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序章
じょしょう

 総論
そうろん

 

 

１ 計画
けいかく

の趣旨
し ゅ し

                             
 

社会
しゃかい

・経済
けいざい

のグローバル化
ぐ ろ ー ば る か

、少子
しょうし

高齢化
こ う れ い か

や人口
じんこう

減少
げんしょう

など社会
しゃかい

環境
かんきょう

が激
はげ

しく変動
へんどう

する中
なか

で、日本
に ほ ん

に

暮
く

らす外国人
がいこくじん

は現在
げんざい

280万人
まんにん

を超
こ

え、過去
か こ

最多
さ い た

となっています。製造品
せいぞうひん

出荷
しゅっか

額
がく

県内
けんない

12年
ねん

連続
れんぞく

第
だい

1位
い

を

誇
ほこ

り、高度
こ う ど

な技術
ぎじゅつ

のものづくり企業
きぎょう

が集
あつ

まる甲賀市
こ う か し

においては、ベトナム
べ と な む

やインドネシア
い ん ど ね し あ

など東南
とうなん

アジア
あ じ あ

地域
ち い き

からの技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

等
とう

が増加
ぞ う か

しており、本市
ほ ん し

に在住
ざいじゅう

する外
がい

国人
こくじん

は令和
れ い わ

元年
がんねん

（2019年
ねん

）10

月
がつ

に 3,600人
にん

を超
こ

えました。近年
きんねん

の永住
えいじゅう

・定住
ていじゅう

の傾向
けいこう

の高
たか

まりを鑑
かんが

みると、外国人
がいこくじん

を一時的
い ち じ て き

な

滞在者
たいざいしゃ

としてではなく、従来
じゅうらい

の外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の視点
し て ん

を超
こ

えて、地域
ち い き

における生活者
せいかつしゃ

として認識
にんしき

する視点
し て ん

が必要
ひつよう

であり、今後
こ ん ご

は、国籍
こくせき

に関
かか

わらず甲賀
こ う か

市
し

で生活
せいかつ

する誰
だれ

もが将来
しょうらい

に希望
き ぼ う

を持
も

つことができるま

ちづくりを行
おこな

う必要
ひつよう

があります。 

国
くに

においては、「外国
がいこく

人材
じんざい

の適正
てきせい

・円滑
えんかつ

な受入
う け い

れの促進
そくしん

に向
む

けた取組
とりくみ

とともに、外国人
がいこくじん

との共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた環境
かんきょう

整備
せ い び

を促進
そくしん

する。」（外国
がいこく

人材
じんざい

の受入
う け い

れ・共生
きょうせい

に関
かん

する関
かん

係
けい

閣僚
かくりょう

会議
か い ぎ

「外国
がいこく

人材
じんざい

の受入
う け い

れ・共生
きょうせい

のための総合的
そうごうてき

対応
たいおう

策
さく

（概要
がいよう

）」2018年
ねん

12月
がつ

）との認識
にんしき

のもと、平成
へいせい

31年
ねん

（2019

年
ねん

）4月
がつ

から新
あら

たな外国
がいこく

人材
じんざい

受入
うけいれ

のための在留
ざいりゅう

資格
し か く

（特定
とくてい

技
ぎ

能
のう

）（ 注
ちゅう

1）が創設
そうせつ

され、また、同年
どうねん

6月
がつ

に

は外国人
がいこくじん

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を日本人
に ほ ん じ ん

と共
とも

に円滑
えんかつ

に営
いとな

むことができる環境
かんきょう

の整
せい

備
び

に資
し

するこ

とを目的
もくてき

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

」（ 注
ちゅう

2）が公布
こ う ふ

、施行
し こ う

されました。このように、外国人
がいこくじん

を取
と

り巻
ま

く社会
しゃかい

情勢
じょうせい

は大
おお

きく変化
へ ん か

してきており、今後
こ ん ご

も更
さら

なる多国籍化
た こ く せ き か

の進展
しんてん

や、言語
げ ん ご

や文化
ぶ ん か

、習慣
しゅうかん

などが異
こと

なる様々
さまざま

な外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の滞在
たいざい

の長期化
ち ょ う き か

・定住化
ていじゅうか

が進
すす

むものと考
かんが

えられます。 

甲賀市
こ う か し

においては、平成
へいせい

22年度
ね ん ど

（2010年度
ね ん ど

）に「甲賀市
こ う か し

国際化
こ く さ い か

推進
すいしん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、平
へい

成
せい

27年
ねん

（2015

年
ねん

）には、国際化
こ く さ い か

推進
すいしん

計画
けいかく

をより実効性
じっこうせい

の高
たか

いものとするため「甲賀市
こ う か し

多文
た ぶ ん

化
か

共生
きょうせい

推進
すいしん

計画
けいかく

」へと

改定
かいてい

して様々
さまざま

な取
と

り組
く

みを行
おこな

ってきました。その計画
けいかく

も令和元
れ い わ が ん

年度
ね ん ど

をもって最終
さいしゅう

年度
ね ん ど

を迎
むか

えること

から、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

と併
あわ

せ、今後
こ ん ご

、本市
ほ ん し

が外国人
がいこくじん

にとって住
す

み続
つづ

けたいまちとなるために、

より実情
じつじょう

にあった計画
けいかく

へと見直
み な お

しを行
おこな

います。 
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２ 計画
けいかく

の位置
い ち

づけ                           
  

本計画
ほんけいかく

は、「第
だい

２次
じ

甲賀市
こ う か し

総合
そうごう

計画
けいかく

」に基
もと

づく計画
けいかく

であり、平成
へいせい

18年
ねん

（2006年
ねん

）に総務省
そうむしょう

が示
しめ

し

た「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
ぷ ら ん

について」及
およ

び平成
へいせい

 27年
ねん

（2015年
ねん

）に滋賀
し が

県
けん

が示
しめ

した

「滋賀県
し が け ん

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

プラン
ぷ ら ん

（改定版
かいていばん

）」の方
ほう

向性
こうせい

を踏
ふ

まえて策定
さくてい

します。また、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が地域
ち い き

の担
にな

い手
て

となり、甲賀市
こ う か し

の一員
いちいん

として共
とも

にまちづくりを進
すす

めていく観
かん

点
てん

から、行政
ぎょうせい

や市民
し み ん

、各種
かくしゅ

団体
だんたい

等
とう

の各主体
かくしゅたい

が取
と

り組
く

む方向性
ほうこうせい

を示
しめ

す指針
し し ん

としての位置
い ち

づけを有
ゆう

します。 

 

３ 計画
けいかく

の期間
き か ん

                             
  

本計画
ほんけいかく

は、第
だい

 2次
じ

甲賀市
こ う か し

総合
そうごう

計画
けいかく

の計画
けいかく

期間
き か ん

と合
あ

わせ、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

  2020年度
ね ん ど

  から令和
れ い わ

 10年度
ね ん ど

 2028年度
ね ん ど

  までの９年間
ねんかん

を計画
けいかく

期間
き か ん

としますが、期間内
き か ん な い

であっても必要
ひつよう

に応
おう

じて見直
み な お

しを行
おこな

い、

社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

や制度
せ い ど

の変更
へんこう

に柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

します。 

 

４ 計画
けいかく

の進捗
しんちょく

管理
か ん り

                           
  

本計画
ほんけいかく

の進捗
しんちょく

管理
か ん り

については、毎年度
ま い ね ん ど

２回
かい

から３回
かい

、甲賀市
こ う か し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

委員会
い い ん か い

と庁
ちょう

内
ない

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

チーム
ち ー む

との合同
ごうどう

会議
か い ぎ

を開
かい

催
さい

し、各所管課
か く し ょ か ん か

から取
と

り組
く

み内容
ないよう

についてその進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の報告
ほうこく

を行
おこな

うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注
ちゅう

1）特定
とくてい

技能
ぎ の う

 

一定
いってい

の専門性
せんもんせい

・技能
ぎ の う

を有
ゆう

し、即戦力
そくせんりょく

となる外国
がいこく

人材
じんざい

に関
かん

し、就労
しゅうろう

を目的
もくてき

として創設
そうせつ

された新
あら

た

な在留
ざいりゅう

資格
し か く

。一定
いってい

の技能
ぎ の う

を要
よう

する業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

する「特定
とくてい

技能
ぎ の う

1号
ごう

」と、同分野
ど う ぶ ん や

に属
ぞく

する熟練
じゅくれん

した技
ぎ

能
のう

を要
よう

する業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

する「特定
とくてい

技能
ぎ の う

2号
ごう

」の２つに分類
ぶんるい

される。「特定
とくてい

技能
ぎ の う

2号
ごう

」は要件
ようけん

を満
み

たせ

ば家族
か ぞ く

の帯同
たいどう

も認
みと

められることから、外国人
がいこくじん

人口
じんこう

の増加
ぞ う か

に繋
つな

がるものと考
かんが

えられる。 
 

（注
ちゅう

２）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

 

令和
れ い わ

元年
がんねん

６月
がつ

２８日
にち

公布
こ う ふ

・施行
し こ う

。外国人
がいこくじん

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

や留学生
りゅうがくせい

、就労者
しゅうろうしゃ

に対
たい

し、日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

を受
う

ける機会
き か い

を最大限
さいだいげん

確保
か く ほ

すること、日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

の水準
すいじゅん

の維持
い じ

向上
こうじょう

に努
つと

めることなどを基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と

し、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

には日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

の推進
すいしん

に関
かん

して、地域
ち い き

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じた施策
し さ く

の策定
さくてい

及
およ

び実
じっ

行
こう

する責務
せ き む

があると定
さだ

めている。 
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第
だい

１章
しょう

 甲賀市
こ う か し

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 

１ 甲賀市
こ う か し

の外国人
がいこくじん

人口
じんこう

の状 況
じょうきょう

                      
 

令和
れ い わ

元年
がんねん

（2019年
ねん

）12月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

の甲賀市
こ う か し

の総人口
そうじんこう

は 90,708人
にん

で、このうち外国人
がいこくじん

は 3,656人
にん

と

約
やく

 400％を占
し

めています。人口
じんこう

減少
げんしょう

が進行
しんこう

する一方
いっぽう

で外国人
がいこくじん

人口
じんこう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、過去
か こ

 5年間
ねんかん

の

推移
す い い

をみると、平成
へいせい

26年
ねん

（2014年
ねん

）12月
がつ

末
まつ

の 2,553人
にん

から約
やく

1,100人
にん

の増加
ぞ う か

がみられました。今後
こ ん ご

も、国
くに

による受
う

け入
い

れの推進
すいしん

や企業
きぎょう

における外国人
がいこくじん

人材
じんざい

への需要
じゅよう

の拡
かく

大
だい

により、外国人
がいこくじん

人口
じんこう

は増加
ぞ う か

し

ていくものと予想
よ そ う

されます。 

 

<甲賀市
こ う か し

人口
じんこう

の推移
す い い

> 

（人
にん

） 

 

 

 

 

 

 

   資料
しりょう

：住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

、各年
かくとし

12月
がつ

末
まつ

 

     ※住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳法
だいちょうほう

の改正
かいせい

及
およ

び外国人
がいこくじん

登録
とうろく

制度
せ い ど

の廃止
は い し

により、平成
へいせい

23年
ねん

以前
い ぜ ん

は住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

と外国人
がいこくじん

登録数
とうろくすう

。 

 

<国籍
こくせき

別
べつ

 人口
じんこう

推移
す い い

> 

（人
にん

） 
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0 1,000 2,000 3,000 4,000

