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第
だい

１ 章
しょう

 計画
けいかく

の概要
がいよう

 

１ 計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

飯田市
い い だ し

には、2020年
ねん

（令和
れ い わ

２年
ねん

）３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

、2,294人
にん

の外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が暮
く

らしています。歴史的
れ き し て き

に見
み

て

みると、第
だい

２次
じ

世界
せ か い

大戦前
たいせんまえ

から飯田
い い だ

下伊那
し も い な

地域
ち い き

では、8,000人
にん

以上
いじょう

の人々
ひとびと

を満蒙
まんもう

開拓団
かいたくだん

として送
おく

り出
だ

しま

したが、1980年代
ねんだい

を前後
ぜ ん ご

して徐々
じょじょ

に中国
ちゅうごく

に渡
わた

った人々
ひとびと

が帰国
き こ く

し、家族
か ぞ く

を呼
よ

び寄
よ

せ、この地域
ち い き

に定住
ていじゅう

する

ようになりました。 

また、1990年
ねん

（平成
へいせい

２年
ねん

）の出 入 国
しゅつにゅうこく

管理
か ん り

及
およ

び難民
なんみん

認定法
にんていほう

（以下
い か

「入管法
にゅうかんほう

」という）の改正
かいせい

により、精密
せいみつ

機械
き か い

工業
こうぎょう

が盛
さか

んな飯田市
い い だ し

にもブラジルを主
しゅ

とした多
おお

くの南米
なんべい

の日系
にっけい

二世
に せ い

が労働力
ろうどうりょく

として雇用
こ よ う

され、外国
がいこく

人
じん

住民数
じゅうみんすう

は 2003年
ねん

（平成
へいせい

15年
ねん

）に 3,200人
にん

を超
こ

えピークを迎
むか

えました。その後
ご

、リーマンショックの影
えい

響
きょう

で多
おお

くのブラジル人
じん

住民
じゅうみん

が職
しょく

を失
うしな

って帰国
き こ く

、あるいは転出
てんしゅつ

し、現在
げんざい

は 300人
にん

強
きょう

のブラジル人
じん

住民
じゅうみん

が暮
く

らしています。 

1988年
ねん

（昭和
しょうわ

63年
ねん

）には、フランスの「シャルルヴィル・メジェール市
し

」と、人形劇
にんぎょうげき

文化
ぶ ん か

の振興
しんこう

を縁
えん

と

して友好
ゆうこう

都市
と し

提携
ていけい

を結
むす

び、人形劇
にんぎょうげき

による文化
ぶ ん か

交流
こうりゅう

が始
はじ

まりました。これをきっかけに、1989年
ねん

（平成
へいせい

元
がん

年
ねん

）には、地域
ち い き

の国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

のため、民間
みんかん

団体
だんたい

が中心
ちゅうしん

となって飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

が設立
せつりつ

され、

「小
ちい

さな世界
せ か い

都市
と し

」という考
かんが

え方
かた

も民間
みんかん

レベルで提唱
ていしょう

され始
はじ

めました。 

こうした中
なか

で、言葉
こ と ば

の壁
かべ

の違
ちが

いにより、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が十分
じゅうぶん

に得
え

られなかっ

たり、近隣
きんりん

住民
じゅうみん

とのコミュニケーションが思
おも

うように取
と

れず孤立
こ り つ

したり、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と地域
ち い き

住民
じゅうみん

との

間
あいだ

で文化
ぶ ん か

や習慣
しゅうかん

の違
ちが

いから誤解
ご か い

やトラブルが生
しょう

じるといった問題
もんだい

が発生
はっせい

してきました。飯田市
い い だ し

ではこ

うした問題
もんだい

を解
かい

決
けつ

するため、多様性
た よ う せ い

を認
みと

め合
あ

うことで、お互
たが

いを理解
り か い

し、地域
ち い き

に共
とも

に生
い

きる仲間
な か ま

として

意識
い し き

しあう多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の意識
い し き

づくりや多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かか

わる様々
さまざま

な取組
とりくみ

を推進
すいしん

してきました。 

グローバルな時代
じ だ い

が進展
しんてん

する中
なか

、世界
せ か い

に目
め

を向
む

けてみると、「多様性
た よ う せ い

」をキーワードに、外国
がいこく

人材
じんざい

を積
せっ

極
きょく

的
てき

に受
う

け入
い

れ、経済
けいざい

発展
はってん

につなげている国
くに

が数多
かずおお

くあります。日本
に ほ ん

においては、人口
じんこう

減少
げんしょう

、少子
しょうし

高齢
こうれい

化
か

の時代
じ だ い

を迎
むか

え、生産
せいさん

年齢
ねんれい

人口
じんこう

が減少
げんしょう

する中
ちゅう

、様々
さまざま

な業種
ぎょうしゅ

で人手
ひ と で

不足
ぶ そ く

が深刻化
し ん こ く か

しています。このため、

積極的
せっきょくてき

に外国
がいこく

人材
じんざい

を雇用
こ よ う

している企業
きぎょう

も少
すく

なくありません。こうした人材
じんざい

は、単
たん

なる労働者
ろうどうしゃ

ではなく、

その地域
ち い き

に暮
く

らす生活者
せいかつしゃ

でもあります。そこで、自治体
じ ち た い

においてもこうした外国
がいこく

人材
じんざい

の持
も

つ能力
のうりょく

を生
い

か

