い ぎ だい かい日 時：４月２日（金）１８：４５～２１：３０にち じ がつ にち きん場 所：かながわ県民活動サポートセンターば し ょ けんみんかつどう内 容：「市民社会の成熟」「ＮＧＯ間の連携と自立」についてない よ う し み ん しゃかい せいじゅく かん れんけい じ り つ●鎌倉市国際交流・協力団体連絡会（鎌倉市）か ま く ら し こ く さ い こうりゅう きょうりょくだんたいれん ら くかい か ま く ら し日 時：４月２３日（金）１８：３０～１９：３０にち じ がつ にち きん場 所：鎌倉市役所会議室ば し ょ か ま く ら し や く し ょ か い ぎ しつ目 的：ＮＧＯ会議の目的等を周知するとともに、今後予定しているオープン会議を含むＮＧＯも く てき か い ぎ も く て き と う し ゅ う ち こ ん ご よ て い か い ぎ ふ く会議への協力を依頼した。（委員長、事務局対応）か い ぎ きょうりょく い ら い い い ん ちょう じ む き ょ く た いお う
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●予備会議（第３回）よ び か い ぎ だい かい日 時：５月６日（木）１８：４５～２１：３０にち じ がつ にち も く場 所：かながわ県民活動サポートセンターば し ょ けんみんかつどう内 容：「ＮＧＯのファンダメンタル」「教育」「ＮＧＯと企業の連携」についてない よ う きょういく き ぎ ょ う れんけい●団体連絡会議（横須賀市国際交流協会）だんたいれ ん ら く か い ぎ よ こ す か し こ く さ い こうりゅうきょうかい日 時：５月１７日（月）１０：００～にち じ がつ にち げつ場 所：ヴェルクよこすかば し ょ目 的：ＮＧＯ会議の目的等を周知するとともに、今後予定しているオープン会議を含むＮＧＯも く てき か い ぎ も く て き と う し ゅ う ち こ ん ご よ て い か い ぎ ふ く会議への協力を依頼した。（横須賀市国際交流協会に対応を依頼）か い ぎ きょうりょく い ら い よ こ す か し こ く さ い こうりゅうきょうかい たいお う い ら い●民間交流団体連絡協議会（（財）川崎市国際交流協会）みんかんこうりゅうだんたいれ ん ら く き ょ う ぎかい ざい か わ さ き し こ く さ い こうりゅうきょうかい日 時：５月１８日（火）１８：３０～にち じ がつ にち か場 所：川崎市国際交流センターば し ょ か わ さ き し こ く さ い こうりゅう目 的：ＮＧＯ会議の目的等を周知するとともに、今後予定しているオープン会議を含むＮＧＯも く てき か い ぎ も く て き と う し ゅ う ち こ ん ご よ て い か い ぎ ふ く会議への協力を依頼した。（委員対応）か い ぎ きょうりょく い ら い い い ん たいおう第３回ＮＧＯかながわ国際協力会議だい かい こ く さ いきょうりょく か い ぎ日 時：５月２２日（土）１５：００～１８：００にち じ がつ にち ど場 所：地球市民かながわプラザば し ょ ち き ゅ う し み ん内 容：「ＮＧＯと行政の連携」、オープン会議についてない よ う ぎょうせい れんけい か い ぎ●予備会議（第４回）よ び か い ぎ だい かい日 時：６月２４日（木）１８：３０～２１：００にち じ がつ にち も く場 所：かながわ県民活動サポートセンターば し ょ けんみんかつどう内 容：オープン会議、中間報告に向けた協議テーマの再整理についてない よ う か い ぎ ちゅうかんほ う こ く む き ょ う ぎ さ い せ い り●予備会議（第５回）よ び か い ぎ だい かい日 時：７月２２日（木）１９：００～２２：００にち じ がつ にち も く場 所：かながわ県民活動サポートセンターば し ょ けんみんかつどう内 容：県の国際政策に関する提言についてない よ う けん こ く さ い せ い さ く かん ていげん●予備会議（第６回）よ び か い ぎ だい かい日 時：８月２６日（木）１８：４５～２２：００にち じ がつ にち も く場 所：かながわ県民活動サポートセンターば し ょ けんみんかつどう内 容：県の国際政策に関する提言についてない よ う けん こ く さ い せ い さ く かん ていげん第４回ＮＧＯかながわ国際協力会議だい かい こ く さ いきょうりょく か い ぎ日 時：９月１１日（土）１４：００～１７：００にち じ がつ にち ど場 所：地球市民かながわプラザば し ょ ち き ゅ う し み ん内 容：中間報告の取りまとめ、オープン会議についてない よ う ちゅうかんほ う こ く と か い ぎ
