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は じ め に 

 

 2007年
ねん

１月
  がつ

現在
げんざい

における、大和市
や ま と し

の外国人
がいこくじん

登録者
とうろくしゃ

は、6,577人
にん

になっています。これは、

市
し

全体
ぜんたい

の人口
じんこう

の約
やく

2.9％を占
し

め、市
し

民
みん

約
やく

34人
にん

に１
ひと

人
り

が外
がい

国
こく

籍
せき

であることを示
しめ

しています。

外国人
がいこくじん

登録者
とうろくしゃ

の国籍
こくせき

は、上位
じょうい

からペルー
ぺ る ー

、中国
ちゅうごく

、韓国
かんこく

、フィリピン、ベトナムの順
じゅん

となっ

ており、大和市
や ま と し

の特徴
とくちょう

として、スペイン語
ご

を母
ぼ

語
ご

とする中南米
ちゅうなんべい

出身者
しゅっしんしゃ

（外国人
がいこくじん

登録
とうろく

の約
やく

４

分
ぶん

の１）や、大和
や ま と

定住
ていじゅう

促進
そくしん

センターがあった経緯
け い い

から、インドシナ難民
なんみん

とその家族
か ぞ く

らが、県内
けんない

の他市
た し

に比
くら

べ比
ひ

較
かく

的
てき

多
おお

く住
す

んでいることがあげられます。 

1990年
ねん

の入管法
にゅうかんほう

の改正
かいせい

で、日系人
にっけいじん

とその家族
か ぞ く

は、就労
しゅうろう

における制限
せいげん

がなくなり、日本人
に ほ ん じ ん

と同様
どうよう

にどの職種
しょくしゅ

にもつくことができるようになりました。 当初
とうしょ

は、単身
たんしん

で来
き

ていた人
ひと

も、

家
か

族
ぞく

を母
ぼ

国
こく

から呼
よ

び寄
よ

せ、生活
せいかつ

の基盤
き ば ん

を日本
に ほ ん

に移
うつ

して、長期
ちょうき

に定住
ていじゅう

する方向
ほうこう

へと変
か

わって

きています。 

このような近年
きんねん

における外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の増加
ぞ う か

に対応
たいおう

するため、市
し

の各担当課
かくたんとうか

では、行政
ぎょうせい

サ

ービスの案内
あんない

資料
しりょう

を多言語
た げ ん ご

で作成
さくせい

するなど、外
がい

国人
こくじん

市民
し み ん

へ生活
せいかつ

情報
じょうほう

の周知
しゅうち

を図
はか

り、また、

市内
し な い

小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

においては、国際
こくさい

教室
きょうしつ

を設置
せ っ ち

し、母国語
ぼ こ く ご

で対応
たいおう

できる教育
きょういく

相談員
そうだんいん

や日本語
に ほ ん ご

指導員
し ど う い ん

の活用
かつよう

を通
つう

じて、外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

への指導
し ど う

を行
おこな

うといった取
と

り組
く

みがなされてき

ました。このことは中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

でもご報
ほう

告
こく

したとおりです。 

しかし、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が数多
かずおお

く居住
きょじゅう

するようになった地域
ち い き

社会
しゃかい

においては、もはやこれま

での一時
い ち じ

避難的
ひ な ん て き

な施策
し さ く

では十分
じゅうぶん

ではなく、さらなる施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

が求
もと

められています。 

当会議
と う か い ぎ

では、中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

の後
あと

も１年
ねん

にわたって議論
ぎ ろ ん

を重
かさ

ね、この度
たび

、「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の自立
じ り つ

に

つながるシステムの構築
こうちく

」という視点
し て ん

から、「第
だい

１期
き

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

会議
か い ぎ

最終
さいしゅう

報告
ほうこく

および

提言書
ていげんしょ

」を作成
さくせい

しました。 

今
いま

最
もっと

も必要
ひつよう

なことは、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を、単
たん

に行政
ぎょうせい

サービスの「受
う

け手
て

」としてではなく、

日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

と同
おな

じ「地域
ち い き

住民
じゅうみん

の一員
いちいん

」としてとらえ、常に
つね

その存在
そんざい

を意識
い し き

した行動
こうどう

をとる

ことです。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

するために、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

も新
あたら

しいまちづくりの重要
じゅうよう

な

パートナーであるとの認識
にんしき

に立
た

ち、すべての住民
じゅうみん

の総意
そ う い

と協 力
きょうりょく

の基
もと

に、平和
へ い わ

で住
す

みやす

い社会
しゃかい

をつくるための新
あたら

しいシステムを確立
かくりつ

していかなければなりません。 

ぜひ、私
わたし

たち委員
い い ん

の願
ねが

いを、早急
さっきゅう

にご検討
けんとう

いただき、今後
こ ん ご

の市
し

の国際化
こ く さ い か

施策
し さ く

に反映
はんえい

して

いただけるよう強く
つよ

希望
き ぼう

します。 

2007年
ねん

３月
がつ

  

多
た

 文
ぶん

 化
か

 共
きょう

 生
せい

 会
かい

 議
ぎ

 

委員長
いいんちょう

 楠
くす

 デ モンティエル ルミコ 

 

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

とは、広
ひろ

い意
い

味
み

で、国籍
こくせき

、民族
みんぞく

、性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

などが異なる
こと

様々
さまざま

な文
ぶん

化
か

や個
こ

性
せい

を持った
 も

人々
ひとびと

が、互い
たが

の違い
ちが

を認
みと

め合
あ

いながらも、社会
しゃかい

の一員
いちいん

として社会
しゃかい

全体
ぜんたい

を豊
ゆた

かに

していくこと。 



（順不同
じ ゅ ん ふ ど う

：最終
さいしゅう

報告
ほ う こ く

作成
さ く せ い

時
じ

現在
げんざい

）

氏名
し めい

出身国
しゅっしんこく

備考
び こう

1 楠
く す

　デ　モンティエル　ルミコ パラグアイ 委員長
い い ん ち ょ う

　・　教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

2 渡辺
わたなべ

美津子
み つ こ

日本
に ほ ん

副
ふ く

委員長
い い ん ち ょ う

　・　教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

3 片寄　勝恵
か た よ せ か つ え

日本
に ほ ん

教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

　部会長
ぶ か い ち ょ う

4 本多
ほ ん だ

　香織
か お り

日本
に ほ ん

教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

　副
ふ く

部会長
ぶ か い ち ょ う

5 奥津
お く つ

ネルリタ フィリピン 教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

6 武田
た け だ

真理子
ま り こ

日本
に ほ ん

教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

7 鼓
つつみ

　奈々
な な

カンボジア 教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

8 馬
ま

　徳懐
と く か い

中国
ちゅうごく

副
ふ く

委員長
い い ん ち ょ う

　・　社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

　部会
ぶ か い

長
ちょう

9 田野井
た の い

　サイナ 中国
ちゅうごく

社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

　副
ふ く

部会
ぶ か い

長
ちょう

10 石間
い し ま

フロルデリサ フィリピン 社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

11 恩智
お ん ち

　敏子
と し こ

ペルー 社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

12 川端　昌昭
か わ ば た ま さ あ き

日本
に ほ ん

社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

13 村上　紀子
む ら か み の り こ

日本
に ほ ん

社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

14 吉田
よ し だ

　正美
ま さ み

日本
に ほ ん

社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

第
だい

１期
き

（財
ざ い

）大和市
や ま と し

国際化
こ く さ い か

協会
きょうかい

多文化共生会議委員名簿
た ぶ ん か き ょ うせ いか いぎ いい んめ いぼ
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【多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

会議
か い ぎ

の概要
がいよう

】 

 

１．会議
か い ぎ

目的
もくてき

 

○ 日
に

本
ほん

人
じん

市
し

民
みん

と外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

が同
おな

じ地域
ち い き

に暮
く

らす住民
じゅうみん

として、共存
きょうぞん

、共生
きょうせい

、協動
きょうどう

でき

る地域
ち い き

づくりの指針
し し ん

を示す
しめ

 

○ 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の行政
ぎょうせい

への参加
さ ん か

を促
うなが

す 

○ 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

が同
おな

じ大和
や ま と

市民
し み ん

であるという意識
い し き

を共有
きょうゆう

する場
ば

を作
つく

る 

 

２．形式
けいしき

 

○ 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

が委員
い い ん

となり、それぞれが生活
せいかつ

や活動
かつどう

を通
とお

して感
かん

じる

大和市
や ま と し

の「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

」に関
かん

する課題
か だ い

について、行政
ぎょうせい

への提言
ていげん

という形
かたち

で問題
もんだい

提起
て い き

するとともに、各委員
か く い い ん

の持
も

つ知識
ち し き

や経験
けいけん

を持
も

ち寄
よ

って、具体的
ぐ た い て き

な解決
かいけつ

策
さく

を検討
けんとう

する。 

○ 財
ざい

団
だん

法
ほう

人
じん

大
やま

和
と

市
し

国際化
こ く さ い か

協会
きょうかい

（以
い

下
か

「大
やま

和
と

市
し

国
こく

際
さい

化
か

協
きょう

会
かい

」という。）が会議
か い ぎ

を設置
せ っ ち

し、

委員
い い ん

の募集
ぼしゅう

、選考
せんこう

を行
おこな

う。 

○ 委員
い い ん

の任期
に ん き

は２年
ねん

とし、一
いっ

ヶ
か

月
げつ

に１回
かい

程度
て い ど

の会議
か い ぎ

と視察
し さ つ

、調査
ちょうさ

、研修
けんしゅう

等
とう

のフィー

ルドワークを行
おこな

う。会議
か い ぎ

の経過
け い か

は報告書
ほうこくしょ

にまとめ、国際化
こ く さ い か

協会
きょうかい

に報告
ほうこく

する。 

○ 会議
か い ぎ

は日本語
に ほ ん ご

で進行
しんこう

する。 

○ 各委員
か く い い ん

から提案
ていあん

された課題
か だ い

の内容
ないよう

によっては、２つ以上
いじょう

の部会
ぶ か い

を設置
せ っ ち

する。   

 

３．委員
い い ん

の任期
に ん き

  

2005年
ねん

２月
がつ

27日
にち

から 2007年
ねん

３月
がつ

31日
にち

 

 

４．会議
か い ぎ

の発足
ほっそく

および経緯
け い い

 

   2005年
ねん

２月
がつ

、大和市
や ま と し

国際化
こ く さ い か

協会
きょうかい

の公募
こ う ぼ

に応
おう

じた日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

８名
めい

および外国人
がいこくじん

市民
し み ん

９名
めい

、

計
けい

17名
めい

で組織
そ し き

する多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

会議
か い ぎ

が発足
ほっそく

した。会議
か い ぎ

では、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

や大和市
や ま と し

の国際化
こ く さ い か

の状況
じょうきょう

について学習
がくしゅう

した後
あ と

、グループワークを行
おこな

い、各委員
か く い い ん

が多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
し ゃ か い

の構築
こ う ち く

の

ために必要
ひ つ よ う

だと考
かんが

えることを自由
じ ゆ う

にあげ、問題
も ん だ い

を共有
きょうゆう

した。 

次
つ ぎ

に、このグループワークで出
だ

された 144 の課題
か だ い

を、17 のカテゴリーに分
わ

け、この会議
か い ぎ

としては、まずそのうちの６項目
こ う も く

（資料
し り ょ う

１参照
さんしょう

）を課題
か だ い

として取
と

り上
あ

げることを決
き

めた。 

 

17 のカテゴリーと今回
こんかい

取り上
と  あ

げた６項目
こうもく

（太字
ふ と じ

） 

①教育
きょういく

・学校
がっこう

、②言葉
こ と ば

、③地域
ち い き

・自治会
じ ち か い

等
とう

、④情報
じょうほう

交換
こうかん

の場
ば

、⑤政治
せ い じ

・行政
ぎょうせい

、⑥医療
いりょう

・

健康
けんこう

、⑦システム、⑧外国人
がいこくじん

登録
とうろく

、⑨保険
ほ け ん

・年金
ねんきん

、⑩習慣
しゅうかん

、⑪就労
しゅうろう

、⑫支援
し え ん

機関
き か ん

、⑬子育
こ そ だ

て支援
し え ん

、⑭文化的
ぶ ん か て き

支援
し え ん

、⑮トラブル、⑯日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

の意識
い し き

、⑰日常
にちじょう

生活
せいかつ

に関
かん

する法律
ほうりつ

  

 

私
わたし

たちは、これら６つの項目
こ う も く

を２つの部会
ぶ か い

（社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

、教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

）に分
わ

かれて担当
た ん と う

し、協議
き ょ う ぎ

、調査
ち ょ う さ

を続
つづ

けた。   



 

 2

当初
とうしょ

、委員
い い ん

の任期
に ん き

は１年
ねん

であったが、さらに１年
ねん

任期
に ん き

を延長
えんちょう

し協議
きょうぎ

を続
つづ

けることとなった

め、2006年
ねん

５月
がつ

に一年間
いちねんかん

の活動
かつどう

をまとめた、中間
ちゅうかん

報告書
ほうこくしょ

を作成
さくせい

。 

諸事情
しょじじょう

により委員
い い ん

３名
めい

が任期
に ん き

の延長
えんちょう

をすることができず、当最終
とうさいしゅう

報告
ほうこく

および提言書
ていげんしょ

の作成
さくせい

には残
のこ

る委員
い い ん

14名
めい

が協 力
きょうりょく

してあたった。 

 