し、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

とともに地域
ち い き

活性化
か っ せ い か

に取
と

り組
く

むことで、少子
しょうし

高齢化
こ う れ い か

の危機
き き

を乗
の

り越
こ

えることができる可
か

能
のう

性
せい

を秘
ひ

めています。 

リニア中央
ちゅうおう

新幹線
しんかんせん

開通
かいつう

が迫
せま

る中
なか

、リニアがもたらす大交流
だいこうりゅう

時代
じ だ い

においては、観光
かんこう

インバウンドも含
ふく

め、

多
おお

くの外国人
がいこくじん

が飯田
い い だ

へ訪
おとず

れる機会
き か い

が生
う

まれます。外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

にとっても住
す

みやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

すると

ともに、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

も地域
ち い き

を支
ささ

える一員
いちいん

として、また地域
ち い き

の産業
さんぎょう

振興
しんこう

の担
にな

い手
て

として、飯田
い い だ

市民
し み ん

として

共
とも

に生
い

きる地域
ち い き

社会
しゃかい

づくりを進
すす

めることで、地域
ち い き

の持続的
じ ぞ く て き

な発展
はってん

の実現
じつげん

に寄
き

与
よ

することが期待
き た い

できます。 

飯田市
い い だ し

では、市民
し み ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

・ボランティア団体
だんたい

などと連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

して外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

に関
かか

わる施策
し さ く

など

を体
たい

系的
けいてき

かつ総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

していくため、2007年
ねん

（平成
へいせい

19年
ねん

）３月
がつ

に「飯田市
い い だ し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」（以下
い か

「基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」という。）を策定
さくてい

しました。この基本
き ほ ん

方針
ほうしん

では、「社会的
しゃかいてき

・文化的
ぶ ん か て き

な差異
さ い

を当然
とうぜん

の

こととして認
みと

め、日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

も外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

も地球
ちきゅう

市民
し み ん

として共
とも

に生
い

きていくことが必然
ひつぜん

となる21世紀
せ い き

に

おいては、お互
たが

いが理解
り か い

し合
あ

い、尊重
そんちょう

し合
あ

うことが重要
じゅうよう

である」という考
かんが

え方
かた

が基本
き ほ ん

となっています。
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そしてこの基本
き ほ ん

方針
ほうしん

では、「飯田
い い だ

市内
し な い

に様々
さまざま

な国籍
こくせき

の居住者
きょじゅうしゃ

が増
ふ

えたことにより、国籍
こくせき

や民族
みんぞく

、文化
ぶ ん か

の違
ちが

いを豊
ゆた

かさとして活
い

かし、全
すべ

ての人
ひと

が互
たが

いに認
みと

め合
あ

い、人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され、自立
じ り つ

した市民
し み ん

として共
とも

に暮
く

ら

すことが出来
で き

る多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

が必要
ひつよう

」であると掲
かか

げています。 

そこで、飯田市
い い だ し

では 2012年
ねん

（平成
へいせい

24年
ねん

）３月
がつ

に「飯田市
い い だ し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

計画
けいかく

（2012年度
ね ん ど

～2016年度
ね ん ど

）

を策定
さくてい

し、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

のために各種
かくしゅ

の施策
し さ く

を推進
すいしん

してきました。今回
こんかい

は、前回
ぜんかい

の改定
かいてい

計画
けいかく

（以
い

下
か

「前計画
ぜんけいかく

」という）の計画
けいかく

期間
き か ん

終 了
しゅうりょう

に伴
ともな

い、リニア時代
じ だ い

の到来
とうらい

が迫
せま

る中
なか

で、小
ちい

さな世界
せ か い

都市
と し

の具現
ぐ げ ん

化
か

に向
む

けて、新型
しんがた

コロナウイルス感染
かんせん

拡
かく

大防止
だ い ぼ う し

という新
あら

たな課題
か だ い

も踏
ふ

まえながら、これまで行
おこな

ってきた外
がい

国人
こくじん

住民
ゆうみん

への定住
ていじゅう

支援
し え ん

と、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

との多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

の向上
こうじょう

を施策
し さ く

の柱
はしら

とし、改定
かいてい

（以下
い か

「第
だい

２

次
じ

計画
けいかく

」という）するものです。 

２ 第
だい

２次
じ

計画
けいかく

の策定
さくてい

を取
と

り巻
ま

く動向
どうこう

 

