
 

 

 

 

 

 

 

丹波市
た ん ば し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 

（案
あん

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和
れ い わ

７年
ねん

（2025年
ねん

）１月
がつ

 

丹
たん

 波
ば

 市
し

 
 

 

【資料
しりょう

４】 
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第
だい

1章
しょう

  丹波市
た ん ば し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の策定
さくてい

にあたって 

１  基本
き ほ ん

方針
ほうしん

策定
さくてい

の背景
はいけい

・趣旨
し ゅ し

 

２  基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の位
い

置
ち

づけ 

３  基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の策定
さくてい

方法
ほうほう

 

第
だい

2章
しょう

  外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を取
と

り巻
ま

く現状
げんじょう

 

１  外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の状 況
じょうきょう

 

２  現状
げんじょう

の課題
か だ い

 

第
だい

3章
しょう

  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

１  基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（めざす姿
すがた

） 

2  取組
とりくみ

方針
ほうしん

 

３  施策
し さ く

の体系
たいけい

 

第
だい

4章
しょう

  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた施策
し さ く

 

１  人権
じんけん

の尊重
そんちょう

 

（１）人権
じんけん

啓発
けいはつ

・人権
じんけん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

２  生活
せいかつ

支援
し え ん

 

（１）生活
せいかつ

に関
かん

する相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

（２）やさしい日本語
に ほ ん ご

や多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

発信
はっしん

 

（３）働
はたら

きやすい労働
ろうどう

環
かん

境
きょう

づくり 

（４）住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

のための支援
し え ん

 

（５）ニーズに応
おう

じた教育
きょういく

の推進
すいしん

 

（６）福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、子
こ

育
そだ

てにおける支援
し え ん

 

（７）緊急
きんきゅう

時
じ

・災害
さいがい

時
じ

と災害
さいがい

に備
そな

えるための支援
し え ん

 

３  コミュニケーション支援
し え ん

 

（１）通訳
つうやく

などによるコミュニケーション支援
し え ん

 

（２）やさしい日本語
に ほ ん ご

の普及
ふきゅう

と活用
かつよう

促進
そくしん

 

（３）日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

目
もく

  次
じ
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４  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の地
ち

域
いき

づくり 

（１）多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

を深
ふか

めるための啓発
けいはつ

 

（２）地域
ち い き

との交流
こうりゅう

の場
ば

づくり 

（３）地域
ち い き

社会
しゃかい

やまちづくりへの参画
さんかく

促進
そくしん

 

  

第
だい

5章
しょう

  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた施策
し さ く

の推進
すいしん

 

１  推進
すいしん

体制
たいせい

 

２  市民
し み ん

、関係
かんけい

機関
き か ん

、団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

と協働
きょうどう

 

 

【資
し

 料
りょう

】 

  資料
しりょう

１  在留
ざいりゅう

資格
し か く

一覧表
いちらんひょう

 

  資料
しりょう

２  丹波市
た ん ば し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

懇話会
こんわかい

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

 

  資料
しりょう

３  丹波市
た ん ば し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

懇話会
こんわかい

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

  資料
しりょう

４  用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

 

 

 

 

「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

」の定義
て い ぎ

 

 国籍
こくせき

や民族
みんぞく

などの異
こと

なる人々
ひとびと

が、互
たが

いの文化的
ぶんかてき

ちがいを認
みと

め合
あ

い、対等
たいとう

な関係
かんけい

を築
きず

こう

としながら、地域
ち い き

社会
しゃかい

の構
こう

成員
せいいん

として共
とも

に生
い

きていくこと。 

（総務省
そうむしょう

：「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

に関
かん

する研究会
けんきゅうかい

報告書
ほうこくしょ

」から） 

 

「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

」の定義
て い ぎ

 

 本基本
ほんきほん

方針
ほうしん

で用
もち

いている「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

」は、国籍
こくせき

が日本
に ほ ん

であっても、外国
がいこく

にルーツを持
も

ち、言葉
こ と ば

や文化
ぶ ん か

などが日本
に ほ ん

と異
こと

なる方
かた

も含
ふく

めています。 
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第
だい

1章
しょう

  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の策定
さくてい

にあたって  

１  基本
き ほ ん

方針
ほうしん

策定
さくてい

の背景
はいけい

と趣旨
し ゅ し

 