５．会議
か い ぎ

開催
かいさい

経過
け い か

 

回数
かいすう

 開催
かいさい

日
び

 会議
か い ぎ

内容
ないよう

 

第
だい

１回
かい

 
2005年

ねん

 

２月
がつ

27日
にち

（日
にち

） 
会議
か い ぎ

趣旨
し ゅ し

、市
し

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

施策
し さ く

の現状
げんじょう

等
とう

の説明
せつめい

他
ほか

 

第
だい

２回
かい

 ４月
がつ

24日
にち

（日
にち

） 

前回
ぜんかい

会議
か い ぎ

からの質問
しつもん

に対
たい

する回答
かいとう

（外国人
がいこくじん

登録者数
とうろくしゃすう

内訳
うちわけ

、

外国人
がいこくじん

に対
たい

する行政
ぎょうせい

サービスの現状
げんじょう

）、本
ほん

会議
か い ぎ

に望
のぞ

むもの

（各委員
か く い い ん

の思
おも

い）意見
い け ん

交換
こうかん

他
ほか

 

第
だい

３回
かい

 ５月
がつ

28日
にち

（土
ど

） 課題
か だ い

、疑問点
ぎ も ん て ん

の抽 出
ちゅうしゅつ

他
ほか

 

第
だい

４回
かい

 ６月
がつ

26日
にち

（日
にち

） 課題
か だ い

、疑問点
ぎ も ん て ん

に関
かん

する意見
い け ん

交換
こうかん

とテーマ別
べつ

課題
か だ い

の整理
せ い り

 

第
だい

５回
かい

 ７月
がつ

16日
にち

（土） 全課題
ぜ ん か だ い

の整理
せ い り

と分類
ぶんるい

 

第
だい

６回
かい

 10月
がつ

15日
にち

（土
ど

） 
最重要
さいじゅうよう

課題
か だ い

の決定
けってい

、部会
ぶ か い

の編成
へんせい

（教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

、社会
しゃかい

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

）他
ほか

 

第
だい

７回
かい

 11月
がつ

27日
にち

（日
にち

） 委員
い い ん

任期
に ん き

について、各部会
か く ぶ か い

での協議
きょうぎ

 

＊ 
12月

がつ

９日
にち

（金
きん

） 

から１月
がつ

27日
にち

（金
きん

） 
教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

、市内
し な い

小中学校
しょうちゅうがっこう

１１校
こう

の学校
がっこう

訪問
ほうもん

開始
か い し

 

＊ 12月
がつ

10日
にち

（土
ど

）  外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

かながわ会議
か い ぎ

意見
い け ん

交換会
こうかんかい

へ委員
い い ん

３名
めい

出席
しゅっせき

 

第
だい

８回
かい

 12月
がつ

17日
にち

（土
ど

） 各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

かながわ会議
か い ぎ

意見
い け ん

交換会
こうかんかい

の報告
ほうこく

他
ほか

第
だい

９回
かい

 
2006年

ねん

 

１月
がつ

22日
にち

（日
にち

） 
大和市
や ま と し

実施
じ っ し

計画
けいかく

策定
さくてい

に関
かん

する参考
さんこう

資料
しりょう

の説明
せつめい

、各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

第
だい

10回
かい

 ２月
がつ

18日
にち

（土
ど

） 中間
ちゅうかん

報告書作
ほうこくしょさく

成案
せいあん

、各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

 

＊ ２月
がつ

24日
にち

（金
きん

） 教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

協議
きょうぎ

 

＊ ３月
がつ

10日
にち

（金
きん

） 社会
しゃかい

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

協議
きょうぎ

 

＊ ３月
がつ

14日
にち

（火
か

） 教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

協議
きょうぎ

 

第
だい

11回
かい

 ３月
がつ

19日
にち

（日
にち

） 中間
ちゅうかん

報告書
ほうこくしょ

（案
あん

）内容
ないよう

確認
かくにん

、各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

 

第
だい

12回
かい

 ４月
がつ

20日
にち

（日
にち

） 中間
ちゅうかん

報告書
ほうこくしょ

（案
あん

）内容
ないよう

確認
かくにん

、各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

 

第
だい

13回
かい

 ５月
がつ

20日
にち

（土
ど

） 中間
ちゅうかん

報告書
ほうこくしょ

最終
さいしゅう

確認
かくにん

、各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

 

＊ ６月
がつ

６日
にち

（火
か

） 社会
しゃかい

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

、いちょう下和田
し も わ だ

団地
だ ん ち

連合
れんごう

自治
じ ち

会長
かいちょう

と懇談
こんだん

第
だい

14回
かい

 ６月
がつ

10日
にち

（土
ど

） 今後
こ ん ご

の会議
か い ぎ

進行
しんこう

、課題
か だ い

範囲
は ん い

の確認
かくにん

、各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

、 

第
だい

15回
かい

 ７月
がつ

９日
にち

（日
にち

） 各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

他
ほか

 

第
だい

16回
かい

 ８月
がつ

12日
にち

（土
ど

） 各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

他
ほか

 

第
だい

17回
かい

 ９月
がつ

10日
にち

（日
にち

） 各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

他
ほか

 

＊ 
９月

がつ

15日
にち

（金
きん

）  

から 10月
がつ

３日
か

(火
か

） 

教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

、市内
し な い

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

８団体
だんたい

を訪
ほう

問
もん

、聞
き

き取
と

り

調査
ちょうさ

開始
か い し
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第
だい

18回
かい

 10月
がつ

14日
にち

（土
ど

） 各
かく

部
ぶ

会
かい

協
きょう

議
ぎ

他
ほか

 

第
だい

19回
かい

 11月
がつ

18日
にち

（土
ど

） 各
かく

部
ぶ

会
かい

協
きょう

議
ぎ

他
ほか

 

＊ 12月
がつ

７日
にち

（木
もく

） 教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

最終
さいしゅう

報告書
ほうこくしょ

（案
あん

）内容
ないよう

作成
さくせい

 

第
だい

20回
かい

 12月
がつ

９日
にち

（土
ど

） 最終
さいしゅう

報告書
ほうこくしょ

（案
あん

）内容
ないよう

確認
かくにん

、各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

 

第
だい

21回
かい

 
2007年

ねん

 

１月
がつ

14日
にち

（日
にち

） 
最終
さいしゅう

報告書
ほうこくしょ

（案
あん

）内容
ないよう

確認
かくにん

、各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

 

第
だい

22回
かい

 ２月
がつ

10日
にち

（土
ど

） 最終
さいしゅう

報告書
ほうこくしょ

（案
あん

）内容
ないよう

確認
かくにん

、各部会
か く ぶ か い

協議
きょうぎ

 

第
だい

23回
かい

 ３月
がつ

11日
にち

（日
にち

） 最終
さいしゅう

報告書
ほうこくしょ

（案
あん

）内容
ないよう

確認
かくにん
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【報
ほう

 告
こく

】 

 

当会議
と う か い ぎ

は、発足
ほっそく

以来
い ら い

、2007年
ねん

３月
がつ

までの間
あいだ

に 23回
かい

の会議
か い ぎ

を開
かい

催
さい

し日本人
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

が相互
そ う ご

理解
り か い

を深
ふか

め、共
きょう

生
せい

できる地域
ち い き

社会
しゃかい

づくりを進
すす

めるためには、なにが問題
もんだい

なのか、何
なに

が

必要
ひつよう

なのか、話
はな

し合
あ

いを進
すす

めてきた。 

会議
か い ぎ

では、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

や大和市
や ま と し

の国際化
こ く さ い か

の状況
じょうきょう

について学習
がくしゅう

した後
あ と

、グループワークを行
おこな

い、各委員
か く い い ん

が多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
し ゃ か い

の構築
こ う ち く

のために必要
ひ つ よ う

だと考
かんが

えることを自由
じ ゆ う

にあげ、問題
も ん だ い

を共有
きょうゆう

した。 

次
つ ぎ

に、グループワークで出
だ

された 144 の課題
か だ い

を、17 のカテゴリーに分
わ

け、この会議
か い ぎ

として

は、まずそのうちの６項目
こ う も く

を課題
か だ い

として取
と

り上
あ

げることを決
き

めた。 

 

取
と

り上
あ

げた６項目
こうもく

 

①教育
きょういく

・学校
がっこう

、②言葉
こ と ば

、③地域
ち い き

・自治会
じ ち か い

等
とう

、④情報
じょうほう

交換
こうかん

の場
ば

、⑤支援
し え ん

機関
き か ん

 ⑥子育
こ そ だ

て支援
し え ん

 

 

私
わたし

たちは、これら６つの項目
こ う も く

を、２つの部会
ぶ か い

（社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

、教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

）に分
わ

かれて担当
た ん と う

し、協議
き ょ う ぎ

、調査
ち ょ う さ

を続
つづ

けてきた。   

 

 

○社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

 

 

（１）経緯
け い い

 

 

全体
ぜんたい

会議
か い ぎ

で出
だ

された主
お も

な問題
も ん だ い

の中
なか

から、社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

では、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

が日常
にちじょう

の生活
せいかつ

の中
なか

で

抱
かか

えている問題
も ん だ い

に取
と

り組
く

んだ。 

その過程
か て い

で、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

は、日々
ひ び

の生活
せいかつ

の中
なか

で様々
さ ま ざ ま

な不安
ふ あ ん

や悩
なや

みを抱
かか

えているが、それを

他者
た し ゃ

に話
はな

したり、解
かい

決
けつ

につながる支
し

援
え ん

を得
え

られたりできずにいることや、大和市
や ま と し

としては、

在住
ざいじゅう

外国人
が い こ く じ ん

も市民
し み ん

であると定義
て い ぎ

しているにもかかわらず、行政
ぎょうせい

での対応
た い お う

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

とのコミ

ュニケーションが必
かなら

ずしも十
じゅう

分
ぶん

ではない現実
げ ん じ つ

が見
み

えてきた。 

また、それらの意見
い け ん

を通
と お

して、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

などが発信
は っ し ん

する情報
じょうほう

が、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に充分
じゅうぶん

に行
ゆ

き届
と ど

いていないこともわかった。 

そこで社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

では、解決
かいけつ

の必要性
ひ つ よ う せ い

が高
たか

いと考
かんが

えられる以下
い か

の３つを社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

の

テーマとして決
き

め、さらに議論
ぎ ろ ん

を重
か さ

ねてきた。 

 

 

 

社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

の３つのテーマ （中間
ちゅうかん

報告
ほ う こ く

より一部
い ち ぶ

変更
へ ん こ う

） 

１ 外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

システムの確立
か く り つ

 

２ 外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

のための相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

の充実
じゅうじつ

 

３ 外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

が地域
ち い き

住民
じゅうみん

とコミュニケーションを図
はか

ることのできる環
かん

境
きょう

整
せい

備
び
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（２）内容
ないよう

 

 

１ 外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

システムの確立
か く り つ

 

 

いつでもどこでも、必要
ひ つ よ う

なときに正確
せ い か く

な行政
ぎょうせい

・生活
せいかつ

情報
じょうほう

が入手
にゅうしゅ

できることは、私
わたし

たち市
し

民
みん

の

権
けん

利
り

である。大和市
や ま と し

は、生活
せいかつ

に密着
みっちゃく

した行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

を多言語
た げ ん ご

で作成
さ く せ い

しているが、実際
じ っ さ い

にそれら

の資料
し り ょ う

を活用
か つ よ う

する外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

の手元
て も と

にはあまり届
と ど

いていない。また、日本語
に ほ ん ご

が十分
じゅうぶん

に理解
り か い

で

きない外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

の中
なか

には、同
お な

じ母国語
ぼ こ く ご

を話
はな

す友人
ゆ う じ ん

や知人
ち じ ん

から情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

する人
ひ と

も多
おお

いよう

であるが、「口
く ち

コミ」などでは情報
じょうほう

が正
た だ

しく伝
つ た

わらないことも考
かんが

えられる。 

情報
じょうほう

の届
と ど

きにくい外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に対
た い

しては、いろいろな機会
き か い

をとらえて積極的
せっきょくてき

に情報
じょうほう

を提供
ていきょう

していく必要
ひ つ よ う

がある。 

そこで社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

では、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

に関
かん

する体制
たいせい

の整備
せ い び

について検討
け ん と う

した。 

 

 

２ 外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

のための相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

の充実
じゅうじつ

（中間
ちゅうかん

報告
ほ う こ く

より一部
い ち ぶ

変更
へ ん こ う

） 

 

外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

から、公
こ う

共
きょう

機関
き か ん

の窓口
ま ど ぐ ち

での対応
た い お う

について、「外国人
が い こ く じ ん

であるということで窓口
ま ど ぐ ち

をた

らい回
ま わ

しにされる」、「外国人
が い こ く じ ん

というと、面倒
め ん ど う

だ、というような対応
た い お う

をされる」といった不満
ふ ま ん

の

声
こ え

を聞
き

くことがある。確
た し

かに言葉
こ と ば

が通
つ う

じないことにより、双方
そ う ほ う

に時間
じ か ん

や労力
ろ う り ょ く

がかかったり、

また誤解
ご か い

が生
しょう

じやすくなったりする。しかし、窓口
ま ど ぐ ち

で、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に対応
た い お う

するには、慣
な

れな

い異国
い こ く

で暮
く

らしている彼
かれ

らの生活
せいかつ

や悩
なや

み、不安
ふ あ ん

を少
す こ

しでも理解
り か い

するよう努
つ と

める必要
ひ つ よ う

がある。 

また、彼
かれ

らは「困
こ ま

ったときにどこへ相談
そ う だ ん

すればいいのかわからない」、「安心
あ ん し ん

して相談
そ う だ ん

でき

る人
ひ と

が近
ち か

くにいない」という不安
ふ あ ん

も抱
かか

えている。 

以上
い じ ょ う

のことを合
あ

わせて考
かんが

えてみると、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に対
た い

する相談
そ う だ ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

は急務
き ゅ う む

である。 

社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

では、大和市
や ま と し

の現状
げんじょう

を踏
ふ

まえ、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

のための相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

について議論
ぎ ろ ん

を重
か さ

ねた。 

  