（１）国
くに

の動向
どうこう

 

法務省
ほうむしょう

のまとめによると、全国
ぜんこく

の 2019年
ねん

（令和
れ い わ

元年
がんねん

）12月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

での在留
ざいりゅう

外国
がいこく

人数
じんすう

は 293万
まん

3,137

人
にん

となっています。前年
ぜんねん

12月
がつ

（平成
へいせい

30年
ねん

）に比
くら

べ、20万
まん

2,044人
にん

増
ぞう

となり、過去
か こ

最高
さいこう

となりました。

在留
ざいりゅう

外国
がいこく

人数
じんすう

は入
にゅう

管法
かんほう

の在留
ざいりゅう

資格
し か く

再編
さいへん

が行
おこな

われた平成
へいせい

２年
ねん

（1990年
ねん

）以降
い こ う

、右肩
みぎかた

上
あ

がりに増加
ぞ う か

してきました。国
くに

は、入管法
にゅうかんほう

の改正
かいせい

により、2019年
ねん

（平成
へいせい

31年
ねん

）４月
がつ

に新
あらた

たな在留
ざいりゅう

資格
し か く

である

「特定
とくてい

技能
ぎ の う

１号
ごう

」及
およ

び「特定
とくてい

技能
ぎ の う

２号
ごう

」を創設
そうせつ

し、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

のための取組
とりくみ

を、よ

り強 力
きょうりょく

に推進
すいしん

していくことにしています。そのため、2018年
ねん

（平成
へいせい

30 年
ねん

）12 月
がつ

に策定
さくてい

した「外
がい

国
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

」（以下
い か

「総合的
そうごうてき

対応
たいおう

策
さく

」）を 2019年
ねん

（令和
れ い わ

元年
がんねん

）６

月
がつ

に改訂
かいてい

し、様々
さまざま

な関連
かんれん

施策
し さ く

を省 庁
しょうちょう

が横断
おうだん

して実施
じ っ し

してきています。多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

政策
せいさく

を

所管
しょかん

する総務省
そうむしょう

でも、総合的
そうごうてき

対応
たいおう

策
さく

の改訂
かいてい

に伴
ともな

い、「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」の改
かい

訂
てい

を行
おこな

いました。また、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

との共生
きょうせい

には、日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

が欠
か

かせないことから、

2019年
ねん

（令和
れ い わ

元
がん

年
ねん

）６月
がつ

に日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

推進法
すいしんほう

が施行
し こ う

され、国
くに

、地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

、事業
じぎょう

主
ぬし

の日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

に対
たい

する責務
せ き む

が明確化
め い か く か

されました。 

 

（２）長野県
な が の け ん

の動向
どうこう

 

長野県
な が の け ん

でも、最近
さいきん

の外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

を取
と

り巻
ま

く環境
かんきょう

の変化
へ ん か

を踏
ふ

まえて、2015年
ねん

（平成
へいせい

27年
ねん

）に策定
さくてい

した長野県
な が の け ん

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

指針
し し ん

を改定
かいてい

し、国籍
こくせき

を問
と

わず地域
ち い き

住民
じゅうみん

が多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

に向
む

かって学
まな

びを重
かさ

ね、「しんしゅう多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

新時代
し ん じ だ い

」を創造
そうぞう

することを基本
き ほ ん

目標
もくひょう

としていま

す。 

 

（３）新型
しんがた

コロナウイルス感染
かんせん

拡大
かくだい

の影響
えいきょう

 

2020年
ねん

（令和
れ い わ

２年
ねん

）１月
がつ

から始
はじ

まった新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の拡
かく

大
だい

により、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の

雇用
こ よ う

や生活
せいかつ

、子
こ

どもの教育
きょういく

など様々
さまざま

な面
めん

で深刻
しんこく

な問題
もんだい

も生
しょう

じました。外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が雇
やと

い止
ど

めに

なったり、近年
きんねん

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にある技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