平成
へいせい

２年
ねん

（1990年
ねん

）の「出入国
しゅつにゅうこく

管理
か ん り

及
およ

び難民
なんみん

認定法
にんていほう

（入管法
にゅうかんほう

）」の改正
かいせい

以降
い こ う

、日系人
にっけいじん

の入国
にゅうこく

が容易
よ う い

となり、グローバル化
か

の進展
しんてん

と人
ひと

の国際
こくさい

移動
い ど う

が活発化
かっぱつか

する中
ちゅう

、外国人
がいこくじん

の定住化
ていじゅうか

が進
すす

み、

日本
に ほ ん

で生活
せいかつ

する在留
ざいりゅう

外国人
がいこくじん

は増加
ぞ う か

しています。令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）１２月
がつ

末
まつ

では、およそ３４１

万
まん

人
にん

の外国人
がいこくじん

が日本
に ほ ん

に滞
たい

在
ざい

しています。 

 

平成
へいせい

31年
ねん

（2019年
ねん

）４月
がつ

には、深刻化
し ん こ くか

する人手
ひ と で

不足
ぶ そ く

に対応
たいおう

するため、生産性
せいさんせい

向上
こうじょう

や国内
こくない

人材
じんざい

の確保
か く ほ

のための取組
とりくみ

を行
おこな

っても人材
じんざい

を確保
か く ほ

することがなお困難
こんなん

な状 況
じょうきょう

にある産業上
さんぎょうじょう

の分野
ぶ ん や

において、一定
いってい

の専門性
せんもんせい

・技能
ぎ の う

を有
ゆう

し、即戦力
そくせんりょく

となる外国人
がいこくじん

を受
う

け入
い

れていく仕
し

組
く

みを構築
こうちく

する

ための在留
ざいりゅう

資格
し か く

「特定
とくてい

技能
ぎ の う

」が創設
そうせつ

されました。また、熟練
じゅくれん

した技能
ぎ の う

を要
よう

する特定
とくてい

技能
ぎ の う

２号
ごう

につ

いては、特定
とくてい

技能
ぎ の う

１号
ごう

の 12 の特定
とくてい

産業
さんぎょう

分野
ぶ ん や

のうち、建設
けんせつ

分野
ぶ ん や

及
およ

び造船
ぞうせん

・舶用
はくよう

工業
こうぎょう

分野
ぶ ん や

の溶接
ようせつ

区分
く ぶ ん

のみが対象
たいしょう

となっていましたが、特定
とくてい

技能
ぎ の う

の在留
ざいりゅう

資格
し か く

に係
かか

る制度
せ い ど

の運用
うんよう

方針
ほうしん

（分野
ぶ ん や

別
べつ

運用
うんよう

方針
ほうしん

）の変更
へんこう

が行
おこな

われ、令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）８月
がつ

から、特定
とくてい

技能
ぎ の う

１号
ごう

の 12の特定
とくてい

産業
さんぎょう

分野
ぶ ん や

のう

ち介護
か い ご

分野
ぶ ん や

以外
い が い

の全
すべ

ての特定
とくてい

産業
さんぎょう

分野
ぶ ん や

において、特定
とくてい

技能
ぎ の う

２号
ごう

の受
うけ

入
い

れが可能
か の う

となりました。 

さらに、令和
れ い わ

６年
ねん

（2024年
ねん

）６月
がつ

には、技能
ぎ の う

実習
じっしゅう

に代
か

わる新
あら

たな在留
ざいりゅう

資格
し か く

として、「育成
いくせい

就労
しゅうろう

」

を創設
そうせつ

することなどを盛
も

り込
こ

んだ法律
ほうりつ

が成立
せいりつ

しました。 

こうした中
なか

、国
くに

においては外国
がいこく

人材
じんざい

の更
さら

なる受入
うけいれ

に向
む

けた環境
かんきょう

整備
せ い び

を進
すす

め、令和
れ い わ

元年
がんねん

（2019年
ねん

）６月
がつ

に「日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」を施行
し こ う

、令和
れ い わ

２年
ねん

（2020年
ねん

）９月
がつ

には

「地域
ち い き

における多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

プラン」を改訂
かいてい

し、地域
ち い き

において多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を推進
すいしん

するための



 