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

水口地域 土山地域 甲賀地域 甲南地域 信楽地域

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

 2015年  2016年  2017年  2018年  2019年 

水口地域 1,809 1,866 2,002 2,250 2,497

土山地域 163 169 166 180 214

甲賀地域 123 124 127 134 148

甲南地域 335 363 416 437 536

信楽地域 212 214 230 215 261

計 2,642 2,736 2,941 3,216 3,656

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

 2009年  2010年  2011年  2012年  2013年  2014年  2015年  2016年  2017年  2018年  2019年 

ブラジル 1,401 1,245 1,198 1,152 1,112 1,055 1,073 1,128 1,254 1,365 1470

韓国・朝鮮 316 310 294 292 287 270 253 252 239 234 222

中国 470 461 437 429 404 397 399 365 348 358 423

ペルー 323 310 292 269 281 257 256 292 313 331 338

フィリピン 194 208 227 213 256 293 333 305 309 315 354

ベトナム 192 236 331 492

インドネシア 101 116

その他 159 144 173 218 254 281 328 202 242 181 241

合計 2,863 2,678 2,621 2,573 2,594 2,553 2,642 2,736 2,941 3,216 3656

（人
にん

） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料
しりょう

：住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

、各年
かくとし

12月
がつ

末
まつ

 

    ※住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳法
だいちょうほう

の改正
かいせい

及
およ

び外国人
がいこくじん

登録
とうろく

制度
せ い ど

の廃止
は い し

により、平成
へいせい

 23年
ねん

以前
い ぜ ん

は住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

と外国人
がいこくじん

登録数
とうろくすう

。 

 

 

 <居住地
きょじゅうち

別
べつ

 人口
じんこう

推移
す い い

> 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人
にん

） 

 

 

（人
にん

） 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

、各年
かくとし

12月
がつ

末
まつ
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永住者 定住者 日本人の

配偶者等

永住者の

配偶者等

特別永住者 技能実習 その他

 <在 留
ざいりゅう

資格
し か く

別
べつ

 人口
じんこう

推移
す い い

> 

 

  

 

 

 

 
 

（人
にん

） 

 

（人
にん

） 

 

 

 

資料
しりょう

：住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

、各年
かくとし

12月
がつ

末
まつ

 

 

※在 留
ざいりゅう

資格
し か く

の説明
せつめい

 

在 留
ざいりゅう

資格
し か く

 身分
み ぶ ん

又
また

は地位
ち い

 該当例
がいとうれい

 在 留
ざいりゅう

期間
き か ん

 

永住者
えいじゅうしゃ

 法務
ほ う む

大臣
だいじん

が永 住
えいじゅう

を認
みと

める者
もの

 
法務
ほ う む

大臣
だいじん

から永 住
えいじゅう

の許可
き ょ か

を受
う

けた者
もの

。

（入 管
にゅうかん

特例法
とくれいほう

の「特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

」を除
のぞ

く。） 
無期限
む き げ ん

 

定住者
ていじゅうしゃ

 
法務
ほ う む

大臣
だいじん

が特別
とくべつ

な理由
り ゆ う

を考慮
こうりょ

し一定
いってい

の

在 留
ざいりゅう

期間
き か ん

を指定
し て い

して居 住
きょじゅう

を認
みと

める者
もの

 

第三
だいさん

国
ごく

定 住
ていじゅう

難民
なんみん

、日系
にっけい

3世
せい

、中 国
ちゅうごく

残 留
ざんりゅう

邦
ほう

人
じん

等
とう

 

5年
ねん

、3年
ねん

、1年
ねん

、6月
つき

又
また

は法務
ほ う む

大
だい

臣
じん

が個々
こ こ

に指定
し て い

する期間
き か ん

 

（5年
ねん

を超
こ

えない範囲
は ん い

） 

日本人
にほんじん

の配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

 
日本人
にほんじん

の配偶者
はいぐうしゃ

若
も

しくは特別
とくべつ

養子
よ う し

又
また

は

日本
に ほ ん

人
じん

の子
こ

として 出 生
しゅっしょう

した者
もの

 
日本人
にほんじん

の配偶者
はいぐうしゃ

・子
こ

・特別
とくべつ

養子
よ う し

 5年
ねん

、3年
ねん

、1年
ねん

又
また

は 6月
つき

 

永住者
えいじゅうしゃ

の配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

 

永住者
えいじゅうしゃ

等
とう

の配偶者
はいぐうしゃ

又
また

は永住者
えいじゅうしゃ

等
とう

の子
こ

と

して日本
に ほ ん

で 出 生
しゅっしょう

しその後
ご

引
ひ

き続
つづ

き日本
に ほ ん

に在
ざい

留
りゅう

している者
もの

 

永住者
えいじゅうしゃ

・特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

の配偶者
はいぐうしゃ

及
およ

び日本
に ほ ん

で

出 生
しゅっしょう

し引
ひ

き続
つづ

き在 留
ざいりゅう

している子
こ

 
5年

ねん

、3年
ねん

、1年
ねん

又
また

は 6月
つき

 

特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

 終戦後
しゅうせんご

も引
ひ

き続
つづ

き日本
に ほ ん

に居 住
きょじゅう

している台湾
たいわん

、朝 鮮
ちょうせん

半島
はんとう

出身者
しゅっしんしゃ

及
およ

びその子孫
し そ ん

 無期限
む き げ ん

 

技能
ぎ の う

実 習
じっしゅう

 

技能
ぎ の う

実 習 法 上
じっしゅうほうじょう

の認定
にんてい

を受
う

けた技能
ぎ の う

実 習
じっしゅう

計
けい

画
かく

に基
もと

づいて、講 習
こうしゅう

を受
う

け、及
およ

び技能
ぎ の う

等
とう

に係
かか

る業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

する者
もの

 

技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

 
法務
ほ う む

大臣
だいじん

が個々
こ こ

に指定
し て い

する

期間
き か ん

 

 永住者 定住者 
日本人の 

配偶者等 

永住者の 

配偶者等 
特別永住者 技能実習 その他 

令和元年 1,303 684 183 60 197 725 504 

平成 30 年 1,221 647 178 54 205 549 362 

平成 29 年 1,123 565 163 55 215 545 275 

平成 28 年 1,094 463 156 55 228 536 204 

平成 27 年 1,044 425 160 60 228 504 221 



- 6 - 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

0～14歳 （年少人口） 15～64歳 （生産年齢人口） 65歳以上 （老年人口）

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

永住者 定住者 日本人の

配偶者等

永住者の

配偶者等

特別永住者 技能実習 その他

<年齢
ねんれい

別
べつ

 人口
じんこう

推移
す い い

> 

  

 

 

 

 

（人
にん

） 

 

（人
にん

） 

 
総数 

0～14 歳 

 年少人口  

15～64 歳 

 生産年齢人口  

65 歳以上 

 老年人口  

令和元年 3,656 453 3,037 166 

平成 30 年 3,216 418 2,641 157 

平成 29 年 2,941 383 2,413 145 

平成 28 年 2,736 356 2,241 139 

平成 27 年 2,642 331 2,185 126 

資料
しりょう

：住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

、各年
かくとし

12月
がつ

末
まつ

 

 

 <在 留
ざいりゅう

資格
し か く

別
べつ

 生産
せいさん

年齢
ねんれい

人口
じんこう

推移
す い い

> 

 

 

 

 

 

 

 
 

（人
にん

） 

 

（人
にん

） 

 永住者 定住者 
日本人の 

配偶者等 

永住者の 

配偶者等 
特別永住者 技能実習 その他 

令和元年 1,036 510 162 25 106 725 473 

平成 30 年 985 484 157 23 114 549 329 

平成 29 年 914 419 145 22 120 545 248 

平成 28 年 885 347 137 25 133 536 178 

平成 27 年 844 316 146 32 137 504 206 

資料
しりょう

：住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

、各年
かくとし

12月
がつ

末
まつ
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29.1%

ブラジル

42.4%

28.0%

17.0%

中国

10.8%

5.1%

ペルー

10.3%

12.1%

11.4%

ベトナム

10.3%

9.9%

8.3%

フィリピン

9.8%

16.5%

15.6%

韓国・朝鮮

7.3%
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3.6%

インドネシア

3.1%

24.0%

9.9%

その他

6.0%
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全国

滋賀県

甲賀市

（参考
さんこう

）全国
ぜんこく

・滋賀県
し が け ん

の外国人
がいこくじん

の 状 況
じょうきょう

 

令和
れ い わ

元年
がんねん

（2019年
ねん

）6月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

における日本
に ほ ん

の在留
ざいりゅう

外国
がいこく

人数
じんすう

は 282万
まん

9,416人
にん

で、国
こく

籍
せき

・地域
ち い き

別
べつ

にみると中国
ちゅうごく

が 2800%で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで韓国
かんこく

・朝鮮
ちょうせん

が 1605%となっています。 

一方
いっぽう

、滋賀県
し が け ん

では 29,263人
にん

の外国人
がいこくじん

のうち、ブラジル
ぶ ら じ る

が 2901%で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで中
ちゅう

国
ごく

が

1700%となっています。甲賀市
こ う か し

では、3,216人
にん

のうちブラジル
ぶ ら じ る

が 4204%と半数
はんすう

近
ちか

くを占
し

め、中国
ちゅうごく

1008%、ペルー
ぺ る ー

1003%、ベトナム
べ と な む

1003%の順
じゅん

となっています。 

 

 ◆在 留
ざいりゅう

外国人
がいこくじん

の国籍
こくせき

・地域
ち い き

別
べつ

人口
じんこう

構成比
こうせいひ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ◆在 留
ざいりゅう

外国
がいこく

人数
じんすう

の推移
す い い

（全国
ぜんこく

） 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

（2014年） （2015年） （2016年） （2017年） （2018年）

ブラジル 7,215 7,173 7,553 7,934 8,525

中国 4,737 4,515 4,555 4,701 4,967

韓国・朝鮮 4,982 4,802 4,654 4,567 4,553

ベトナム 635 913 1,400 2,106 3,325

フィリピン 2,053 2,204 2,246 2,294 2,428

ペルー 1,477 1,468 1,485 1,484 1,497

インドネシア 404 539 732 816 1,060

その他 2,052 2,219 2,415 2,631 2,908

総数 23,555 23,833 25,040 26,533 29,263

　　　　　　　　　年

　国籍

総数 永住者 定住者
日本人の

配偶者等

永住者の

配偶者等
特別永住者 技能実習 留学 その他

平成30年 人 29,257 9,000 4,644 1,886 423 3,884 4,899 1,238 3,283

（2018年） ％ 100.0 30.8 15.9 6.4 1.4 13.3 16.7 4.2 11.2

平成29年 人 26,528 8,620 4,204 1,793 372 3,961 4,157 1,101 2,320

（2017年） ％ 100.0 32.5 15.8 6.8 1.4 14.9 15.7 4.2 8.7

平成28年 人 25,044 8,429 3,943 1,812 336 4,084 3,731 914 1,795

（2016年） ％ 100.0 33.7 15.7 7.2 1.3 16.3 14.9 3.6 7.2

総数 永住者 定住者
日本人の

配偶者等

永住者の

配偶者等
特別永住者 技能実習 留学 その他

人 9,029 4,686 3,243 896 184 4 0 0 16

％ 100.0 51.9 35.9 9.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2

人 5,119 1,620 91 248 62 1 1,520 751 826

％ 100.0 31.6 1.8 4.8 1.2 0.0 29.7 14.7 16.1

人 4,278 358 32 79 13 3,576 0 85 135

％ 100.0 8.4 0.7 1.8 0.3 83.6 0.0 2.0 3.2

人 3,328 88 13 43 6 0 1,920 71 1,187

％ 100.0 2.6 0.4 1.3 0.2 0.0 57.7 2.1 35.7

人 2,457 1,159 518 269 75 0 324 11 101

％ 100.0 47.2 21.1 10.9 3.1 0.0 13.2 0.4 4.1

中国

韓国・朝鮮

ベトナム

フィリピン

ブラジル

 ◆滋賀県
し が け ん

の国籍
こくせき

別
べつ

外国人
がいこくじん

の推移
す い い
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資料
しりょう

：滋賀県
し が け ん

統計
とうけい

、各年
かくとし

12月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

 

