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1章
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  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

をつくることにあたって 

１  基本
き ほ ん

方針
ほうしん

をつくることの背景
はいけい

と目的
もくてき
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第
だい

2章
しょう

  外国人
がいこくじん

市民
し み ん
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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

 ········································ ６ 

２  現状
げんじょう

の課題
か だ い

 ············································· １１ 

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

） ······································ １６ 

2  取組
とりくみ

方針
ほうしん

 ················································ １８ 

３  施策
し さ く

の体系
たいけい

 ·············································· ２０ 

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

 ·············································· ２１ 

（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

 ················································ ２２ 

（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 

目
もく

  次
じ
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（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

 

３  コミュニケーション支援
し え ん

 ···································· ３１ 

（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

 

４  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

 ···························· ３４ 

（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

 

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

 ················································· ３７ 

２  市民
し み ん

、関係
かんけい

する機関
きかん

、団体
だんたい

などとの連携
れんけい

 ····················· ３７ 

 

【資
し

 料
りょう

】 ······················································· ３８ 

  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  用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

  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

設置
せ っ ち

要綱
ようこう
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  資料
しりょう

４  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

 

  ※本基本
ほんきほん

方針
ほうしん

で 使
つか

っている 言葉
こ と ば

の 解説
かいせつ

は、「資料
しりょう

２ 用語
よ う ご

解説
かいせつ

」に 書
か

いています。なお、

用語
よ う ご

の 解説
かいせつ

があるものは 「※」が ついています。 

 

 

 「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、外
がい

国籍
こくせき

の市民
し み ん

、外国
がいこく

にもルーツを持
も

つ市民
し み ん

を

「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

」と記載
き さ い

しています。 
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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

をつくることにあたって  

１  基本
き ほ ん

方針
ほうしん

（＝考
かんが

えたり行動
こうどう

したりするときに基本
き ほ ん

となるもの）をつ

くることの背景
はいけい

と目的
もくてき

 

１９９０年
ねん

に 「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

）」が 改正
かいせい

されたあと、日系人
にっけいじん

の 入国
にゅうこく

（＝国
くに

に入
はい

ること）が 簡単
かんたん

になりました。グローバル化
か
※１が 進

すす

んで、人
ひと

の 国際
こくさい

移動
い ど う

（＝国
くに

から国
くに

へ移動
い ど う

すること）が 盛
さか

んになる中
なか

、外国人
がいこくじん

の 定住化
ていじゅうか

（＝同
おな

じところに住
す

み続
つづ

けること）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

※２は 増
ふ

えています。２０２３年
ねん

１２月
がつ

３１日
にち

の時
とき

には、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 住
す

んでいます。 

日本
に ほ ん

では、深刻
しんこく

な 人手
ひ と で

不足
ぶ そ く

（＝働
はたら

く人
ひと

が足
た

りないこと）になっている 産業
さんぎょう

の 分野
ぶ ん や

が あり

ます。これを 解決
かいけつ

するために、生産性
せいさんせい

を 上
あ

げたり、国内
こくない

の 働
はたら

く人
ひと

を 集
あつ

めるように 行動
こうどう

しま

した。それでも、働
はたら

く人
ひと

を 集
あつ

めることが 難
むずか

しかったため、一定
いってい

の 専門性
せんもんせい

や 能力
のうりょく

を 持
も

ち、す

ぐに 活躍
かつやく

できる 外国人
がいこくじん

を 受
う

け入
い

れられるようにするため、２０１９年
ねん

４月
がつ

に 在留
ざいりゅう

資格
し か く

※３

「特定
とくてい

技能
ぎ の う

」が できました。特定
とくてい

技能
ぎ の う

１号
ごう

は、１２の 特定
とくてい

産業
さんぎょう

分野
ぶ ん や

（＝特定
とくてい

技能
ぎ の う

の外国人
がいこくじん

を受
う

け

入
い

れることができる特定
とくてい

の産業
さんぎょう

の分野
ぶ ん や

のこと）が 対象
たいしょう

です。熟練
じゅくれん

（＝慣
な

れていて上手
じょうず

なこと）

した能力
のうりょく

が 必要
ひつよう

な 特定
とくてい

技能
ぎ の う

２号
ごう

になれる分野
ぶ ん や

は、特定
とくてい

技能
ぎ の う

１号
ごう

の 建設
けんせつ

分野
ぶ ん や

と 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

だけが 対象
たいしょう

となっていました。２０２３年
ねん

８月
がつ

に 特定
とくてい

技能
ぎ の う

の 在留
ざいりゅう

資格
し か く

の 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

）が 変
か

わり、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

を 受
う

け入
い

れることが できるよ

うになりました。 

さらに 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
あたら

しい 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

」※４を 
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つくることなどが 書
か

かれた法律
ほうりつ

が できました。 

こうした中
なか

、国
くに

においては、外国人
がいこくじん

の 働
はたら

く人
ひと

を さらに 受
う

け入
い

れるようにするため、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

」が 始
はじ

まりました。また、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 修正
しゅうせい

（＝直
なお

して良
よ

くすること）して、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

（＝物事
ものごと

が進
すす

むようにすること）するための 新
あたら

しい 方向性
ほうこうせい

を 出
だ

しました。 

兵庫県
ひょうごけん

では、県民
けんみん

の  相互
そ う ご

理解
り か い

（＝お互
たが

いが分
わ

かり合
あ

うこと）が  進
すす

み、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

が できることを めざし、２０１５年
ねん

に 「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 

つくりました。また、２０２１年
ねん

には、在留
ざいりゅう

外国人
がいこくじん

や その国籍
こくせき

の 種類
しゅるい

が 増
ふ

えていること、それぞ

れの 産業
さんぎょう

において 外国人
がいこくじん

の 働
はたら

く人
ひと

が より大切
たいせつ

になっていることなどを 考
かんが

えて、新
あたら

しい

問題
もんだい

を 解
かい

決
けつ

するために、この指針
し し ん

を 修
しゅう

正
せい

しています。 

 

丹波市
た ん ば し

においても 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 増
ふ

えています。２０１４年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

の時
とき

には ６４１人
にん

の 外
がい

国籍
こくせき

の 市民
し み ん

がいましたが、２０２４年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

の時
とき

は １，２７６人
にん

になり、１０年
ねん

間
かん

で 約
やく

２倍
ばい

に 

増
ふ

えています。外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 増
ふ

えていることや 定住化
ていじゅうか

が 進
すす

んでいることで、地域
ち い き

、学校
がっこう

、職場
しょくば

など 色々
いろいろ

な 場所
ば し ょ

で 困
こま

りごとが 出
で

てきています。そのため、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を 少
すこ

しの間
あいだ

だけ住
す

んでいる人
ひと

ではなく、同
おな

じ地域
ち い き

の 「生活者
せいかつしゃ

」として 考
かんが

えることが 必要
ひつよう

です。 

このような中
なか

、色々
いろいろ

な 文化
ぶ ん か

や 多様性
たようせい

※５を 認
みと

め合
あ

いながら、同
おな

じ地域
ち い き

に 住
す

んでいる人
ひと

とし

て お互
たが

いを 大切
たいせつ

にし、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

（＝同
おな

じ地域
ち い き

に住
す

む人
ひと

たちの集
あつ

まりや活動
かつどう

のこと）に 参画
さんかく

（＝物事
ものごと

の計画
けいかく

の時
とき

から参加
さ ん か

す

ること）し、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 つくるため、「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
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つくります。 

２  基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の役割
やくわり

・期間
き か ん

 