 

３ 外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

が地域
ち い き

住民
じゅうみん

とコミュニケーションを図
はか

ることのできる環境
かんきょう

整備
せ い び

 

 

地域
ち い き

における外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

を取
と

り巻
ま

く問題
も ん だ い

には、様々
さ ま ざ ま

なものがある。 

外国人
が い こ く じ ん

住民
じゅうみん

の少
す く

ない地区
ち く

では、日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

との交流
こうりゅう

を求
も と

めて、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

が地区
ち く

のお祭
ま つ

り

などに参加
さ ん か

しても、疎外感
そ が い か ん

を味
あ じ

わうことがあるという。また、日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

の側
がわ

にも、言葉
こ と ば

が通
つ う

じないことで、どのように交流
こうりゅう

して良
よ

いのかわからないという不安
ふ あ ん

があるようである。 

反対
はんたい

に、外国人
が い こ く じ ん

住民
じゅうみん

の多
おお

い地区
ち く

では、ごみ、騒音
そ う お ん

、不法
ふ ほ う

駐車
ちゅうしゃ

など、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

のルール違反
い は ん

を訴
うった

える日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

からの声
こ え

が聞
き

かれるが、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

の方
ほ う

からは、日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

にもルール

を守
ま も

らない人
ひ と

がいるし、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

にもちゃんとルールを守
ま も

る人
ひ と

もいるのに、一部
い ち ぶ

の外国人
が い こ く じ ん

が

ルールを守
ま も

らないことで「外国人
が い こ く じ ん

みんながルールを守
ま も

らない」というような考
かんが

え方
かた

がある、
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といった意
い

見
けん

がある。 

しかし、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

をすすめるにあたっては、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の理解
り か い

を欠
か

かすことはできない。 

社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

部会
ぶ か い

では、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の多
おお

い自治会
じ ち か い

の会長
かいちょう

と意見
い け ん

交換
こうかん

を行
おこな

い、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、構
か ま

えることなくコミュニケーションを図
はか

ることができる地
ち

域
い き

づくりについて

検討
け ん と う

した。 

 

 

○教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

 

（１）経緯
け い い

 

 

教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

では全体
ぜんたい

会議
か い ぎ

で出
だ

された問題
もんだい

点
てん

、疑問点
ぎ も ん て ん

のうち「教育
きょういく

・学校
がっこう

」、「言葉
こ と ば

」にか

かわる分野
ぶ ん や

を担当
たんとう

した。外国人
がいこくじん

委員
い い ん

からは自分
じ ぶ ん

の子
こ

どもの教
きょう

育
いく

を通
とお

しての経験
けいけん

や、地域
ち い き

や

職場
しょくば

での言葉
こ と ば

の問題
もんだい

などが出
だ

され、また日本人
に ほ ん じ ん

委員
い い ん

からは学校
がっこう

や地域
ち い き

での外国人
がいこくじん

との交流
こうりゅう

経験
けいけん

、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

の活動
かつどう

経験
けいけん

から見
み

えてきた問題
もんだい

などが出
だ

された。 

教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

では、それらの問題
もんだい

点
てん

を以下
い か

の４つの項目
こうもく

に分
わ

け、さらに、２つのテーマに

絞
しぼ

り込
こ

み協議
きょうぎ

してきた。 

 

１  外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

への指導
し ど う

等
とう

の充実
じゅうじつ

 

２  学
がっ

校内
こうない

での児童
じ ど う

生徒
せ い と

同士
ど う し

、教師
きょうし

と外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

・保護者
ほ ご し ゃ

および保護
ほ ご

 

者
しゃ

間
かん

の相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

 

３  外国人
がいこくじん

保護者
ほ ご し ゃ

の学校
がっこう

教育
きょういく

理解
り か い

の促進
そくしん

 

４  外国人
がいこくじん

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を図
はか

るための環境
かんきょう

整備
せ い び

 

 

 

教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

の２つのテーマ 

１ 外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

への指導
し ど う

等
とう

の充実
じゅうじつ

 

２ 外国人
がいこくじん

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を図
はか

るための環境
かんきょう

整備
せ い び

 

 

 

（２）内容
ないよう

 

 

１ 外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

への指導
し ど う

等
とう

の充実
じゅうじつ

 

 

テーマ１に取
と

り組
く

むにあたり、教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

では、まず市内
し な い

の小中学校
しょうちゅうがっこう

を訪問
ほうもん

し、国際
こくさい

教室
きょうしつ

の授業
じゅぎょう

を見学
けんがく

した。担当
たんとう

教諭
きょうゆ

への聞
き

き取
と

りも行
おこな

い、外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の学習
がくしゅう

状 況
じょうきょう

や置
お

か

れている現状
げんじょう

について調査
ちょうさ

をした。 
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外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

への指導
し ど う

については、どの学校
がっこう

も現在
げんざい

おかれているそれぞれの状 況
じょうきょう

のなか

で精一杯
せいいっぱい

工夫
く ふ う

し、熱心
ねっしん

に取
と

り組
く

んでいることが伝
つた

わってきた。しかし、日本語
に ほん ご

力
りょく

が不十分
ふじゅうぶん

な

ために教科
きょうか

学習
がくしゅう

についていけず、「希望
き ぼう

する進路
しん ろ

に進めない
すす

」、「学習
がくしゅう

意欲
 いよく

をなくし『不登校
ふ と う こ う

』、

『学校
がっこう

不適応
ふ て き お う

』につながっている」等
など

、深刻
しんこく

なケースもあることがわかった。 

学校
がっこう

という将来
しょうらい

の自立
じ り つ

のために基礎
き そ

を身
み

につける場
ば

で十分
じゅうぶん

な学力
がくりょく

保証
ほしょう

をしていくことが

強く
つよ

望まれる
のぞ

。 

日々
ひ び

成長
せいちょう

する外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

への指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

は急務
きゅうむ

であるが、それには学校
がっこう

サイドだけで

は解決
かいけつ

できない、人員
じんいん

の不足
ふ そ く

などの問題
もんだい

があることが今回
こんかい

の調査
ちょうさ

であきらかになった。それ

らの点
てん

に関
かん

し行政
ぎょうせい

や市民
し み ん

サイドで支援
し え ん

できることはないか考
かんが

え、そのための提言
ていげん

を中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

で行
おこな

った。（提言
ていげん

１－１，１－２，１－３，１－４，１－５を参照
さんしょう

） 

 

 

２ 外国人
がいこくじん

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を図
はか

るための環境
かんきょう

整備
せ い び

 

 

子
こ

どもたちが学校
がっこう

において日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

や日本
に ほ ん

文化
ぶ ん か

・生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

等
とう

の理解
り か い

の場
ば

を得られる
 え

のに

対
たい

し、保護者
ほ ご しゃ

を含めた
ふく

成人
せいじん

外国人
がいこくじん

の場合
ば あい

、生活
せいかつ

情報
じょうほう

を得
え

る場
ば

や日本語
に ほん ご

を教
おし

えてもらえる機
き

会
かい

は限られて
かぎ

いる。そのため日
に

本
ほん

語
ご

に不
ふ

自
じ

由
ゆう

している外国人
がいこくじん

が、学校
がっこう

や職場
しょくば

、地域
ち い き

でのコミュ

ニケーションが円滑
えんかつ

に図れない
はか

ことがあり、心
しん

理
り

的
てき

ストレスや人間
にんげん

関係
かんけい

のトラブルの原因
げんいん

に

なっている。 

このような状
じょう

況
きょう

の中
なか

、日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

は、普
ふ

段
だん

の生活
せいかつ

で日
に

本
ほん

人
じん

との接点
せってん

がほとんどない外国人
がいこくじん

でも、直接
ちょくせつ

日
に

本
ほん

人
じん

と触
ふ

れ合
あ

い、新しい
あたら

友達づくり
ともだち

や生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

することがで

きる貴重
きちょう

な場
ば

となっている。 

また、日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

は、市
し

役所
やくしょ

など公的
こうてき

機関
き か ん

の刊行物
かんこうぶつ

を配布
は い ふ

したり、ごみの出
だ

し方
かた

のような

地域
ち いき

のルールを授業
じゅぎょう

の中
なか

で紹
しょう

介
かい

したりして学習者
がくしゅうしゃ

の理解
りかい

を図
はか

るなど、地域
ち い き

と外国人
がいこくじん

をつな

ぐ架け橋
か   は し

としての役割
やくわり

を担っ
にな

ている。 

そこで教育
きょういく

文化
ぶ ん か

部会
ぶ か い

では、成人
せいじん

外国人
がいこくじん

を主
おも

な対象
たいしょう

として活動
かつどう

している、市内
し な い

日本語
に ほ ん ご

ボラン

ティア教室
きょうしつ

８団体
だんたい

を訪問
ほうもん

し、聞
き

き取
と

り調査
ちょうさ

を行
おこな

った。 

 

 

（３）大和
や ま と

市内
し な い

日本語
に ほ ん ご

ボランティア教室
きょうしつ

の現状
げんじょう

 

１）発足
ほっそく

の経緯
け い い

 

現在
げんざい

、大和
や ま と

市内
し な い

で活動
かつどう

を行
おこな

っている教室
きょうしつ

は 10団体
だんたい

（資料
しりょう

２、３参照
さんしょう

）あるが、市
し

内
ない

には、大和
や ま と

定住
ていじゅう

促進
そくしん

センター（1998年
ねん

３月
がつ

末
まつ

閉所
へいしょ

）があったことから、早
はや

くは 20年
ねん

近
ちか

くも前
まえ

に発足
ほっそく

し活動
かつどう

を続けて
つづ

いる日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

がある。また、南米
なんべい

およびアジア諸国
しょこく

か

らの外国人
がいこくじん

居住者
きょじゅうしゃ

が増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあることを受
う

けて、80年代
ねんだい

半
なか

ば～90年
ねん

代
だい

後半
こうはん

にかけ、

ＮＰＯ法人
ほうじん

かながわ難民
なんみん

定住
ていじゅう

援助
えんじょ

協会
きょうかい

や大
やま

和市
と し

国際化
こ く さ い か

協会
きょうかい

が、新
あら

たな日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の

設置
せ っ ち

を目的
もくてき

に「日本語
に ほ ん ご

ボランティア養成
ようせい

講座
こ う ざ

」を開講
かいこう

した。その講座
こ う ざ

の修了生
しゅうりょうせい

が中心
ちゅうしん

となって自主
じ し ゅ

サークル形式
けいしき

の日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を立
た

ち上
あ

げ、現在
げんざい

も活動
かつどう

を続
つづ

けている。 
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２）日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の活動
かつどう

内容
ないよう

 

個々
こ こ

の教室
きょうしつ

は、独自
ど く じ

の会則
かいそく

のもと、日本語
に ほ ん ご

ボランティア（以下
い か

、ボランティアとい

う。）によって支
ささ

えられている日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

である。活動
かつどう

は、主
おも

に成人
せいじん

を対象
たいしょう

に市内
し な い

の

学習
がくしゅう

センターなどの公共
こうきょう

施設
し せ つ

を利用
り よ う

し、年間
ねんかん

を通して
とお

週
しゅう

１回
かい

から２回
かい

のペースで

行って
おこな

いる。 

ボランティアには、主婦
し ゅ ふ

、会
かい

社員
しゃいん

、定年
ていねん

退職者
たいしょくしゃ

、学生
がくせい

らなどが関わる
かか

が、主力
しゅりょく

とな

るのは、子
こ

育て
そだ

から手
て

が離れた
はな

主婦
し ゅ ふ

や定年
ていねん

退職者
たいしょくしゃ

である。また学習者
がくしゅうしゃ

は、国籍
こくせき

、職 業
しょくぎょう

、

性別
せいべつ

、学歴
がくれき

、年齢
ねんれい

、日本語
に ほ ん ご

のレベルなど、実
じつ

に多様
た よ う

であり、学習
がくしゅう

到達
とうたつ

目標
もくひょう

も一様
いちよう

では

ない。時
じ

間
かん

的
てき

・経
けい

済
ざい

的
てき

な理
り

由
ゆう

から私
し

立
りつ

の日
に

本
ほん

語
ご

学
がっ

校
こう

に通
つう

学
がく

できない外国人
がいこくじん

市民
し み ん

も多
おお

く、

彼
かれ

らにとっては日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

が唯
ゆい

一
いつ

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

場所
ば し ょ

となっている。どの団体
だんたい

も初めて
はじ

日本語
に ほん ご

を学ぶ
まな

入門
にゅうもん

レベルから、上級者
じょうきゅうしゃ

レベルまでの学習者
がくしゅうしゃ

に対応
たいおう

するため、工夫
く ふ う

、

努力
どりょく

をしていて、指導
し ど う

方法
ほうほう

も、１対
たい

１の個人
こ じ ん

指導
し ど う

や、レベル分
わ

けした少人数
しょうにんずう

グループ

で指導
し ど う

するところなど様々
さまざま

である。  

各団体
かくだんたい

では市
し

内
ない

市
し

外
がい

問
と

わず、日本語
に ほ ん ご

を勉強
べんきょう

したい外国人
がいこくじん

であれば誰
だれ

でも受
う

け入
い

れて

いるが、活動
かつどう

場所
ばしょ

の広さ
ひろ

などから、学習者
がくしゅうしゃ

の人数
にんずう

を制限
せいげん

せざるを得
え

ない場
ば

合
あい

もあり、子
こ

ども同伴
どうはん

で通
かよ

える日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

は非
ひ

常
じょう

に少
すく

ない。 

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

では通常
つうじょう

の日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

のほか、バスや電車
でんしゃ

を使って
つか

行
い

く社会
しゃかい

見学
けんがく

、料理
りょうり

教室
きょうしつ

、クリスマスパーティーのような交流会
こうりゅうかい

を通して
とお

お互
たが

いの親睦
しんぼく

を深
ふか

め、国
くに

の文化
ぶ ん か

や情報
じょうほう

交換
こうかん

ができる場
ば

を提供
ていきょう

している。 

 