 ◆滋賀県
し が け ん

の在 留
ざいりゅう
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し か く

別
べつ

外国人
がいこくじん

人口
じんこう

及
およ

び構成比
こうせいひ

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：滋賀県
し が け ん

統計
とうけい

、各年
かくとし

12月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

  

◆滋賀県
し が け ん

の在 留
ざいりゅう

資格
し か く

別
べつ

／国籍
こくせき

・地域
ち い き

別
べつ

外国人
がいこくじん

人口
じんこう

及
およ

び構成比
こうせいひ

 

  

 

 

  

 

 

 

 

資料
しりょう

：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

」、平成
へいせい

30年
ねん

12月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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２ 甲賀市
こ う か し

のこれまでの取
と

り組
く

みから見
み

える課題
か だ い

              
  

平成
へいせい

27年
ねん

（2015年
ねん

）に策定
さくてい

した前計画
ぜんけいかく

では、以下
い か

のとおり 5 つの基本
き ほ ん

目標
もくひょう

の柱
はしら

を掲
かか

げており、

その実現
じつげん

に向
む

けて具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

を進
すす

めてきました。その取
と

り組
く

みから見
み

えてきた課
か

題
だい

は次
つぎ

のとおり

となります。 

 

目 標
もくひょう

１ ことばと情 報
じょうほう

 ～どこでも誰
だれ

にでも情 報
じょうほう

が届
とど

くまちづくり～ 

  【重点的
じゅうてんてき

な取
と

り組
く

み】 

    ・外国人
がいこくじん

のための総合
そうごう

窓口
まどぐち

の開設
かいせつ

 

    ・外国人
がいこくじん

対応
たいおう

ができる職員
しょくいん

の人材
じんざい

育成
いくせい

 

 

<評価
ひょうか

・課題
か だ い

> 

外国人
がいこくじん

の国籍
こくせき

・出身
しゅっしん

地域
ち い き

や使用
し よ う

言語
げ ん ご

の多様化
た よ う か

を踏
ふ

まえ、相談
そうだん

体制
たいせい

充実
じゅうじつ

のためにＡＩ通訳機
つ う や く き

を導入
どうにゅう

しましたが、今後
こ ん ご

はより適切
てきせつ

な情報
じょうほう

や相談
そうだん

場所
ば し ょ

に迅速
じんそく

に到達
とうたつ

できるよう、一元的
いちげんてき

総合
そうごう

窓口
まどぐち

の開設
かいせつ

及
およ

びタブレット
た ぶ れ っ と

による通訳
つうやく

システム
し す て む

の導入
どうにゅう

に向
む

けた検討
けんとう

が必要
ひつよう

となります。 

 

 

目 標
もくひょう

２ 安心
あんしん

と安全
あんぜん

 ～誰
だれ

もがふるさとと思
おも

えるまちづくり～ 

  【重点的
じゅうてんてき

な取
と

り組
く

み】 

    ・外国人
がいこくじん

防災
ぼうさい

リーダー
り ー だ ー

の育成
いくせい

など地域
ち い き

の防災
ぼうさい

活動
かつどう

への参加
さ ん か

促進
そくしん

 

    ・外国人
がいこくじん

の子
こ

どもやその家庭
か て い

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

強化
きょうか

 

 

<評価
ひょうか

・課題
か だ い

> 

日本語
に ほ ん ご

の理解
り か い

が困難
こんなん

な外国人
がいこくじん

に対
たい

し、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

における災害
さいがい

そのものや被災者
ひ さ い し ゃ

の生活
せいかつ

支
し

援
えん

、気象
きしょう

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

を目的
もくてき

として「災害
さいがい

時
じ

多言語
た げ ん ご

情報
じょうほう

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

・運営
うんえい

に関
かん

する

協定
きょうてい

」を甲賀市
こ う か し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

との 間
あいだ

で締結
ていけつ

しました。今後
こ ん ご

はセンター
せ ん た ー

の取
と

り組
く

みを広
ひろ

く周知
しゅうち

するための方法
ほうほう

や、多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

発信
はっしん

方法
ほうほう

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

があります。また、災害
さいがい

に備
そな

え、平時
へ い じ

より出前
で ま え

講座
こ う ざ

等
とう

での更
さら

なる啓発
けいはつ

活動
かつどう

が必要
ひつよう

です。 
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目 標
もくひょう

３ 参画
さんかく

と交 流
こうりゅう

 ～発見
はっけん

がいっぱいの 交 流
こうりゅう

と活躍
かつやく

のフィールド
ふ ぃ ー る ど

づくり～ 

  【重点的
じゅうてんてき

な取
と

り組
く

み】 

    ・まちづくり審
しん

議会
ぎ か い

等
とう

への外国人
がいこくじん

の参画
さんかく

の推進
すいしん

 

    ・身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で気軽
き が る

に多言語
た げ ん ご

で交流
こうりゅう

ができる「おしゃべりカフェ
か ふ ぇ

（仮称
かしょう

）」の拠点
きょてん

 

     づくり検討
けんとう

 

 

<評価
ひょうか

・課題
か だ い

> 

外国人
がいこくじん

の意見
い け ん

や要望
ようぼう

を積極的
せっきょくてき

に市政
し せ い

に反映
はんえい

させるため、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

委員会
い い ん か い

をはじめと

した各種
かくしゅ

委員会
い い ん か い

への外国人
がいこくじん

の登用
とうよう

を推進
すいしん

しました。今後
こ ん ご

は、委員
い い ん

等
とう

への登用
とうよう

以外
い が い

にも、外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

の意見
い け ん

を広
ひろ

く反映
はんえい

させるための仕組
し く

みの検討
けんとう

が必要
ひつよう

です。 

また、多言語
た げ ん ご

で交流
こうりゅう

できる拠点
きょてん

づくりとして「おしゃべりカフェ
か ふ ぇ

」の拡充
かくじゅう

を検討
けんとう

するとと

もに、新
あら

たな日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の開設
かいせつ

に向
む

け、指導者
し ど う し ゃ

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

となる人材
じんざい

の確保
か く ほ

や育成
いくせい

が必
ひつ

要
よう

となります。 

 

 

目 標
もくひょう

４ 「ひと」の国際化
こくさいか

 ～ちがいがわかる グローバル
ぐ ろ ー ば る

市民
し み ん

の育成
いくせい

～ 

  【重点的
じゅうてんてき

な取
と

り組
く

み】 

    ・グローバル
ぐ ろ ー ば る

市民
し み ん

人材
じんざい

バンク
ば ん く

（仮称
かしょう

）開設
かいせつ

の検討
けんとう

 

 

<評価
ひょうか

・課題
か だ い

> 

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

や各種
かくしゅ

団体
だんたい

との連携
れんけい

を図
はか

り、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を推進
すいしん

する人材
じんざい

の発掘
はっくつ

・確保
か く ほ

に努
つと

め

ました。今後
こ ん ご

も、地域
ち い き

や各種
かくしゅ

団体
だんたい

など各分野
か く ぶ ん や

の担
にな

い手
て

となる「キーパーソン
き ー ぱ ー そ ん

」の発掘
はっくつ

や、外
がい

国人
こくじん

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

との連携
れんけい

などにより、更
さら

なる人材
じんざい

の確保
か く ほ

を進
すす

めていく必要
ひつよう

があります。 
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目 標
もくひょう

５ 「まち」の国際化
こくさいか

 ～甲賀市
こ う か し

ならではのネットワーク
ね っ と わ ー く

をめざして～ 

  【重点的
じゅうてんてき

な取
と

り組
く

み】 

    ・市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

の育成
いくせい

・ネットワーク
ね っ と わ ー く

強化
きょうか

 

 

<評価
ひょうか

・課題
か だ い

> 

多文化
た ぶ ん か

理解
り か い

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、市民
し み ん

団体
だんたい

による姉妹
し ま い

都市
と し

との交流
こうりゅう

活動
かつどう

や、中学生
ちゅうがくせい

国際
こくさい

交流
こうりゅう

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

を支援
し え ん

しました。今後
こ ん ご

は国際
こくさい

交流
こうりゅう

事業
じぎょう

参加者
さ ん か し ゃ

のネットワーク
ね っ と わ ー く

を活用
かつよう

し、本市
ほ ん し

の

将来
しょうらい

の国際
こくさい

交流
こうりゅう

を担
にな

う人材
じんざい

の育成
いくせい

に努
つと

めるとともに、国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

をはじめとする各
かく

種
しゅ

団体
だんたい

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

への理解
り か い

・意識
い し き

づくりに向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めていく

必要
ひつよう

があります。 
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41.7 

31.8 

21.9 

8.2 

7.6 

4.8 

2.3 

25.6 

7.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

外国人にあいさつしたり、気軽に話しかける

地域での生活習慣やルールを伝える

地域の外国人とともに清掃・避難訓練などの地域活動に参加する

外国人が自分の国を紹介するイベントに参加する

外国人支援の活動

通訳や日本語教室支援などのボランティアに参加する

その他

特になし

不明・無回答

３ 甲賀市
こ う か し

市政
し せ い

に関
かん

する意識
い し き

調査
ちょうさ

から見
み

える課題
か だ い

              
 

市内
し な い

在住
ざいじゅう

の 18歳
さい

以上
いじょう

の男女
だんじょ

 3,000人
にん

を対象
たいしょう

に行
おこな

った市政
し せ い

に関
かん

する意識
い し き

調査
ちょうさ

において、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

の考
かんが

えや意見
い け ん

を聞
き

きました。有効
ゆうこう

回答数
かいとうすう

は 1,184件
けん

、有効
ゆうこう

回答率
かいとうりつ

は 3905%でし

た。 

 

◆調査
ちょうさ

概要
がいよう

 

    ・調査
ちょうさ

地域
ち い き

  甲賀市
こ う か し

全域
ぜんいき

 

    ・調査
ちょうさ

対 象
たいしょう

   市内
し な い

在 住
ざいじゅう

の 18歳
さい

以上
いじょう

の男女
だんじょ

3,000人
にん

 

    ・調査
ちょうさ

方法
ほうほう

  郵送
ゆうそう

による配布
は い ふ

・回 収
かいしゅう

またはインターネット
い ん た ー ね っ と

回答
かいとう

 

    ・調査
ちょうさ

時期
じ き

  令和
れ い わ

元年
がんねん

（2019年
ねん

）7月
がつ

17日
にち

～令和
れ い わ

元年
がんねん

（2019年
ねん

）7月
がつ

31日
にち

 

    ・有効
ゆうこう

回答数
かいとうすう

 1,186件
けん

 