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第５回ＮＧＯかながわ国際協力会議（オープン会議）だい かい こ く さ いきょうりょく か い ぎ か い ぎ日 時：１１月１４日（日）１３：３０～１７：００にち じ がつ にち にち場 所：地球市民かながわプラザば し ょ ち き ゅ う し み ん内 容：中間報告、ＮＧＯ固有の問題、ＮＧＯと外国籍県民の問題に関する意見交換ない よ う ちゅうかんほ う こ く こ ゆ う もんだい がい こ く せ きけんみん もんだい かん い け ん こ うかん●予備会議（第７回）よ び か い ぎ だい かい日 時：１２月２日（木）１８：４５～２１：００にち じ がつ にち も く場 所：かながわ県民活動サポートセンターば し ょ けんみんかつどう内 容：「地球市民フェスタ２０００ ｉｎ ＯＤＡＷＡＲＡ」への参加についてない よ う ち き ゅ う し み ん さ ん か＜２０００年＞ねん●予備会議（第８回）よ び か い ぎ だい かい日 時：１月１７日（月）１８：４５～２１：００にち じ がつ にち げつ場 所：かながわ県民活動サポートセンターば し ょ けんみんかつどう内 容：「地球市民フェスタ２０００ ｉｎ ＯＤＡＷＡＲＡ」への参加についてない よ う ち き ゅ う し み ん さ ん か第６回ＮＧＯかながわ国際協力会議（合同会議）だい かい こ く さ いきょうりょく か い ぎ ご う ど う か い ぎ日 時：２月６日（日）１３：３０～１５：００にち じ がつ にち にち場 所：小田原市川東タウンセンター「マロニエ」ば し ょ お だ わ ら し せん と う内 容：小田原地域の外国籍住民、ＮＧＯの活動状況報告、ＮＧＯと自治体の連携のあり方、ない よ う お だ わ ら ち い き がい こ く せ き じゅうみん かつど うじょうきょうほ う こ く じ ち た い れんけい かた外国人の就労に関する問題について意見交換がい こ く じ ん しゅうろう かん もんだい い け ん こ うかん●予備会議（第９回）よ び か い ぎ だい かい日 時：３月７日（火）１８：４５～２２：００にち じ がつ にち か場 所：生活クラブ生協 オルタナティブ生活館ば し ょ せいかつ せいきょう せいかつかん内 容：今後の協議の進め方、部会の設置についてない よ う こ ん ご き ょ う ぎ すす かた ぶ か い せ っ ち第７回ＮＧＯかながわ国際協力会議だい かい こ く さ いきょうりょく か い ぎ日 時：４月２１日（土）１５：００～１８：００にち じ がつ にち ど場 所：地球市民かながわプラザば し ょ ち き ゅ う し み ん内 容：最終提言の取りまとめについてない よ う さいしゅうていげん と＊活動推進部会、国際協力部会の２部会を設置。（運営要領第４条）かつどうすいしん ぶ か い こ く さ いきょうりょく ぶ か い ぶ か い せ っ ち うんえいようりょうだい じょう■多文化教育研究会（第１回）た ぶ ん か きょういくけんきゅうかい だい かい日 時：５月３０日（火）９：３０～１２：００にち じ がつ にち か場 所：横浜合同庁舎ば し ょ よこはま ご う ど うちょうしゃ内 容：「在日外国人（主に韓国・朝鮮人）にかかわる教育の基本方針」の改定についてない よ う ざいにちが い こ く じ ん お も か ん こ く ちょうせんじん きょういく き ほ ん ほ う し ん かいてい＊運営要領第４条によりＮＧＯかながわ国際協力会議で設置し、外国籍県民かながわうん えいようりょうだい じょう こ く さ い きょうりょく か い ぎ せ っ ち がい こ く せ き けんみん会議委員、行政職員他が委員として参加。か い ぎ い い ん ぎょうせいしょくいんほか い い ん さ ん か
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第８回ＮＧＯかながわ国際協力会議だい かい こ く さ いきょうりょく か い ぎ日 時：６月１０日（土）１５：００～１８：００にち じ がつ にち ど場 所：地球市民かながわプラザば し ょ ち き ゅ う し み ん内 容：最終提言の取りまとめについてない よ う さいしゅうていげん と○かながわ国際政策懇話会との意見交換こ く さ い せ い さ く こ ん わ かい い け ん こ うかん日 時：６月１２日（月）１５：００～１６：３０にち じ がつ にち げつ場 所：かながわ県民センターば し ょ けんみん内 容：ＮＧＯかながわ国際協力会議の活動、最終提言の取りまとめに向けた検討内容についない よ う こ く さ いきょうりょく か い ぎ かつどう さいしゅうていげん と む け ん と う ない よ うて意見交換い け ん こ うかん■多文化教育研究会（第２回）た ぶ ん か きょういくけんきゅうかい だい かい日 時：６月２０日（火）１０：００～１２：３０にち じ がつ にち か場 所：かながわ県民センターば し ょ けんみん内 容：「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）にかかわる教育の基本方針」の改定についてない よ う ざいにちが い こ く じ ん し ゅ か ん こ く ちょうせんじん きょういく き ほ ん ほ う し ん かいてい第９回ＮＧＯかながわ国際協力会議だい かい こ く さ いきょうりょく か い ぎ日 時：７月８日（土）１５：００～１８：００にち じ がつ にち ど場 所：地球市民かながわプラザば し ょ ち き ゅ う し み ん内 容：最終提言の取りまとめについてない よ う さいしゅうていげん と■多文化教育研究会（第３回）た ぶ ん か きょういくけんきゅうかい だい かい日 時：７月２７日（木）１０：００～１２：３０にち じ がつ にち も く場 所：かながわ県民センターば し ょ けんみん内 容：「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）にかかわる教育の基本方針」の改定についてない よ う ざいにちが い こ く じ ん し ゅ か ん こ く ちょうせんじん きょういく き ほ ん ほ う し ん かいてい■多文化教育研究会（第４回）た ぶ ん か きょういくけんきゅうかい だい かい日 時：８月９日（水）１５：００～１７：００にち じ がつ にち すい場 所：かながわ県民センターば し ょ けんみん内 容：「在日外国人（主として韓国・朝鮮人）にかかわる教育の基本方針」の改定についてない よ う ざいにちが い こ く じ ん し ゅ か ん こ く ちょうせんじん きょういく き ほ ん ほ う し ん かいてい第１０回ＮＧＯかながわ国際協力会議だい かい こ く さ いきょうりょく か い ぎ日 時：９月９日（土）１４：００～１８：００にち じ がつ にち ど場 所：地球市民かながわプラザば し ょ ち き ゅ う し み ん内 容：最終提言の取りまとめついてない よ う さいしゅうていげん と