が研修
けんしゅう

を終
お

えても国内
こくない

に足
あし

止
ど

めされるなど、特
とく

に雇用
こ よ う

の面
めん

から外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の生活
せいかつ

を脅
おびや

かす事態
じ た い

が生
しょう

じています。新型
しんがた

コロナウイルス感染症
か ん せ ん

の影響
えいきょう

は

広範
こうはん

で長期
ちょうき

にわたることが見込
み こ

まれるため、これまでにも増
ま

して外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の定住
ていじゅう

支援
し え ん

の

重要性
じゅうようせい

が高
たか

まっています。 
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３ 第
だい

２次
じ

計画
けいかく

の位置
い ち

づけ 

  この計画
けいかく

は、「いいだ未来
み ら い

デザイン 2028」との連携
れんけい

・共
きょう

創
そう

によって、まちづくりを進
すす

める市
し

の分野
ぶ ん や

別
べつ

計画
けいかく

です。多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を推進
すいしん

することで、「いいだ未来
み ら い

デザイン 2028」が掲
かか

げる８つのまちの姿
すがた

と人口
じんこう

ビジョンの実現
じつげん

を目指
め ざ

します。計画
けいかく

は、「小
ちい

さな世界
せ か い

都市
と し

」の実現
じつげん

をめざす前計画
ぜんけいかく

を基本
き ほ ん

に据
す

え

つつ、国
くに

などの施策
し さ く

の動向
どうこう

や市民
し み ん

の意向
い こ う

を踏
ふ

まえたものとしています。 

 

４ 第
だい

２次
じ

計画
けいかく

の期間
き か ん

 

  第
だい

２次
じ

計画
けいかく

の期間
き か ん

は、2021年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

）から、2024年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

）までの４年間
ねんかん

としま

す。なお、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

などにより必要
ひつよう

に応
おう

じて見直
み な お

しを行
おこな

います。 

 

５ 第
だい

２次
じ

計画
けいかく

策定
さくてい

の体制
たいせい

 

第
だい

２次
じ

計画
けいかく

は、15名
めい

からなる飯田市
い い だ し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

の委員
い い ん

と飯田市
い い だ い し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

庁内
ちょうない

会
かい

議
ぎ

の職員
しょくいん

で検討
けんとう

し、必要
ひつよう

に応
おう

じて多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

にかかる関係者
かんけいしゃ

などからもヒアリングを行
おこな

い、策定
さくてい

を行
おこな

いました。 

 

※多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

 

国籍
こくせき

や民族
みんぞく

・文化
ぶ ん か

の違
ちが

いを豊
ゆた

かさとして活
い

かし、すべての人
ひと

が互
たが

いに認
みと

め合
あ

い、人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され、自立
じ り つ

した市民
し み ん

と

して共
とも

に暮
く

らすことをいいます。（飯田市
い い だ し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

より） 

 

 ※外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
にほんじん

住民
じゅうみん

とを分
わ

け隔
へだ

てないことが多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

の基本
き ほ ん

ですが、本計画
ほんけいかく

はこれまで総務省
そうむしょう

が策定
さくてい

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」に基
もと

づいており、当該
とうがい

プランでは「外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

」と表現
ひょうげん

して

います。このため、第
だい

２次
じ

計画
けいかく

ではこれに倣
なら

い「外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

」と表記
ひょうき

します。なお、この外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

には、ルーツ

を外国
がいこく

に持
も

つ日本
に ほ ん

国籍
こくせき

の方
かた

も含
ふく

みます。 

 

 ※特定
とくてい

技能
ぎ の う

１号
ごう

 

建設業
けんせつぎょう

、農業
のうぎょう

、宿 泊 業
しゅくはくぎょう

、外 食 業
がいしょくぎょう

など、14 の業種
ぎょうしゅ

で、相当
そうとう

程度
て い ど

の知識
ち し き

または経験
けいけん

を必要
ひつよう

とする技能
ぎ の う

で従事
じゅうじ

で

きる在留
ざいりゅう

資格
し か く

。この在留
ざいりゅう

資格
し か く

を得
え

ると、最長
さいちょう

で５年間
ねんかん

、日本
に ほ ん

に在留
ざいりゅう

することができます。ただし、在留期
ざいりゅうき

間中
かんちゅう

の

家族
か ぞ く

の帯同
たいどう

は認
みと

められていません。 

 

 ※特定
とくてい

技能
ぎ の う

２号
ごう

 

建設業
けんせつぎょう

と造船
ぞうせん

・舶用
はくよう

工業
こうぎょう

（船舶
せんぱく

に搭載
とうさい

するエンジン、プロペラなどの製造
せいぞう

）の２業種
ぎょうしゅ

で、熟練
じゅくれん

した技能
ぎ の う

を要
よう

す

る職種
しょくしゅ

に従事
じゅうじ

できる在留
ざいりゅう

資格
し か く

。この在留
ざいりゅう

資格
し か く

を得ると、指定
し て い

された年数
ねんすう

で更新
こうしん

すれば、在留
ざいりゅう

期間
き か ん

に上限
じょうげん

はなく、

条件
じょうけん

を満
み

たせば永住権
えいじゅうけん

を取得
しゅとく

することもできます。また、在留
ざいりゅう

期間中
きかんちゅう

、家族
か ぞ く

の帯同
たいどう

も認
みと

められています。 
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第
だい

２ 章
しょう

 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

における現 状
げんじょう

と課題
か だ い

 

１ 統計
とうけい

からみる外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

の現 状
げんじょう

 