３）日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の訪問
ほうもん

から見
み

えてきたこと 

市内
し な い

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

８団体
だんたい

を訪問
ほうもん

し、ボランティアおよび学習者
がくしゅうしゃ

から率直
そっちょく

な意見
い け ん

を

聞いた
き

（学習者
がくしゅうしゃ

から聞
き

き取
と

った内容
ないよう

については、資料
しりょう

４を参照
さんしょう

）。その結果
け っ か

、以下
い か

の

とおり各教室
かくきょうしつ

が抱える
かか

３つの共通
きょうつう

する大きな
おお

問題点
もんだいてん

が見
み

えてきた。 

 

①場所
ば し ょ

の問題
もんだい

 

現在
げんざい

、市
し

の施設
し せ つ

を利用
り よ う

する際
さい

は、他
ほか

の趣味
し ゅ み

・娯楽
ご ら く

サークルと同じ
おな

ようにその都度
つ ど

予約
よ や く

をしなければならず、場
ば

所
しょ

の確
かく

保
ほ

が容
よう

易
い

でないため、安定
あんてい

した教室
きょうしつ

運営
うんえい

の大きな
おお

障害
しょうがい

となっている。通常
つうじょう

の場
ば

所
しょ

が確
かく

保
ほ

できない場
ば

合
あい

には、至急
しきゅう

、代
だい

替
たい

場所
ば し ょ

を

探さなくて
さが

はならず、多く
おお

の学習者
がくしゅうしゃ

へ場所
ば し ょ

の変更
へんこう

連絡
れんらく

をしなくてはならないといっ

た問題
もんだい

が発生
はっせい

する。日本語
に ほ ん ご

に不自由
ふ じ ゆ う

している外国人
がいこくじん

にとって、変更
へんこう

した位置
い ち

を確認
かくにん

す

ることは簡単
かんたん

なことではなく、道
みち

に迷
まよ

ってしまったり、行
い

きなれない場所
ば し ょ

という理由
り ゆ う

で欠席
けっせき

してしまう学習者
がくしゅうしゃ

もいる。 

また、ほとんどの日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

は一
ひと

つの部屋
へ や

を全員
ぜんいん

で使用
し よ う

するため、お互い
たが

の声
こえ

が

響
ひびき

き合
あ

ってしまい、同
おな

じグループで勉強
べんきょう

しているボランティアや学習者
がくしゅうしゃ

の声
こえ

が聞
き

こ

えにくいという事態
じ た い

がおきている。十分
じゅうぶん

なスペースを確保
か く ほ

し落
お

ち着
つ

いて学習
がくしゅう

に

集 中
しゅうちゅう

できる環境
かんきょう

を整
ととの

える必要
ひつよう

がある。 
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②運
うん

営
えい

費
ひ

の問題
もんだい

 

各教室
かくきょうしつ

では、個
こ

々
こ

のボランティアから年
ねん

会
かい

費
ひ

を、学習者
がくしゅうしゃ

からはコピー代
だい

程
てい

度
ど

の金
きん

額
がく

を集め
あつ

運
うん

営
えい

費
ひ

に充
じゅう

当
とう

しているが、会場
かいじょう

使用料
しようりょう

、教材費
きょうざいひ

、消耗品費
しょうもうひんひ

、交通費
こ う つ う ひ

等
とう

の費用
ひ よ う

はボランティアの負担
ふ た ん

によるところが大
おお

きい。累積
るいせき

する負担
ふ た ん

がボランティアの定着
ていちゃく

に大きく
おお

影響
えいきょう

している。 

 

③人材
じんざい

不足
ぶ そ く

の問題
もんだい

 

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

では、その活動
かつどう

の特殊性
とくしゅせい

から、ボランティアとしての資質
し し つ

、日本語
に ほ ん ご

指導力
しどうりょく

、活動
かつどう

を継続
けいぞく

できる責任感
せきにんかん

などが要求
ようきゅう

されるが、それら全て
すべ

を備
そな

える人材
じんざい

を

獲得
かくとく

することは容易
よ う い

ではない。そのため、多
おお

くの教室
きょうしつ

では、経験
けいけん

や専門
せんもん

知識
ち し き

の有無
う む

に

拘
かかわ

らず、熱
ねつ

意
い

ややる気
き

を持
も

つ人
ひと

も受
う

け入
い

れて、ともに活動
かつどう

する中
なか

で、資
し

質
しつ

の向上
こうじょう

に

努めて
つと

いる。要求
ようきゅう

される能力
のうりょく

、責任
せきにん

や、経
けい

費
ひ

の自己
じ こ

負担
ふ た ん

等
とう

から、また、長年
ながねん

にわた

る活動
かつどう

においては、健康上
けんこうじょう

の理由
り ゆ う

や生活
せいかつ

状 況
じょうきょう

の変化
へ ん か

などから退会
たいかい

を希望
き ぼ う

するボラン

ティアも出
で

てくる。しかしそれに代
か

わる新
あたら

しい人
じん

材
ざい

の確
かく

保
ほ

が難
むずか

しいため、残された
のこ

ボランティアで欠員
けついん

となった部
ぶ

分
ぶん

を補
おぎな

わなければならず、結
けっ

果
か

としてひとり一人
ひとり

に

かかる負
ふ

担
たん

が増
ふ

えている。 

 

日
に

本
ほん

語
ご

教室
きょうしつ

が抱えて
かか

いるこれらの問題
もんだい

は深刻
しんこく

で、活動
かつどう

の継続
けいぞく

がすでに困難
こんなん

な状態
じょうたい

に追
お

い込
こ

まれている教室
きょうしつ

もあり早急
さっきゅう

な対応
たいおう

が望
のぞ

まれる。最
さい

終
しゅう

報告
ほうこく

では、上記
じょうき

の問題点
もんだいてん

を解決
かいけつ

すべく、

提言
ていげん

２－１，２－２，２－３にまとめた。 

現在
げんざい

、教室
きょうしつ

に求められて
もと

いるのは、時
じ

間
かん

・場
ば

所
しょ

・学習
がくしゅう

内容
ないよう

等
とう

、生
せい

徒
と

の多
た

様
よう

なニーズに応
こた

え 

ることや、常
つね

に生徒
せい と

の受入
うけいれ

態勢
たいせい

が万全
ばんぜん

であることである。 

また、外
がい

国
こく

人
じん

市
し

民
みん

に求
もと

められることとしては、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で必要
ひつよう

な意
い

思
し

表
ひょう

示
じ

ができ、自
みずか

らの生
せい

活
かつ

を円
えん

滑
かつ

に行
おこな

っていくための日
に

本
ほん

語
ご

を習
しゅう

得
とく

することである。彼
かれ

らが自
じ

立
りつ

して生
せい

活
かつ

して

いけるために必
ひつ

要
よう

な日
に

本
ほん

語
ご

を学
まな

べる機
き

会
かい

をなんとしても提供
ていきょう

したい。 

  日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

が生
う

み出
だ

す成
せい

果
か

は、外
がい

国
こく

人
じん

学
がく

習
しゅう

者
しゃ

個
こ

人
じん

の利
り

益
えき

だけに終
お

わらず、日
に

本
ほん

人
じん

と外
がい

国
こく

人
じん

の相
そう

互
ご

理
り

解
かい

を深
ふか

め、共
とも

に住
す

める地
ち

域
いき

環
かん

境
きょう

づくりに大
おお

きく寄
き

与
よ

するものと確
かく

信
しん

する。 
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【提
てい

 言
げん

】 

 

○社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

部
ぶ

会
かい

からの提言
ていげん

 

 

テーマ１ 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

システムの確立
かくりつ

 

 

提言
て いげ ん

 １－１ 

外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

への広報
こ う ほ う

活動
か つ ど う

に関
かん

する基準
き じ ゅ ん

をつくる 

 

優
ゆ う

先
せん

して提
て い

供
きょう

されるべき情報
じょうほう

の種類
し ゅ る い

や、大和
や ま と

市内
し な い

で特
と く

に必要
ひ つ よ う

とされる言
げん

語
ご

、発行
は っ こ う

された情報
じょうほう

の管理
か ん り

など、市内
し な い

すべての広報
こ う ほ う

活動
か つ ど う

に通用
つ う よ う

する外国語
が い こ く ご

での広報
こ う ほ う

に関
かん

するルールを策定
さ く て い

する。 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

現在
げ ん ざ い

大和市
や ま と し

で発行
は っ こ う

、配布
は い ふ

されている多言語
た げ ん ご

情報
じょうほう

を見
み

てみると、その構成
こ う せ い

、翻訳
ほ ん や く

の質
し つ

、情報
じょうほう

の鮮度
せ ん ど

から、必
かなら

ずしも外国人
が い こ く じ ん

に使
つか

いやすい情報
じょうほう

ばかりであるとはいえない状況
じょうきょう

にある。ま

た、必要性
ひ つ よ う せ い

があるにもかかわらず作成
さ く せ い

、もしくは増刷
ぞ う さ つ

されていない場合
ば あ い

もある。 

多言語
た げ ん ご

情報
じょうほう

を作成
さ く せ い

するにあたっては、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

のニーズはもちろん、構
こ う

成
せい

等
と う

についても

十分
じゅうぶん

に検討
け ん と う

する必要
ひ つ よ う

がある。しかし、定住化
て い じ ゅ う か

が進
すす

むことにより外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

のニーズが

多様化
た よ う か

・複雑化
ふ く ざ つ か

している中
なか

で、すべての要望
よ う ぼ う

に応
お う

じた多言語
た げ ん ご

情報
じょうほう

を作成
さ く せ い

することは困難
こ ん な ん

で

あると言
い

わざるを得
え

ない。 

外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

への広報
こ う ほ う

活動
か つ ど う

に関
かん

する基準
き じ ゅ ん

を設定
せ っ て い

することで、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に対
た い

し、必要
ひ つ よ う

な情報
じょうほう

を効率的
こ う り つ て き

に提供
ていきょう

できるようになると考
かんが

えられる。 

 

 

提言
て いげ ん

 １－２  

外国人
が い こ く じ ん

登録
と う ろ く

窓口
ま ど ぐ ち

において、有用
ゆ う よ う

な多言語
た げ ん ご

情報
じょうほう

を手渡
て わ た

す 

 

現在
げ ん ざ い

ある多
た

言
げん

語
ご

情
じょう

報
ほ う

資
し

料
りょう

（国
く に

、県
けん

等
と う

が発
は っ

行
こ う

するものを含
ふ く

む）を一
ひ と

つの袋
ふくろ

にまとめ、外国人
が い こ く じ ん

登録
と う ろ く

窓口
ま ど ぐ ち

で外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に手渡
て わ た

す。 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

  生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

の違
ち が

う国
く に

から来日
ら い に ち

した外国人
が い こ く じ ん

にとって、情報
じょうほう

は生活
せいかつ

の質
し つ

を左右
さ ゆ う

することになり

かねない重要
じゅうよう

な要素
よ う そ

である。また、地域
ち い き

の情報
じょうほう

を提供
ていきょう

することは、地域
ち い き

のルールを周知
し ゅ う ち

す

ることにつながり、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

の共生
きょうせい

を進
すす

める第
だ い

一歩
い っ ぽ

となる。 

外国人
が い こ く じ ん

登録
と う ろ く

窓口
ま ど ぐ ち

での地域
ち い き

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

については、神奈川県
か な が わ け ん

が設置
せ っ ち

している「外
がい

国籍
こ く せ き

県民
けんみん

か

ながわ会議
か い ぎ

」の、第
だ い

３期
き

提
て い

言
げん

（2004年
ねん

10月
がつ

）に盛
も

り込
こ

まれているにもかかわらず、大和市
や ま と し

に

おいては、外国人
が い こ く じ ん

登録
と う ろ く

窓口
ま ど ぐ ち

において、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に系統
け い と う

だった資料
し り ょ う

の提供
ていきょう

がなされていな
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い。 

大和市
や ま と し

への入
い

り口
ぐ ち

である外国人
が い こ く じ ん

登録
と う ろ く

窓
まど

口
ぐち

において、有用
ゆ う よ う

な情報
じょうほう

を直接
ちょくせつ

受
う

け取
と

ることで、

外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

が大和市
や ま と し

で生活
せいかつ

をはじめる上
う え

で感
かん

じる不安
ふ あ ん

を多少
た し ょ う

なりとも解消
かいしょう

することができ

ると考
かんが

えられる。 

 