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４ 参考資料

さ ん こ う し り ょ う
（１） 外国人登録者数及び推移

が い こ く じ ん と う ろ く し ゃ す う お よ す い い
○外国人登録者数（１９９９年１２月末現在）

が い こ く じ ん と う ろ く し ゃ す う ねん がつ ま つ げ ん ざ い
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（２） 外国人登録者の状況の推移（神奈川県）

が い こ く じ ん と う ろ く し ゃ じょうきょう す い い か な が わ け ん９８９年 １９９９年 1989年を100とし１ ねん ねん ねんたときの1999年ねん登録者数（人） 構成比（％） 登録者数（人） 構成比（％） の指数と う ろ く し ゃ す う にん こ うせい ひ と う ろ く し ゃ す う にん こ うせい ひ し す う３２，５６０ ５０．６ ３２，９２７ ２８．３ １０１韓国・朝鮮かん こ く ちょうせん １１，９０１ １８．５ ２４，７６４ ２１．２ ２０８中 国ち ゅ う ご く ２，８９５ ４．５ １２，５４４ １０．８ ４３３ブラジル １，２５２ １．９ ６，７００ ５．７ ５３５ペルー ９９６ １．５ ２，６６７ ２．３ ２６８ベトナム ８５７ １．３ １，１５４ １．０ １３５カンボジア ５５３ ０．９ １，０１５ ０．９ １８４ラオス １３，３８１ ２０．８ ３４，７６４ ２９．８ ２６０その他そ の た ６４，３９５ １００．０ １１６，５３５ １００．０ １８１計けい国籍数：１１９カ国（１９８９年）→１５５カ国（１９９９年）こ く せ き す う か こ く ねん か こ く ねん
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（３） 外国籍児童・生徒の在籍状況の推移（神奈川県）

がい こ く せ き じ ど う せ い と ざ い せ きじょうきょう す い い か な が わ け ん９９１年 ２０００年 1991年を100とし１ ねん ねん ねんた時の2000年のと き ねん在籍者数（人） 構成比（％） 在籍者数（人） 構成比（％） 指数ざいせき しゃ す う にん こ うせい ひ ざいせき しゃ す う にん こ うせい ひ し す う２，２０９ ５１．１ １，４１１ ２４．５ ６４韓国・朝鮮かん こ く ちょうせん ７２４ １６．７ １，４３５ ２５．０ １９８中 国ち ゅ う ご く ４５９ １０．６ １，４４９ ２５．２ ３１６中南米諸国ちゅうなんべい し ょ こ く ６５２ １５．１ ７６８ １３．４ １１８ﾍﾞﾄﾅﾑ･ﾗｵｽ･ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ２８３ ６．５ ６８６ １１．９ ２４２その他た ４，３２７ １００．０ ５，７４９ １００．０ １３３計けい＊公立小・中学校、県立高等学校、盲・ろう・養護学校に在籍する児童・生徒の数こ う り つしょう ちゅうがっこう けんりつ こ う と う が っ こ う も う よ う ご が っ こ う ざいせき じ ど う せ い と す う
（４） 国際結婚率の推移 （全国の状況：厚生省実施「人口動態統計」から）

こ く さ い け っ こ ん り つ す い い ぜ ん こ く じょうきょう こ うせい し ょう じ っ し じ ん こ う ど う た い と う け い年 １９６８ １９７８ １９８８ １９９８ねん ０．５％ ０．７％ ２．４％ ３．８％国際結婚率こ く さ い け っこん り つ ４，７８４件 ６，２８０件 １６，８７２件 ２９，６３６件件 数けん す う けん けん けん けん※国際結婚率：全婚姻数に占める夫婦の一方が外国籍である婚姻件数の割合こ く さ い け っこ ん り つ ぜんこんいんす う し ふ う ふ い っぽ う がい こ く せ き こんいんけんすう わりあい☆神奈川県の状況：４．５％（国際結婚率） ２，７０３件（国際結婚件数）［１９９８年］か な が わ け ん じょうきょう こ く さ い け っこ ん り つ けん こ く さ い け っこ んけんすう ねん
（５） 第２次出入国管理基本計画（抄）