飯田市
い い だ し

の外国人
がいこくじん

住民数
じゅうみんすう

は 2020年
ねん

（令和
れ い わ

２年
ねん

）３月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

で 2,294人
にん

となっており、飯田市
い い だ し

の総人
そうじん

口
こう

に占
し

める割合
わりあい

は約
やく

2.3％となっています。国籍
こくせき

別
べつ

にみると、中国籍
ちゅうごくせき

が 978人
にん

で最
もっと

も多
おお

く、全体
ぜんたい

の 42.6％

を占
し

めています。次
つ

いでフィリピン籍
せき

473人
にん

（20.6％）ブラジル籍
せき

318人
にん

（13.8％）、と続
つづ

いており、全体
ぜんたい

では 31 か国
こく

に及
およ

びます（表
ひょう

１）。中国籍
ちゅうごくせき

が多
おお

い理由
り ゆ う

は中国
ちゅうごく

帰国者
き こ く し ゃ

が多
おお

いことに起因
き い ん

しています。在
ざい

留資
りゅうし

格別
かくべつ

にみると、永住者
えいじゅうしゃ

※が 1,143人
にん

（49.8％）、定住者
ていじゅうしゃ

※が 254人
にん

（11％）、日本人
に ほ ん じ ん

の配偶者
はいぐうしゃ

など

や永住者
えいじゅうしゃ

の配偶者
はいぐうしゃ

などが 231人
にん

（10％）などとなっており、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

のうち 70％以上
いじょう

が定住
ていじゅう

して

いることがわかります（表
ひょう

２）。一方
いっぽう

、最近
さいきん

では技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

が急増
きゅうぞう

し、特
とく

にベトナム籍
せき

の外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

254人
にん

のうち大半
たいはん

が技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

です。1990年
ねん

（平成
へいせい

２年
ねん

）に入管法
にゅうかんほう

が改
かい

正
せい

されて以来
い ら い

、飯田市
い い だ し

におい

ても外国人
がいこくじん

住民数
じゅうみんすう

は増加
ぞ う か

し続
つづ

け、2003年
ねん

（平成
へいせい

15年
ねん

）のピーク時
じ

には 3,243人
にん

となりました（次
じ

頁図
ぺーじず

１）。その後
ご

、長引
な が び

く不況
ふきょう

や東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

の影響
えいきょう

等
とう

から減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあったものの、近年
きんねん

では横
よこ

ばい・

微増
び ぞ う

傾向
けいこう

に転
てん

じています。中
なか

でも永住者
えいじゅうしゃ

の数
かず

は増加
ぞ う か

しており、飯田市
い い だ し

に住
す

み続
つづ

けることを希望
き ぼ う

する人
ひと

の割合
わりあい

が増
ふ

えています。 

また、2020年
ねん

（令和
れ い わ

２年
ねん

）５月
がつ

１日
にち

の統計
とうけい

によると、市内
し な い

の小中学校
しょうちゅうがっこう

には 180人
にん

の外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生
せい

徒
と

などが通学
つうがく

しています。飯田市
い い だ し

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

学校
がっこう

教育課
きょういくか

のまとめによれば、日本
に ほ ん

国籍
こくせき

も含
ふく

め、80人
にん

以上
いじょう

の外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

などが日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

などの特別
とくべつ

な指導
し ど う

を必要
ひつよう

としています。特
とく

に学齢
がくれい

の途中
とちゅう

で

編入学
へんにゅうがく

する外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

などは、適切
てきせつ

な指導
し ど う

が必要
ひつよう

とされています。 

 

※永住者
えいじゅうしゃ

･･･法務
ほ う む

大臣
だいじん

が認
みと

める永住権
えいじゅうけん

を得
え

て日本
に ほ ん

に居住
きょじゅう

する外国人
がいこくじん

 

※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

める外国人
がいこくじん

 

 

（表
ひょう

１：2020.3末
まつ

の国籍
こくせき

別
べつ

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

内訳
うちわけ

：単位人
た ん い に ん

） （表
ひょう

２：在留
ざいりゅう

資格
し か く

別
べつ

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

内訳
うちわけ

：単位人
た ん い に ん

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国　　　　　　　 978

フィリピン　　　　 473

ブラジル　　　　　 318

ベトナム　　　　　 254

韓国・朝鮮　　　　 79

スリランカ　　　　 37

タイ　　　　　　　 36

台湾　　　　　　　 20

米国　　　　　　　 20

ネパール　　　　　 13

その他 66

合　計 2,294

永住者　　　　　　　　　　　 1,143

技能実習　　　　　 443

定住者　　　　　　　　　　　 254

日本人の配偶者等　　　　　　 147

永住者の配偶者等　　　　　　 84

特別永住者　　　　　　　　　 55

技術・人文知識・国際業務　　 54

家族滞在　　　　　　　　　　 45

技能　　　　　　　　　　　　 26

特定活動　　　　　　　　　　 13

教育　　　　　　　　　　　　 8

特定技能１号　　　　　　　　 7

企業内転勤　　　　　　　　　 4

経営・管理　　　　　　　　　 4

留学　　　　　　　　　　　　 3

宗教　　　　　　　　　　　　 2

未取得　　　　　　　　　　　 2

合　計　　　　　　　　　 2,294
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（図
ず

１：外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の人口
じんこう

推移
す い い

） 

２ 外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

意識
い し き

調査
ちょうさ

からみる現 状
げんじょう

 