 

提言
て いげ ん

 １－３ 

インターネットを利用
り よ う

した外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

に取
と

り組
く

む 

 

ホームページを多言語化
た げ ん ご か

するとともに、携帯
け い た い

電話
で ん わ

のメールなども活用
か つ よ う

して、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

向
む

け

の情報
じょうほう

通信
つ う し ん

インフラを整備
せ い び

する。 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

述
の

べるまでもなく、今
い ま

やインターネットは、時間
じ か ん

や場所
ば し ょ

にとらわれない情報
じょうほう

提供
ていきょう

手段
し ゅ だ ん

と

して欠
か

かせないものとなった。さらに最近
さ い き ん

では、パソコンソフトの機能
き の う

が向上
こうじょう

し、外国語
が い こ く ご

で

の情報
じょうほう

（文字
も じ

）が、私
わたし

たちにも簡単
かんたん

にやり取
と

りできるようになった。 

また、携帯
け い た い

電話
で ん わ

は、広
ひ ろ

く外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に普及
ふ き ゅ う

しており、中国語
ち ゅ う ご く ご

では日本語
に ほ ん ご

の漢字
か ん じ

を代用
だ い よ う

し

たり、スペイン語
ご

やポルトガル語
ご

では、発音
はつおん

記号
き ご う

を省略
しょうりゃく

したりするなどの工夫
く ふ う

をこらして、

母国語
ぼ こ く ご

でのメールのやりとりが行
おこな

われている。 

現在
げ ん ざ い

の大和市
や ま と し

のホームページは、英語
え い ご

、スペイン語
ご

でも情報
じょうほう

提供
ていきょう

されているが、限
かぎ

られ

た情報
じょうほう

だけで、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

が積極的
せっきょくてき

に活用
か つ よ う

できるような構成
こ う せ い

にはなっておらず、情報
じょうほう

更新
こ う し ん

の

頻度
ひ ん ど

も決
け っ

して高
たか

いとは言
い

えない。 

外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

にも利用
り よ う

しやすい情報
じょうほう

通信
つ う し ん

の環境
かんきょう

が整
ととの

えられれば、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の広
ひ ろ

い活用
か つ よ う

が

見込
み こ

まれると考
かんが

えられる。 

 

 

提言
て いげ ん

 １－４ 

ラジオを通
と お

した言葉
こ と ば

での情報
じょうほう

提供
ていきょう

をすすめる 

 

ＦＭやまとを活用
か つ よ う

し、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に向
む

けて市政
し せ い

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

する。 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

ラジオは災害
さ い が い

時
じ

をはじめ、情報
じょうほう

伝達
で ん た つ

の有効
ゆ う こ う

な手段
し ゅ だ ん

のひとつである。 

また、大和市
や ま と し

には、大和
や ま と

ラジオ放送
ほ う そ う

（ＦＭやまと）があり、身近
み ぢ か

な情報
じょうほう

を「言葉
こ と ば

」で広
ひ ろ

く

市民
し み ん

へ提供
ていきょう

することができる。 

しかし、現在
げ ん ざ い

ＦＭやまとでは、日本語
に ほ ん ご

による市政
し せ い

情報
じょうほう

は放送
ほ う そ う

されているが、外国語
が い こ く ご

によ

る情報
じょうほう

提供
ていきょう

はされていない（日曜
に ち よ う

19時
じ

からのインターナショナルクラブでは、大和市
や ま と し

国際化
こ く さ い か

協会
きょうかい

の外国語版
が い こ く ご ば ん

情報紙
じ ょ う ほ う し

をもとに英語
え い ご

、スペイン語
ご

での情報
じょうほう

提供
ていきょう

があるが、市政
し せ い

情報
じょうほう

のごく

一部
い ち ぶ

でしかない）。 
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もし、ラジオで母国語
ぼ こ く ご

の放送
ほ う そ う

があることが広
ひ ろ

く外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に伝
つ た

われば、今
い ま

まで情報
じょうほう

の届
と ど

い

ていなかった、より多
おお

くの外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

することができるようになると考
かんが

えられ

る。 

 

 

提言
て いげ ん

 １－５ 

外国人
が い こ く じ ん

同士
ど う し

の集会
しゅうかい

を積極的
せっきょくてき

に活用
か つ よ う

し、情報
じょうほう

発信
は っ し ん

の場
ば

とする 

 

外国人
が い こ く じ ん

同士
ど う し

の集
あ つ

まりに対
た い

し、会場
かいじょう

の使用
し よ う

や情報
じょうほう

の提供
ていきょう

で便宜
べ ん ぎ

を図
はか

るほか、イベントなどの

機会
き か い

をとらえて、情報
じょうほう

を流通
りゅうつう

させる。 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

在住
ざいじゅう

外国人
が い こ く じ ん

の中
なか

には、仕事
し ご と

を持
も

っている人
ひ と

も多
おお

く、残業
ざんぎょう

による長時間
ち ょ う じ か ん

勤務
き ん む

、夜勤
や き ん

などの

生活
せいかつ

サイクルにより、公共
こうきょう

機関
き か ん

等
と う

で情報
じょうほう

を得
え

られない人
ひ と

も多
おお

い。また、活字
か つ じ

に触
ふ

れる習慣
しゅうかん

の

少
す く

ない外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

や、国
く に

によっては話
はな

せても読
よ

み書
か

きが十
じゅう

分
ぶん

にわからない人
ひ と

がいるなど、

文字
も じ

情報
じょうほう

では充分
じゅうぶん

に情報
じょうほう

を伝
つ た

えきれない場合
ば あ い

もあり、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

にどのように情報
じょうほう

を流通
りゅうつう

させるか、ということは大
おお

きな課
か

題
だ い

のひとつとなっている。 

その中
なか

で、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

にとって有効
ゆ う こ う

な情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

の方法
ほ う ほ う

としてあげられるのが、同国人
ど う こ く じ ん

に

よる「人
ひ と

を介
かい

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

」である。週末
しゅうまつ

の公園
こ う え ん

などでは、サッカーやバーベキューを楽
たの

し

む外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

のグループを見
み

かけるが、これは、異国
い こ く

で暮
く

らすストレスを仲
なか

間
ま

と楽
たの

しむこ

とで発
は っ

散
さ ん

させているだけではなく、貴重
き ち ょ う

な情報
じょうほう

交換
こ う か ん

の場
ば

となっている。 

こういった同国人
ど う こ く じ ん

同士
ど う し

の交流
こうりゅう

の場
ば

を活用
か つ よ う

し、積
せ っ

極
きょく

的
て き

に情
じょう

報
ほ う

を提
て い

供
きょう

することで、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

の多
おお

くに正
た だ

しい情報
じょうほう

を伝
つ た

えることができる。また、日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

やいろいろな国
く に

の外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

に、文化
ぶ ん か

紹介
しょうかい

などをきっかけとして集
あ つ

まってもらい、その時
と き

に、併
あわ

せて生活
せいかつ

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

す

るといった手段
し ゅ だ ん

も有効
ゆ う こ う

であると考
かんが

えられる。 

しかし、大和市
や ま と し

には外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

が集
あ つ

まれる施設
し せ つ

や場所
ば し ょ

がなく、また学習
がくしゅう

センターやコミ

ュニティーセンター、特
と く

にスポーツ施設
し せ つ

では、利用
り よ う

できる日
ひ

が少
す く

ない上
う え

に、団体
だ ん た い

登録
と う ろ く

や利用
り よ う

申
も う

し込
こ

みなどの手続
て つ づ

きが複雑
ふ く ざ つ

で、このような集
あ つ

まりを開
ひ ら

くことも簡単
かんたん

ではない。 

もし、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

が、より簡単
かんたん

に市
し

の施設
し せ つ

やイベントを利用
り よ う

できるようになれば、情報
じょうほう

提供
ていきょう

の面
めん

にも、より効果
こ う か

があると考
かんが

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13

 

テーマ２ 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

のための相談
そうだん

窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

 

 

提言
て いげ ん

 ２－１ 

外国人
が い こ く じ ん

専門
せ ん も ん

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

する 

 

外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

が市役
し や く

所内
し ょ な い

ではっきりとわかる位置
い ち

に外国人
が い こ く じ ん

専門
せ ん も ん

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

する。 

  

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

にとって市
し

役所
や く し ょ

は、手
て

続
つづ

きや申請
し ん せ い

時
じ

はもとより、生活
せいかつ

に関
かん

する情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

す

る際
さ い

等
と う

に足
あ し

を運
は こ

ぶ場
ば

所
し ょ

であるが、各
か く

課
か

の仕事
し ご と

内容
な い よ う

や建物内
た て も の な い

のレイアウトなど、わかりにく

いことも多
おお

く、言葉
こ と ば

の通
つ う

じない外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

にとっては常
つね

に不安
ふ あ ん

を感
かん

じる場所
ば し ょ

でもある。 

庁内
ちょうない

や窓口
ま ど ぐ ち

には、漢字
か ん じ

、ひらがな、多言語
た げ ん ご

で書
か

かれた大
おお

きな看
かん

板
ばん

を作って PR を積極的
せっきょくてき

に

行
おこな

うなど、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

にとって、声
こ え

をかけやすい雰
ふん

囲
い

気
き

作
づ く

りも必要
ひ つ よ う

である。 

 

 

提言
て いげ ん

  ２－２ 

外国人
が い こ く じ ん

専門
せ ん も ん

窓口
ま ど ぐ ち

に専門
せ ん も ん

相談員
そ う だ ん い ん

を配置
は い ち

する 

 

外国人
が い こ く じ ん

専門
せ ん も ん

窓口
ま ど ぐ ち

に、外国語
が い こ く ご

で対応
た い お う

できる人員
じ ん い ん

を、各言語
か く げ ん ご

で配置
は い ち

する。 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

私
わたし

たちは誰
だれ

もが、毎
ま い

日
に ち

の生活
せいかつ

の中
なか

で不安
ふ あ ん

や悩
なや

みを抱
かか

えることがある。特
と く

に外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

は、

それを母国語
ぼ こ く ご

でだれかに話
はな

したり、解決
かいけつ

につながるような支援
し え ん

を得
え

られたりできず、さら

にストレスを抱
かか

えている。しかし、彼
かれ

らの悩
なや

みに共感
きょうかん

したり、不安
ふ あ ん

を取
と

り除
のぞ

くためにアド

バイスをしたりするには、知識
ち し き

や経験
けいけん

が必要
ひ つ よ う

とされる。 

現在
げ ん ざ い

大和市
や ま と し

役所
や く し ょ

の広聴
こうちょう

相談課
そ う だ ん か

には、大和市
や ま と し

国際化
こ く さ い か

協会
きょうかい

のスペイン語
ご

通訳員
つ う や く い ん

が週
しゅう

に２回
かい

、

午前中
ご ぜ ん ち ゅ う

だけ配置
は い ち

され外国人
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

しているが、外国人
が い こ く じ ん

専門
せ ん も ん

窓口
ま ど ぐ ち

においては、ス

ペイン語
ご

だけではなく他
ほか

の言語
げ ん ご

や、また外国人
が い こ く じ ん

の取
と

り巻
ま

く問題
も ん だ い

に関
かん

する専門家
せ ん も ん か

なども配置
は い ち

するなど、窓口
ま ど ぐ ち

の機能
き の う

を充実
じゅうじつ

する必要
ひ つ よ う

がある。専門員
せ ん も ん い ん

については、外国人
が い こ く じ ん

に対
た い

して的確
て き か く

な

回答
か い と う

を提供
ていきょう

できる人
ひ と

を選
え ら

び、その後
ご

も研修
けんしゅう

を行
おこな

うなど、人材
じ ん ざ い

育成
い く せ い

に努
つ と

める必要
ひ つ よ う

がある。仕事
し ご と

に見
み

合
あ

う報酬
ほうしゅう

を提供
ていきょう

することで、十分
じゅうぶん

な能力
のうりょく

を持
も

った人材
じ ん ざ い

を確保
か く ほ

し、ボランティアで協力
きょうりょく

し

てくれる人
ひ と

がいれば受
う

け入
い

れる。その上
う え

で必要
ひ つ よ う

に応
お う

じて、大
やま

和
と

市
し

国際化
こ く さ い か

協会
きょうかい

とも連携
れんけい

し対応
た い お う

する。 
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テーマ３ 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が地域
ち い き

住 民
じゅうみん

とコミュニケーションを図
はか

ることのできる環 境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 

提言
て いげ ん

 ３－１ 

地域
ち い き

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

推進
す い し ん

委員
い い ん

を任命
にん め い

し市内
し な い

に配置
は い ち

する 

 

市内
し な い

約
や く

２０カ
か

所
し ょ

に「地域
ち い き

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

推進
す い し ん

委員
い い ん

」を配置
は い ち

し、身近
み ぢ か

なところから多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

を進
すす

める基
き

礎
そ

を定
て い

着
ちゃく

させる。 

 