だ い じ しゅつにゅうこく か ん り き ほ ん け い か く しょう第Ⅲ章 出入国管理行政の主要な課題と今後の方針だい しょう しゅつにゅうこく か ん り ぎょうせい し ゅ よ う か だ い こ ん ご ほ う し ん１ 国際化と社会のニーズに応える外国人受入れの円滑な実現こ く さ い か しゃかい こ た が い こ く じ ん う け い えんかつ じつげん国際化の進展とともに、グローバリゼーションの時代を迎え･･･（中略）･･･これまでよりも更に積極こ く さ い か しんてん じ だ い むか ちゅうりゃく さ ら せっきょく的に、社会のニーズに応じた、あるいは今後の我が国の国際的な発展に寄与する、外国人の受入てき し ゃかい お う こ ん ご わ く に こ く さ い て き はってん き よ が い こ く じ ん う け いれを行っていく必要が一層高まっていくとみられる。･･･（中略）･･･国際ビジネスに従事する者の国おこな ひつよ う い っ そ うたか ちゅうりゃく こ く さ い じ ゅ う じ もの こ く際移動の円滑化など、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れに関しては、その推進に関さ い い ど う えんかつ か せんもんてき ぎ じ ゅ つて き ぶ ん や が い こ く じ ん ろ う ど う し ゃ う け い かん すいしん かんして内外の気運の高まりが認められる分野を中心として、国内における受入れのための条件及びないがい き う ん たか み と ぶ ん や ちゅうしん こ く な い う け い じょうけんおよ環境を確保しつつ、受入れの拡大について積極的に検討していくこととする。･･･ （中略） ･･･さらかんきょう か く ほ う け い か く だ い せっきょくてき け ん と う ちゅうりゃくに、中長期的には、今後の人口減少に伴い労働力不足の問題が生ずることが懸念されることからちゅうちょうき てき こ ん ご じ ん こ うげんしょう ともな ろ うどう り ょ く ぶ そ く もんだい しょう け ね ん今日でも、例えば、社会の高齢化に伴い一層必要となる介護労働の分野などにおいて、外国人労き ょ う た と し ゃかい こ うれい か ともな い っ そ う ひつよ う か い ご ろ う ど う ぶ ん や が い こ く じん ろ う働者の受入れを検討してはどうかとの意見がある。･･･（略）･･･ど う し ゃ う け い け ん と う い け ん りゃく
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（６） 在日外国人（主として韓国・朝鮮人）にかかわる教育の基本方針

ざ い に ち が い こ く じ ん し ゅ か ん こ く ちょうせん じ ん きょうい く き ほ ん ほ う し ん（１９９０年３月２３日 神奈川県教育委員会制定）ねん がつ にち か な が わ け ん きょういく い い ん かいせいていすべての人間は生まれながらにして自由で、かつ、尊厳と権利とについて平等である。これは人類普遍にんげん う じ ゆ う そんげん け ん り びょうどう じん るい ふ へんの原理であり、「世界人権宣言」及び日本国憲法や教育基本法の基底となっている理念である。１９７９年げ ん り せ か い じんけんせんげん およ に ほ ん こ く けんぽう きょういく き ほ ん ほ う き て い り ね ん ねん（昭和５４年）、我が国はこの「世界人権宣言」の精神の具体的な実現のため、国際連合で制定された「国し ょ う わ ねん わ く に せ か い じんけんせんげん せいしん ぐ た い て き じつげん こ く さ い れ ん ご う せいてい こ く際人権規約」を批准している。すべての人々が共に生き、共に発展していく社会を創造することは人類共さ い じ んけん き や く ひ じゅん ひ とび と と も い と も はってん し ゃかい そ う ぞ う じ んるいきょう通の願いであり、その実現に向かって教育の果たす役割は大きい。つ う ねが じつげん む きょういく は や く わ り おお神奈川県の教育は、個人の尊厳を重んじ、平和を愛し、心と身体の調和のとれた、健康で、人間性と創か な が わ け ん きょういく こ じ ん そんげん お も へ い わ あい こころ しんたい ち ょ う わ け ん こ う にんげんせい そ う造性豊かな人間の育成をめざしており、各市町村では、地域の特性を生かしたさまざまな教育が行われぞうせいゆた にんげん い くせい か く し ち ょ う そん ち い き と く せ い い きょういく おこなている。県教育委員会でも、「自然、人とのふれあい教育」、「福祉教育」、「国際理解教育」、「男女平等教けんきょういく い い ん かい し ぜ ん ひ と きょういく ふ く し きょういく こ く さ い り か い きょういく だ ん じ ょびょうどうきょう育」など神奈川の特色ある教育及び同和教育を推進してきた。い く か な が わ とくしょく きょういくおよ ど う わ きょういく すいしん国際理解教育については、１９８８年（昭和６３年）、国際理解教育研究協議会より、平和教育と「内なるこ く さ い り か い きょういく ねん し ょ う わ ねん こ く さ い り か い きょういくけんきゅうき ょ う ぎ かい へ い わ きょういく う ち民際外交」の視点から、国際理解教育を推進することが急務であり、行政の取り組みの方向として、在日みん さい がい こ う し て ん こ く さ い り か い きょういく すいしん き ゅ う む ぎょうせい と く ほ う こ う ざいにち外国人、とりわけ在日韓国・朝鮮人児童・生徒にかかわる教育についての基本となる考え方を明らかにすがい こ く じ ん ざいにち か ん こ く ちょうせんじん じ ど う せ い と きょういく き ほ ん かんが かた あきる必要があるという提言を受けた。