2020年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）に行
おこな

った外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

意識
い し き

調査
ちょうさ

によると、回答者
かいとうしゃ

のうち飯田市
い い だ し

に５年
ねん

以上
いじょう

住
す

んでいる外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

は 60％を超
こ

えています（次
じ

頁図
ぺーじず

２）。さらに永住
えいじゅう

希望
き ぼ う

の有無
う む

に関
かん

する質問
しつもん

に

ついても希望者
き ぼ う し ゃ

の割合
わりあい

が 80％以上
いじょう

を占
し

める結果
け っ か

となっています（次
じ

頁図
ぺーじず

３）。また、飯田市
い い だ し

について

住
す

みやすい、どちらかといえば住
す

みやすい地域
ち い き

であると回答
かいとう

した人
ひと

は 80％以上
いじょう

にのぼり、定住化
ていじゅうか

が進
すす

んでいる傾向
けいこう

にあります（次
じ

頁図
ぺーじず

４）。飯田
い い だ

への滞在
たいざい

予定
よ て い

は長期化
ち ょ う き か

していますが、回答者
かいとうしゃ

の約
やく

30%は「仕
し

事
ごと

があれば」という条件
じょうけん

が伴
ともな

っており、永住
えいじゅう

していくためには就労
しゅうろう

問題
もんだい

が大
おお

きく関
かか

わっているこ

とがわかります。就労先
しゅうろうさき

については回答者
かいとうしゃ

の 60％以上
いじょう

が製造業
せいぞうぎょう

に従事
じゅうじ

しており、製造業
せいぞうぎょう

従事者
じゅうじしゃ

の

割合
わりあい

が非常
ひじょう

に高
たか

いことが伺
うかが

えます（９頁図
ぺーじず

５）。また、雇用
こ よ う

形態
けいたい

をみると、正規
せ い き

雇用者
こ よ う し ゃ

の割合
わりあい

は約
やく

18％

に対
たい

して派遣
は け ん

･契約
けいやく

･パートアルバイトなどが約
やく

38％を占
し

め、不安定
ふ あ ん て い

雇用
こ よ う

が多
おお

い実態
じったい

があります。（９

頁図
ぺーじず

６）また、生活
せいかつ

においての不安
ふ あ ん

について「自分
じ ぶ ん

、家族
か ぞ く

の健康
けんこう

」、「仕事
し ご と

」、「生活上
せいかつじょう

のルールがわ

からない」「日本語
に ほ ん ご

がわからない」などの回答
かいとう

が多
おお

くなっています。 

特
とく

に日本語
に ほ ん ご

理解
り か い

については日常
にちじょう

生活
せいかつ

の様々
さまざま

な場面
ば め ん

で、日本語
に ほ ん ご

を習
しゅう

得
とく

していないことが大
おお

きなハン

ディキャップとなっており、教育
きょういく

や就労
しゅうろう

の現場
げ ん ば

のみならず、生活
せいかつ

や将来
しょうらい

設計
せっけい

など日本
に ほ ん

で生活
せいかつ

してい

く上
うえ

で欠
か

かせない事項
じ こ う

についての知識
ち し き

が不足
ふ そ く

しています。日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

などのボランティア活動
かつどう

が行
おこな

われていますが、近年
きんねん

の技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の増加
ぞ う か

に伴
ともな

い、ボランティアが運営
うんえい

する地域
ち い き

の日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

に就
しゅう

労
ろう

、定着
ていちゃく

のための日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

が求
もと

められており、教室
きょうしつ

の運営
うんえい

に負担
ふ た ん

もかかっています。このため、

技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

のための日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

のあり方
かた

について検討
けんとう

が必要
ひつよう

と考
かんが

えられます。 
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向になった年
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（図
ず

２：飯田市
い い だ し

での滞在
たいざい

年数
ねんすう

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図
ず

３：飯田市
い い だ し

での在住
ざいじゅう

予定
よ て い

） 

 

  

 

 

 

                      

 

（図
ず

４：飯
いい

田
だ

市
し

の住
す

みやすさ）  

0
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3年未満 35
3年以上5年未満 8
5年以上10年未満 25
10年以上 71
無回答 18
回答合計 157