  この基本
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 考
かんが

え方
かた

に 基
もと

づくものです。また、「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

としています。そして、丹波市
た ん ば し

の 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を 進
すす

めるための 施策
し さ く

（＝計画
けいかく

を立
た

てて、それを行
おこな

うこと）の 方
ほう

向性
こうせい

を はっきりさせるものです。 

  「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 丹波市
た ん ば し

の 他
ほか

の計画
けいかく

、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

」などと 考
かんが

え方
かた

を 合
あ

わせながら つくりま

す。また、多様性
たようせい

と 包摂性
ほうせつせい

※６がある社会
しゃかい

を めざし、「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）」※７を 

達成
たっせい

（＝目標
もくひょう

に達
たっ

すること）すること、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

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を つくることを めざします。 

  また、この基本
き ほ ん

方針
ほうしん

は、社会
しゃかい

の 状 況
じょうきょう

が 大
おお

きく変
か

わり、方針
ほうしん

を 修正
しゅうせい

しなければならない

事情
じじょう

が でてきた場合
ば あ い

に 修正
しゅうせい

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

推進
すいしん

プラン 

国
くに

 

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

 

県
けん

 

整合
せいごう

 

 
丹波市
た ん ば し

総合
そうごう

計画
けいかく

 

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

 

その他
た

関連
かんれん

計画
けいかく

 

整合
せいごう

 

整合
せいごう

 

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

 



 

- 4 - 

３  基本
き ほ ん

方針
ほうしん

のつくり方
かた

 

（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

」 

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

わりのある団体
だんたい

、公募
こ う ぼ

委員
い い ん

（＝広
ひろ

く市民
し み ん

から集
あつ

めた委員
い い ん

）など

で 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 つくり、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を つくるために 色々
いろいろ

な

意見
い け ん

を 聞
き

きました。 

また、市
し

役所
やくしょ

の 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

を つくるための 施策
し さ く

を 考
かんが

え、進
すす

めてい

くために 「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 つくりました。 

       

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

 

（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

（＝調
しら

べること）など 

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を つくり、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 暮
く

らしやすい 環境
かんきょう

を つくるために、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

などをしました。 

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

 ２０２３年
ねん

１０月
がつ

～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

 ２０２３年
ねん

１１月
がつ

～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

 ２０２３年
ねん

１２月
がつ

～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

 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

 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

 ２０２４年
ねん

６月
がつ

～７月
がつ
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アンケート調査
ちょうさ

などの 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 見
み

てください 
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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

（＝今
いま

の状
じょう

態
たい

） 

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

 

２０２４年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

の時
とき

には、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

めています。２０１４年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

の時
とき

と 比
くら

べると、約
やく

２倍
ばい

の 人数
にんずう

です。 

また、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

が 広
ひろ

がらないように 入国
にゅうこく

制限
せいげん

になったので、２０２１年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

から ２０２２年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

の間
あいだ

は 減
へ

りました。しかし、その後
あと

は 人数
にんずう

、割合
わりあい

が 増
ふ

えていま

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

（＝時間
じ か ん

とともに変
か

わる様子
よ う す

） （丹波市
た ん ば し

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

（＝男性
だんせい

と女性
じょせい

でわけること）・年齢
ねんれい

別
べつ

（＝年齢
ねんれい

でわけること）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

です。年齢
ねんれい

別
べつ

では ２０～２９歳
さい

が ５５０人
にん

で

一番
いちばん

多
おお

く、全体
ぜんたい

の ４３％です。次
つぎ

に ３０～３９歳
さい

、４０～４９歳
さい

が 多
おお

いです。 
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図
ず

２ ２０２４年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

の時
とき

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

（丹波市
た ん ば し

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

（＝国籍
こくせき

でわけること）の人数
にんずう

 

 ２０２４年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

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

番
ばん

で 多
おお

いです。一番
いちばん

多
おお

いベトナムは ５６９人
にん

で、全体
ぜんたい

の

44.6%です。 

 また、ベトナム、フィリピン、中国
ちゅうごく

、ミャンマー、ブラジル、インドネシア、韓国
かんこく

・朝鮮
ちょうせん

の 人口
じんこう

の

変化
へ ん か

をみると、中国
ちゅうごく

が 減
へ

っています。ベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシアは 増
ふ

えて

います。 

図
ず

３ ２０２４年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

の時
とき

の主
おも

な国籍
こくせき

別
べつ

の市民数
し み んすう

（丹波市
た ん ば し

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

３を表
ひょう

にしたもの 

ベトナム ５６９人
にん

 ４４．６％ 

フィリピン １７０人
にん

 １３．３％ 

中国
ちゅうごく

 １２８人
にん

 １０．０％ 

ミャンマー ７８人
にん

 ６．１％ 

ブラジル ７２人
にん

 ５．６％ 

インドネシア ６１人
にん

 ４．８％ 

韓国
かんこく

・朝鮮
ちょうせん

 ５６人
にん

 ４．４％ 

ネパール ２５人
にん

 ２．０％ 

カンボジア ２２人
にん

 １．７％ 

米国
べいこく

 ２０人
にん

 １．６％ 

その他
た

 ７５人
にん

 ５．９％ 

 

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

（丹波市
た ん ば し

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

（＝在留
ざいりゅう

資格
し か く

でわけること）の人数
にんずう

 

 ２０２４年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

の時
とき

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

３０％を

占
し

めています。次
つぎ

に、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 多
おお

いです。 
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 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 働
はたら

くための 資格
し か く

が 

増
ふ

えています。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

の資格
し か く

も 少
すこ

しずつ 増
ふ

えています。 

図
ず

５ ２０２４年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

の時
とき

の主
おも

な在留
ざいりゅう

資格
し か く

別
べつ

の人数
にんずう

（丹波市
た ん ば し

住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

から） 

 
 

図
ず

５を表
ひょう

にしたもの 

技能
ぎ の う

実習
じっしゅう

 ３７４人
にん

 ２９．３％ 

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

 ２３６人
にん

 １８．５％ 

永住者
えいじゅうしゃ

 ２０３人
にん

 １５．９％ 

特定
とくてい

技能
ぎ の う

 １４３人
にん

 １１．２％ 

家族
か ぞ く

滞在
たいざい

 ８５人
にん

 ６．７％ 

定住者
ていじゅうしゃ

 ６９人
にん

 ５．４％ 

日本人
にほんじん

の配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

 ５６人
にん

 ４．４％ 

特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

 ４４人
にん

 ３．４％ 

特定
とくてい

活動
かつどう

 ２６人
にん

 ２．０％ 

技能
ぎ の う

 １２人
にん

 ０．９％ 

その他
た

 ２８人
にん

 ２．２％ 
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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） 
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２  現状
げんじょう

の課題
か だ い

（＝解決
かいけつ

しなければならない困
こま

りごとなどのこと） 

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

をして、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に関
かん

する 次
つぎ

の課題
か だ い

が わかりました。 

 

（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 

市民
し み ん

アンケートでは、３０％以上
いじょう

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

（＝悪
わる

いように思
おも

いこんだり、

決
き

めつけたりすること）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

を つくるための

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

（＝問題
もんだい

などを解決
かいけつ

しようとする行動
こうどう

）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」という回答
かいとう

が 一番
いちばん

多
おお

いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

図
ず

７（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

）を表
ひょう

にしたもの  

よくある １０件
けん

 ４．４％ 

ときどきある ６４件
けん

 ２８．４％ 

あまりない １１０件
けん

 ４８．９％ 

まったくない ４１件
けん

 １８．２％ 

 

図
ず

８（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

）を表
ひょう

にしたもの  

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 
２９．２％ 

外国
がいこく

の言葉
こ と ば

や文化
ぶ ん か

、習慣
しゅうかん

などを学
まな

ぶ ２６．２％ 

日本語
に ほ ん ご

や日本
に ほ ん

文化
ぶ ん か

を外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に教
おし

え

る 
２２．５％ 

地域
ち い き

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

や地域
ち い き

活動
かつどう

に参加
さ ん か

するよう外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に呼
よ

びかける 
１９．６％ 

特
とく

にすることはない １．５％ 

その他
た

 １．０％ 
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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」です。 