    ・有効
ゆうこう

回答率
かいとうりつ

 3905% 

 

 

 

 

 

（ 

（％） 

 

 

 

   

 

 

 

 
  

（令和
れ い わ

元年
がんねん

7月
がつ

 甲賀市
こ う か し

市政
し せ い

に関
かん

する意識
い し き

調査
ちょうさ

） 

 

問
とい

１．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、あなたは何
なに

ができると思
おも

います

か。（複数
ふくすう

選択
せんたく

回答
かいとう

） 
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41.2 

31.8 

30.5 

26.3 

21.3 

23.2 

20.4 

16.5 

14.8 

1.9 

13.5 

7.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

日本の文化や生活習慣などを教える教室の開催

多言語による情報提供

日本語教室の開催など日本語を学ぶひとへの支援

日本人と外国人との交流会やイベントの開催

外国人への偏見や差別をなくすための取り組み

外国人の子どもへの支援

多言語による生活相談の実施

日本人への外国の文化や生活習慣の紹介

多文化共生を進める団体やボランティアの支援と育成

その他

特になし

不明・無回答

○特徴
とくちょう

と課題
か だ い

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

のためにできることについては、「外国人
がいこくじん

にあいさつしたり、気軽
き が る

に話
はな

しかける」が

4107％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「地域
ち い き

での生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

やルール
る ー る

を伝
つた

える」が 3108％と続
つづ

いており、外国人
がいこくじん

と

の交流
こうりゅう

や、情報
じょうほう

提供
ていきょう

の必要性
ひつようせい

に関
かん

する回答
かいとう

が多
おお

くなっています。 

これらの結果
け っ か

により、日本人
に ほ ん じ ん

と外国人
がいこくじん

とが気軽
き が る

に話
はな

し合
あ

い、交流
こうりゅう

が図
はか

れる環境
かんきょう

づくりが必要
ひつよう

であるこ

とがわかります。また、「特
とく

になし」との回答
かいとう

が 2506%と多
おお

く見
み

られることから、各種
かくしゅ

啓発
けいはつ

活動
かつどう

を通
つう

じ、

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

けた意識
い し き

の醸成
じょうせい

を図
はか

ることが必要
ひつよう

であると考
かんが

えられます。 

 

 

 

 

 

（%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和
れ い わ

元年
がんねん

7月
がつ

 甲賀市
こ う か し

市政
し せ い

に関
かん

する意識
い し き

調査
ちょうさ

） 

 

○特徴
とくちょう

と課題
か だ い

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

のために市
し

が力
ちから

を入
い

れるべきことについては、「日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

や生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

などを教
おし

え

る教室
きょうしつ

の開催
かいさい

」が 4102％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

」が 3108％、「日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の

開催
かいさい

など日本語
に ほ ん ご

を学
まな

ぶひとへの支援
し え ん

」が 3005％、「日本人
に ほ ん じ ん

と外国人
がいこくじん

との交流会
こうりゅうかい

やイベント
い べ ん と

の開催
かいさい

」が

2603％と続
つづ

いています。 

これらの結果
け っ か

により、今後
こ ん ご

も、文化
ぶ ん か

や習慣
しゅうかん

・言葉
こ と ば

等
とう

の学習
がくしゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

や、多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

、

日本人
に ほ ん じ ん

と外国人
がいこくじん

とが共
とも

に活動
かつどう

できる地域
ち い き

づくりが必要
ひつよう

であることがわかります。 

問
とい

２．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、市
し

はどのようなことに 力
ちから

を入
い

れ

るべきだと思
おも

いますか。（複数
ふくすう

選択
せんたく

回答
かいとう

） 
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①

②

③
④

⑤

⑥

⑦ ⑧ ⑨

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦ ⑧
⑨ ⑩

⑪ ⑫

（参考
さんこう

）滋賀県
し が け ん

における多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

についてのアンケート
あ ん け ー と

結果
け っ か

 

滋賀県
し が け ん

では県政
けんせい

モニター
も に た ー

399人
にん

を対象
たいしょう

に、県民
けんみん

の外国人
がいこくじん

との共生
きょうせい

についての意見
い け ん

や外国人
がいこくじん

との関
かか

わりの現状
げんじょう

についてアンケート
あ ん け ー と

を行
おこな

いました。回答数
かいとうすう

は 348人
にん

、回
かい

収率
しゅうりつ

は 8702%でした。 

 

 

 

 

 

 <日本人
にほんじん

住 民
じゅうみん

がすべきこと> 

令和
れ い わ

元年
がんねん

6月
がつ

 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

についてのアンケート
あ ん け ー と

 

 

 

 

 

 

 

 

<県
けん

・市町
し ま ち

が 力
ちから

を入
い

れるべきこと> 

令和
れ い わ

元年
がんねん

6月
がつ

 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

についてのアンケート
あ ん け ー と

 

項目
こうもく

 割合
わりあい

（％） 

①外国人
がいこくじん

に対
たい

する差別
さ べ つ

意識
い し き

をもたないようにする 5302 

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

を学
まな

ぶ 4704 

③日本語
に ほ ん ご

や日本
に ほ ん

文化
ぶ ん か

の多様性
たようせい

を日本人
にほんじん

が 自
みずか

ら知
し

る 

努力
どりょく

をする 
2509 

④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

に教
おし

える 3005 

⑤日本
に ほ ん

で生活
せいかつ

するルール
る ー る

を守
まも

るように外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

 

に呼
よ

びかける 
3901 

⑥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

の活動
かつどう

に外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

 

の参加
さ ん か

を呼
よ

びかける 
3303 

⑦特
とく

にすることはない 307 

⑧わからない 200 

⑨その他
た

 400 

項目
こうもく

 割合
わりあい

（％） 

①日本人
にほんじん

住 民
じゅうみん

と外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

との交 流
こうりゅう

の場
ば

をつくる 3901 

②日本人
にほんじん

住 民
じゅうみん

と外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

双方
そうほう

に対
たい

し、多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に関
かん

する意識
い し き

啓発
けいはつ

や国際
こくさい

理解
り か い

を促進
そくしん

する 
3309 

③外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

が地域
ち い き

社会
しゃかい

に積極的
せっきょくてき

に参画
さんかく

するように 促
うなが

す 1807 

④外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

に対
たい

する相談
そうだん

体制
たいせい

や情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を充 実
じゅうじつ

する 3805 

⑤外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

に対
たい

し、日本
に ほ ん

の生活
せいかつ

のルール
る ー る

や習 慣
しゅうかん

、文化
ぶ ん か

の違
ちが

いなど

について周知
しゅうち

する 
4907 

⑥外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

に対
たい

し、日本語
に ほ ん ご

の学 習
がくしゅう

支援
し え ん

をする 2607 

⑦外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

に対
たい

し、外国語
がいこくご

の学 習
がくしゅう

支援
し え ん

をする 609 

⑧企業
きぎょう

に対
たい

し、労働
ろうどう

環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

や意識
い し き

啓発
けいはつ

を 促
うなが

す 1201 

⑨外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

に対
たい

する保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の施策
し さ く

を 充
じゅう

実
じつ

させる 905 

⑩外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

の子
こ

どもに対
たい

する教 育
きょういく

を充 実
じゅうじつ

させる 1700 

⑪特
とく

にない 206 

⑫その他
た

 200 

問
とい

．日本人
にほんじん

住 民
じゅうみん

と外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

が共
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らせ、活躍
かつやく

できる地域
ち い き

社会
しゃかい

にしていく 

ために、日本人
にほんじん

住 民
じゅうみん

は何
なに

をすべきと思
おも

いますか。 

 

問
とい

．日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

と外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が共
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らせ、活躍
かつやく

できる地域
ち い き

社会
しゃかい

にしていくために、 

県
けん

や市町
し ま ち

などの行政
ぎょうせい

は、どのような取組
とりくみ

に 力
ちから

を入
い

れるべきと思
おも

いますか。 
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第
だい

２章
しょう

 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と目標
もくひょう

 
 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

は前計画
ぜんけいかく

を引
ひ

き継
つ

ぐものとし、本計画
ほんけいかく

のテーマ
て ー ま

や基本
き ほ ん

目標
もくひょう

を以下
い か

のように掲
かか

げます。 

 

１ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

                              
  

日本人
に ほ ん じ ん

も外国人
がいこくじん

も、市民
し み ん

がお互
たが

いの文化
ぶ ん か

や生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

などにふれ、理解
り か い

しあいながら、国
こく

際
さい

感覚
かんかく

を

養
やしな

い、市民
し み ん

や企業
きぎょう

、団体
だんたい

、行政
ぎょうせい

が一体
いったい

となって誰
だれ

もがまちづくりに参画
さんかく

し、共
とも

に築
きず

き持続的
じ ぞ く て き

に発展
はってん

するまちを目指
め ざ

します。 

 

 

 

 

 

 

２ 本計画
ほんけいかく

のテーマ
て ー ま

                           
 

人口
じんこう

減少
げんしょう

と少子
しょうし

高齢化
こ う れ い か

とが急速
きゅうそく

に進展
しんてん

する一方
いっぽう

、甲賀市
こ う か し

の外国人
がいこくじん

人口
じんこう

は増加
ぞ う か

の傾向
けいこう

をたどってお

り、本市
ほ ん し

が日本人
に ほ ん じ ん

だけでなく外国人
がいこくじん

にとっても「住
す

み続
つづ

けたいまち」となり、また、外国人
がいこくじん

が本市
ほ ん し

を

構成
こうせい

する一員
いちいん

として地域
ち い き

で活躍
かつやく

できるようになることが、将来
しょうらい

に向
む

けた持
じ

続
ぞく

可能
か の う

なまちづくりを

目指
め ざ

すうえで必要
ひつよう

です。 

今後
こ ん ご

は、従来
じゅうらい

からの支援
し え ん

の取
と

り組
く

みと併
あわ

せ、外国人
がいこくじん

が人生
じんせい

のどのステージ
す て ー じ

においても安
あん

心
しん

して暮
く

らすことができるような切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を行
おこな

うことで、外国人
がいこくじん

と日本人
に ほ ん じ ん

とが共
とも

に支
ささ

え合
あ

って暮
く

ら

せる多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目的
もくてき

として、テーマ
て ー ま

を次
つぎ

のように掲
かか

げます。 

 

 

 

 

 

 