ひつよう ていげん う本県には、約１２５か国、６万人［１９８９年（平成元年）６月３０日現在の外国人登録者］の外国人が県民ほんけん や く こ く まんにん ねん へいせいがんねん がつ にちげんざい が い こ く じ ん と う ろ く し ゃ が い こ く じ ん けんみんとして生活しており、このうちの約半数が韓国・朝鮮人である。せいかつ や くはんすう か ん こ く ちょうせんじんこの人たちの多くは、１９１０年（明治４３年）の韓国併合後の我が国の植民地政策等をはじめとする歴史ひ と おお ねん め い じ ねん か ん こ く へいご う ご わ く に し ょ く み ん ち せ い さ く と う れ き し的経緯及び第二次世界大戦後の南北に分断された母国の事情や生活基盤の喪失等によって、やむなくてき け い い およ だい に じ せ か い たいせん ご なんぼ く ぶんだん ぼ こ く じ じ ょ う せいかつ き ば ん そ う し つ と う日本で働き生活せざるを得なくなった人たちとその子孫である。に ほ ん はたら せいかつ え ひ と し そ んこのような経過のなかで、この人たちの人権は長い間軽視されてきた面があり、現在でも、教育、就労、け い か ひ と じんけん なが あいだ け い し めん げんざい きょういく しゅうろう福祉等において在日韓国・朝鮮人に対する厳しい差別や偏見が根強く残っている状況がある。そのたふ く し と う ざいに ち か ん こ く ちょうせん じん たい きび さ べ つ へんけん ね づ よ のこ じょうきょうめ、児童・生徒が学校や地域社会において、本名が名乗れないという実態もある。じ ど う せ い と が っ こ う ち い き しゃかい ほんみょう な の じ っ たい神奈川の子どもたちが多様な文化と個性を尊重し、たがいに認め合いながら、正しい認識のもとに、身か な が わ こ た よ う ぶ ん か こ せ い そんちょう みと あ ただ にん しき み近に存在する差別や偏見を克服していくことは、国際社会において、健全な国際人として認められ、よりよぢか そんざい さ べ つ へんけん こ く ふ く こ く さ い しゃかい けんぜん こ く さ い じ ん みとく生きていくためにも大切なことである。また、県内に居住する外国人が本名を名乗り、民族的自覚と誇りい たいせつ けんない きょじゅう が い こ く じ ん ほんみょう な の みんぞ く てき じ か く ほこをもって生きるとともに、県民として、共に住みよい神奈川の創造をめざすことのできる環境づくりも必要でい けんみん と も す か な が わ そ う ぞ う かんきょう ひつ よ うある。県教育委員会は、以上の認識に立って、学校・家庭・地域社会の協働のもとに、在日外国人にかかわけんきょういく い い ん かい い じ ょ う にん し き た が っ こ う か て い ち い き し ゃかい きょうどう ざいにち が い こ く じ んる教育を積極的に推進するため、次の基本的事項を定める。きょういく せっきょくてき すいしん つぎ き ほ ん てき じ こ う さ だ１ 学校教育では、人間尊重の精神を基盤にした国際理解教育を深め、正しい認識に立って差別や偏が っ こ う きょういく にんげんそんちょう せいしん き ば ん こ く さ い り か い きょういく ふか ただ にん し き た さ べ つ へん見を見抜く感性を養うとともに、差別や偏見を批判し排除しようとする勇気ある児童・生徒を育成する。けん み ぬ かんせい やしな さ べ つ へんけん ひ は ん は い じ ょ ゆ う き じ ど う せ い と い く せいまた、在日外国人児童・生徒に対しては本名が名乗れる教育環境をつくり、民族としての誇りをもち、ざいにちが い こ く じ ん じ ど う せ い と たい ほんみょう な の きょういくかんきょう みんぞ く ほこ自立できるよう支援する。じ り つ し え ん２ 社会教育では、差別や偏見を根絶し、共に生きることのできる国際社会の実現をめざし、指導者の啓し ゃかいきょういく さ べ つ へんけん こんぜつ と も い こ く さ い しゃかい じつげん し ど う し ゃ けい発・研修をはじめ、生涯学習の充実に努める。はつ けんしゅう しょうがいがくしゅう じゅうじつ つ と３ 教育行政では、在日外国人にかかわる教育に関する理解と認識を深めるため、学校教育及び社会教きょういくぎょうせい ざいにちが い こ く じ ん きょういく かん り か い にん しき ふか が っ こ う きょういくおよ しゃかいきょう育の充実を図るとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を進める。い く じゅうじつ はか き か い けいはつかつどう すす
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（７） ＮＧＯかながわ国際協力会議設置要綱