また、事業所
じぎょうしょ

においては、外国人
がいこくじん

の 働
はたら

く人
ひと

へ 「生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

（＝力
ちから

を貸
か

して助
たす

けること）

を行
おこな

っていない」という回答
かいとう

が ４番
ばん

目
め

に多
おお

いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

９（不安
ふ あ ん

に感
かん

じていること、困
こま

っていること）を表
ひょう

に

したもの  

言語
げ ん ご

の違
ちが

いなどにより、生活
せいかつ

で必要
ひつよう

な

情報
じょうほう

が受
う

け取
と

れないこと 
２９．９％ 

日本語
に ほ ん ご

でのコミュニケーションに関
かん

す

ること 
２５．６％ 

不安
ふ あ ん

に感
かん

じていること、困
こま

っているこ

とはない 
２４．４％ 

生活上
せいかつじょう

、困
こま

ったことがあっても 、

相談先
そうだんさき

がないこと 
１４．０％ 

地域
ち い き

での活動
かつどう

や近所
きんじょ

付
づ

き合
あ

いに関
かん

する

こと 
３．７％ 

その他
た

 ２．４％ 

 

図
ず

１０（外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

への生活
せいかつ

支援
し え ん

）を表
ひょう

にしたもの  

付
つ

き添
そ

い等
とう

により行政
ぎょうせい

手続
て つ づ

きを支援
し え ん

している 
２８．９％ 

けが・病気
びょうき

等
とう

の際
さい

に、病院
びょういん

に送迎
そうげい

する

などの対応
たいおう

をしている 
２３．７％ 

面談
めんだん

による相談
そうだん

対応
たいおう

を行
おこな

っている（ま

たは相談
そうだん

窓口
まどぐち

を紹
しょう

介
かい

している） 
１５．８％ 

生活
せいかつ

オリエンテーションを行
おこな

っている ５．３％ 

地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

や活動
かつどう

に参加
さ ん か

できるよう

外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

に勧
すす

めている 
５．３％ 

生活
せいかつ

情報
じょうほう

や行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

を多言語化
た げ ん ご か

して

伝
つた

えている 
２．６％ 

生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

は行
おこな

っていない １３．２％ 

その他
た

 ５．３％ 
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（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

（＝日本語
に ほ ん ご

を使
つか

う力
ちから

） 

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 一番
いちばん

多
おお

いです。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 

５０％以上
いじょう

です。 

事業所
じぎょうしょ

で、外国人
がいこくじん

の 働
はたら

く人
ひと

を 雇
やと

う時
とき

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

」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

図
ず

１１（日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

（聞
き

く、話
はな

す））を表
ひょう

にしたもの  

生活
せいかつ

するのに問題
もんだい

なく聞
き

いた

り、話
はな

したりできる 
２４件

けん

 ２０．５％ 

日常
にちじょう

会話
か い わ

ならできる ４２件
けん

 ３５．９％ 

単語
た ん ご

だけはわかる ４５件
けん

 ３８．５％ 

ほとんどできない ６件
けん

 ５．１％ 

 

図
ず

１２（日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

（読
よ

む））を表
ひょう

にしたもの  

生活
せいかつ

するのに問題
もんだい

なく読
よ

める １６件
けん

 １３．７％ 

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 
６１件

けん

 ５２．１％ 

ひらがな、カタカナならわかる ３１件
けん

 ２６．５％ 

ほとんど読
よ

めない ９件
けん

 ７．７％ 
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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

アンケートでは、７０％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。

一番
いちばん

大
おお

きな 壁
かべ

は 「言葉
こ と ば

の違
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

の違
ちが

い」です。 

「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 ８０％を超
こ

えています。しかし、

「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 ８０％以上
いじょう

です。 

 

 

 

 

 

 

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

１３（日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

（書
か

く））を表
ひょう

にしたもの  

生活
せいかつ

するのに問題
もんだい

なく書
か

ける １７件
けん

 １４．５％ 

ひらがな、カタカナと簡単
かんたん

な

漢字
か ん じ

であれば書
か

ける 
６１件

けん

 ５２．１％ 

ひらがな、カタカナであれば書
か

ける 
３６件

けん

 ３０．８％ 

ほとんど書
か

けない ３件
けん

 ２．６％ 

 

図
ず

１４（外国人
がいこくじん

雇
やと

い入
い

れ時
じ

の課題
か だ い

や問題
もんだい

）を表
ひょう

にしたもの  

日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

が不足
ふ そ く

している ２８．６％ 

文化
ぶ ん か

や価値観
か ち か ん

などの違
ちが

い ２２．９％ 

在留
ざいりゅう

資格
し か く

や雇用
こ よ う

管理
か ん り

などの手続
て つ づ

きが

煩雑
はんざつ

である 
１７．１％ 

住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

に係
かか

る費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

が大
おお

きい １４．３％ 

業務上
ぎょうむじょう

の能力
のうりょく

が足
た

りていない ８．６％ 

特
とく

にない ５．７％ 

その他
た

 ２．９％ 

 



 

- 15 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

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

１５（外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と関
かか

わる中
なか

での壁
かべ

の有無
う む

）を表
ひょう

にし

たもの  

ある １７５件
けん

 ７７．８％ 

ない ５０件
けん

 ２２．２％ 

 

図
ず

１６（壁
かべ

だと感
かん

じること）を表
ひょう

にしたもの  

言葉
こ と ば

のちがい ３５．６％ 

文化
ぶ ん か

・生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

のちがい ３０．３％ 

考
かんが

え方
かた

や価値観
か ち か ん

のちがい ２２．８％ 

宗 教
しゅうきょう

のちがい １０．９％ 

その他
た

 ０．５％ 

 

図
ず

１７（地域
ち い き

の人
ひと

との交流
こうりゅう

）を表
ひょう

にしたもの  

交流
こうりゅう

したい ６０件
けん

 ５１．３％ 

どちらかといえば交流
こうりゅう

し

たい 
４１件

けん

 ３５．０％ 

どちらかといえば交流
こうりゅう

し

たくない 
９件
けん

 ７．７％ 

交流
こうりゅう

したくない ７件
けん

 ６．０％ 

 

図
ず

１８（地域
ち い き

における外国人
がいこくじん

市民
し み ん

との交流
こうりゅう

）を 表
ひょう

にし

たもの  

できている ４件
けん

 １６．７％ 

できていない ２０件
けん

 ８３．３％ 
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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

などの結果
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

で 聞
き

いた 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 決
き

めます。 

 

１  基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（めざす姿
すがた

） 

外国人
がいこくじん

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

 

 

色々
いろいろ

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、支
ささ

え合
あ

いながら

暮
く

らしています。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※８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（＝気
き

持
も

ちや状 況
じょうきょう

を考
かんが

えて行動
こうどう

すること）

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

（＝色々
いろいろ

な国
くに

のことを理解
り か い

すること）

を深める機会
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

（＝これからやることの考
かんが

え方
かた

） 

めざす姿
すがた

にしていくために、次
つぎ

の 取組
とりくみ

方針
ほうしん

を 決
き

めて、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 守
まも

られて、 幸
しあわ

せに 暮
く

らせる社会
しゃかい

を つくるために、

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

が 重要
じゅうよう

であるという考
かんが

え方
かた

を 広
ひろ

めます。また、お互
たが

いを 大切
たいせつ

にする気
き

持
も

ちを 

育
そだ

て、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

（＝知識
ち し き

を広
ひろ

めて気
き

づかせること）・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

に、安心
あんしん

して 暮
く

らせるよう、生活
せいかつ

に 必要
ひつよう

な 情報
じょうほう

を 多言語
た げ ん ご

（＝色々
いろいろ

な国
くに

や地域
ち い き

の言葉
こ と ば

）に 翻訳
ほんやく

したり、やさしい日本語
に ほ ん ご

※９を 使
つか

って、情報
じょうほう

を 伝
つた

えます。また、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 多言語
た げ ん ご

で 相談
そうだん

が できるようにします。そして、言語
げ ん ご

や 文化
ぶ ん か

、習慣
しゅうかん

などの違
ちが

いを 理解
り か い

して、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に 合
あ

った取組
とりくみ

を 推進
すいしん

し、生活
せいかつ

環境
かんきょう

を より良
よ

くします。 

 

・コミュニケーション支援
し え ん

 