お互
たが

いの違
ちが

いや良
よ

さを認
みと

め合
あ

い、ともに 新
あたら

しい市民
し み ん

文化
ぶ ん か

を創造
そうぞう

するまちづくり 

住
す

み続
つづ

けたくなる 支
ささ

えあい 共
とも

に生
い

きるまちづくり 
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基本
き ほ ん

理念
り ね ん

お互
たが

いの違
ちが

いや良
よ

さを認
みと

め合
あ

い、ともに新
あたら

しい市民
し み ん

文化
ぶ ん か

を創造
そうぞう

するまちづくり

基本
き ほ ん

テーマ
て ー ま

住
す

み続
つづ

けたくなる　支
ささ

えあい　共
とも

に生
い

きるまちづくり

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

施策
し さ く

の方向
ほうこう

取
と

り組
く

む内容
ないよう

(1)
ニーズ
に ー ず

に合
あ

わせた

日本語
に ほ ん ご

学習機会
がくしゅうきかい

の提供
ていきょう

1
　地域

ち い き

における

　コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の充実
じゅうじつ

②日本語
に ほ ん ご

指導者
しどうしゃ

（ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

）の育成
いくせい

③日本語
に ほ ん ご

教室空白地域
きょうしつくうはくちいき

の解消
かいしょう

①日本語学習機会
にほんごがくしゅうきかい

の提供
ていきょう

1
　地域

ち い き

における

　コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の充実
じゅうじつ

(2)
多言語
た げ ん ご

による

情報伝達手段
じょうほうでんたつしゅだん

の確立
かくりつ

④「やさしい日本語
に ほ ん ご

」やSNSの活用
かつよう

①各種
かくしゅ

情報
じょうほう

の多
た

言語
げ ん ご

化
か

②相談
そうだん

窓口
まどぐち

の一元化
いちげんか

③多言語
た げ ん ご

による相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

3
　互

たが

いに支
ささ

え合
あ

う

　多文化共生
たぶんかきょうせい

のまちづくり

(6)
多様性
たようせい

を活
い

かした

地域
ち い き

づくり

(3)
ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に合
あ

わせた

切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

2
　安心

あんしん

して暮
く

らせる

　まちづくりの推進
すいしん

(4)
災害
さいがい

時
じ

に安心
あんしん

できる

体制
たいせい

の構築
こうちく

(5)
多文化共生
たぶんかきょうせい

社会
しゃかい

に向
む

けた

意識
い し き

啓発
けいはつ

③進路
し ん ろ

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

【青年期
せいねんき

】

②災害
さいがい

時
じ

に対応
たいおう

できる人材
じんざい

の確保
か く ほ

及
およ

び育成
いくせい

⑤介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

【老年期
ろうねんき

】

①災害時多言語情報
さいがいじたげんごじょうほう

センター
せ ん た ー

の機能
き の う

強化
きょうか

③防災
ぼうさい

意識
い し き

の啓発
けいはつ

①多文化共生
たぶんかきょうせい

の意識
い し き

づくりに向
む

けた啓発
けいはつ

の推進
すいしん

②国際
こくさい

教育
きょういく

の推進
すいしん

①国際交流事業
こくさいこうりゅうじぎょう

への支援
し え ん

③外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の地域
ち い き

活動
かつどう

への参画
さんかく

促進
そくしん

②多文化共生
たぶんかきょうせい

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こうちく

①母子
ぼ し

保健
ほ け ん

対策
たいさく

事業
じぎょう

と母語
ぼ ご

支援
し え ん

の実施
じ っ し

【乳幼児
にゅうようじ

期
き

】

②公立
こうりつ

学校
がっこう

における受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の整備
せ い び

【子
こ

ども期
き

】

④就労
しゅうろう

のための環境整備
かんきょうせいび

【成人期
せいじんき

】

３ 計画
けいかく

の体系
たいけい
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４ 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

と取
と

り組
く

み内容
ないよう

                       
 

本計画
ほんけいかく

において目指
め ざ

すべき施策
し さ く

の方向性
ほうこうせい

を示
しめ

すものとして、３つの目標
もくひょう

を掲
かか

げます。 

 

１ 地域
ち い き

におけるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の充 実
じゅうじつ

 
 

今後
こ ん ご

予想
よ そ う

される外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の増加
ぞ う か

や多国籍化
た こ く せ き か

により、多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

や日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

の重要性
じゅうようせい

はさらに

増
ま

してくるものと考
かんが

えられます。外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が生活
せいかつ

していくうえで必要
ひつよう

なコミュ
こ み ゅ

ニケーション
に け ー し ょ ん

支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

や生活
せいかつ

情報
じょうほう

など、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を多言語
た げ ん ご

や「やさしい日本語
に ほ ん ご

」で提供
ていきょう

し

たり、外国人
がいこくじん

の多
おお

くがＳＮＳ（ソーシャル
そ ー し ゃ る

・ネットワ
ね っ と わ

ー
ー

キング
き ん ぐ

・サービス
さ ー び す

）を利用
り よ う

して生活
せいかつ

情報
じょうほう

の

収 集
しゅうしゅう

を行
おこな

うことを想定
そうてい

した対応
たいおう

も推進
すいしん

します。 

 

○施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（１）ニーズ
に ー ず

に合
あ

わせた日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

機会
き か い

の提 供
ていきょう

 

（２）多言語
た げ ん ご

による情 報
じょうほう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

の確立
かくりつ

 
 

○到達
とうたつ

目 標
もくひょう

 

・外国人
がいこくじん

市民
し み ん

のニーズ
に ー ず

に合
あ

わせた日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

の機会
き か い

が提供
ていきょう

されている。 

・日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を担
にな

う指導者
し ど う し ゃ

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

が育成
いくせい

されている。 

・外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が必要
ひつよう

な情報
じょうほう

にアクセス
あ く せ す

しやすい環境
かんきょう

が整
ととの

っている。 

 

 

《成果
せ い か

指標
しひょう

》 

指標
しひょう

 現況
げんきょう

 目標
もくひょう

 

各地域
か く ち い き

で日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

 

（日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

等
とう

） 
２箇所

か し ょ

 ６箇所
か し ょ

 

日本語
に ほ ん ご

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の確保
か く ほ

 ２０人
にん

 ４０人
にん

 

一元的
いちげんてき

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

 未設置
み せ っ ち

 設置
せ っ ち
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（１）ニーズ
に ー ず

に合
あ

わせた日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

機会
き か い

の提 供
ていきょう

               
 

<現 状
げんじょう

と課題
か だ い

> 

言葉
こ と ば

の問題
もんだい

により外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が地域
ち い き

でのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を図
はか

れないことや、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

を得
え

られないことがあります。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

の構成員
こうせいいん

として共
とも

に生活
せいかつ

していくためには、

日本語
に ほ ん ご

でのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を図
はか

ることができるよう日本語
に ほ ん ご

の習得
しゅうとく

に努
つと

めるとともに、日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

や

慣習
かんしゅう

などについて理解
り か い

を深
ふか

めることが必要
ひつよう

です。 

現在
げんざい

、外国人
がいこくじん

の日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

への支援
し え ん

として、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

による日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を実施
じ っ し

していますが、受
じゅ

講
こう

希望者
き ぼ う し ゃ

の急激
きゅうげき

な増加
ぞ う か

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の不足
ふ そ く

などの課題
か だ い

があります。日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

は、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の日本
に ほ ん

語
ご

学習
がくしゅう

などの支援
し え ん

はもとより、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとっての交流
こうりゅう

を深
ふか

める機会
き か い

であり、安心
あんしん

できる居場所
い ば し ょ

や生
せい

活
かつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を収 集
しゅうしゅう

する場
ば

でもあることから、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の増加
ぞ う か

に合
あ

わせ、新
あら

たな日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の開
かい

設
せつ

や、教室
きょうしつ

を担
にな

うボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の育成
いくせい

が求
もと

められています。 

 

 

<基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

> 

 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

のニーズ
に ー ず

に合
あ

わせた新
あら

たな日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の開設
かいせつ

など、市民
し み ん

団体
だんたい

や企業
きぎょう

と連携
れんけい

を図
はか

りながら日
に

本語
ほ ん ご

教育
きょういく

の取
と

り組
く

みを進
すす

めるとともに、その教室
きょうしつ

を担
にな

うボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の発掘
はっくつ

・育成
いくせい

を行
おこな

います。 

 

 

<施策
し さ く

・取
と

り組
く

み> 

施策
しさく

 事業名
じぎょうめい

 所管課
しょかんか

 
 

①日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

機会
き か い

の提 供
ていきょう

 

 市民
し み ん

団体
だんたい

や企業
きぎょう

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の生活
せいかつ

環 境
かんきょう

やニーズ
に ー ず

に合
あ

った日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の機会
き か い

を提
てい

供
きょう

します。 
 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

 政策
せいさく

推進課
すいしんか

 

 

②日本語
に ほ ん ご

指導者
しどうしゃ

（ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

）の育成
いくせい

 

 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の日本語
に ほ ん ご

習 得
しゅうとく

の機会
き か い

を増
ふ

やすため、日本
に ほ ん

語
ご

教 室
きょうしつ

の指導者
しどうしゃ

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の育成
いくせい

を図
はか

ります。また、養成
ようせい

講座
こ う ざ

を通
つう

じて多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に対
たい

する理
り

解
かい

を広
ひろ

げます。 
 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

 政策
せいさく

推進課
すいしんか
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（２）多言語
た げ ん ご

による情 報
じょうほう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

の確立
かくりつ

                  
 

<現 状
げんじょう

と課題
か だ い

> 

言葉
こ と ば

や制度
せ い ど

の違
ちが

いによる知識
ち し き

不足
ぶ そ く

が、ごみの出
だ

し方
かた

や騒音
そうおん

などの生活
せいかつ

ルール
る ー る

やマナー
ま な ー

に関
かん

するトラブ
と ら ぶ

ル
る

を生
しょう

じさせています。今後
こ ん ご

は、言語
げ ん ご

ニーズ
に ー ず

の多様化
た よ う か

が予想
よ そ う

されることから、多言語
た げ ん ご

や「やさしい日本
に ほ ん

語
ご

」による適切
てきせつ

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

に加
くわ

え、外国人
がいこくじん

の多
おお

くが生活
せいかつ

情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

に利用
り よ う

するＳＮＳ（ソーシャル
そ ー し ゃ る

・

ネットワーキング
ね っ と わ ー き ん ぐ

・サービス
さ ー び す

）の活用
かつよう

を検討
けんとう

するなど、外国人
がいこくじん

が日本
に ほ ん

での生活
せいかつ

ルール
る ー る

を学
まな

べる環境
かんきょう

づく

りを行
おこな

う必要
ひつよう

があります。 

 

<基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

> 

 外国人
がいこくじん

が日本
に ほ ん

において生活
せいかつ

していく中
なか

で、日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

なことから、円滑
えんかつ

な意思
い し

疎通
そ つ う

が図
はか

れず

に様々
さまざま

な場面
ば め ん

において支障
ししょう

が生
しょう

じ得
う

ることの無
な

いよう、多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

やサービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

及
およ

び相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

<施策
し さ く

・取
と

り組
く

み> 

施策
しさく

 事業名
じぎょうめい

 所管課
しょかんか

 
 

①各種
かくしゅ

情 報
じょうほう

の多言語化
た げ ん ご か

 

 外国人
がいこくじん

市民
しみん

にとって必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

が入 手
にゅうしゅ

できるよう、様々
さまざま

な

媒体
ばいたい

や手段
しゅだん

を活用
かつよう

しながら、多言語
た げ ん ご

による情 報
じょうほう

提
てい

供
きょう

に努
つと

める 

とともに、提 供
ていきょう

する内容
ないよう

の 充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ります。 
 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

等
とう

 関係
かんけい

各課
かくか

 

 

②相談
そうだん

窓口
まどぐち

の一元化
いちげんか

 

 外国人
がいこくじん

市民
しみん

が適切
てきせつ

・迅速
じんそく

なサービス
さ ー び す

を受
う

けることができるよ

う、情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

及
およ

び相談
そうだん

を多言語
た げ ん ご

で 行
おこな

う一元
いちげん

的
てき

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の 

設置
せっち

を推進
すいしん

します。 
 

外国人
がいこくじん

相談
そうだん

事業
じぎょう

 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

 

生活
せいかつ

環境課
かんきょうか

 

政策
せいさく

推進課
すいしんか

 

 

③日本語
に ほ ん ご

教 室
きょうしつ

空白
くうはく

地域
ち い き

の解 消
かいしょう

 