住みやすい 69
どちらかといえば住
みやすい

67

どちらかといえば住
みにくい

5

住みにくい 7
無回答 9
回答合計 157

3年未満 3年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上 （無回答）

すぐに帰国希望 2～3年で帰国希望 仕事あれば永住希望

日本の他地域へ 永住希望 無回答

すぐに帰国希望 3
2～3年で帰国希望 15
仕事あれば永住希望 56
日本の他地域へ 1
永住希望 72
無回答 10
回答合計 157
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（図
ず

５：職種
しょくしゅ

） 

    

  

 

 

 

 

 

 

（図
ず

６：雇用
こ よ う

形態
けいたい

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正規 契約 派遣 パート・バイト

自営・役員 研修・実習 学生 休職・失業

無職 主婦・主夫 その他 （無回答）

工場（製造） 事務職 営業 運送・運転 接客・サービス

農林業 通訳・翻訳 講師 主婦・主夫 無職

求職・失業 学生 その他 （無回答）

工場（製造） 99
事務職 0
営業 1
運送・運転 2
接客・サービス 9
農林業 0
通訳・翻訳 5
講師 1
主婦・主夫 6
無職 16
求職・失業 3
学生 3
その他 7
無回答 5
回答合計 157

正規 29
契約 16
派遣 31
パート・バイト 13
自営・役員 6
研修・実習 33
学生 3
休職・失業 1
無職 8
主婦・主夫 5
その他 0
無回答 12
回答合計 157
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３ 前計
ぜんけい

画期
か く き

間 中
かんちゅう

の 状 況
じょうきょう

からの分析
ぶんせき

 

（１）国籍
こくせき

別人
べつじん

口上
こうじょう

位
い

３位
い

について 

近年
きんねん

、中国
ちゅうごく

出身者
しゅっしんしゃ

は 1,000人弱
にんじゃく

、フィリピン出身者
しゅっしんしゃ

は 500人弱
にんじゃく

で推
すい

移
い

しており、ブラジル出
しゅっ

身者
しんしゃ

は、リーマンョックで一気
い っ き

に減
げん

少
しょう

し、近年
きんねん

は微減
び げ ん

傾向
けいこう

にあります。中国
ちゅうごく

出身者
しゅっしんしゃ

の７割
わり

近
ちか

く、

フィリピン及
およ

びブラジル出身者
しゅっしんしゃ

の半数
はんすう

程度
て い ど

が永住者
えいじゅうしゃ

で、中長期
ちゅうちょうき

在留化
ざいりゅうか

が進
すす

んでいます。これに

より、高齢化
こ う れ い か

も進展
しんてん

しています。一方
いっぽう

、中国
ちゅうごく

、フィリピン出身
しゅっしん

の技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

も多
おお

く、全体
ぜんたい

の４割
わり

程度
て い ど

を占
し

めています。 

 

（２）ベトナム国籍
こくせき

の増加
ぞ う か

 

市内
し な い

に在住
ざいじゅう

するベトナム出身者
しゅっしんしゃ

のほとんどが、監理
か ん り

会社
がいしゃ

などを通
つう

じて企業
きぎょう

に派遣
は け ん

される技能
ぎ の う

実習
じっしゅう

生
せい

です。産
さん

業界
ぎょうかい

全体
ぜんたい

が人
ひと

手不足
で ぶ そ く

であり、単純
たんじゅん

労務
ろ う む

で技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

を雇用
こ よ う

する傾向
けいこう

がうかがえ

ます。こうした実習生
じっしゅうせい

は単独
たんどく

世帯
せ た い

で、技能
ぎ の う

実習期
じっしゅうき

間中
かんちゅう

のみ、市内
し な い

に短期的
た ん き て き

に在留
ざいりゅう

する者
もの

がほと

んどです。また、ここ１～２年
ねん

、スリランカ、ミャンマー、ネパールからの技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

が現
あらわ

れ始
はじ

めています。 

 

（３）技術
ぎじゅつ

・人文
じんぶん

知識
ち し き

・国際
こくさい

業務
ぎょうむ

資格者
し か く し ゃ

の増加
ぞ う か

 

2017年
ねん

（平成
へいせい

29年
ねん

）３月
がつ

末
まつ

の時点
じ て ん

で 12名
めい

だった上記
じょうき

資格
し か く

での在留者
ざいりゅうしゃ

が、2020年
ねん

（令和
れ い わ

２年
ねん

）の

時点
じ て ん

で４倍
ばい

以上
いじょう

に急増
きゅうぞう

しました。当該
とうがい

資格
し か く

は、一般的
いっぱんてき

には、機械
き か い

工学
こうがく

等
とう

の技術者
ぎじゅつしゃ

、通訳
つうやく

、デザイ

ナー、私
し

企業
きぎょう

の語学
ご が く

教師
きょうし

、マーケティング業務
ぎょうむ

従事者
じゅうじしゃ

などです。産
さん

業界
ぎょうかい

全体
ぜんたい

がこうした技能
ぎ の う

を有
ゆう

す

る人材
じんざい

においても人
ひと

手不足
で ぶ そ く

であり、国籍
こくせき

を問
と

わず優秀
ゆうしゅう

な人材
じんざい

を雇用
こ よ う

する傾向
けいこう

になっている、と考
かんが

えられます。 

 