市
し

役所
やくしょ

の 窓口
まどぐち

などで、多言語
た げ ん ご

で 通訳
つうやく

をしたり、やさしい日本語
に ほ ん ご

による 対応
たいおう

（＝状 況
じょうきょう

に合
あ

わ

せて行動
こうどう

すること）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

の 学習
がくしゅう

が 必要
ひつよう

な 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 学習
がくしゅう

できるようにするため、地域
ち い き

の 日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

※１０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

 

色々
いろいろ

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 大切
たいせつ

にし、み
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んなが 安心
あんしん

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、自分
じ ぶ ん

から 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 つくります。そして、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と 一緒
いっしょ

に 行
おこな

う 地域
ち い き

の 活動
かつどう

を 

推進
すいしん

します。 
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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

（めざす姿
すがた

）】 

外国人
がいこくじん

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

（＝もっと良
よ

くすること） 

 

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

環境
かんきょう

（＝働
はたら

く会社
かいしゃ

などでの環境
かんきょう

）づくり 

（４）住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

（＝住
す

むところをしっかりと用意
よ う い

すること）のための支援
し え ん

 

（５）ニーズ（＝必要
ひつよう

なこと）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

（＝幸
しあわ

せに暮
く

らせるようにする）、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

（＝急
きゅう

で大変
たいへん

なことが起
お

こること）・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

（＝広
ひろ

めること）と活用
かつよう

促進
そくしん

（＝使
つか

うように勧
すす

めること） 

（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

（＝参画
さんかく

するように勧
すす

めること） 
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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

への 偏見
へんけん

や 差別
さ べ つ

があります。また、インターネット上
じょう

では、外国人
がいこくじん

であることを 理由
り ゆ う

に、地域
ち い き

社会
しゃかい

から 排除
はいじょ

（＝なくすこと）しようと差別
さ べ つ

する 書
か

き込
こ

み（ヘイトスピーチ）があります。

そのため、偏見
へんけん

や 差別
さ べ つ

を なくす取組
とりくみ

が 必要
ひつよう

です。 

 

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

への 偏見
へんけん

・差別
さ べ つ

を なくすために、人権
じんけん

講演会
こうえんかい

や セミナーを 開
ひら

いたり、パネルを 展示
て ん じ

します。また、

ホームページや FM ラジオなどを 使
つか

って、啓発
けいはつ

しま

す。 

市
し

 

２ 

市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりに 人権
じんけん

を 大切
たいせつ

にする心
こころ

が 正
ただ

しく身
み

に付
つ

き、誰
だれ

もが 自分
じ ぶ ん

らしくいられる社会
しゃかい

にするため

に、地域
ち い き

、学校
がっこう

、職場
しょくば

などで 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、差別
さ べ つ

の書
か

き込
こ

みを 探
さが

します。見
み

つけた時
とき

には、サイトの 運営
うんえい

管理者
か んり し ゃ

などに 削除
さくじょ

を お

願
ねが

いします。（これを「インターネットモニタリング事業
じぎょう

」

と言
い

います） 

市
し
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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

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

生活上
せいかつじょう

の 困
こま

りごとを 誰
だれ

にも 相談
そうだん

できない 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

がいます。そのため、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が

相談
そうだん

しやすい 環境
かんきょう

を つくる必要
ひつよう

があります。 

 

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

の 日常
にちじょう

生活
せいかつ

の 色々
いろいろ

な 困
こま

りごとに、関係
かんけい

機関
き か ん

と 連絡
れんらく

を とり合
あ

って 相談
そうだん

対応
たいおう

します。また、

相談
そうだん

しやすいように ワンストップ型
がた

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

（＝

一度
い ち ど

で色々
いろいろ

なことが相談
そうだん

できる窓口
まどぐち

のこと）を つくる

ことを 検討
けんとう

（＝良
い

いか悪
わる

いかよく考
かんが

えて進
すす

めようと

すること）します。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

２ 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の 難
むずか

しい 困
こま

りごとなどにも 相談
そうだん

対応
たいおう

できるように 研修
けんしゅう

などをして、相談
そうだん

対応
たいおう

する人
ひと

の ス

キルアップ（＝能力
のうりょく

を上
あ

げること）を 図
はか

ります（＝しよ

うと計画
けいかく

すること）。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

 

（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

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

言語
げ ん ご

や 文化
ぶ ん か

の 違
ちが

いで、日本
に ほ ん

の 社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

（＝みんなが安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるようにする
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ための決
き

まりごと）や 生活
せいかつ

する時
とき

の 決
き

まりごとなどが 分
わ

からず、生活
せいかつ

に 必要
ひつよう

な 情報
じょうほう

を も

らうことが できていない 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

がいます。そのため、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 安心
あんしん

して 暮
く

らすこと

ができるように 生活
せいかつ

情報
じょうほう

を もらいやすい 環境
かんきょう

を つくる必要
ひつよう

が あります。 

 

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

が、ごみの出
だ

し方
かた

や 医療
いりょう

保険
ほ け ん

（＝病気
びょうき

やけ

がをしたときに病院
びょういん

でかかるお金
かね

を助
たす

けてもらえる決
き

まりごと）や 年金
ねんきん

制度
せ い ど

（＝年
とし

をとって働
はたら

けなくなった

ときにお金
かね

をもらって生活
せいかつ

できるようにする決
き

まりご

と）、丹波市
た ん ば し

で 起
お

こりやすい 災害
さいがい

（＝地震
じ し ん

や台風
たいふう

など

で危
あぶ

ないことが起
お

こること）など、生活
せいかつ

に 必要
ひつよう

な 知識
ち し き

や情報
じょうほう

を  覚
おぼ

えることが  できるように、やさしい

日本語
に ほ ん ご

の 生活
せいかつ

ガイドブック（＝生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

をま

とめて書
か

いたもの）をつくり、配
くば

ります。 

市
し

 

２ 

市
し

役所
やくしょ

が  送
おく

る  情報
じょうほう

を  やさしい日本語
に ほ ん ご

にしたり、

多言語
た げ ん ご

にしたりすることなどの 決
き

まりごとを 書
か

いた

ガイドライン（＝どのようにしていくのかを書
か

いたもの）

を作
つく

り、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に 伝
つた

わりやすい 情報
じょうほう

を 送
おく

りま

す。 

市
し

 

３ 
外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 働
はたら

く 事業所
じぎょうしょ

に 定期的
ていきてき

に 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

情報
じょうほう

を 送
おく

るなどします。 
市
し
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（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 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

働
はたら

くための 資格
し か く

を 持
も

つ 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 増
ふ

えています。日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

や 文化
ぶ ん か

の違
ちが

いから 

課題
か だ い

があります。そのため、事業所
じぎょうしょ

が しっかりと 外国人
がいこくじん

の 働
はたら

く人
ひと

の 管理
か ん り

を 行
おこな

い、誰
だれ

もが 

働
はたら

きやすい 環境
かんきょう

を つくることが 必要
ひつよう

です。 

 

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 

市内
し な い

の 事業所
じぎょうしょ

で、働
はたら

きやすい 環
かん

境
きょう

づくりが 進
すす

めら

れるよう 外国人
がいこくじん

の 人権
じんけん

や 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を 理解
り か い

して

もらうように 努
つと

めます。 

市
し

 

２ 

市内
し な い

の 事業所
じぎょうしょ

が 外国人
がいこくじん

の 働
はたら

く人
ひと

を 受
う

け入
い

れる

環境
かんきょう

を つくることが できるようにするため、市内
し な い

の

事業所
じぎょうしょ

を 支援
し え ん

する方法
ほうほう

を 調査
ちょうさ

・研究
けんきゅう

（＝しっかりと

調
しら

べて考
かんが

えること）します。 

市
し

 