〈理由
り ゆ う

・背景
はいけい

〉 

大和
や ま と

市内
し な い

でも地区
ち く

によって外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

を取
と

り巻
ま

く問題
も ん だ い

は異
こ と

なっており、すぐに解決
かいけつ

する

のは大
た い

変
へん

難
むずか

しいが、その原因
げんいん

の一
ひ と

つには、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

のコミュニケーション

不足
ぶ そ く

があげられる。 

しかし、私
わたし

たちの身
み

近
ぢか

に暮
く

らす外国人
が い こ く じ ん

の数
かず

が増
ふ

えてきているという大和市
や ま と し

の現実
げ ん じ つ

から考
かんが

えてみると、コミュニケーション不足
ぶ そ く

が招
ま ね

く誤解
ご か い

や、文化
ぶ ん か

の違
ち が

いによる相互
そ う ご

理解
り か い

の難
むずか

しさ

を超
こ

えて、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

が地域
ち い き

の一員
い ち い ん

として、その持
も

てる力
ちから

を発揮
は っ き

できるような環境
かんきょう

の整備
せ い び

に、

一刻
い っ こ く

も早
はや

く取
と

りかからなければならない。 

地域
ち い き

において、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

をそのコミュニティの構成員
こ う せ い い ん

としてとらえ、地域
ち い き

にとけ込
こ

め

るように、日本人
に ほ ん じ ん

住
じゅう

民
みん

一
ひ と

人
り

ひとりの意識
い し き

啓発
けいはつ

を進
すす

めると同時
ど う じ

に、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

は、自
みずか

らも地域
ち い き

住民
じゅうみん

の一員
い ち い ん

であるとの自覚
じ か く

を持
も

つなど、双方
そ う ほ う

が少
すこ

しずつ歩
あゆ

み寄
よ

り、小
ち い

さな交流
こうりゅう

を積
つ

み重
か さ

ね

ていく他
ほか

に、お互
たが

いを理
り

解
かい

し合
あ

う策
さ く

はない。 

そのために、市
し

から任命
にんめ い

され、信頼
し ん ら い

のできる人
ひ と

が「地域
ち い き

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

推進
す い し ん

委員
い い ん

」として地域
ち い き

に

深
ふか

く入
はい

り込
こ

み、私
わたし

たちの身
み

近
ぢか

なところに、コミュニケーションのきっかけを作
つ く

ることがで

きれば、誰
だれ

もが構
か ま

えずに、外国人
が い こ く じ ん

市民
し み ん

とコミュニケーションを取
と

ることが出来
で き

るようにな

ると考
かんが

えられる。 
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○教
きょう

育
いく

文
ぶん

化
か

部
ぶ

会
かい

からの提
てい

言
げん

 

 

テーマ１ 外
がい

国籍
こくせき

児童
じどう

生徒
せいと

への指導
しどう

等
とう

の充 実
じゅうじつ

について 

 

提言
ていげん

 １－１   

国際
こくさい

教室
きょうしつ

担当
たんとう

教員
きょういん

を増員
ぞういん

する（設置
せ っ ち

条件
じょうけん

の緩和
か ん わ

） 

 

<理由
り ゆ う

・背景
はいけい

>   

現在
げんざい

、市
し

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

では、市内
し な い

小中学校
しょうちゅうがっこう

一校
いっこう

あたりに日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

を要
よう

する外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が５名
めい

以上
いじょう

在籍
ざいせき

する場合
ば あ い

、国際
こくさい

教室
きょうしつ

を設置
せ っ ち

し、担当
たんとう

教員
きょういん

１名
めい

を配置
は い ち

する措置
そ ち

をとって

いるが、児童
じ ど う

生徒
せ い と

数
すう

20名
めい

まで担当
たんとう

教員
きょういん

が１名
めい

である現状
げんじょう

では、学年
がくねん

、学力
がくりょく

、文化的
ぶ ん か て き

背景
はいけい

が

違
ちが

う児童
じ ど う

生徒
せ い と

の個々
こ こ

のニーズに対応
たいおう

することは難
むずか

しい。指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るためには、国際
こくさい

教室
きょうしつ

担当
たんとう

教
きょう

員数
いんすう

を増
ふ

やす必要
ひつよう

がある。国際
こくさい

教室
きょうしつ

担当
たんとう

教員
きょういん

を配置
は い ち

する際
さい

の外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒数
せ い と す う

要件
ようけん

の緩和
か ん わ

を市
し

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

へ要望
ようぼう

するとともに、県
けん

から市
し

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

への補助
ほ じ ょ

を充実
じゅうじつ

する

ことも要望
ようぼう

する。 

 

 

提言
ていげん

 １－２   

日本語
に ほ ん ご

指導員
し ど う い ん

を増員
ぞういん

し、各校
かくこう

への派遣
は け ん

回数
かいすう

を増
ふ

やす 

 

<理由
り ゆ う

・背景
はいけい

> 

  市
し

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

は４名
めい

の日本語
に ほ ん ご

指導員
し ど う い ん

を市内
し な い

の小中学校
しょうちゅうがっこう

へ派遣
は け ん

し、一校
いちこう

あたり週
しゅう

一回
いっかい

２時間
 じ か ん

程度
て い ど

、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

の必要
ひつよう

な外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の指導
し ど う

にあたらせているが、派遣
は け ん

回数
かいすう

、指導
し ど う

時間
じ か ん

とも十分
じゅうぶん

とはいえない。学
がっ

校
こう

生
せい

活
かつ

はもとより学
がく

習
しゅう

の基
き

盤
ばん

となる日
に

本
ほん

語
ご

力
りょく

の早
そう

期
き

定
てい

着
ちゃく

が求
もと

められている外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

にとって日本語
に ほ ん ご

指導員
し ど う い ん

が担
にな

う役割
やくわり

は非常
ひじょう

に大
おお

きく指導
し ど う

の

充実
じゅうじつ

が早急
さっきゅう

の課題
か だ い

である。 

 

 

提言
ていげん

 １－３  

担当
たんとう

教員
きょういん

の研修
けんしゅう

の機会
き か い

や情報
じょうほう

交換
こうかん

の場
ば

を設
もう

ける 

 

<理由
り ゆ う

・背景
はいけい

> 

外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の指導
し ど う

にあたる担当
たんとう

教員
きょういん

、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

員
いん

、ボランティアらの連携
れんけい

が十分
じゅうぶん

と

言
い

えない。個々
こ こ

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

にあった指
し

導
どう

方
ほう

法
ほう

の充
じゅう

実
じつ

を図
はか

る上
うえ

での研
けん

修
しゅう

や情
じょう

報
ほう

交
こう

換
かん

の場
ば

が必
ひつ

要
よう

である。 
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提言
ていげん

 １－４ 

日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

や教科
きょうか

学習
がくしゅう

についての情報
じょうほう

センターを設
もう

ける 

 

<理由
り ゆ う

・背景
はいけい

> 

大
やま

和
と

市
し

には長
なが

年
ねん

の実
じっ

績
せき

を持
も

つ国
こく

際
さい

教
きょう

室
しつ

がある。それらの教
きょう

室
しつ

の指
し

導
どう

方
ほう

法
ほう

や実
じっ

践
せん

記
き

録
ろく

など

のノウハウを集
しゅう

約
やく

し、必
ひつ

要
よう

な担
たん

当
とう

教
きょう

員
いん

や関
かん

係
けい

者
しゃ

にいつでも参
さん

考
こう

資
し

料
りょう

を提
てい

示
じ

できるシステム

が必
ひつ

要
よう

である。その機
き

能
のう

を情
じょう

報
ほう

センターが担
にな

い、またそれらを活
かつ

用
よう

し実
じっ

践
せん

の場
ば

で活
かつ

動
どう

する

ボランティアの人
じん

材
ざい

発
はっ

掘
くつ

、育
いく

成
せい

を進
すす

めていくための研
けん

修
しゅう

も実
じっ

施
し

していくことが必
ひつ

要
よう

である。 

 

 

提言
ていげん

 １－５  

学生
がくせい

や教 職
きょうしょく

経験者
けいけんしゃ

などのボランティアによる学習
がくしゅう

支援
し え ん

を取
と

り入
い

れる 
 

<理由
り ゆ う

・背景
はいけい

> 

大
やま

和
と

市
し

にはかつてインドシナ難
なん

民
みん

受
う

け入
い

れ施
し

設
せつ

として大
やま

和
と

定
てい

住
じゅう

促
そく

進
しん

センターがあった

経緯
け い い

から、ボランティアで難民
なんみん

の生活
せいかつ

支援
し え ん

や日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

に携
たずさ

わってきた人
ひと

達
たち

が多
おお

くいる。

それらの人材
じんざい

の協 力
きょうりょく

を得
え

て外
がい

国
こく

籍
せき

児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

への学
がく

習
しゅう

支
し

援
えん

を行
おこな

い地
ち

域
いき

参
さん

加
か

を進
すす

めていく

ことが必要
ひつよう

である。 
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テーマ２ 外国人
がいこくじん

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を図る
はか

ための環境
かんきょう

整備
せ い び

について 

 

提言
ていげん

 ２－１ 

日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

のために、安定
あんてい

した学
がく

習
しゅう

場
ば

所
しょ

を確
かく

保
ほ

する 

 

<理由
り ゆ う

・背景
はいけい

>   

  日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

および生活
せいかつ

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

など、外国人
がいこくじん

と地域
ち い き

をつなぐ役割
やくわり

を担
にな

っている日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

が会場
かいじょう

の確保
か く ほ

が困難
こんなん

で活動
かつどう

がスムースに行
おこな

えないという現
げん

状
じょう

は非
ひ

常
じょう

に遺
い

憾
かん

である。

日
に

本
ほん

語
ご

学
がく

習
しゅう

は、継
けい

続
ぞく

してこそ効
こう

果
か

が表
あらわ

れるものである。年
ねん

間
かん

を通
とお

して十
じゅう

分
ぶん

な学
がく

習
しゅう

スペー

スを同
おな

じ場
ば

所
しょ

、同
おな

じ時
じ

間
かん

に確
かく

保
ほ

出
で

来
き

るようなシステム構
こう

築
ちく

を強
つよ

く要
よう

望
ぼう

する。 

 

 

提言
ていげん

 ２－２  

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

のために、活動
かつどう

資金
し き ん

を確保
か く ほ

する 

 

<理由
り ゆ う

・背景
はいけい

>  

学
がく

習
しゅう

に必
ひつ

要
よう

な経
けい

費
ひ

（教
きょう

材
ざい

・教
きょう

具
ぐ

等
とう

）、会
かい

場
じょう

使
し

用
よう

料
りょう

等
とう

は、ボランティアの自
じ

己
こ

負
ふ

担
たん

に頼
たよ

っ

ているところが大
おお

きい。経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

が恒常化
こうじょうか

するとボランティア活動
かつどう

自体
じ た い

が縮 小
しゅくしょう

してしま

う恐
おそ

れも出
で

てくる。少
すく

なくとも教室
きょうしつ

維持
い じ

に必要
ひつよう

な経費
け い ひ

の補助
ほ じ ょ

をお願
ねが

いしたい。 

 

 

提言
ていげん

 ２－３ 

日
に

本語
ほ ん ご

指導
し ど う

のできる人材
じんざい

育成
いくせい

の場
ば

を設
もう

ける 

 

<理由
り ゆ う

・背景
はいけい

>   

日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

の専門
せんもん

知識
ち し き

を持
も

っている人材
じんざい

がボランティアとして望
のぞ

ましいが、現状
げんじょう

ではそ

のような人材
じんざい

を得
え

るようなことは難
むずか

しいため、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

に興味
きょうみ

、熱意
ね つ い

がある人
ひと

も活動
かつどう

に加
くわ

わっている。 

しかし大和
や ま と

市内
し な い

の教室
きょうしつ

に通
かよ

う学習者
がくしゅうしゃ

に対
たい

し、ボランティアの人数
にんずう

はまったく足
た

りていな

い状 況
じょうきょう

にある。そのため、ボランティアひとり一人
ひ と り

にかかる負担
ふ た ん

が大
おお

きくなったり、学習者
がくしゅうしゃ

への指導
し ど う

が制限
せいげん

されたり、子連
こ づ

れの学習者
がくしゅうしゃ

の受
う

け入
い

れができないなどの弊害
へいがい

が生
しょう

じている。

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

のもっとも基本的
き ほ ん て き

事項
じ こ う

である生活
せいかつ

言語
げ ん ご

教育
きょういく

に携
たずさ

わる人材
じんざい

を育成
いくせい

する講座
こ う ざ

の

定期的
て い き て き

な開講
かいこう

を望
のぞ

む。 
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資料
しりょう

１ 

問題点
もんだいてん

・疑問点
ぎ も ん て ん

リスト（区分
く ぶ ん

別
べつ

） 

 

「教育
きょういく

・学校
がっこう

」  

１  外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

で日
に

本
ほん

語
ご

に不自由
ふ じ ゆ う

している子
こ

ども達
たち

にもっとサポートが必要
ひつよう

 

２  子
こ

どもの教育
きょういく

--- 日本語
に ほ ん ご

の日常
にちじょう

会話
か い わ

ができても、教科
き ょ う か

の授業
じゅぎょう

が理解
り か い

できない 

３  外
がい

国
こく

籍
せき

生
せい

徒
と

は日
に

本
ほん

語
ご

が分
わ

からないので高
こう

校
こう

進
しん

学
がく

が難
むずか

しい 

４  子
こ

ども達
たち

の就学
しゅうがく

のチャンスが少ない
すく

 