こ く さ い きょうりょく か い ぎ せ っ ち よ う こ う（設置目的）せ っ ち も く て き第１条 ＮＧＯの県政参加を推進し、県とＮＧＯとの連携の強化を図るとともに、県内ＮＧＯ間の連携の強だい じょう けんせい さ ん か すいしん けん れんけい き ょ う か はか けんない かん れんけい きょう化を進めることを目的として、ＮＧＯかながわ国際協力会議（以下「ＮＧＯ会議」という。）を設置する。か すす も く て き こ く さ いきょうりょく か い ぎ い か か い ぎ せ っ ち（所掌事務）し ょしょう じ む第２条 ＮＧＯ会議は、ＮＧＯとしての立場から、次に掲げる事項について協議を行い、知事に提言を行だい じょう か い ぎ た ち ば つぎ かか じ こ う き ょ う ぎ おこな ち じ ていげん おこなうものとする。（１） 県の国際政策に関すること。けん こ く さ い せ い さ く かん（２） 県とＮＧＯとの連携に関すること。けん れんけい かん（３） 県内ＮＧＯ間の連携に関すること。けんない かん れんけい かん（４） その他前条の目的を達成するために必要と認められる事項。た ぜんじょう も く て き たっせい ひつよ う みと じ こ う（構成等）こ うせい と う第３条 ＮＧＯ会議は、次のいずれにも該当する団体に所属する者で、所属団体の推薦を受けた者の中だい じょう か い ぎ つぎ がい と う だんたい し ょ ぞ く もの し ょ ぞ く だんたい すいせん う もの なかから、知事が委嘱する委員１０人以内で構成する。ち じ い し ょ く い い ん にん い な い こ うせい（１） 県の国際政策に関する分野である地域の国際化、国際交流、国際協力又は平和のいずれかのけん こ く さ い せ い さ く かん ぶ ん や ち い き こ く さ い か こ く さ い こうりゅう こ く さ い きょうりょくまた へ い わ分野で、非営利の公益活動を主な活動としている団体。ぶ ん や ひ え い り こ う え き かつどう お も かつどう だんたい（２） 県内に事務所のある団体、県内で活動する団体、又は会員の多数が県民である団体。けんない じ む し ょ だんたい けんない かつどう だんたい また かいいん た す う けんみん だんたい２ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。い い ん に ん き ねん ほ け つ い い ん に ん き ぜんにんしゃ ざ ん に ん き か ん３ 委員は、１期に限り再任されることができる。い い ん き かぎ さいにん４ 委員は、公募により選任することとし、その方法は別に定める。い い ん こ う ぼ せんにん ほ うほ う べつ さ だ（委員長及び副委員長）い い ん ちょうおよ ふ く い い ん ちょう第４条 ＮＧＯ会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。だい じょう か い ぎ い い ん ちょうおよ ふ く い い ん ちょう お い い ん ご せ ん さ だ２ 委員長は、ＮＧＯ会議を代表し、会務を総理する。い い ん ちょう か い ぎ だいひょう か い む そ う り３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務をふ く い い ん ちょう い い ん ちょう ほ さ い い ん ちょう じ こ また い い ん ちょう か し ょ く む代理する。だ い り（運営等）うん えい と う第５条 ＮＧＯ会議は、委員長が招集する。だい じょう か い ぎ い い ん ちょう しょうしゅう２ ＮＧＯ会議は、委員の自主的な運営により、行われるものとする。か い ぎ い い ん じ し ゅ て き うんえい おこな３ ＮＧＯ会議は、原則として公開とする。ただし、ＮＧＯ会議の決定により、会議の全部又は一部を非公か い ぎ げんそ く こ う かい か い ぎ け ってい か い ぎ ぜ ん ぶ また い ち ぶ ひ こ う開とすることができる。かい４ 委員長は、２年間の任期中の協議をまとめて、知事に報告及び提言を行う。い い ん ちょう ねんかん に ん き なか き ょ う ぎ ち じ ほ う こ く およ ていげん おこな
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（委員の責務）い い ん せ き む第６条 委員は、第１条に定める設置目的のために職務を遂行し、自らが属している団体の利益のみをだい じょう い い ん だい じょう さ だ せ っ ち も く て き し ょ く む す い こ う みずか ぞ く だんたい り え き追求するものではない。ついきゅう２ 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。い い ん しょくむじ ょう し え ひ み つ も しょく しりぞ あ と ど う よ う（推進体制）すいしんたいせい第７条 知事は、第５条第４項の規定による報告及び提言を受けたときは、これを公表する。だい じょう ち じ だい じょうだい こ う き て い ほ う こ く およ ていげん う こうひょう２ 知事及びその他の執行機関は、ＮＧＯ会議の運営に関し協力するよう努めるとともに、ＮＧＯ会議の報ち じ およ た し っ こ う き か ん か い ぎ うんえい かん きょうりょく つ と か い ぎ ほ う告及び提言をできる限り尊重する。こ く およ ていげん かぎ そんちょう３ ＮＧＯ会議は、その協議のために必要と認めるときは、関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出か い ぎ き ょ う ぎ ひつよ う みと かんけいしゃ し り ょ う ていしゅつ も と また かんけいしゃ しゅっ席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。