- 2 - 

新
あら

たな方向性
ほうこうせい

を示
しめ

しました。 

兵庫県
ひょうごけん

では、平成
へいせい

27年
ねん

（2015年
ねん

）に県民
けんみん

の相互
そ う ご

理解
り か い

を促進
そくしん

し、ともに支
ささ

え合
あ

う多文化
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
め

指
ざ

し「ひょうご多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

指針
し し ん

」を策定
さくてい

し、令和
れ い わ

3年
ねん

(2021 年
とし

)には、

在留
ざいりゅう

外国人
がいこくじん

の増加
ぞ う か

や多国籍化
た こ く せ き か

、各産業
かくさんぎょう

において高
たか

まる外国
がいこく

人材
じんざい

の重要性
じゅうようせい

等
とう

、新
あら

たな課題
か だ い

への

対応
たいおう

と、より一
いっ

層
そう

の内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、同指針
どう し し ん

を改定
かいてい

しました。 

 

本市
ほ ん し

においても外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、平成
へいせい

26年
ねん

（2014年
ねん

）３月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

で 641人
にん

であった外
がい

国籍
こくせき

の市民
し み ん

が、令和
れ い わ

６年
ねん

（2024年
ねん

）３月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

では 1,276人
にん

と、10年
ねん

間
あいだ

で約
やく

２倍
ばい

に増
ふ

えている状 況
じょうきょう

にあります。外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の増加
ぞ う か

、定住化
ていじゅうか

に伴
ともな

い、地域
ち い き

、学校
がっこう

、職場
しょくば

など様々
さまざま

な場所
ば し ょ

で課題
か だ い

が顕在化
けんざいか

しており、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を一時的
いちじてき

な滞在者
たいざいしゃ

としてではなく、「生活者
せいかつしゃ

」として

認識
にんしき

する視点
し て ん

が必要
ひつよう

となっています。 

このような状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、様々
さまざま

な文化
ぶ ん か

や多様性
たようせい

を認
みと

め合
あ

いながら、同
おな

じ地域
ち い き

の一員
いちいん

としてお

互
たが

いを尊重
そんちょう

し、誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮
く

らすことができるよう、また、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が地域
ち い き

社会
しゃかい

に参画
さんかく

し、

多様
た よ う

な担
にな

い手
て

として活躍
かつやく

できる多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するための取組
とりくみ

を推進
すいしん

するため、

「丹波市
た ん ば し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」を策定
さくてい

します。 

 

２  基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の位
い

置
ち

づけ・期間
き か ん

 

  本基本
ほんきほん

方針
ほうしん

は、「丹波市
た ん ば し

自治
じ ち

基本
き ほ ん

条例
じょうれい

」の理念
り ね ん

に基
もと

づき、「丹波市
た ん ば し

総合
そうごう

計画
けいかく

」を上位
じょうい

計画
けいかく

とし

て、本市
ほ ん し

における多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

に多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

を明
あき

らかにしたものです。 
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  「丹波市
た ん ば し

人権
じんけん

施策
し さ く

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」や各種
かくしゅ

個別
こ べ つ

計画
けいかく

との整合性
せいごうせい

を測
はか

り、国
くに

の「地域
ち い き

における多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

プラン」や県
けん

の「ひょうご多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

指針
し し ん

」等
とう

を踏
ふ

まえて策定
さくてい

し、多様性
たようせい

と

包摂性
ほうせつせい

のある社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた「持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

（SDGｓ）」の達成
たっせい

に向
む

けた取組
とりくみ

を

推進
すいしん

するとともに、誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮
く

らすことができる多文化
た ぶ ん か

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

します。 

  また、本基本
ほんきほん

方針
ほうしん

は、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

に大
おお

きな変化
へ ん か

があり、方針
ほうしん

を改定
かいてい

しなければならない事情
じじょう

が

生
しょう

じた場合
ば あ い

に必要
ひつよう

に応
おう

じて見
み

直
なお

しを行
おこな

うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域における多文化共生推進プラン 

国 

ひょうご多文化共生社会推進指針 

県 

丹波市人権施策基本方針 

 