３ 
自動
じ ど う

翻訳機
ほんやくき

※１１などを 使
つか

って、多言語
た げ ん ご

で 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の

仕事
し ご と

の 相談
そうだん

に 対応
たいおう

します。 

市
し

・ハローワーク 

（４）住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

のための支援
し え ん

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

外国人
がいこくじん

であることを 理由
り ゆ う

に 住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

（＝家
いえ

などに住
す

み始
はじ

めること）に関
かん

する 差別
さ べ つ

や 偏
へん

見
けん

があります。また、日本語
に ほ ん ご

の 理解
り か い

が 十分
じゅうぶん

でなく、情報
じょうほう

を もらえない 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

がいます。そ
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のため、住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

が できるように 支援
し え ん

が 必要
ひつよう

です。 

 

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

であることを 理由
り ゆ う

とした 住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

に関
かん

する

差別
さ べ つ

や 偏
へん

見
けん

を なくすために、外国人
がいこくじん

の 人権
じんけん

に関
かん

する

啓発
けいはつ

・教育
きょういく

を 推進
すいしん

します。また、住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

を 断
ことわ

らな

い賃貸
ちんたい

（＝お金
かね

を払
はら

って借
か

りること）の住宅
じゅうたく

（セーフテ

ィネット住宅
じゅうたく

）を 知
し

らせることを 検討
けんとう

します。 

市
し

 

２ 

市
し

が  管理
か ん り

している住宅
じゅうたく

に  住
す

む人
ひと

を  集
あつ

める時
とき

の 

情報
じょうほう

を  やさしい日本語
に ほ ん ご

で  知
し

らせます。また、

多言語三者
た げ ん ご さ ん し ゃ

通訳
つうやく

システム※１２を 使
つか

って、入居
にゅうきょ

などに関
かん

することで 市
し

役所
やくしょ

に 話
はなし

を 聞
き

きにきた 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に 情報
じょうほう

を 伝
つた

えます。 

市
し

 

 

（５）ニーズに応
おう

じた教育
きょういく

の推進
すいしん

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

外国
がいこく

につながりのあるこどもたちは 増
ふ

えていて、使
つか

う言語
げ ん ご

の 種類
しゅるい

も 増
ふ

えています。 

誰
だれ

もが 安心
あんしん

して 学
まな

べる 環境
かんきょう

を つくるために、外国
がいこく

につながりのあるこどもたちの 自己
じ こ

実現
じつげん

（＝自分
じ ぶ ん

らしく生
い

きること）のための 支援
し え ん

が 大切
たいせつ

です。一人
ひ と り

ひとりの ニーズに応
おう

じた 

母語
ぼ ご

※１３による支援
し え ん

や 日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

（＝日本語
に ほ ん ご

を教
おし

えること）の 充実
じゅうじつ

を 図
はか

り、すべてのこどもが 

互
たが

いを 大切
たいせつ

にし合
あ

い、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

を 育
そだ

てる 取組
とりくみ

が 必要
ひつよう

です。 
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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 

日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が 必要
ひつよう

な 児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の 心
こころ

の 安定
あんてい

を 図
はか

り、その児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が 基本的
きほんてき

な 日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

を 身
み

につ

け、充実
じゅうじつ

した 学校
がっこう

生活
せいかつ

を 送
おく

るようにすることが 大切
たいせつ

です。そのために  外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

語学
ご が く

指導者
し ど う し ゃ

※１４を 

派遣
は け ん

（＝ある場所
ば し ょ

に人
ひと

を送
おく

ること）します。また、

多言語三者
た げ ん ご さ ん し ゃ

通訳
つうやく

システムや  自動
じ ど う

翻訳機
ほんやくき

で  通訳
つうやく

の 

支援
し え ん

をします。 

市
し

・学校
がっこう

 

２ 

すべてのこどもが 違
ちが

いを 認
みと

め、互
たが

いを 大切
たいせつ

にし合
あ

う

ことが 必要
ひつよう

です。そのために、違
ちが

う価値観
か ち か ん

（＝その人
ひと

の

考
かんが

え方
かた

や大事
だ い じ

にするものなど）や 文化
ぶ ん か

などを 理解
り か い

す

る 学習
がくしゅう

を 通
とお

して、共
とも

に 生
い

きようとする 態度
た い ど

などを 

育
そだ

てる 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

・学校
がっこう

 

３ 

外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

語学
ご が く

指導者
し ど う し ゃ

や 多言語三
た げ ん ご さ ん

者
しゃ

通訳
つうやく

システ

ムなどを 使
つか

って、家庭
か て い

訪問
ほうもん

（＝学校
がっこう

の先生
せんせい

がこどもの

家
いえ

に 行
おこな

って親
おや

などと 話
はなし

をすること）や  学校
がっこう

の 

懇談会
こんだんかい

（＝学校
がっこう

の先生
せんせい

と親
おや

などがこどもの成長
せいちょう

や学校
がっこう

生活
せいかつ

などについて話
はなし

をすること）の時
とき

に 通訳
つうやく

・翻訳
ほんやく

の

支援
し え ん

をします。また、こどもの 親
おや

などへの 書類
しょるい

を や

さしい日本語
に ほ ん ご

にすることなどを 進
すす

めます。 

市
し

・学校
がっこう
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（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

 

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

の 定住化
ていじゅうか

が 進
すす

んでいます。そのため、妊娠
にんしん

（＝お腹
なか

の中
なか

にこどもができること）・

出産
しゅっさん

（＝こどもを生
う

むこと）や 子
こ

育
そだ

てなど 色々
いろいろ

な ライフステージ（＝人
ひと

が生
う

まれてから死
し

ぬま

でに経験
けいけん

する色々
いろいろ

な出来事
で き ご と

を分
わ

けたもの）を 経験
けいけん

するので、医療
いりょう

や 福祉
ふ く し

サービスなどを 受
う

け

ることが 増
ふ

えています。そのため、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 取組
とりくみ

が 必要
ひつよう

です。 

 

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 

福祉
ふ く し

に関
かん

する 相談
そうだん

窓口
まどぐち

や 生活
せいかつ

を 支援
し え ん

するための 

制度
せ い ど

などの 情報
じょうほう

を やさしい日本語
に ほ ん ご

や 多言語
た げ ん ご

で 知
し

らせます。また、多言語三者
た げ ん ご さ ん し ゃ

通訳
つうやく

システムや  自動
じ ど う

翻訳機
ほんやくき

を 使
つか

って、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の 相談
そうだん

に 対応
たいおう

します。 

市
し

 

２ 
市内
し な い

の 医療
いりょう

機関
き か ん

や 休日
きゅうじつ

に 開
ひら

いている病院
びょういん

を やさ

しい日本語
に ほ ん ご

や 多言語
た げ ん ご

で 知
し

らせることを すすめます。 
市
し

 

３ 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 安心
あんしん

して 安全
あんぜん

に 予防
よ ぼ う

接種
せっしゅ

（＝病気
びょうき

にな

らないようにするための注射
ちゅうしゃ

）を 受
う

けることが でき

るように 多言語
た げ ん ご

の 予防
よ ぼ う

接種
せっしゅ

の しおりと 予
よ

診票
しんひょう

（＝

体
からだ

の健康
けんこう

のことを書
か

く紙
かみ

）を 使
つか

います。 

 

市
し
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４ 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が  安心
あんしん

して  医療
いりょう

機関
き か ん

に  行
い

けることが

大切
たいせつ

です。そのため、地域
ち い き

の 状 況
じょうきょう

に 合
あ

わせた 医療
いりょう

通訳
つうやく

の 体制
たいせい

を つくるために 調査
ちょうさ

・研究
けんきゅう

を 行
おこな

いま

す。 

市
し

 

５ 

母子
ぼ し

保健
ほ け ん

サービス（＝お母
かあ

さんとこどもの健康
けんこう

を守
まも

る

ためのサービス）に つなげるため、多言語
た げ ん ご

の 母子
ぼ し

健康
けんこう

手帳
てちょう

（＝お母
かあ

さんとこどもの健康
けんこう

について書
か

くもの）を 

渡
わた

します。また、多言語
た げ ん ご

の 乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

問診票
もんしんひょう

（＝赤
あか

ち

ゃんと小
ちい

さいこどもの健康
けんこう

を調
しら

べるための紙
かみ

）なども 

使
つか

います。 

市
し

 