 日本語
に ほ ん ご

教 室
きょうしつ

が開設
かいせつ

されていない地域
ち い き

の日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

環 境
かんきょう

を

整備
せ い び

することで、外国人
がいこくじん

が生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な日本
に ほ ん

語
ご

を習 得
しゅうとく

し、

日常的
にちじょうてき

な場面
ば め ん

で使
つか

われる日本語
に ほ ん ご

をある程度
て い ど

理解
り か い

することがで

きるようにします。 
 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

 政策
せいさく

推進課
すいしんか

 



- 20 - 

 

1  YouTube 　　　　　  3502%   テレビ
て れ び

(37.4%)

2  Facebook 　　　　　  2604%   Facebook (28.6%)

3  Google 　　　　　  2200%   甲賀市
こ う か し

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

(11.0%)

4  友人
ゆうじん

　　　　　  808%   Google (9.9%)

5  テレビ
て れ び

　　　　　  303%   YouTube (5.5%)

生活
せいかつ

情報
じょうほう

防災
ぼうさい

情報
じょうほう

国際
こく さい

交流
こうりゅう

フェスタ
ふ ぇ す た

2019より

 

③多言語
た げ ん ご

による相談
そうだん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

 窓口
まどぐち

への通訳
つうやく

の配置
は い ち

など、子
こ

育
そだ

てや教 育
きょういく

、保健
ほ け ん

・福
ふく

祉
し

など

の広範
こうはん

な相談
そうだん

に多言語
た げ ん ご

で対応
たいおう

できる体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 
 

外国人
がいこくじん

相談
そうだん

事業
じぎょう

等
とう

 関係
かんけい

各課
か く か

 

 

④「やさしい日本語
に ほ ん ご

」やＳＮＳ（ソーシャル
そ ー し ゃ る

・ネットワ
ね っ と わ

ー
ー

キ
き

ング
ん ぐ

・サービス
さ ー び す

）の活用
かつよう

 

 情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の手段
しゅだん

として、外国人
がいこくじん

にも理解
り か い

しやすい「やさ

しい日本語
に ほ ん ご

」や、ＳＮＳの活用
かつよう

を図
はか

ります。 
 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

 政策
せいさく

推進課
すいしんか

 

 

 

 

（参考
さんこう

）生活
せいかつ

・防災
ぼうさい

情 報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

方法
ほうほう

 

外国人
がいこくじん

がどのようにして日本
に ほ ん

での生活
せいかつ

情報
じょうほう

などを収 集
しゅうしゅう

しているのか、国際
こくさい

交流
こうりゅう

フェス
ふ ぇ す

タ
た

 2019

を訪
おとず

れた外国人
がいこくじん

約
やく

100名
めい

にアンケート
あ ん け ー と

を行
おこな

いました。 

生活
せいかつ

情報
じょうほう

については「YouTube」の割合
わりあい

が 3502%と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「Facebook」が 2604%、

「Google」が 2200%と続
つづ

いています。ネット
ね っ と

媒体
ばいたい

の利用
り よ う

が多
おお

いことがわかることから、今後
こ ん ご

は情報
じょうほう

提供
ていきょう

の手段
しゅだん

として SNS の積極的
せっきょくてき

な活用
かつよう

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

があります。 

また、防災
ぼうさい

情報
じょうほう

については、「テレビ
て れ び

」が 3704%と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「Facebook」が 2806%と

続
つづ

いています。生活
せいかつ

情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

では利用
り よ う

の少
すく

なかった「テレビ
て れ び

」や「甲賀市
こ う か し

ホ
ほ

ー
ー

ムページ
む ぺ ー じ

」が利用
り よ う

されており、正確
せいかく

な情報
じょうほう

を信頼性
しんらいせい

の高
たか

い媒体
ばいたい

から得
え

ていることがわかります。 
 

 

<利用
り よ う

頻度
ひ ん ど

の高
たか

い媒体
ばいたい

> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 

 

２ 安心
あんしん

して暮
く

らせるまちづくりの推進
すいしん

 
 

 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は、そのライフステージ
ら い ふ す て ー じ

において日本人
に ほ ん じ ん

と同様
どうよう

の課題
か だ い

を抱
かか

える一方
いっぽう

、「ことばの壁
かべ

」な

どによる外国人
がいこくじん

特有
とくゆう

の課題
か だ い

を抱
かか

えています。永住化
えいじゅうか

・定住化
ていじゅうか

する外国人
がいこくじん

が増
ふ

えると予想
よ そ う

される中
なか

、

外国人
がいこくじん

のライフステージ
ら い ふ す て ー じ

全般
ぜんぱん

を見渡
み わ た

し、各分野
か く ぶ ん や

の連携
れんけい

した取
と

り組
く

みによる継
けい

続
ぞく

した支援
し え ん

を行
おこな

うこと

で、外国人
がいこくじん

が日本人
に ほ ん じ ん

と同様
どうよう

に公共
こうきょう

サービス
さ ー び す

を享受
きょうじゅ

し安心
あんしん

して生活
せいかつ

することができる環境
かんきょう

整備
せ い び

を行
おこな

います。 

 

 

○施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（１）ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に合
あ

わせた切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

 

（２）災害
さいがい

時
じ

に安心
あんしん

できる体制
たいせい

の構築
こうちく

 

 

○到達
とうたつ

目 標
もくひょう

 

・ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

の各場面
か く ば め ん

に合
あ

わせて「子育
こ そ だ

て」や「教育
きょういく

」、「介護
か い ご

」など切
き

れ 

目
め

のないサービス
さ ー び す

が提供
ていきょう

され、本市
ほ ん し

が外国人
がいこくじん

にとって安心
あんしん

して暮
く

らせるまち 

となっている。 

 

 

 

《成果
せ い か

指標
しひょう

》 

指標
しひょう

 現況
げんきょう

 目標
もくひょう

 

高等
こうとう

学校
がっこう

への進学率
しんがくりつ

 ８２．４％ ９０．０％ 

就労
しゅうろう

のための研修
けんしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

 年
ねん

０回
かい

 年
ねん

１回
かい

 

災害
さいがい

時
じ

多言語
た げ ん ご

情報
じょうほう

センター
せ ん た ー

 

設置
せ っ ち

・運営
うんえい

訓練
くんれん

 
年間
ねんかん

１回
かい

 
年間
ねんかん

２回
かい

 

（他
た

市町
し ま ち

との広域
こういき

訓練
くんれん

含
ふく

む） 
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（１）ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に合
あ

わせた切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

             
 

<現状
げんじょう

と課題
か だ い

> 

 滞在
たいざい

の長期化
ち ょ う き か

・定住化
ていじゅうか

の進展
しんてん

に伴
ともな

い、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

はその人生
じんせい

の各ステージ
か く す て ー じ

において日本
に ほ ん

人
じん

と同様
どうよう

の課題
か だ い

を抱
かか

える一方
いっぽう

で、言葉
こ と ば

や制度
せ い ど

の違
ちが

いなどによる外国人
がいこくじん

特有
とくゆう

の課題
か だ い

も抱
かか

えているなど、それら

の課題
か だ い

は複雑
ふくざつ

多岐
た き

にわたっており、多国籍化
た こ く せ き か

、多様化
た よ う か

する社会
しゃかい

の変化
へ ん か

に対応
たいおう

するためにも、「教育
きょういく

」

や「介護
か い ご

」、「防災
ぼうさい

」など、制度
せ い ど

の壁
かべ

を越
こ

えた互恵的
ご け い て き

な支援
し え ん

の仕組
し く

みづくりが求
もと

められています。 

 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の社会
しゃかい

づくりに向
む

け、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が将来
しょうらい

にわたって本市
ほ ん し

で安心
あんしん

した生活
せいかつ

を続
つづ

けられる

ように、行政
ぎょうせい

のみならず、企業
きぎょう

や各種
かくしゅ

団体
だんたい

との連携
れんけい

により生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

 

<基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

> 

 ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応
おう

じて、「子育
こ そ だ

て」や「教育
きょういく

」、「労働
ろうどう

環境
かんきょう

」、「介護
か い ご

」など様々
さまざま

なテーマ
て ー ま

があり、

また、各年代
かくねんだい

を通
つう

じて「医療
いりょう

」や「防災
ぼうさい

」などの共通
きょうつう

したテーマ
て ー ま

があります。それぞれを個別
こ べ つ

の施策
し さ く

として考
かんが

えるのではなく、継続
けいぞく

した支援
し え ん

の観点
かんてん

から多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

 

<施策
し さ く

・取
と

り組
く

み> 

施策
しさく

 事業名
じぎょうめい

 所管課
しょかんか

 

乳
に
ゅ
う 

幼
よ
う 

児 じ 

期 き 

 

①母子
ぼ し

保健
ほけん

対策
たいさく

事業
じぎょう

と母語
ぼ ご

支援
しえん

の実施
じっし

 

 母子
ぼ し

健康
けんこう

手帳
てちょう

の交付
こうふ

や訪問
ほうもん

指導
しどう

、乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

などの基本
きほん

 

的
てき

な情 報
じょうほう

について、外国人
がいこくじん

保護者
ほ ご し ゃ

に提
てい

供
きょう

するとともに、 

通
つう

訳
やく

を介
かい

し指導
しどう

や健
けん

診
しん

などを適
てき

切
せつ

に実施
じっし

します。 

 また、外国人
がいこくじん

園児
えんじ

とその保護者
ほ ご し ゃ

がスムーズ
す む ー ず

な園
えん

生活
せいかつ

を送
おく

る

ことができるよう、母語
ぼ ご

支援員
しえんいん

を園
えん

に配置
はいち

して通訳
つうやく

等
とう

の対応
たいおう

を 行
おこな

います。 
 

子育
こそだ

て世代
せだい

包括
ほうかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

 

母子
ぼ し

保健
ほけん

活動
かつどう

事業
じぎょう

 

母語
ぼ ご

支援
しえん

事業
じぎょう

 

すこやか支援課
し え ん か

 

保育
ほいく

幼稚園課
ようちえんか

 

子 こ 

ど 

も 

期 き 

 

②公
こう

立
りつ

学校
がっこう

における受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の整備
せいび

 

 外国人
がいこくじん

の子
こ

どもの就 学
しゅうがく

実態
じったい

を把握
はあく

し、教 育
きょういく

の機会
きかい

を確
かく

保
ほ

するとともに、日本語
に ほ ん ご

指導
しどう

や学校
がっこう

生活
せいかつ

への適応
てきおう

指導
しどう

の 充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ります。また、就 学
しゅうがく

に課題
かだい

を抱
かか

える子
こ

どもとその 

保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

し、関係
かんけい

部
ぶ

局
きょく

や団体
だんたい

が連携
れんけい

して就 学
しゅうがく

意識
いしき

・

意欲
いよく

を高
たか

める 働
はたら

きかけを 行
おこな

います。 
 

母語
ぼ ご

支援
しえん

事業
じぎょう

 学校
がっこう

教育課
きょういくか
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青
せ
い 

年
ね
ん 

期 き 

 

③進路
しんろ

指導
しどう

の充 実
じゅうじつ

 

 将 来
しょうらい

を見通
みとお

し、その意欲
いよく

と能 力
のうりょく

に応
おう

じた進路
しんろ

指導
しどう

が提
てい

供
きょう

されるよう、日本語
に ほ ん ご

指導
しどう

の充 実
じゅうじつ

やキャリア
き ゃ り あ

教
きょう

育
いく

をはじ

めとした包括的
ほうかつてき

な支援
しえん

を 行
おこな

います。 
 

母語
ぼ ご

支援
しえん

事業
じぎょう

 