丹波市総合計画 

丹波市多文化共生推進基本方針 

その他関連計画 

整合 

整合 

整合 
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３  基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の策定
さくてい

方法
ほうほう

 

（１）「丹波市
た ん ば し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

懇話会
こんわかい

」・「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

庁内
ちょうない

検討
けんとう

会議
か い ぎ

」の設置
せ っ ち

 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

や外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と関
かか

わりのある関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

を委員
い い ん

とし、構成
こうせい

する「丹波市
た ん ば し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

懇話会
こんわかい

」を設置
せ っ ち

し、本基本
ほんきほん

方針
ほうしん

を策定
さくてい

するにあたって様々
さまざま

な意見
い け ん

を取
と

り入
い

れています。 

また、市
し

役所
やくしょ

庁内
ちょうない

において、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた施策
し さ く

を検討
けんとう

するとともに、その

円滑
えんかつ

な推進
すいしん

を図
はか

るため、「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

庁内
ちょうない

検討
けんとう

会議
か い ぎ

」を設置
せ っ ち

しました。 

   

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

庁内
ちょうない

検討
けんとう

会議
か い ぎ

            丹波市
た ん ば し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

懇話会
こんわかい

 

（２）多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

等
とう

の実施
じ っ し

 

本基本
ほんきほん

方針
ほうしん

の策定
さくてい

や外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の受入
うけいれ

環境
かんきょう

整備
せ い び

等
とう

に生
い

かすことを目的
もくてき

に、次
つぎ

のとおり、

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

、市内
し な い

の事業所
じぎょうしょ

、自治会
じ ち か い

などを対象
たいしょう

にアンケート調査
ちょうさ

等
とう

を実施
じ っ し

しました。 

名
めい

 称
しょう

 期
き

 間
かん

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する事業所
じぎょうしょ

アンケート調査
ちょうさ

 令和
れ い わ

５年
ねん

（２０２３年
ねん

）１０月
げつ

～１１月
がつ

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

 令和
れ い わ

５年
ねん

（２０２３年
ねん

）１１月
げつ

～１２月
がつ

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する外国人
がいこくじん

市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

 令和
れ い わ

５年
ねん

（２０２３年
ねん

）１２月
がつ

～令和
れ い わ

６年
ねん

（２０２４年
ねん

）２月
がつ

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する外国人
がいこくじん

市民
し み ん

ヒアリング調査
ちょうさ

 令和
れ い わ

５年
ねん

（２０２３年
ねん

）１２月
がつ

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する自治会
じ ち か い

アンケート調査
ちょうさ

 令和
れ い わ

６年
ねん

（２０２４年
ねん

）２月
がつ

 

こどもを対象
たいしょう

とした多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

 令和
れ い わ

６年
ねん

（２０２４年
ねん

）６月
げつ

～７月
がつ

 

上記
じょうき

アンケート調査
ちょうさ

等
とう

の結果
け っ か

は、右
みぎ

の二次元
に じ げ ん

コード（市
し

の HP）からご確
かく

認
にん

ください 
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（３）パブリックコメントの実施
じ っ し

 

策定
さくてい

した基本
き ほ ん

方針
ほうしん

案
あん

について、パブリックコメントを実施
じ っ し

し、広
ひろ

く市民
し み ん

の意見
い け ん

を反映
はんえい

した基本
き ほ ん

方針
ほうしん

となるようパブリックコメントを実施
じ っ し

しました。 

  



 

- 6 - 

第
だい

2章
しょう

  外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を取
と

り巻
ま

く現状
げんじょう

  

１  外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の状 況
じょうきょう

 

（１）外
がい

国籍
こくせき

の市民数
し み んすう

・割合
わりあい

 