６ 

多言語
た げ ん ご

の 子
こ

育
そだ

てガイドブック（＝子
こ

育
そだ

てをする人
ひと

の役
やく

に立
た

つ情報
じょうほう

などが書
か

いてあるもの）や 子
こ

育
そだ

て支援
し え ん

サ

イトにより、こどもを持
も

つ家庭
か て い

へ 子
こ

育
そだ

て支援
し え ん

の 情報
じょうほう

を 知
し

らせます。 

市
し

 

７ 

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

の  親子
お や こ

が  交流
こうりゅう

できる

場所
ば し ょ

や、子
こ

育
そだ

てや 暮
く

らしの 情報
じょうほう

を もらえる場所
ば し ょ

と

して、子
こ

育
そだ

て学習
がくしゅう

センターや 児童館
じどうかん

を 使
つか

って 行
おこな

う

活動
かつどう

について 検討
けんとう

します。 

市
し

 

 

（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

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

多
おお

くの 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は、日本
に ほ ん

と 母国
ぼ こ く

（＝自分
じ ぶ ん

が生
う

まれて育
そだ

った国
くに

）の 生活
せいかつ

環境
かんきょう

が 違
ちが

うため、

災害
さいがい

に関
かん

する ストック情報
じょうほう

※１５を 持
も

っていません。そして、言語
げ ん ご

が 違
ちが

うため、フロー情報
じょうほう

※１６
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をもらうことが 難
むずか

しいです。また、緊急
きんきゅう

時
じ

の アクシデント（急
きゅう

な病気
びょうき

や事故
じ こ

、火事
か じ

）に 対応
たいおう

できるように 環境
かんきょう

を つくることが 必要
ひつよう

です。 

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 防災
ぼうさい

（＝災害
さいがい

に備
そな

えること）に関
かん

する

講座
こ う ざ

や 訓練
くんれん

などへの 参加
さ ん か

を 勧
すす

めて、防災
ぼうさい

意識
い し き

を 

高
たか

めます。また、自助
じ じ ょ

（＝自分
じ ぶ ん

で自分
じ ぶ ん

を守
まも

ること）、

共助
きょうじょ

（＝周
まわ

りの人
ひと

と助
たす

け合
あ

うこと）の 推進
すいしん

を 図
はか

りま

す。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

２ 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が、災害
さいがい

が 起
お

こった時
とき

に 必要
ひつよう

な 情報
じょうほう

や 防災
ぼうさい

の情報
じょうほう

を もらえるように、「ひょうご防災
ぼうさい

ネ

ット」※１７の登録
とうろく

を 勧
すす

めます。また、ホームページなど

で、やさしい日本語
に ほ ん ご

や 多言語
た げ ん ご

を 使
つか

った 情報
じょうほう

の 伝
つた

え方
かた

が 充実
じゅうじつ

するように 進
すす

めます。 

市
し

 

３ 

避難所
ひなんじょ

（＝災害
さいがい

が起
お

きた時
とき

に逃
に

げる場所
ば し ょ

）などで、

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

と しっかりと コミュニケーションが 取
と

れるように 多言語三者
た げ ん ご さ ん し ゃ

通訳
つうやく

システムや 「指
ゆび

差
さ

しボ

ード」※１８を 使
つか

います。 

市
し

 

４ 

１１９番
ばん

通報
つうほう

（＝火事
か じ

や急
きゅう

な病気
びょうき

などで助
たす

けてほしい

時
とき

にかける電話
で ん わ

のこと）の時
とき

や 救
きゅう

急現場
きゅうげんば

（＝けがや

病気
びょうき

で早
はや

く助
たす

ける必要
ひつよう

がある時
とき

のこと）で、多言語
た げ ん ご

電話
で ん わ

通訳
つうやく

システム※１９や  自動
じ ど う

翻訳機
ほんやくき

を  使
つか

って、

市
し
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日本語
に ほ ん ご

での コミュニケーションが できない 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を 支援
し え ん

します。 
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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

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

言語
げ ん ご

の 違
ちが

いから 日本語
に ほ ん ご

を 理解
り か い

できず、日本語
に ほ ん ご

での コミュニケーションなどに 困
こま

っている

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

がいます。そのため、コミュニケーションの 支援
し え ん

が 必要
ひつよう

です。 

 

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 

市
し

役所
やくしょ

の 全
すべ

ての 窓口
まどぐち

などで 多言語三者
た げ ん ご さ ん し ゃ

通訳
つうやく

システ

ムを 使
つか

い、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 市
し

役所
やくしょ

で 行
おこな

う 手
て

続
つづ

きなど

を 支援
し え ん

します。 

市
し

 

２ 

乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

（＝赤
あか

ちゃんと小
ちい

さいこどもの健康
けんこう

を

調
しら

べるための検査
け ん さ

）や 学校
がっこう

での 色々
いろいろ

な 教育
きょういく

活動
かつどう

な

どで  対応
たいおう

が  必要
ひつよう

な時
とき

は、通
つう

訳者
やくしゃ

の  派遣
は け ん

や  自動
じ ど う

翻訳機
ほんやくき

を 使
つか

って 支援
し え ん

します。 

市
し

 

３ 
市
し

役所
やくしょ

の 窓口
まどぐち

などの 手続
て つ づ

きで 必要
ひつよう

な 書類
しょるい

の 翻訳
ほんやく

を 行
おこな

います。 

市
し

 

 

（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

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

丹波市
た ん ば し

に住
す

む 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は 増
ふ

えており、国籍
こくせき

の種類
しゅるい

も 増
ふ

えているため、多言語
た げ ん ご

での 対応
たいおう
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に 限界
げんかい

があります。一方
いっぽう

で、やさしい日本語
に ほ ん ご

での 情報
じょうほう

を もらいたい 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は 多
おお

いです。

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

の 取組
とりくみ

が 必要
ひつよう

です。 

 

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 

チラシや ホームページなどで やさしい日本語
に ほ ん ご

を 広
ひろ

め

ます。また、市
し

民
みん

向
む

けの やさしい日本語
に ほ ん ご

の 講座
こ う ざ

などを

開
ひら

き、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

を 図
はか

りま

す。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

２ 

市
し

役所
やくしょ

の 窓口
まどぐち

などにおいて 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に 配慮
はいりょ

した

コミュニケーションを 行
おこな

うため、市
し

職員
しょくいん

に やさしい

日本語
に ほ ん ご

研修
けんしゅう

を 行
おこな

います。 

市
し

 

 

 

（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

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を 必要
ひつよう

としている 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は 多
おお

いため、色々
いろいろ

な 方法
ほうほう

で 学習
がくしゅう

する 機会
き か い

を

つくる 取組
とりくみ

が 必要
ひつよう

です。また、日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

における 日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援者
し え ん し ゃ

（＝外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の

日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を支援
し え ん

する人
ひと

）が 足
た

りていないため、日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援者
し え ん し ゃ

を 確保
か く ほ

する 取組
とりくみ

も 必要
ひつよう

です。 
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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 

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を  開
ひら

き、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の  日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を

支援
し え ん

します。また、新
あたら

しく 日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を つくるなど

の拡充
かくじゅう

（＝取組
とりくみ

を広
ひろ

げること）に向
む

け、調査
ちょうさ

・研究
けんきゅう

を

行
おこな

います。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

２ 

日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援者
し え ん し ゃ

を 養成
ようせい

するための 講座
こ う ざ

を 開
ひら

くな

どし、日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援者
し え ん し ゃ

の 確保
か く ほ

を 図
はか

ります。また、

日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援者
し え ん し ゃ

の スキルアップのために 講座
こ う ざ

を 

開
ひら

きます。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

３ 

ホームページなどで、自分
じ ぶ ん

で 学習
がくしゅう

ができる 日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

の 教材
きょうざい

（＝勉強
べんきょう

するときに使
つか

う教科書
きょうかしょ

などのこ

と）を 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に 知
し

らせます。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい
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４  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