チャレンジウィーク
ち ゃ れ ん じ う ぃ ー く

事業
じぎょう

 
学校
がっこう

教育課
きょういくか

 

成
せ
い 

人
じ
ん 

期 き 

 

④就 労
しゅうろう

のための環 境
かんきょう

整備
せいび

 

 外国人
がいこくじん

雇用
こよう

に関
かん

する企業
きぎょう

のニーズ
に ー ず

把握
はあく

に努
つと

めるとともに、

ハローワーク
は ろ ー わ ー く

などの関係
かんけい

機関
きかん

との連携
れんけい

や相談
そうだん

窓
まど

口
ぐち

の充 実
じゅうじつ

を

図
はか

ります。また、外国人
がいこくじん

が日
に

本
ほん

で 働
はたら

く上
うえ

での長期的
ちょうきてき

な

ビジョン
び じ ょ ん

を持
も

てるよう情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を 行
おこな

い、 就 業
しゅうぎょう

の促進
そくしん

を

図
はか

ります。 
 

就 労
しゅうろう

相談
そうだん

事業
じぎょう

 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

 

商 工
しょうこう

労政課
ろうせいか

 

政策
せいさく

推進課
すいしんか

 

老
ろ
う 

年
ね
ん 

期 き 

 

⑤介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

の周知
しゅうち

 

 外国人
がいこくじん

市民
しみん

が介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

の情 報
じょうほう

に容易
ようい

にアク
あ く

セス
せ す

で

き、そのサービス
さ ー び す

内容
ないよう

や施設
しせつ

利用
りよう

等
とう

について理解
りかい

できるよ

う、介護
かいご

通訳
つうやく

の実施
じっし

を検討
けんとう

するとともに制度
せいど

の周知
しゅうち

を充 実
じゅうじつ

させます。 
 

介護
かいご

保険
ほけん

事業
じぎょう

 長 寿
ちょうじゅ

福祉課
ふ く し か

 

 

 

（２）災害
さいがい

時
じ

に安心
あんしん

できる体制
たいせい

の構築
こうちく

                   
 

<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

は、防災
ぼうさい

や災害
さいがい

についての知識
ち し き

や認識
にんしき

が不足
ふ そ く

していたり、地域
ち い き

とのつながりが希薄
き は く

な

場合
ば あ い

は、防災
ぼうさい

訓練
くんれん

に参加
さ ん か

する機会
き か い

が少
すく

ないことが考
かんが

えられます。また、災害
さいがい

時
じ

には、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を

入手
にゅうしゅ

できずに様々
さまざま

な困難
こんなん

に直面
ちょくめん

することも予想
よ そ う

されることから、平時
へ い じ

より防災
ぼうさい

知識
ち し き

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

や、

多言語
た げ ん ご

による災害
さいがい

時
じ

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

など、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を対象
たいしょう

とした災害
さいがい

対策
たいさく

が求
もと

められます。一方
いっぽう

、今後
こ ん ご

は、地域
ち い き

防災
ぼうさい

の強化
きょうか

のため、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

自身
じ し ん

が被災
ひ さ い

者
しゃ

を支援
し え ん

する「共助
きょうじょ

」の視点
し て ん

を加
くわ

え、啓発
けいはつ

や地域
ち い き

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

となります。 

 

<基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

> 

甲賀市
こ う か し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

などの関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、多言語
た げ ん ご

により防災
ぼうさい

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するなど平時
へ い じ

から

防災
ぼうさい

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な知識
ち し き

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。また、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の防災
ぼうさい

訓
くん

練
れん

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

し、防災
ぼうさい

意識
い し き

を高
たか

めたり、災害
さいがい

に対
たい

する不安
ふ あ ん

を解消
かいしょう

したりすることに努
つと

めます。 
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<施策
し さ く

・取
と

り組
く

み> 

施策
しさく

 事業名
じぎょうめい

 所管課
しょかんか

 
 

①災害
さいがい

時
じ

多言語
た げ ん ご

情 報
じょうほう

センター
せ ん た ー

の機能
きのう

強化
きょうか

 

 甲賀市
こ う か し

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

と締結
ていけつ

している「災害
さいがい

時
じ

多言語
た げ ん ご

情 報
じょうほう

センター
せ ん た ー

の設置
せっち

・運営
うんえい

に関
かん

する協 定
きょうてい

」について、今
こん

後
ご

も協 会
きょうかい

と

のさらなる連携
れんけい

により訓練
くんれん

やマニュア
ま に ゅ あ

ル
る

の整備
せいび

を重
かさ

ね、円滑
えんかつ

な

外国人
がいこくじん

支援
しえん

ができるよう備
そな

えます。 
 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

 

災害
さいがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

 

政策
せいさく

推進課
すいしんか

 

危機
き き

管理課
か ん り か

 

 

②災害
さいがい

時
じ

に対応
たいおう

できる人材
じんざい

の確保
かくほ

及
およ

び育成
いくせい

 

災害
さいがい

時
じ

に外国人
がいこくじん

市民
しみん

自身
じしん

が被災者
ひさいしゃ

を支援
しえん

する担
にな

い手
て

として活躍
かつやく

できるよう、外国人
がいこくじん

リーダー
り ー だ ー

となりえる人材
じんざい

の発掘
はっくつ

や通訳
つうやく

ボラン
ぼ ら ん

ティア
て ぃ あ

の育成
いくせい

に取
と

り組
く

みます。 
 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

 政策
せいさく

推進課
すいしんか

 

 

③防災
ぼうさい

意識
いしき

の啓発
けいはつ

 

 防災
ぼうさい

に対
たい

する意識
いしき

の向 上
こうじょう

を図
はか

るため、多言語
た げ ん ご

による啓発
けいはつ

物
ぶつ

や

災害
さいがい

時
じ

に役立
やくだ

つ情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

を 行
おこな

い、また、地域
ちいき

の防
ぼう

災
さい

訓練
くんれん

な

どへの参加
さんか

促進
そくしん

を図
はか

ります。 
 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

 

災害
さいがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

 

政策
せいさく

推進課
すいしんか

 

危機
き き

管理課
か ん り か
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３ 互
たが

いに支
ささ

え合
あ

う多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

のまちづくり 
 

 外国人
がいこくじん

との共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するためには、外国人
がいこくじん

との共生
きょうせい

の必要性
ひつようせい

や意義
い ぎ

について市民
し み ん

の幅広
はばひろ

い

理解
り か い

が必要
ひつよう

です。外国人
がいこくじん

を孤立
こ り つ

させることなく、本市
ほ ん し

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として受
う

け入
い

れ、外国人
がいこくじん

を含
ふく

む

全
すべ

ての人
ひと

が互
たが

いの人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、支
ささ

え合
あ

う共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

るために、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

への理解
り か い

及
およ

び

意識
い し き

づくりに努
つと

めます。 

 

 

○施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（１）多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に関
かん

する啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

（２）多様性
たようせい

を活
い

かした地域
ち い き

づくり 
 

○到達
とうたつ

目 標
もくひょう

 

・市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

への意識
い し き

を持
も

って行動
こうどう

している。 

・日本人
に ほ ん じ ん

と外国人
がいこくじん

とが交流
こうりゅう

し、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

を推進
すいしん

する環境
かんきょう

が整
ととの

って 

いる。 

 

 

 

《成果
せ い か

指標
しひょう

》 

指標
しひょう

 現 況
げんきょう

 目 標
もくひょう

 

多文化
た ぶ ん か

理解
り か い

のための研修会
けんしゅうかい

実施
じ っ し

 年間
ねんかん

４回
かい

 年間
ねんかん

６回
かい

 

出前
で ま え

講座
こ う ざ

等
とう

による啓発
けいはつ

回数
かいすう

 年間
ねんかん

１２回
かい

 年間
ねんかん

２０回
かい
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（１）多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に関
かん

する意識
い し き

啓発
けいはつ

                    
 

<現状
げんじょう

と課題
か だ い

> 

本市
ほ ん し

においては様々
さまざま

な文化的
ぶ ん か て き

背景
はいけい

を持
も

った外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が増加
ぞ う か

しており、お互
たが

いの良
よ

さや違
ちが

いを認
みと

め合
あ

い、尊重
そんちょう

し合
あ

うことが求
もと

められています。しかしながら、地域
ち い き

では、言語
げ ん ご

や文
ぶん

化
か

、習慣
しゅうかん

等
とう

の違
ちが

いやコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

不足
ぶ そ く

などから、誤解
ご か い

や意見
い け ん

の相違
そ う い

によるトラブル
と ら ぶ る

が生
しょう

じたり、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が地域
ち い き

社会
しゃかい

にとけ込
こ

めず孤立
こ り つ

していることもあります。 

地域
ち い き

社会
しゃかい

の中
なか

で暮
く

らす外国人
がいこくじん

について理解
り か い

を深
ふか

め、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、日常的
にちじょうてき

に

身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で交流
こうりゅう

できる環境
かんきょう

づくりが必要
ひつよう

となります。また、継続
けいぞく

して啓発
けいはつ

活
かつ

動
どう

を行
おこな

い、日本人
に ほ ん じ ん

と

外国人
がいこくじん

とが共
とも

に多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に対
たい

する理解
り か い

を高
たか

めていくことが求
もと

められます。 

 

<基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

> 

 地域
ち い き

社会
しゃかい

における多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の実現
じつげん

に向
む

けた意識
い し き

啓発
けいはつ

に取
と

り組
く

むほか、多様
た よ う

な背景
はいけい

を持
も

つ人々
ひとびと

が

互
たが

いに支
ささ

え合
あ

い、共
とも

に地域
ち い き

の担
にな

い手
て

となって活躍
かつやく

できる環境
かんきょう

整備
せ い び

に取
と

り組
く

みます。 

 また、東京
とうきょう

オリンピック
お り ん ぴ っ く

・パラリンピック
ぱ ら り ん ぴ っ く

における「共生
きょうせい

社会
しゃかい

ホストタウン
ほ す と た う ん

」への登録
とうろく

を契機
け い き

と

し、国籍
こくせき

や障害
しょうがい

の有無
う む

、文化
ぶ ん か

の違
ちが

いなどに関
かか

わらず、あらゆる人々
ひとびと

がお互
たが

いの人
じん

権
けん

を尊重
そんちょう

しあう共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

します。 

 

<施策
し さ く

・取
と

り組
く

み> 

施策
しさく

 事業名
じぎょうめい

 所管課
しょかんか

 
 

①多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の意識
いしき

づくりに向
む

けた啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

 各種
かくしゅ

啓発
けいはつ

活動
かつどう

を通
つう

じて、外国人
がいこくじん

との共 生
きょうせい

の必要性
ひつようせい

や意
い

義
ぎ

につ

いて日本人
にほんじん

市民
しみん

の幅広
はばひろ

い理解
りかい

を 促
うなが

し、地域
ちいき

社
しゃ

会
かい

全体
ぜんたい

で日本人
にほんじん

と

外国人
がいこくじん

とがお互
たが

いに人権
じんけん

が尊 重
そんちょう

できるまちづくりを進
すす

めます。 
 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

等
とう

 関係
かんけい

各課
かくか

 

 