令和
れ い わ

６年
ねん

３月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

の外
がい

国籍
こくせき

の市民数
し み んすう

は1,276人
にん

で、市民
し み ん

全体
ぜんたい

（60,581人
にん

）の2.1％を占
し

め

ており、10年
ねん

前
まえ

の平成
へいせい

26年
ねん

３月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

と比
くら

べると、約
やく

２倍
ばい

の人数
にんずう

となっています。 

また、新型
しんがた

コロナウイルスの影響
えいきょう

により、令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

末
まつ

から令和
れ い わ

４年
ねん

３月
がつ

末
まつ

では、一度
い ち ど

減少
げんしょう

傾向
けいこう

となりましたが、以降
い こ う

は人数
にんずう

、比率
ひ り つ

ともに増加
ぞ う か

しています。 

図
ず

１ 外
がい

国籍
こくせき

の市民数
し み んすう

・割合
わりあい

の推移
す い い

（住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

から） 

 

 

（２）男女
だんじょ

別
べつ

・年齢
ねんれい

別
べつ

の人数
にんずう

 

 男女
だんじょ

別
べつ

にみると、男性
だんせい

が 712人
にん

、女性
じょせい

が 564人
にん

となっています。年齢
ねんれい

別
べつ

では 20歳
さい

代
だい

が

550人
にん

で最
もっと

も多
おお

くなっており、全体
ぜんたい

の 43％を占
し

めています。次
つぎ

に 30歳
さい

代
だい

、40歳
さい

代
だい

が続
つづ

い

ています。 

 

 

 

 



 

- 7 - 

図
ず

２ 令和
れ い わ

６年
ねん

３月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

の男女
だんじょ

別
べつ

年齢
ねんれい

別
べつ

の外
がい

国籍
こくせき

の市民数
し み んすう

（住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

から） 

 

 

（２）国籍
こくせき

別
べつ

の人数
にんずう

 

 令和
れ い わ

６年
ねん

３月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

で、35 カ国
こく

、1,276人
にん

の外
がい

国籍
こくせき

の市民
し み ん

が暮
く

らしています。国籍
こくせき

別
べつ

でみる

と、ベトナム、フィリピン、中国
ちゅうごく

の順
じゅん

で多
おお

く、最
もっと

も多
おお

いベトナムは５６９人
にん

で、全体
ぜんたい

の 44.6%を

占
し

めています。 

 また、外
がい

国籍
こくせき

市民数
し み んすう

上位
じょうい

７カ国
こく

の人口
じんこう

推移
す い い

をみると、中国
ちゅうごく

が減少
げんしょう

している一方
いっぽう

で、ベトナム、

フィリピン、ミャンマー、インドネシアが増加
ぞ う か

しています。 

図
ず

３ 令和
れ い わ

６年
ねん

３月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

の主
おも

な国籍
こくせき

別
べつ

の外
がい

国籍
こくせき

の市民数
し み んすう

（住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

から） 
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図
ず

４ 外
がい

国籍
こくせき

の市民数
し み んすう

上位
じょうい

７カ国
こく

の人口
じんこう

推移
す い い

（住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

から） 

 

（３）在留
ざいりゅう

資格
し か く

別
べつ

の人数
にんずう

 