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

言語
げ ん ご

や 文化
ぶ ん か

、習慣
しゅうかん

などの 違
ちが

いから 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

との間
あいだ

に 壁
かべ

を感
かん

じている 市民
し み ん

がいるた

め、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 取組
とりくみ

が 必要
ひつよう

です。 

 

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 

広報紙
こ う ほ う し

や ホームページなどで 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かん

する

情報
じょうほう

を 伝
つた

えます。また、講演会
こうえんかい

や 講座
こ う ざ

などを 開
ひら

き、

市民
し み ん

の 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

を 深
ふか

めます。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

２ 
海外
かいがい

の 姉妹
し ま い

都市
と し

との 色々
いろいろ

な 交流
こうりゅう

を 促進
そくしん

して、市民
し み ん

の 国際
こくさい

理解
り か い

を 深
ふか

めます。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

 

（２）地域
ち い き

との交流
こうりゅう

の場
ば

づくり 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

多
おお

くの外国人
がいこくじん

市民
し み ん

、日本人
にほんじん

市民
し み ん

が お互
たが

いに 交流
こうりゅう

や 関
かか

わりを 持
も

ちたいと 考
かんが

えています。

しかし、交流
こうりゅう

する 機会
き か い

が 少
すく

ないので、地域
ち い き

の 活動
かつどう

に 参加
さ ん か

できていない外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 多
おお

い

です。そのため、交流
こうりゅう

を 進
すす

める 取組
とりくみ

が 必要
ひつよう

です。 
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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

、日本人
にほんじん

市民
し み ん

が お互
たが

いの文化
ぶ ん か

や 言語
げ ん ご

を

紹
しょう

介
かい

する イベントなどを 開催
かいさい

し、交流
こうりゅう

を 進
すす

めます。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

２ 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

や 地域
ち い き

、市内
し な い

事業所
じぎょうしょ

などが 参加
さ ん か

し、情報
じょうほう

を 一緒
いっしょ

に 分
わ

かち合
あ

ったり、交流
こうりゅう

活動
かつどう

などを 推進
すいしん

す

るための つながりづくりに 取
と

り組
く

みます。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

 

 

（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

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の まちづくりを 推進
すいしん

するためには、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の 参画
さんかく

が 必要
ひつよう

です。そのた

め、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

や まちづくりへ 参画
さんかく

しやすくなるような 取組
とりくみ

を 進
すす

める 必要
ひつよう

が

あります。 

 

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 

市
し

の施策
し さ く

に 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

のニーズや 視点
し て ん

（＝ものの

見方
み か た

や考
かんが

え方
かた

）を 入
い

れるため、やさしい日本語
に ほ ん ご

を 使
つか

った アンケート調査
ちょうさ

をすることなどについて 検討
けんとう

し

ます。 

 

市
し
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２ 

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

・地域
ち い き

の人
ひと

たちを つなぐよ

うな 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に 関
かか

わる人
ひと

を 見
み

つけ、育
そだ

てていき

ます。 

市
し

・丹波市
た ん ば し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

３ 

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

に向
む

け、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が自治会
じ ち か い

活動
かつどう

（＝地域
ち い き

の人
ひと

たちが集
あつ

まって行
おこな

う活動
かつどう

）

などに  参加
さ ん か

・参画
さんかく

し、交流
こうりゅう

している  良
よ

い事例
じ れ い

の 

情報
じょうほう

を 伝
つた

えるなどします。 

市
し
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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

 

 市
し

役所
やくしょ

の 関係
かんけい

する課
か

が 連絡
れんらく

や 調整
ちょうせい

する場
ば

を つくります。また、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の 考
かんが

え方
かた

について 同
おな

じように 理解
り か い

し、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の 現状
げんじょう

や 課題
か だ い

について 話
はな

し合
あ

います。そして、

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

が 進
すす

んでいるかどうかや 施策
し さ く

の 検討
けんとう

を 行
おこな

い、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の まちづくり

を 推進
すいしん

します。 

 

２  市民
し み ん

、関係
かんけい

する機関
き か ん

、団体
だんたい

などとの連携
れんけい

（＝連絡
れんらく

をとり合
あ

って行
おこな

う

こと）と協働
きょうどう

（＝協 力
きょうりょく

しながら活動
かつどう

すること） 

 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の まちづくりの 推進
すいしん

には、行政
ぎょうせい

だけでなく、関係
かんけい

する人
ひと

たちが、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の

考
かんが

え方
かた

に基
もと

づいて、自分
じ ぶ ん

から 動
うご

くことが 重要
じゅうよう

です。 

 市
し

は 施策
し さ く

を 進
すす

めるために、市民
し み ん

、関係
かんけい

する機関
き か ん

、団体
だんたい

など 色々
いろいろ

な 人
ひと

たちとの 連携
れんけい

と

協働
きょうどう

に 努
つと

めます。 
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【資料
しりょう

】 

 資料
しりょう

１ 在留
ざいりゅう

資格
し か く

一覧
いちらん
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 上記
じょうき

の表
ひょう

は、「外国人
がいこくじん

雇用
こ よ う

のルールに関
かん

するパンフレット」（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

）から 抜
ぬ

き出
だ

してい

ます。最新
さいしん

の 在留
ざいりゅう

資格
し か く

一覧表
いちらんひょう

については、次
つぎ

の 二次元
に じ げ ん

コード（法務省
ほうむしょう

HP）から 確認
かくにん

してくだ

さい。 
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 資料
しりょう

２ 用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

 本基本
ほんきほん

方針
ほうしん

で 使
つか

っている用語
よ う ご

の 解説
かいせつ

は 次
つぎ

のとおりです。 

№ 語句
ご く

 解説
かいせつ

 

１ グローバル化
か

 

お金
かね

や 労働力
ろうどうりょく

が 国
こく

をこえて 動
うご

くことが 多
おお

くなり、貿易
ぼうえき

を通
つう

じ

て商品
しょうひん

や サービスが やりとりされ、海外
かいがい

への 投資
と う し

（＝お金
かね

を使
つか

って、新
あたら

しいことを始
はじ

めたり、会社
かいしゃ

を大
おお

きくしたりすること）が 増
ふ

えることで、世界
せ か い

の 経済
けいざい

が もっとつながっていくこと。 

２ 在留
ざいりゅう

外国人
がいこくじん

 
「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

」上の 在留
ざいりゅう

資格
し か く

を もって 日本
に ほ ん

に 

３か月
がつ

以上
いじょう

 住
す

む 外国人
がいこくじん

。 

３ 在留
ざいりゅう

資格
し か く

 

外国人
がいこくじん

が 日本
に ほ ん

でできる 活動
かつどう

などを いくつかのタイプに 分
わ

けた

もの。外国
がいこく

の人
ひと

が  日本
に ほ ん

に入
はい

るときに、法務省
ほうむしょう

（ 出入国
しゅつにゅうこく

在留
ざいりゅう

管理庁
かんりちょう

）から もらう 資格
し か く

。 

４ 育成
いくせい

就労
しゅうろう

 

技術
ぎじゅつ

を 教
おし

えることで 国際的
こくさいてき

な助
たす

けを めざす 技能
ぎ の う

実習
じっしゅう

制度
せ い ど

を 

大
おお

きく変
か

えて、人
ひと

が足
た

りない仕事
し ご と

で 働
はたら

く人
ひと

を 育
そだ

てて、確保
か く ほ

する

ための 在留
ざいりゅう

資格
し か く

。 

５ 多様性
たようせい

 
ある集団

しゅうだん

の中
なか

に 色々
いろいろ

な 年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、国籍
こくせき

などを 持
も

つ人
ひと

がとも

にいること。 

６ 包摂性
ほうせつせい

 
社会的
しゃかいてき

な立場
た ち ば

に 関係
かんけい

なく、社会
しゃかい

や 組織
そ し き

が 色々
いろいろ

な 人
ひと

たちを 受
う

け入
い

れること。 

７ 
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） 

「Sustainable Development Goals」のこと。「誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