知事及びその他の執行機関は可能な限り、ＮＧＯせき も と せつめい も い け ん き ち じ およ た し っ こ う き か ん か の う かぎ会議の要請に対応するものとする。か い ぎ ようせい たいおう４ 知事及びその他の執行機関は、ＮＧＯ会議の運営並びにその報告及び提言の施策化について、市ち じ およ た し っ こ う き か ん か い ぎ うんえい な ら ほ う こ く およ ていげん し さ く か し町村に協力を求め、その連携に努めるものとする。ちょうそん きょうりょく も と れんけい つ と（庶務）し ょ む第８条 ＮＧＯ会議の庶務は、県民部国際課において処理する。だい じょう か い ぎ し ょ む けんみん ぶ こ く さ い か し ょ り（補則）ほ そ く第９条 この要綱に定めるもののほか、ＮＧＯ会議の運営について必要な事項は別に定める。だい じょう よ う こ う さ だ か い ぎ うんえい ひつよう じ こ う べつ さ だ附 則ふ そ くこの要綱は、平成１０年４月１日から施行する。よ う こ う へいせい ねん がつ にち し こ う附 則ふ そ くこの要綱は、平成１１年６月１日から施行する。よ う こ う へいせい ねん がつ にち し こ う
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（８） ＮＧＯかながわ国際協力会議運営要領

こ く さ い きょうりょく か い ぎ う ん え い よう り ょう（趣旨）し ゅ し第１条 この要領は、ＮＧＯかながわ国際協力会議設置要綱第９条の規定に基づき、ＮＧＯかながわ国際だい じょう ようりょう こ く さ いきょうりょく か い ぎ せ っ ち よ う こ う だい じょう き て い も と こ く さ い協力会議（以下「ＮＧＯ会議」という。）の運営について必要な事項を定める。きょうりょく か い ぎ い か か い ぎ うんえい ひつよ う じ こ う さ だ（開催等）かいさい と う第２条 ＮＧＯ会議の開催回数は、１年に８回程度とする。だい じょう か い ぎ かいさいかいすう ねん かい て い ど２ ＮＧＯ会議の開会、閉会、休憩等は、委員長が宣言する。か い ぎ かいかい へいかい きゅうけいと う い い ん ちょう せんげん３ 委員の代理出席は、原則として認めない。ただし、ＮＧＯ会議の決定により、やむを得ないと認められい い ん だ い り しゅっせき げん そ く みと か い ぎ け ってい え みとる場合はこの限りではない。ば あ い かぎ（傍聴）ぼうちょう第３条 ＮＧＯ会議を傍聴しようとする者は、ＮＧＯ会議当日に、住所及び氏名を傍聴者名簿に記入するだい じょう か い ぎ ぼうちょう もの か い ぎ と う じ つ じゅうしょおよ し め い ぼうちょう し ゃ め い ぼ き に ゅ うものとする。２ 傍聴人がＮＧＯ会議を妨害するときは、委員長はこれを制止し、その指示に従わないときは、これを退ぼうちょうにん か い ぎ ぼうがい い い ん ちょう せ い し し じ したが たい場させることができる。じょう（部会）ぶ か い第４条 ＮＧＯ会議には、部会を置くことができる。だい じょう か い ぎ ぶ か い お２ 部会は、委員長がＮＧＯ会議に諮って設置する。ぶ か い い い ん ちょう か い ぎ はか せ っ ち３ 部会長は、当該部会に属する委員の互選により定め、その部会の事務を統括し、部会の審議経過及ぶ か い ちょう と う がい ぶ か い ぞ く い い ん ご せ ん さ だ ぶ か い じ む と うかつ ぶ か い し ん ぎ け い か および結果を委員長に報告する。け っ か い い ん ちょう ほ う こ く（県内ＮＧＯ等との連携）けんない と う れんけい第５条 ＮＧＯ会議の運営にあたっては、協議内容等について、積極的に県内ＮＧＯに周知するとともだい じょう か い ぎ うん えい き ょ う ぎ な い よ う と う せっきょくてき けんない し ゅ う ちに、必要に応じて県内ＮＧＯとの意見交換及び意見集約を行うフォ－ラムやシンポジウムを開催して幅ひ つよ う お う けんない い け ん こ うかんおよ い け ん しゅうやく おこな かいさい はば広い意見の集約に努める。ひろ い け ん しゅうやく つ と２ ＮＧＯ会議の運営にあたっては、別に定める外国籍県民かながわ会議、かながわ国際政策推進懇話か い ぎ うんえい べつ さ だ が い こ く せきけんみん か い ぎ こ く さ い せ い さ く すいしん こ ん わ会等との協力・連携を図る。かい と う きょうりょく れんけい はか３ ＮＧＯ会議の庶務については、財団法人神奈川県国際交流協会と協力して行う。か い ぎ し ょ む ざいだんほ う じ ん か な が わ け ん こ く さ い こうりゅうきょうかい きょうりょく おこな（解嘱の申出）かいしょく も う し で第６条 委員長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、知事に委員の解嘱を申し出ることがだい じょう い い ん ちょう い い ん つぎ か く ご う が い と う ち じ い い ん かいしょく も う でできる。（１） 自己の都合により辞職の意思を表明したとき。じ こ つ ご う じ し ょ く い し ひょうめい