 令和
れ い わ

６年
ねん

３月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

の在留
ざいりゅう

資格
し か く

別
べつ

人数
にんずう

では、技能
ぎ の う

実習
じっしゅう

が 374人
にん

で全体
ぜんたい

の約
やく

３割
わり

を占
し

めてい

ます。次
つ

いで、技術
ぎじゅつ

・人文
じんぶん

知識
ち し き

・国際
こくさい

業務
ぎょうむ

、永住者
えいじゅうしゃ

、特定
とくてい

技能
ぎ の う

、家族
か ぞ く

滞在
たいざい

が続
つづ

いています。 

 在留
ざいりゅう

資格
し か く

別
べつ

人数
にんずう

の推移
す い い

では、技術
ぎじゅつ

・人文
じんぶん

知識
ち し き

・国際
こくさい

業務
ぎょうむ

、特定
とくてい

技能
ぎ の う

の就労
しゅうろう

資格
し か く

が増加
ぞ う か

していま

す。また、永住者
えいじゅうしゃ

、家族
か ぞ く

滞在
たいざい

、日本人
にほんじん

の配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

の身分
み ぶ ん

に基
もと

づく資格
し か く

についても緩
ゆる

やかに増加
ぞ う か

し

ています。 

図
ず

５ 令和
れ い わ

６年
ねん

３月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

の主
おも

な在留
ざいりゅう

資格
し か く

別
べつ

の外
がい

国籍
こくせき

の市民数
し み んすう

（住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

から） 
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図
ず

６ 在留
ざいりゅう

資格
し か く

別
べつ

人数
にんずう

上位
じょうい

７資格
し か く

の推移
す い い

（法務省
ほうむしょう

：在留
ざいりゅう

外国人
がいこくじん

統計
とうけい

から） 

 

２  現状
げんじょう

の課題
か だ い

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

から見
み

る、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を取
と

り巻
ま

く現状
げんじょう

の課題
か だ い

は、

次
つぎ

のとおりです。 

（１）外国人
がいこくじん

の人権
じんけん

に関
かん

すること 

３割
わり

以上
いじょう

の人
ひと

が「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

への差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

がある」と回答
かいとう

しています。また、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

に向
む

けて日本人
にほんじん

市民
し み ん

の必要
ひつよう

な取組
とりくみ

では、「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に対
たい

する差別
さ べ つ

意識
い し き

や偏
へん

見
けん

を持
も

たないようにする」の回答
かいとう

が最
もっと

も多
おお

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

図
ず

７（市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

11） 図
ず

８（市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

12） 
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（２）生活
せいかつ

環境
かんきょう

 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が生活
せいかつ

で不安
ふ あ ん

に感
かん

じていることや困
こま

りごとは、「必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が受
う

け取
と

れない」、

「日本語
に ほ ん ご

でのコミュニケーション」、「相談先
そうだんさき

がない」となっています。 

また、事業所
じぎょうしょ

において、外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

へ「生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

を行
おこな

っていない」の回答
かいとう

は４番
ばん

目
め

に

多
おお

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

（聞
き

く、話
はな

す）では、「単語
た ん ご

だけわかる」が最
もっと

も多
おお

くなっています。ま

た、日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

（読
よ

む・書
か

く）では、「ひらがな、カタカナと簡単
かんたん

な漢字
か ん じ

であれば読
よ

める（書
か

ける）」

が５割
わり

以上
いじょう

となっています。 

事業所
じぎょうしょ

の外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

の雇
やと

い入
い

れ時
じ

の一番
いちばん

の課題
か だ い

は、「日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

の不足
ふ そ く

」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

図
ず

９（外国人
がいこくじん

市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

18） 図
ず

10（事業所
じぎょうしょ

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

12） 

図
ず

11（外国人
がいこくじん

市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

７） 図
ず

12（外国人
がいこくじん

市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

８） 
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（４）外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と地域
ち い き

との関
かか

わり 

市民
し み ん

の７割
わり

以上
いじょう

が「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

との間
あいだ

に壁
かべ

がある」と回答
かいとう

しています。最
もっと

も大
おお

きな壁
かべ

は「言葉
こ と ば

のちがい」で、次
つぎ

に「文化
ぶ ん か

・生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

のちがい」となっています。 

「地域
ち い き

の人
ひと

と交
こう

流
りゅう

したい」と回答
かいとう

した外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は８割
わり

を超
こ

えている一方
いっぽう

で、「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と

地域
ち い き

活動
かつどう

ができていない」と回答
かいとう

した自治会
じ ち か い

は８割
わり

以上
いじょう

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
ず

13（外国人
がいこくじん

市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

９） 図
ず

14（事業所
じぎょうしょ

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

14） 

図
ず

15（市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

６） 図
ず

16（市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

７） 

図
ず

17（外国人
がいこくじん

市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

16） 図
ず

18（自治会
じ ち か い

アンケート調査
ちょうさ

 設問
せつもん

１） 
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第
だい

３章
しょう

  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

  

アンケート調査
ちょうさ

等
とう

の結果
け っ か

や丹波市
た ん ば し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

懇話会
こんわかい

において聴取
ちょうしゅ

した意見
い け ん

をもとに次
つぎ

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（めざす姿
すがた

）を設定
せってい

します。 

 