さない」持続
じ ぞ く

可能
か の う

（＝ずっと続
つづ

けられること）で、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

を つくるため、２０１５年
ねん

の 国連
こくれん

サミットで 選
えら

ばれた

目標
もくひょう

。１７のゴール、１６９のターゲットが 決
き

められている。 

８ 
外国
がいこく

につながりのあるこ

どもたち 

国籍
こくせき

に関係
かんけい

なく、色々
いろいろ

な 文化
ぶ ん か

や 言語
げ ん ご

の 背景
はいけい

を もつ こどもたち

のこと。親
おや

が 外国
がいこく

の 国籍
こくせき

であるが、そのこどもが 日本
に ほ ん

の 国籍
こくせき

をもっている場合
ば あ い

や、自分
じ ぶ ん

が 外国
がいこく

の 国籍
こくせき

でも、その国
くに

よりも 

日本
に ほ ん

で長
なが

く住
す

んでいる こどもなども 含
ふく

まれる。 
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９ やさしい日本語
に ほ ん ご

 

難
むずか

しい言葉
こ と ば

を 分
わ

かりやすくするなど、相手
あ い て

に 配慮
はいりょ

した 日本語
に ほ ん ご

のこと。外国人
がいこくじん

だけでなく、高齢者
こうれいしゃ

や こども、障
しょう

がいのある人
ひと

な

ど、多
おお

くの人
ひと

に わかりやすく 伝
つた

えようとする方法
ほうほう

。 

１０ 日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

 

外国人
がいこくじん

などが 日本語
に ほ ん ご

を 習
しゅう

得
とく

（＝習
なら

い覚
おぼ

えること）するために 

行
おこな

われる 教育
きょういく

や その他
ほか

の活動
かつどう

（外国人
がいこくじん

などに対
たい

して行
おこな

われる

日本語
に ほ ん ご

の普及
ふきゅう

を図
はか

るための活動
かつどう

を含
ふく

む）。 

１１ 自動
じ ど う

翻訳機
ほんやくき

 
電子
で ん し

機器
き き

（＝電気
で ん き

を使
つか

う機械
き か い

）を 使
つか

って、文字
も じ

や 音声
おんせい

を 他
ほか

の

言語
げ ん ご

に 自動
じ ど う

で 翻
ほん

訳
やく

する道具
ど う ぐ

や ソフトウェアのこと。 

１２ 多言語三者
た げ ん ご さん し ゃ

通訳
つうやく

システム 

通訳
つうやく

オペレーターが タブレットの 画面
が め ん

を通
とお

して 通訳
つうやく

するもの。

話
はなし

したい言語
げ ん ご

を 選
えら

ぶと、すぐに オペレーターに つながり、リア

ルタイムで 通訳
つうやく

をしてもらえる システム。 

１３ 母語
ぼ ご

 
その人

ひと

が こどもの頃
ころ

から 使
つか

っていて、一番
いちばん

上手
じょうず

に 感情
かんじょう

を 伝
つた

え

ることのできる 言
げん

語
ご

のこと。 

１４ 外国人
がいこくじん

児童
じどう

生徒
せいと

語学
ごがく

指導者
しどうしゃ

 

日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が 必要
ひつよう

な 外国
がいこく

につながりのある 児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が、コミ

ュニケーションを とりやすくし、学校
がっこう

生活
せいかつ

に 早
はや

く慣
な

れるように 教
おし

える人
ひと

。 

１５ ストック情報
じょうほう

 災害
さいがい

が 起
お

きる前
まえ

から 集
あつ

めておく 情報
じょうほう

。 

１６ フロー情報
じょうほう

 
災害
さいがい

が 起
お

きた時
とき

や 起
お

きた後
あと

に もらう 色々
いろいろ

な 警報
けいほう

や 避難
ひ な ん

など

の 情報
じょうほう

。 

１７ ひょうご防災
ぼうさい

ネット 
兵庫県
ひょうごけん

や 兵庫
ひょうご

県内
けんない

の市町
しちょう

からの 避難
ひ な ん

の 情報
じょうほう

や 地震
じ し ん

・津波
つ な み

・

警報
けいほう

などの 色々
いろいろ

な 情報
じょうほう

を 多言語
た げ ん ご

でも 伝
つた

えるもの。 

１８ 指
ゆび

差
さ

しボード 災害
さいがい

の時
とき

に 使
つか

う言葉
こ と ば

を 多言語
た げ ん ご

に 翻
ほん

訳
やく

した ボード。 

１９ 多言語
た げ ん ご

電話
で ん わ

通訳
つうやく

システム 

１１９番
ばん

通報
つうほう

を 通訳
つうやく

コールセンターに つないで、通報
つうほう

した人
ひと

、

消防
しょうぼう

署
しょ

の人
ひと

、オペレーターの三人
さんにん

が 同時
ど う じ

に 話
はな

すことができて、

通訳
つうやく

をしてもらえるシステム。 
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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

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

 

令和６年３月27日 

告示第114号 

（設置） 

第１条 国籍や民族などの異なる市民が、文化の多様性を認め合い、地域の一員として互いを尊

重し、誰もが安心
あんしん

して暮らすことができる多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の社会
しゃかい

を推進
すいしん

するに当たり、市民や有

識者等から広く意見を求めるため、丹波市多文化共生推進懇話会（以下「懇話会」という。）を

設置する。 

（所掌事務） 

第２条 懇話会は、次に掲げる業務を所掌する。 

(１) 丹波市多文化共生推進基本方針の策定に対し、意見を述べること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、前条の目的達成のために必要なこと。 

（組織） 

第３条 懇話会は、委員12人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 丹波市国際交流協会の代表者 

(３) 丹波市社会福祉協議会の代表者 

(４) 丹波市自治会長会の代表者 

(５) 外国人を雇用する事業所の代表者 

(６) 外国籍又は外国にルーツを持つ児童生徒を支援する者 

(７) 外国籍又は外国にルーツを持つ市民 

(８) 公募による市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、１年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は、妨げないものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 懇話会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は委員の互選により選出する。 

３ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 懇話会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

（守秘義務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載
けいさい

予定
よ て い

 
 



 

- 43 - 

第７条 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。 

（庶務） 

第８条 懇話会の庶務は、まちづくり部人権啓発センターにおいて処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、

これを定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月16日告示第249号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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 資料
しりょう

４ 丹波市
た ん ば し
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推進
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懇話会
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い い ん

名簿
め い ぼ

 

 

任期：令和６年５月 29日～令和７年３月 31日 

敬称略・五十音順  

委員区分 

（要綱第３条第２項） 
所 属 団 体 等 氏 名 

識見を有する者 福知山公立大学 渋谷 節子 

丹波市国際交流協会の代表者 丹波市国際交流協会 十倉 直子 

丹波市社会福祉協議会の代表者 丹波市社会福祉協議会 芦田 恒男 

丹波市自治会長会の代表者 丹波市自治会長会 古川 正孝 

外国人を雇用する事業所の代表者 丹波ケーブル株式会社 足立 喜信 

外国人を雇用する事業所の代表者 有限会社岩澤繊維 岩澤 宏一 

外国籍又は外国にルーツを持つ 

児童生徒を支援する者 
― 石田 スエリ 

外国籍又は外国にルーツを持つ 

市民 
― 中川 フェテレウォルク 

外国籍又は外国にルーツを持つ 

市民 
― BUI THI THU HUYEN 

公募による市民 ― 池田 和代 

公募による市民 ― 坂谷 秀則 
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方針
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丹波市
た ん ば し

まちづくり部
ぶ

人権
じんけん

啓発
けいはつ

センター 

〒６６９－３６９２ 丹波市
た ん ば し

氷上町
ひかみちょう

成松
なりまつ

字
あざ

甲賀
こ う が

１番
ばん

地
ち

 

TEL：０７９５－８２－１００１（代表
だいひょう

） FAX：０７９５－８２－４３７０ 

令和
れ い わ

７年
ねん

（２０２５年
ねん

）●月
がつ

 発行
はっこう

 