５  外国人
がいこくじん

の子
こ

どもたちへの日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

 

６  外国
がいこく

からの子
こ

どもたちへの個別
こ べ つ

の日本語
 にほん ご

指導
し どう

をもっと長
なが

いスパンでするシステム 

７  外国人
がいこくじん

の子
こ

どもの教育
きょういく

に関
かん

して、学校
がっこう

の場
ば

でボランティアなどが支援
し え ん

できないだろうか。

学
がっ

校
こう

側
がわ

の要
よう

望
ぼう

などをしてもらってもいいのでは 

８  学
がっ

校内
こうない

において外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

・児童
 じ どう

が自国
 じ こく

の紹介
しょうかい

をできる場
ば

を作
つく

ってあげる 

９  母国
 ぼ こく

の文化
ぶん か

を子
こ

ども達
たち

が学
ま な

ぶ場
ば

が少ない
すく

 

１０ 学校
がっこう

の先生
せんせい

達
たち

にももっと外国
がいこく

の文化
ぶ ん か

を学
まな

んでほしい 

１１ 学校
がっ こう

の教師
きょう し

のグローバル化
か

対応
たいおう

ができていないのでは？ 

１２ ホスト国
こく

として学校
が っ こ う

での児童
じ ど う

、生徒
せ い と

への国際化
こ く さ い か

教育
きょういく

の徹底
て っ て い

 

１３ 学校
が っ こ う

のたより、通知
つ う ち

 

１４ 学校
がっこう

からたくさんの通
つう

知
ち

などが届く
とど

 なんだか分
わ

からない、どれが大事
だい じ

な内容
な い よ う

か分
わ

からな

い 

１５ 配
はい

布
ふ

物
ぶつ

の内
ない

容
よう

、さまざまな規
き

定
てい

など、理
り

解
かい

がむずかしい 

１６ 学
がっ

校
こう

からのお知
し

らせ、お手
て

紙
がみ

が多
おお

すぎる 

１７ 学
がっ

校
こう

の家
か

庭
てい

訪
ほ う

問
も ん

などで親
おや

は自
じ

分
ぶん

の意
い

見
けん

、また子
こ

どもの学校
がっこう

生活
せいかつ

を先生
せんせい

と話
はな

し合
あ

えるか（言語
げん ご

の問
もん

題
だい

） 

１８ 学
がっ

校
こう

の行事
ぎょう じ

に外国
がい こく

の親
おや

の参加
さん か

が少
すく

ない 

１９ 外
がい

国
こく

出
しゅっ

身
しん

の保護者
ほ ご し ゃ

を集
あつ

めた座
ざ

談
だん

会
かい

のようなものを開
ひら

いてほしい 

２０ 外
がい

国籍
こくせき

の日本
に ほ ん

生
う

まれ二世
に せ い

、三世
さんせい

の母国語
ぼ こ く ご

の教育
きょういく

は大変
たいへん

困難
こんなん

な状
じょう

況
きょう

。受
う

け入
い

れた行政
ぎょうせい

は

手伝
て つ だ

う責任
せきにん

はあるのではないか 

２１ 母
ぼ

国
こく

語
ご

での義務
ぎ む

教
きょう

育
いく

は受
う

けられないのか？ 

２２ 学校
がっこう

（先生
せんせい

）とのコミュニケーションがうまくとれない 

２３ 親
おや

が日本
に ほ ん

の生活
せいかつ

になかなかなれないため、子
こ

どもたちの学校
がっこう

でのトラブルが多
おお

い。親
おや

に日本
に ほ ん

のシステムを伝
つた

える必要
ひつよう

がある 

２４ 外国人
がいこくじん

の子
こ

ども達
たち

がいる学校
がっこう

に、どうして大和
や ま と

市
し

に住
す

んでいる？どうして学校
がっこう

にいるかを

説明
せつめい

した方
ほう

がよいか 

２５ 幼稚園
よ う ち え ん

・小学校
しょうがっこう

へ子
こ

どもが通
かよ

っている両親
りょうしん

（児童
じ ど う

）へのサポートは？ 

２６ 学校
がっこう

のカリキュラムの見
み

直
なお

しも必要
ひつよう
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「言葉
こ と ば

」 

２７ 市役
 し やく

所内
しょ ない

の案内板
あんないばん

は、日本語
に ほ ん ご

のものだけでなくスペイン語
ご

、英語
え い ご

表記
ひ ょ う き

も必要
ひ つ よ う

 

２８ 行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

を多
た

言
げん

語
ご

で十分
じゅうぶん

に伝える
つた

ことができない 

２９ 外国人
がい こく じん

への案内
あんない

---パンフレットの配布
は い ふ

の仕方
 しかた

 

３０ 公共
こうきょう

機関
 き かん

・施設
し せ つ

での言語
げんご

表示
ひょうじ

 

３１ 大和市
やま と  し

の場合
ばあい

スペイン語
ご

を話
はな

す人
ひと

が多い
おお

ので、市
 し

の通訳員
つう やくいん

を増やす
 ふ

 

３２ 通訳
つう やく

の拡充
かくじゅう

（HP、役所
やく しょ

） 

３３ 日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の運営
うんえい

をサポートしてくれる行政
ぎょうせい

の取
と

り組
く

みが必
ひつ

要
よ う

（場所
ば しょ

の確保
かく ほ

など） 

３４ 身近
み ぢ か

に日本語
 に ほん ご

を学
ま な

ぶ場
ば

が少ない
すく

 

３５ 日本語
 に ほん ご

の指導
し ど う

をボランティアに頼って
たよ

いる 

３６ 日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

 

３７ 日本
に ほ ん

事情
じじょう

を含
ふく

めた日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

（成人
せいじん

、子
こ

ども） 

３８ 日本語
に ほ ん ご

指導員
し ど う い ん

の養成
ようせい

 

３９ 日本語
に ほ ん ご

指導員
し ど う い ん

の派遣
は け ん

（企業
きぎょう

、学校
がっこう

） 

４０ 日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

の場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

（学校
がっこう

などを利用
り よ う

？） 

４１ オーバーステイの外国人
がいこくじん

はどういうふうに日本語
に ほ ん ご

を自由
じ ゆ う

に学
まな

べられる 

４２ 地域
ち い き

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の実情
じつじょう

： 学習者
がくしゅうしゃ

の受
う

け入
い

れに条件
じょうけん

があり、ある程度
て い ど

自由
じ ゆ う

な時
じ

間
かん

のある

人
ひと

しか学
まな

べない。新規
し ん き

学習者
がくしゅうしゃ

を断
ことわ

っているところもあり、本当
ほんとう

に学
まな

びたい時間
じ か ん

、場所
ば し ょ

に通
かよ

えない現状
げんじょう

 

４３ 日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の多様化
た よ う か

の必要性
ひつようせい

―テキストを使
つか

って初
しょ

級
きゅう

の文
ぶん

法
ぽう

など１から学
まな

ぶ従
じゅう

来
らい

の形
かたち

のみでなく、生
せい

活
かつ

する上
うえ

で本
ほん

当
とう

に必
ひつ

要
よう

な（個
こ

々
こ

のニーズに合
あ

わせて）日
に

本
ほん

語
ご

を学
まな

べる場
ば

の

提供
ていきょう

 

４４ 親
おや

と子
こ

の関係
かんけい

がうまくつくれない 

４５ 日本語
 に ほん ご

ができなくても生活
せいかつ

できる？ 

４６ 日本語
 に ほん ご

を覚
おぼ

える努力
ど り ょ く

をしていない 

４７ 親
おや

たちに仕事上
し ご と じ ょ う

にもどのように日本語
に ほ ん ご

が必要
ひ つ よ う

になってきているか 

４８ 外国語
が い こ く ご

教室
きょうしつ

 

４９ 外国人
がいこくじん

、特
とく

に南米
なんべい

の人
ひと

が日本語
に ほ ん ご

をもっと学んで
まな

くれるにはどうしたらよいのか？ 

５０ いつか母
ぼ

国
こく

へ帰
かえ

るかもしれないという気
き

持
も

ちで日
に

本
ほん

で生
せい

活
かつ

しているため日
に

本
ほん

語
ご

習
しゅう

得
とく

もい

いかげんになりがち。指
し

導
どう

するほうもどこまで対
たい

応
おう

していいのか迷
まよ

う時
とき

がある 

 

 

「地域
 ち いき

・自治会
じ ち か い

」 

５１ 自治会
じ ち か い

に加入
か にゅう

してほしい 

５２ 自治会
じ ち か い

への参入
さんにゅう

 

５３ 自
じ

治
ち

会
かい

への加
か

入
にゅう

は強
きょう

制
せい

すべきではない。宗
しゅう

教
きょう

的
てき

に違
ちが

いはあるし、あくまで任
にん

意
い

団
だん

体
たい

。

日本人
に ほ ん じ ん

は他人
た に ん

と違
ちが

うことを極端
きょくたん

に恐
おそ

れているので加入
か に ゅ う

しているのであって、参
さ ん

加
か

したくて

参加
さ ん か

している人
ひ と

が 100％ではない 
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５４ 外国人
がいこくじん

にもっと自治会
じ ち か い

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

してほしい 

５５ 地
ち

区
く

まつりに参
さん

加
か

して家
か

庭
てい

的
てき

な気持
き も

ちにさせてほしい―参
さ ん

加
か

しにくい雰
ふん

囲
い

気
き

 

５６ 外
がい

国
こ く

人
じ ん

市
し

民
みん

も地
ち

域
いき

にとけ込
こ

めるよう地域
 ち いき

の集まり
あつ

を知
し

ってもらい積極的
せっきょくてき

に参加
さん か

してもら     

   う 

５７ 各自治会
か く じ ち か い

の組長
くみちょう

の係
かかり

がまわって来
き

たとき言
げん

語
ご

、 習
しゅう

慣
かん

が違
ちが

う外国人
が い こ く じ ん

はどうしているのか

（自治
 じ  ち

会費
かい ひ

、共同
きょうどう

募金
ぼ き ん

の集金
しゅうきん

） 

５８ 自
じ

治
ち

会
かい

館
かん

の外国人
が い こ く じ ん

向
む

けの利
り

用
よう

は可
か

？ 

５９ ゴミ問題
もんだい

 日本人
に ほ ん じ ん

にもルールを守らない
まも

人
ひと

がいる 外国人
が い こ く じ ん

もルールを守る
まも

人
ひと

はたくさんい

る。一部
い ち ぶ

の外国人
がいこくじん

が守らない
まも

ことで、「外国人
がいこくじん

みんながゴミのルールを守らない
まも

」という考
かんが

え方
かた

が問題
もんだい

だと思います
おも

。コミュニケーションが欠
か

けているというより、しようとしてい

ないかもしれません 

６０ 勤
きん

務
む

先
さき

、学
がっ

校
こう

、自
じ

治
ち

会
かい

とのコンタクト 

 

 

「情報
 じょうほう

交換
こう かん

の場
ば

」 

６１ 登録
と う ろ く

外国人
がいこくじん

以外
い が い

にも多
おお

く在住
ざいじゅう

とのこと。もっと広
ひろ

く呼
よ

びかけ理解
り か い

を相互
そ う ご

に深
ふか

めることはで

きないか。そのためには、できる限
かぎ

り在留
ざいりゅう

外国人
がいこくじん

の個別
こ べ つ

把握
は あ く

が必要
ひつよう

。たとえば企業
き ぎ ょ う

、自治会
じ ち か い

、

外国人
がいこくじん

同士
ど う し

の口
く ち

コミなど 

６２ 各
かく

種
しゅ

の情
じょう

報
ほう

がとれる場
ば

所
しょ

（公
こう

共
きょう

の場
ば

） 

６３ 日
に

本
ほん

人
じ ん

の交
こ う

流
りゅう

の場
ば

がほしい（公
こ う

共
きょう

） 

６４ 料理
りょう り

教室
きょうしつ

以外
いがい

の交流
こうりゅう

の場
ば

が少ない
すく

 

６５ 経
けい

験
けん

者
しゃ

と新
あたら

しい外
がい

国
こく

人
じん

との交
こう

流
りゅう

の場
ば

所
しょ

の提
てい

供
きょう

、運
うん

営
えい

 

６６ すぐそばのアパートに住
す

んでいて外国人
が い こ く じ ん

とはまったく会話
かい わ

をかわしていない 

６７ どのように外国人
がいこく じん

と交流
こうりゅう

を深めたら
ふか

よいのかわからない 

６８ 近所づきあい
きんじょ

がない 

６９ 商店
しょうてん

、まちかどなど、外国人
がいこく じん

同士
どう  し

（２～３人
にん

）集
あつ

まって話
はな

し合
あ

っているが、あれも公共
こう きょう

の場
ば

がないからか？ 

７０ 言
こと

葉
ば

が通
つう

じないことで交
こ う

流
りゅう

がむずかしい 

 

 

「支援
 し  えん

機関
 き かん

（悩
なや

み・相談
そうだん

窓口
まどぐち

）」 

７１ 外国人
がいこく じん

を支
し

援
えん

する（団体
だんたい

の）ネットワークがない 

７２ 外国人
が い こ く じ ん

が気
き

軽
がる

にいろいろなことを相
そう

談
だん

できる窓
まど

口
ぐち

 