１  基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（めざす姿
すがた

） 

様々
さまざま

な国籍
こくせき

や背景
はいけい

をもつ市民
し み ん

が安心
あんしん

して日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

み、 

地域
ち い き

の一員
いちいん

として支
ささ

え合
あ

う、誰
だれ

もが暮
く

らしやすいまち 丹波市
た ん ば し

 

 

上記
じょうき

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

をもとにした様々
さまざま

な場面
ば め ん

におけるめざす姿
すがた

 

・地
ち

 域
いき

 

 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と日本人
にほんじん

市民
し み ん

が交
こう

流
りゅう

し、お互
たが

いに理解
り か い

を深
ふか

めています。また、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として活躍
かつやく

し、支
ささ

え合
あ

いながら暮
く

らしています。 

   

・学
がっ

 校
こう

 

 すべてのこどもが互
たが

いの違
ちが

いを認
みと

め合
あ

い、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

を深
ふか

めています。また、

外国
がいこく

につながりのあるこどもたちが自分
じ ぶ ん

らしく、安心
あんしん

して学校
がっこう

生活
せいかつ

を送
おく

っています。 

 

・職
しょく

 場
ば

 

 言語
げ ん ご

や文化
ぶ ん か

などの違
ちが

いに配慮
はいりょ

した職
しょく

場
ば

づくりが進
すす

み、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

し活躍
かつやく

しています。 
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・公共
こうきょう

施設
し せ つ

・機会
き か い

 

 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が、言葉
こ と ば

の壁
かべ

なく、公共
こうきょう

サービスや行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

を受
う

けています。また、

市
し

民
みん

向
む

けの多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

や国際
こくさい

理解
り か い

を深
ふか

める機会
き か い

が多様
た よ う

にあります。 
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２  取組
とりくみ

方針
ほうしん

 

めざす姿
すがた

の実現
じつげん

に向
む

け、次
つぎ

の取組
とりくみ

方針
ほうしん

を定
さだ

め、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

 

・人権
じんけん

の尊重
そんちょう

 

全
すべ

ての市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの人権
じんけん

が保障
ほしょう

され、 幸
しあわ

せに暮
く

らせる社会
しゃかい

の実現
じつげん

をめざし、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の重要性
じゅうようせい

について認識
にんしき

を高
たか

め、互
たが

いに尊重
そんちょう

する気
き

持
も

ちをはぐくむとともに、偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

をなくすための啓発
けいはつ

・教育
きょういく

を行
おこな

います。 

 

・生活
せいかつ

支援
し え ん

 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が安全
あんぜん

、安心
あんしん

して暮
く

らせるよう、ニーズに応
おう

じた生活
せいかつ

情報
じょうほう

の多言語化
た げ ん ご か

や、やさしい

日本語
に ほ ん ご

による情報
じょうほう

発信
はっしん

を積極的
せっきょくてき

に行
おこな

います。また、多言語
た げ ん ご

による相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとと

もに、言語
げ ん ご

や文化
ぶ ん か

、習慣
しゅうかん

などの違
ちが

いに理解
り か い

を深
ふか

め、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に対応
たいおう

した取組
とりくみ

を推進
すいしん

し、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

を整備
せ い び

します。 

 

・コミュニケーション支援
し え ん

 

市
し

役所
やくしょ

窓口
まどぐち

等
とう

において、多言語
た げ ん ご

通訳
つうやく

サービスの提供
ていきょう

や「やさしい日本語
に ほ ん ご

」による対応
たいおう

などのコ

ミュニケーション支援
し え ん

を行
おこな

います。また、日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を必要
ひつよう

とする外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に学習
がくしゅう

機会
き か い

を提
てい

供
きょう

するため、地域
ち い き

の日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

を推進
すいしん

します。 

 

・地域
ち い き

における多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

 