②国際
こくさい

教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

 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

との交 流
こうりゅう

などを通
つう

じ、地域
ちいき

住
じゅう

民
みん

の

異文化
い ぶ ん か

理解
りかい

を深
ふか

め、地域
ちいき

の多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

を進
すす

めます。 

※国際
こくさい

教 育
きょういく

…国際
こくさい

社会
しゃかい

において、地球的
ちきゅうてき

視野
し や

に立
た

って、主体
しゅたい

的
てき

に行動
こうどう

するために

必要
ひつよう

と 考
かんが

えられる態度
たいど

・能
のう

力
りょく

の基礎
き そ

を育成
いくせい

するための 教 育
きょういく

 
 

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

事業
じぎょう

 政策
せいさく

推進課
すいしんか
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（２）多様性
たようせい

を活
い

かした地域
ち い き

づくり                    
 

<現状
げんじょう

と課題
か だ い

> 

日本人
に ほ ん じ ん

市民
し み ん

は、外国人
がいこくじん

を同
おな

じ地域
ち い き

で暮
く

らす仲間
な か ま

として受
う

け入
い

れるとともに、外国
がいこく

の文化
ぶ ん か

や生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

などを理解
り か い

する努力
どりょく

も必要
ひつよう

となります。その一方
いっぽう

で、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は地域
ち い き

の構成員
こうせいいん

として、積極的
せっきょくてき

に

地域
ち い き

活動
かつどう

に参画
さんかく

し、日本人
に ほ ん じ ん

との交流
こうりゅう

を図
はか

るなど、地域
ち い き

社会
しゃかい

をともに築
きず

く努力
どりょく

が必要
ひつよう

です。 

しかし、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は地縁
ち え ん

組織
そ し き

の認識
にんしき

が薄
うす

く、区
く

や自治会
じ ち か い

等
とう

へ加入
かにゅう

するのではなく、身近
み ぢ か

な外国人
がいこくじん

同士
ど う し

のネットワーク内
ね っ と わ ー く な い

で生活
せいかつ

している場合
ば あ い

も多
おお

いため、区
く

や自治会
じ ち か い

などの役割
やくわり

について外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の理解
り か い

を得
え

ることや参加
さ ん か

促進
そくしん

が課題
か だ い

となっています。また、市民
し み ん

は外国人
がいこくじん

市
し

民
みん

と接
せっ

する機会
き か い

が増
ふ

え

たものの、外国人
がいこくじん

とのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

に不慣
ふ な

れであることなどから、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

も十分
じゅうぶん

進
すす

んでいないのが現状
げんじょう

です。 

外国人
がいこくじん

を「支援
し え ん

される側
がわ

」として捉
とら

えた従来
じゅうらい

の見方
み か た

を超
こ

えて、外国人
がいこくじん

の持
も

つ多様性
た よ う せ い

を活
い

かし、そ

の地域
ち い き

でお互
たが

いの顔
かお

が見
み

える関係
かんけい

づくりを進
すす

めていく必要
ひつよう

があります。 

 

<基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

> 

 日本人
に ほ ん じ ん

と外国人
がいこくじん

とが交流
こうりゅう

する場
ば

を創出
そうしゅつ

することで多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

の醸成
じょうせい

を図
はか

るとともに、

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の自立
じ り つ

を促進
そくしん

して地域
ち い き

で主体的
しゅたいてき

に活躍
かつやく

できるよう、キーパーソン
き ー ぱ ー そ ん

となる人物
じんぶつ

や外国人
がいこくじん

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

との連携
れんけい

を図
はか

ります。 

 

<施策
し さ く

・取
と

り組
く

み> 

施策
しさく

 事業名
じぎょうめい

 所管課
しょかんか

 
 

①国際
こくさい

交 流
こうりゅう

事業
じぎょう

への支援
しえん

 

市民
しみん

一人
ひとり

ひとりが多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

意識
いしき

の醸 成
じょうせい

を図
はか

り、地
ち

域
いき

におけ

る異文化
い ぶ ん か

理解
りかい

に繋
つな

げていくため、海外
かいがい

の姉妹
しまい

都
と

市
し

との交 流
こうりゅう

事業
じぎょう

を

実施
じっし

します。 
 

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

事業
じぎょう

 

中 学 生
ちゅうがくせい

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

事業
じぎょう

 

政策
せいさく

推進課
すいしんか

 

学校
がっこう

教育課
きょういくか

 

 

②多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こうちく

 

 キーパーソン
き ー ぱ ー そ ん

となる外国人
がいこくじん

市民
しみん

と連携
れんけい

し、外国人
がいこくじん

への情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

や現 状
げんじょう

・ニーズ
に ー ず

把握
はあく

等
とう

を 行
おこな

い、多文化
た ぶ ん か

共
きょう

生
せい

社会
しゃかい

に向
む

けた

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こうちく

を図
はか

ります。 
 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

 政策
せいさく

推進課
すいしんか
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③外国人
がいこくじん

市民
しみん

の地域
ちいき

活動
かつどう

への参画
さんかく

促進
そくしん

 

 外国人
がいこくじん

市民
しみん

の意見
いけん

が反映
はんえい

され、多様性
たようせい

を享 受
きょうじゅ

できる地域
ちいき

づくり

を推進
すいしん

し、外国人
がいこくじん

市民
しみん

が孤立
こりつ

せずにお互
たが

いが助
たす

け合
あ

える関係
かんけい

の

構築
こうちく

を図
はか

ります。 
 

国際化
こくさいか

推進
すいしん

事業
じぎょう

 政策
せいさく

推進課
すいしんか
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資料編
しりょうへん

 

 

１ 甲賀市
こ う か し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

委員会
いいんかい

名簿
め い ぼ

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

）            
 

 

 

 役
やく

 職
しょく

 氏
し

 名
めい

 所
しょ

 属
ぞく

 等
とう

 

１ 委員長
いいんちょう

 浜田
は ま だ

 麻里
ま り

 京都
きょうと

教育
きょういく

大学
だいがく

 教授
きょうじゅ

 

２ 副委員長
ふくいいんちょう

 野口
の ぐ ち

 喜代美
き よ み

 甲賀市
こ う か し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 副会長
ふくかいちょう

 

３ 委員
い い ん

 市岡
いちおか

 泰彦
やすひこ

 甲賀市
こ う か し

人権
じんけん

教育
きょういく

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 会長
かいちょう

 

４ 委員
い い ん

 上原
うえはら

 ジャンカルロ
じ ゃ ん か る ろ

 甲賀市
こ う か し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 理事
り じ

 

５ 委員
い い ん

 大河原
お お か わ ら

 佳子
よ し こ

 甲賀市
こ う か し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 事務
じ む

局 長
きょくちょう

 

６ 委員
い い ん

 関
せき

 純一郎
じゅんいちろう

 水口町
みなくちちょう

民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

 会長
かいちょう

 

７ 委員
い い ん

 曽田
そ だ

 玲
れい

 甲賀市
こ う か し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 理事
り じ

 

８ 委員
い い ん

 髙
たか

井
い

 エリカ
え り か

 母語
ぼ ご

支援員
し え ん い ん

 

９ 委員
い い ん

 山本
やまもと

 恵美
め ぐ み

 通訳
つうやく

、翻訳業
ほんやくぎょう

 

10 委員
い い ん

 渡辺
わたなべ

 朗夫
あ き お

 甲賀市
こ う か し

工業会
こうぎょうかい

 会長
かいちょう

 

（委員
い い ん

は五十音
ごじゅうおん

順
じゅん

） 
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２ 甲賀市
こ う か し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

庁内
ちょうない

チーム
ち ー む

委員
い い ん

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

）          
 

 

 

 所
しょ

 属
ぞく

 等
とう

 

１ 

総合
そうごう

政策部
せ い さ く ぶ

 
危機
き き

管理課
か ん り か

 

２ 秘書
ひ し ょ

広報課
こ う ほ う か

 

３ 

総務部
そ う む ぶ

 
人事課
じ ん じ か

 

４ 税務課
ぜ い む か

 

５ 

市民
し み ん

環境部
かんきょうぶ

 

市民課
し み ん か

 

６ 保険
ほ け ん

年金課
ね ん き ん か

 

７ 生活
せいかつ

環境課
かんきょうか

 

８ 人権
じんけん

推進課
す い し ん か

 

９ 

健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

 

福祉
ふ く し

医療
いりょう

政策課
せ い さ く か

 

10 すこやか支援課
し え ん か

 

11 生活
せいかつ

支援課
し え ん か

 

12 長寿
ちょうじゅ

福祉課
ふ く し か

 

13 こども政策部
せ い さ く ぶ

 保育
ほ い く

幼稚園課
よ う ち え ん か

 

14 

産業
さんぎょう

経済部
け い ざ い ぶ

 

商工
しょうこう

労政課
ろ う せ い か

 

15 観光
かんこう

企画
き か く

推進課
す い し ん か

 

16 農業
のうぎょう

振興課
し ん こ う か

 

17 建設部
け ん せ つ ぶ

 住宅
じゅうたく

建築課
け ん ち く か

 

18 

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

事務局
じ む き ょ く

 
学校
がっこう

教育課
きょういくか

 

19 社会
しゃかい

教育
きょういく

スポーツ課
す ぽ ー つ か

 

担当
たんとう

 総合
そうごう

政策部
せ い さ く ぶ

 政策
せいさく

推進課
す い し ん か
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３ 関係
かんけい

団体
だんたい

一覧
いちらん

                            
 

 

 

 関係
かんけい

機関
き か ん

、団体名
だんたいめい

 所在地
し ょ ざ い ち

 

１ 甲賀市
こ う か し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 甲賀市
こ う か し

 

２ 甲賀市
こ う か し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 甲賀市
こ う か し

 

３ 甲賀市
こ う か し

人権
じんけん

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 甲賀市
こ う か し

 

４ 甲賀市
こ う か し

工業会
こうぎょうかい

 甲賀市
こ う か し

 

５ 甲賀
こ う か

公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

（ハローワーク
は ろ ー わ ー く

甲賀
こ う か

） 甲賀市
こ う か し

 

６ 滋賀県
し が け ん

 総合
そうごう

企画部
き か く ぶ

 国際課
こ く さ い か

 大津市
お お つ し

 

７ 公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 滋賀県
し が け ん

国際
こくさい

協会
きょうかい

 大津市
お お つ し

 

８ 文化庁
ぶんかちょう

 国語課
こ く ご か

 東京都
とうきょうと

 

９ 一般
いっぱん

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 日本
に ほ ん

国際
こくさい

協 力
きょうりょく

センター
せ ん た ー

 東京都
とうきょうと

 

10 独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

国際
こくさい

協 力
きょうりょく

機構
き こ う

 関西
かんさい

国際
こくさい

センター
せ ん た ー

 兵庫県
ひょうごけん

 

11 一般
いっぱん

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 自治体
じ ち た い

国際化
こ く さ い か

協会
きょうかい

 滋賀県
し が け ん

支部
し ぶ

 大津市
お お つ し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

第
だい

２次
じ

甲賀市
こ う か し

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

計画
けいかく

 

住
す

み続
つづ

けたくなる 支
ささ

え合
あ

い 共
とも

に生
い

きるまちづくり 

 

令和
れ い わ

２年
ねん

５月
がつ

 

発行
はっこう

 甲賀市
こ う か し

 総合
そうごう

政策部
せいさくぶ

 政策
せいさく

推進課
すいしんか

 

〒528-8502 滋賀県
し が け ん

甲賀市
こ う か し

水口町
みなくちちょう

水口
みなくち

６０５３番地
ば ん ち

 

TEL 0748-69-2116 FAX 0748-63-4554 

                                  

 