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（２） 心身の故障その他の事由により職務の遂行に堪えないと認められるとき。し ん し ん こ し ょ う た じ ゆ う し ょ く む す い こ う た みと（３） 委員の所属している団体が、ＮＧＯかながわ国際協力会議設置要綱第３条第１項の要件に該当い い ん し ょ ぞ く だんたい こ く さ い きょうりょく か い ぎ せ っ ち よ う こ う だい じょうだい こ う よ う けん が い と うしなくなったとき又は委員が所属団体の構成員でなくなったとき。また い い ん し ょ ぞ く だんたい こ うせいいん（４） 職務上の義務違反があるとき。しょ くむ じょう ぎ む い は ん（補充の申出）ほ じ ゅ う も う し で第７条 委員に欠員が生じた場合、委員長はＮＧＯ会議に諮って、その補充を知事に申し出ることができだい じょう い い ん けついん しょう ば あ い い い ん ちょう か い ぎ はか ほ じ ゅ う ち じ も う でる。（委任）い に ん第８条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長がＮＧＯ会議に諮って定める。だい じょう ようりょう さ だ ひつよ う じ こ う い い ん ちょう か い ぎ はか さだ附 則ふ そ く１ この要領は、平成１０年１１月２１日から施行する。ようりょう へいせい ねん がつ にち し こ う２ 平成１０年度のＮＧＯ会議の開催については、第２条第１項中「４回程度」とあるのは、「２回程度」とへいせい ね ん ど か い ぎ かいさい だい じょうだい こ う なか かい て い ど かい て い どする。附 則ふ そ くこの要領は、平成１２年４月１日から施行する。ようりょう へいせい ねん がつ にち し こ う
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５ 委員名簿

い い ん め い ぼ
氏 名 所 属 団 体 （ 所 属 部 会 ）し めい し ょ ぞ く だん たい し ょ ぞ く ぶ か い（活動推進部会）◎ 佐藤 一子 プルトニウムフリー・コミュニケーション神奈川さ と う か ず こ か な が わ かつどうすいしん ぶ か い（国際協力部会）○ 岡山 嘉成 青年海外協力隊神奈川県ＯＢ会おかやま よしなり せいねんかいがいきょうりょくたい か な が わ け ん かい こ く さ いきょうりょくぶ か い（活動推進部会）有泉 恵子 かながわ女のスペース”みずら”ありいずみ けいこ おんな かつどうすいしん ぶ か い（活動推進部会部会長）小倉 敬子 ＬＥＴ’Ｓ国際ボランティア交流会お ぐ ら け い こ こ く さ い こうりゅうかい かつどうすいしん ぶ か い ぶ か いちょう北村眞佐子 ソナの会 、（活動推進部会）き た む ら ま さ こ かい かつどうすいしん ぶ か い（多文化教育研究会議長）た ぶ ん かきょういくけんきゅうか い ぎちょう（国際協力部会部会長）武中 秀允 草の根援助運動たけなか よしみつ く さ の ね えん じ ょ う ん ど う こ く さ いきょうりょくぶ か い ぶ か いちょう（国際協力部会）横川 芳江 特定非営利活動法人 地球の木よ こ か わ よ し え と く て い ひ え い り かつどうほ う じ ん ち き ゅ う き こ く さ いきょうりょくぶ か い（活動推進部会）ワスナニ・モニカ・孝子 マジカル・チャイルド・クラブた か こ かつどうすいしん ぶ か い鳥沢 光代 カベラ日本語の会 （１９９９年５月２２日 退任）と り さ わ み つ よ に ほ ん ご かい ねん がつ にち たいにん河田 隆弘 サヘルの会神奈川支部 （１９９９年１１月１４日 退任）か わ た た か ひ ろ かい か な が わ し ぶ ねん がつ にち たいにん武井 士魂 鎌倉ユネスコ協会 （２０００年４月２２日 退任）た け い し こ ん か ま く ら きょうかい ねん がつ にち たいにん◎=委員長 ○=副委員長 （多文化教育研究会には全員が参加）い い ん ちょう ふ く い い ん ちょう た ぶ ん か きょういくけんきゅうかい ぜんいん さ ん か

事 務 局からのお知らせ

じ む きょく しこの最終報告に関するご意見をお待ちしております。事務局までご連絡ください。さいしゅうほうこく かん い け ん ま じ む き ょ く れんらく＜ＮＧＯかながわ国際協力会議事務局＞こ く さいきょうりょくか い ぎ じ む き ょ く神奈川県県民部国際課 〒２３１－８５８８ 横浜市中区日本大通１か な が わ け んけんみん ぶ こくさい か よ こ は ま し な か く に ほ んおおどおりＴＥＬ：０４５－２１０－１１１１ 内線３７４８～３７５０ ＦＡＸ：０４５－２１２－２７５３ないせんE-mail：kokusai＠pref.kanagawa.jp＜神奈川県の国際政策のホームページ＞か な が わ け ん こ くさいせいさくhttp://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokusai/seisaku/seisaku.htm（「新着情報・お知らせ」で会議の議事録がご覧になれます。）しんちゃくじょうほう し か い ぎ ぎ じ ろ く らん