様々
さまざま

な文化
ぶ ん か

や多様性
たようせい

を認
みと

め合
あ

いながら、同
おな

じ地域
ち い き

の一員
いちいん

としてお互
たが

いを尊重
そんちょう

し、誰
だれ

もが安心
あんしん
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して暮
く

らすことができるよう、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

の啓発
けいはつ

を行
おこな

います。また、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が「生活者
せいかつしゃ

」

として、主体的
しゅたいてき

に地域
ち い き

社会
しゃかい

へ参画
さんかく

できるようにするため、日本人
にほんじん

市民
し み ん

と外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が交流
こうりゅう

する

場
ば

を創設
そうせつ

するとともに、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と共
とも

に地域
ち い き

での活動
かつどう

を行
おこな

います。 
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３  施策
し さ く

の体系
たいけい

 

 

 

  

【基本
き ほ ん

理念
り ね ん

】 

様々
さまざま

な国籍
こくせき

や背景
はいけい

をもつ市民
し み ん

が安心
あんしん

して日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

み、 

地域
ち い き

の一員
いちいん

として支
ささ

え合
あ

う、誰
だれ

もが暮
く

らしやすいまち 丹波市
た ん ば し

 

人権
じんけん

の尊重
そんちょう

 

（１）人権
じんけん

啓発
けいはつ

・人権
じんけん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

 

生活
せいかつ

支援
し え ん

 

（１）生活
せいかつ

に関
かん

する相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

（２）やさしい日本語
に ほ ん ご

や多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

発信
はっしん

 

（３）働
はたら

きやすい労働
ろうどう

環
かん

境
きょう

づくり 

（４）住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

のための支援
し え ん

 

（５）ニーズに応
おう

じた教育
きょういく

の推進
すいしん

 

（６）福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、子
こ

育
そだ

てにおける支援
し え ん

 

（７）緊急
きんきゅう

時
じ

・災害
さいがい

時
じ

と災害
さいがい

に備
そな

えるための支援
し え ん

 

 

コミュニケーション支援
し え ん

 

（１）通訳
つうやく

などによるコミュニケーション支援
し え ん

 

（２）やさしい日本語
に ほ ん ご

の普及
ふきゅう

と活用
かつよう

促進
そくしん

 

（３）日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

地域
ち い き

における多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

 

（１）多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

・国際
こくさい

理解
り か い

を深
ふか

めるための取組
とりくみ

 

（２）地域
ち い き

との交流
こうりゅう

の場
ば

づくり 

（３）地域
ち い き

社会
しゃかい

やまちづくりへの参画
さんかく

促進
そくしん
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第
だい

４章
しょう

  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた施策
し さ く

  

１  人権
じんけん

の尊重
そんちょう

 

（１）人権
じんけん

啓発
けいはつ

・人権
じんけん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に対
たい

する偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

が生
しょう

じています。また、インターネット上
じょう

では、本邦外
ほんぽうがい

出身者
しゅっしんしゃ

を理由
り ゆ う

とし、地域
ち い き

社会
しゃかい

から排除
はいじょ

しようとする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

書
か

き込
こ

み（ヘイトスピーチ）があり、

偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

をなくすための取組
とりくみ

が必要
ひつよう

となっています。 

 

今後
こ ん ご

の取組
とりくみ

 

№ 
取組
とりくみ

内容
ないよう

 推進
すいしん

主体
しゅたい

 

１ 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に対
たい

する偏見
へんけん

・差別
さ べ つ

をなくすため、人権
じんけん

講演会
こうえんかい

やセミナー、パネル展示
て ん じ

、FM ラジオなどを活用
かつよう

し、啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行
おこな

います。 

市
し

 

２ 

基本的
きほんてき

人権
じんけん

の尊重
そんちょう

の精神
せいしん

が正
ただ

しく身
み

に付
つ

くよう、

地域
ち い き

、学校
がっこう

、職場
しょくば

などのあらゆる場
ば

を通
つう

じた人権
じんけん

教育
きょういく

を推進
すいしん

します。 

市
し

 

３ 

インターネット上
じょう

での差別的
さべつてき

な書
か

き込
こ

みを監視
か ん し

し、

発見
はっけん

した際
さい

に運営
うんえい

管理者
か んり し ゃ

等
とう

に削除
さくじょ

依頼
い ら い

を実施
じ っ し

する「イ

ンターネットモニタリング事業
じぎょう

」を行
おこな

います。 

市
し

 

 

 

 