７３ 交
こう

流
りゅう

、相
そう

談
だん

、学習
がくしゅう

など、そこへ行
い

けばなんとかなるという（センターのような）場
ば

所
しょ

があ

るといい 

７４ 総合
そうごう

インフォメーション窓口
まどぐち

 

７５ 出
しゅっ

身
しん

国
こく

グループのネットワーク 

７６ 外
がい

国
こく

人
じん

への案
あん

内
ない

で、連
れん

絡
らく

先
さき

に電
でん

話
わ

をしても、その国
くに

の言
こと

葉
ば

で説
せつ

明
めい

しているか？ 

７７ 日
に

本
ほん

にいる外
がい

国
こく

人
じん

はスペイン語
ご

とポルトガル語
ご

だけを話
はな

すのではありません。できれば通
つう
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訳
やく

のかたがたもいろいろな言
こと

葉
ば

ができるのがいいと思
おも

う 

７８ 国
こく

際
さい

化
か

協
きょう

会
かい

というのは市
し

民
みん

の国
こく

際
さい

化
か

を手
て

伝
つだ

うイメージが強
つよ

い。外
がい

国
こく

人
じん

の相
そう

談
だん

より「かけこ

み寺
で ら

」というイメージはほとんどない。協
きょう

会
かい

としてもう少
すこ

し明
めい

確
かく

に打
う

ち出
だ

してほしい（ま

た別
べつ

組
そ

織
しき

をつくるべし） 

７９ 国
こ く

際
さ い

化
か

協
きょう

会
かい

は外
がい

国
こ く

人
じ ん

にとってたよりになる機
き

関
かん

なのか 

８０ 従
じゅう

来
ら い

の語
ご

学
がく

、友
ゆ う

愛
あい

交
こ う

流
りゅう

にまして、個
こ

別
べつ

相
そ う

談
だん

ができるシステム、さらにこれに基
も と

づいて日本人
に ほ ん じ ん

が交渉
こうしょう

するなどの手助
て だ す

けもいる。（相談員的
そ う だ ん いん て き

なもの） 

 

 

「子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

」  

８１ 小さい
ちい

子
こ

どもを持
も

つ母
はは

親
おや

が孤
こ

立
りつ

しがちである。日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

が受
う

け入
い

れてくれない。地域
ち い き

子
こ

どもサークルなどの情
じょう

報
ほう

も届
とど

かない（日
に

本
ほん

語
ご

ができないので参
さん

加
か

にとても消
しょう

極
きょく

的
てき

） 

８２ 地
ち

域
いき

外
がい

国
こく

人
じん

サポートスタッフ（巡
じゅん

回
かい

職
しょく

員
いん

等
とう

）―必
ひつ

要
よう

ならば家
か

庭
てい

訪
ほう

問
もん

などのシステムの構
こう

築
ちく

―交
こう

流
りゅう

サロン、相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

、学
がっ

校
こう

巡
じゅん

回
かい

、学
がっ

校
こう

における文
ぶん

化
か

交
こう

流
りゅう

授
じゅ

業
ぎょう

のサポート等
とう

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２２ 

大和
や ま と

市内
し な い

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

一覧
いちらん

            資料２ 

（2007年１月現在
ねん  がつげんざい

） 

サークル名
      め い

 

（五十音順
ごじゅうおんじゅん

） 
発足
ほっそく

 活動
かつどう

日時
に ち じ

 活動
かつどう

場所
ば し ょ

 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

人
にん

数
すう

 

学
がく

習
しゅう

者
しゃ

数
すう

 

一
ひと

月
つき

平
へい

均
きん

 

生徒
せ い と

出身国
しゅっしんこく

･

地域
ち い き

 

おでん 
1999年

ねん

 

2月
がつ

1日
にち

 

火曜
か よ う

 

18:30～20:00 

青少年
せいしょうねん

 

センター 
5名
めい

 28名
めい

 

中国
ちゅうごく

、韓国
かんこく

、

フィリピン、

ペルー、タイ、

ベトナム、カ

ンボジア 

かけはし 
1994年

ねん

 

3月
がつ

 24日
にち

 

火曜
か よ う

 

19:00～20:30 

金曜
きんよう

 

10:00～11:30 

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

 

センター 
13名

めい

 75名
めい

 

中国
ちゅうごく

、韓国
かんこく

、

ペルー、ブラ

ジル、ベトナ

ム、ドイツ 

かたつむりの会
かい

 
1993年

ねん

 

12月
がつ

 17日
にち

 

土曜
ど よ う

 

10:00～12:00 

青少年
せいしょうねん

 

センター 
10名

めい

 80名
めい

 

中国
ちゅうごく

、台湾
たいわん

、

ベトナム、ペ

ルー、カンボ 

ジア､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

国際
こくさい

交流
こうりゅう

 

グループ 
1998年

ねん

  

個々
こ こ

の都合
つ ご う

に

合
あ

わせ月曜
げつよう

～

土曜
ど よ う

の 中
なか

で

指導
し ど う

 

カンバーラン

ド長老
ちょうろう

教会
きょうかい

高座
こ う ざ

教会
きょうかい

 

10名
めい

 7名
めい

 

中国
ちゅうごく

、フィリ

ピン、タイ、

ラオス、スリ

ランカ、ペル

ー、ブラジル 

青少年
せいしょうねん

会館
かいかん

 

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

 

1991年
ねん

 

9月
がつ

 1日
にち

 

土曜
ど よ う

 

14:00～16:00 

青少年
せいしょうねん

 

センター 
6名
めい

 24名
めい

 

中国
ちゅうごく

、ベトナ

ム、ラオス、

カンボジア、

ペルー、スリ

ランカ 

つきみ野
の

 

あいうえお 

1993年
ねん

 

10月
がつ

  

金曜
きんよう

 

13:30～15:00 

つきみ野
 の

 

学習
がくしゅう

 

センター 

9名
めい

 32名
めい

 

中国
ちゅうごく

、フィリ

ピン、インド、

オーストラリ

ア、ベトナム、

インドネシア 

にほんごの会
かい

 
1993年

ねん

 

3月
がつ

31日
にち

 

水曜
すいよう

 

13:30～15:00 

土曜
ど よ う

 

19:30～21:00 

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

 

センター 
6名
めい

 40名
めい

 

中国
ちゅうごく

、韓国
かんこく

、

台湾
たいわん

、ベトナ

ム、フィリピ

ン、パキスタ

ン、ペルー 

やまと・ともだち 
1997年

ねん

 

11月
がつ

27日
にち

 

金曜
きんよう

 

19:00～20:30 

桜
さくらが

丘
おか

学
がく

習
しゅう

センター 
10名

めい

 20名
めい

 

中国
ちゅうごく

、フィリ

ピン、ベトナ

ム、タイ、イ

ンドネシア、

スリランカ、

ペルー、アル

ゼンチン、ブ

ラジル 

大和
や ま と

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

 
1987年

ねん

 

4月
がつ

19日
にち

 

日曜
にちよう

 

10:30～12:30 

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

 

センター 
30名

めい

 320名
めい

 

カンボジア、

ラオス、ベト

ナム、スリラ

ンカ、タイ、

中国
ちゅうごく

、ペル

ー、ブラジル、

フィリピン、

韓国
かんこく

 

やまびこ 
1995年

ねん

 

5月
がつ

12日
にち

 

木曜
もくよう

 

19:00～20:30 

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

 

センター 
8名
めい

 40名
めい

 

中国
ちゅうごく

、フィリ

ピン、ペルー、

ベトナム、ブ

ラジル 
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資料
しりょう

４ 

大和
や ま と

市
し

内日本語
な い に ほ ん ご

教室
きょうしつ

聞
き

き取
と

り調査
ちょうさ

集計
しゅうけい

（学習者
がくしゅうしゃ

対象
たいしょう

） 

＊外国人
がいこくじん

学習者
がくしゅうしゃ

４２名
       めい

が複数
ふくすう

回答
かいとう

  

①日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

に来
き

て楽
たの

しいことは？ （５０回答
かいとう

）  

● 勉強
べんきょう

ができること                   

● 同
おな

じ国
くに

、違
ちが

う国
くに

の人
ひと

と友達
ともだち

になれる           

●  日本語
に ほ ん ご

が話
はな

せる                     

● 自分
じ ぶ ん

の知識
ち し き

を増
ふ

やすことができる            

● 日本語
に ほ ん ご

の話
はなし

がわかるようになった・日本語
に ほ ん ご

が上達
じょうたつ

した   

● 日本
に ほ ん

の歴史
れ き し

や文化
ぶ ん か

を知
し

りたい              

● ボランティアの先生
せんせい

がいい人
ひと

である           

● レッスンにいろいろバリエーションがあって楽
たの

しい    

● いろいろな国
くに

の習慣
しゅうかん

や料理
りょうり

がわかる           

 

②何
なん

のために日本語
に ほ ん ご

を勉強
べんきょう

していますか （４２回答
かいとう

） 

●  仕事
し ご と

がやりやすくなる・仕事
し ご と

のため                      

●  もっと日本語
に ほ ん ご

が上手
じょうず

になりたいから           

●  生活
せいかつ

のため・生活
せいかつ

になれたいから            

●  買
か

い物
もの

をするとき、近所
きんじょ

の人
ひと

、仕事
し ご と

仲間
な か ま

との会話
か い わ

のため  

● 大学
だいがく

・大学院
だいがくいん

に入
はい

るため                

● 夫
おっと

が日本人
に ほ ん じ ん

だから                   

● きれいな日本語
に ほ ん ご

を話
はな

したいから              

● 学校
がっこう

からくるお便
たよ

りがわからなくて困
こま

っているから    

● 手続
て つ づ

きなどのときに困
こま

るから              

● 日本語
に ほ ん ご

が好
す

きだから                  

●  日本語
に ほ ん ご

ができないと子
こ

どもの言
い

っていることがわからない 

から    

● 母国
ぼ こ く

に帰
かえ

ったら日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を開
ひら

きたい          

● （高校
こうこう

３年生
ねんせい

）卒業
そつぎょう

したら専門
せんもん

学校
がっこう

へ行
い

きたい。車
くるま

の免許
めんきょ

を取
と

りたい。今
いま

まで日本語
に ほ ん ご

があまりわからなかったので 

資格
し か く

が取
と

れなかった。もっと勉強
べんきょう

して資格
し か く

を取
と

りたい  

１６ 

１５ 

 ６ 

４ 

 ３ 

 ２ 

２ 

 １ 

 １ 

 

 

 ７ 

 ６ 

 ６ 

 ４ 

 ４ 

 ４ 

 ２ 

 ２ 

 ２ 

 １ 

 １ 

 １ 

 １ 

 １ 

 

 
 

回答者
かいとうしゃ

出身
しゅっしん

国内訳
こくうちわけ

 

 

中国
ちゅうごく

    １２ 

ベトナム   １１ 

カンボジア  ６ 

ペルー    ４ 

ブラジル   ４ 

フィリピン  １ 

インドネシア １ 

タイ     １ 

ドイツ    １ 

カナダ    １  

合計
ごうけい

    ４２名
めい
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資料
しりょう

５ 

大和市
や ま と し

外国人
がいこくじん

登録
とうろく

人口
じんこう

国籍
こくせき

別
べつ

内訳
うちわけ

 

                           (2007年
ねん

１月
  がつ

現在
げんざい

：単位
た ん い

：人
に ん

) 

人
じん

   口
こう

 
国
こく

  籍
せき

 
総数
そうすう

 男
おとこ

 女
おんな

 

ペルー 1,279 737 542 

中国
ちゅうごく

 1,035 480 555 

韓国
かんこく

 937 355 582 

フィリピン 856 283 573 

ベトナム 451 219 232 

ブラジル 418 212 206 

タイ 236 90 146 

カンボジア 165 74 91 

ラオス 162 92 70 

米国
べいこく

 132 94 38 

朝鮮
ちょうせん

 131 61 70 

インド 92 61 31 

アルゼンチン 90 52 38 

スリランカ 90 77 13 

パラグアイ 42 22 20 

ボリビア 41 16 25 

ドミニカ共和
きょうわ

国
こく

 39 16 23 

パキスタン 31 25  6 

カナダ 30 23  7 

コロンビア 29 11 18 

その他
た

４７ヶ国
こく

 

および無国籍
む こ く せ き

の計
けい

 
         291         180         111 

合
ごう

  計
けい

 6,577 *** 3,180 3,397 

                       （市
し

市民課
し み ん か

作成
さくせい

国籍
こくせき

別人員
べつじんいん

統計表
とうけいひょう

より） 

 

*** 市内
し な い

総人口
そうじんこう

222,690人
にん

の約
やく

2.9％にあたり、市民約
しみんやく

34人
にん

に１人
  ひと

が外国籍
がいこくせき

であることを示
しめ

す。 

 

 

 

 

 



大和市の人口と外国人登録者数の推移
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編
へん

 集
しゅう

：多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

会議
か い ぎ

 

       2007年
ねん

 ３月
つき

 11日
にち

 

発
はつ

 行
こう

：財団
ざいだん

法人
ほうじん

大和市
や ま と し

国際化
こ く さ い か

協会
きょうかい

 

      〒242-0018 大和市
や ま と し

深見
ふ か み

西
にし

８－６－１２ 

      市
し

役所分
やくしょぶん

庁舎
ちょうしゃ

１階
   かい

 

      TEL 046-260-5126 FAX 046-260-5127 

URL: http://www.yamato-kokusai.or.jp 