（４）コミュニケーション推進
すいしん

における現状
げんじょう

 

出身
しゅっしん

国
こく

によって違
ちが

いがあるものの、定住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

は趣向
しゅこう

などが合
あ

う者
もの

同士
ど う し

でコミュニティ

を作
つく

り、その中
なか

で支
ささ

えあいながら様々
さまざま

な活動
かつどう

を行
おこな

う傾
けい

向
こう

にあります。また、定住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

を中
ちゅう

心
しん

に、地域
ち い き

活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参画
さんかく

する者
もの

、日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

との橋渡
はしわた

し役
やく

になる者
もの

が現
あらわ

れ活躍
かつやく

していま

す。 
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４ 前計画
ぜんけいかく

における取組
とりくみ

の振
ふ

り返
かえ

りと今後
こ ん ご

の課題
か だ い

 

 前計画
ぜんけいかく

においては、（１）コミュニケーション支援
し え ん

、（２）子
こ

どもの教育
きょういく

支援
し え ん

、（３）生活
せいかつ

支援
し え ん

、（４）

地域
ち い き

社会
しゃかい

参画
さんかく

支援
し え ん

、（５）安全
あんぜん

安心
あんしん

な言語
げ ん ご

バリアフリーのまちづくり、（６）人権
じんけん

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

、国際
こくさい

理
り

解
かい

の推進
すいしん

の６つを施策
し さ く

の柱
はしら

として取
と

り組
く

んできました。以下
い か

は、その実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

と課題
か だ い

認識
にんしき

です。 

 

（１）コミュニケーション支援
し え ん

 

【外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が安定的
あんていてき

な定住
ていじゅう

生活
せいかつ

を図
はか

るための、日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

を中心
ちゅうしん

とした支援
し え ん

】 

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 課題
か だ い

認識
にんしき

 

１．日常
にちじょう

生活
せいかつ

やコミュニケーション促進
そくしん

に必要
ひつよう

とされる日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を行
おこな

う日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の運
うん

営
えい

に、多
おお

くの外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

が参加
さ ん か

して、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

に寄
き

与
よ

した。 

 

２．飯田市
い い だ し

公民館
こうみんかん

を中心
ちゅうしん

に、日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

、指
し

導
どう

支援者
し え ん し ゃ

を対象
たいしょう

とした研修会
けんしゅうかい

や、新
あら

たな指導者
し ど う し ゃ

の発掘
はっくつ

、育成
いくせい

が行
おこな

われた。 

１．技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の増加
ぞ う か

に伴
ともな

い、地域
ち い き

のボラン

ティア教室
きょうしつ

に就労
しゅうろう

、定着
ていちゃく

のための日本語
に ほ ん ご

学
がく

習
しゅう

が求
もと

められており、負担
ふ た ん

がかかっている。 

 

２．地域
ち い き

で外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

を雇用
こ よ う

する企業
きぎょう

の意向
い こ う

も踏
ふ

まえながら、交通
こうつう

手段
しゅだん

の課題
か だ い

も含
ふく

めて外
がい

国人
こくじん

労働者向
ろ う ど う し ゃ

けの日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

のあり方
かた

につ 

いて研究
けんきゅう

する必要
ひつよう

がある。 

 

３．引
ひ

き続
つづ

き指導者
し ど う し ゃ

に対
たい

する継続的
けいぞくてき

な研修
けんしゅう

や、

指導
し ど う

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

、新
あら

たな指導者
し ど う し ゃ

の育成
いくせい

が必
ひつ

要
よう

である。 

 

４．保護者
ほ ご し ゃ

と子
こ

どものコミュニケーションが円
えん

滑
かつ

に行
おこな

われていない部分
ぶ ぶ ん

もある。（母語
ぼ ご

で話
はな

す親
おや

、母語
ぼ ご

がわからない子
こ

ども） 
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（２）子
こ

どもの教育
きょういく

支援
し え ん

 

【日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

への将来
しょうらい

を見据
み す

えた教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

】 

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 課題
か だ い

認識
にんしき

 

１．義務
ぎ む

教育
きょういく

課程
か て い

においては、外国人
がいこくじん

住 民 集
じゅうみんしゅう

住
じゅう

地区
ち く

における校内
こうない

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の運営
うんえい

、外
がい

国人
こくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

共生
きょうせい

支援員
し え ん い ん

の確保
か く ほ

と配置
は い ち

、指導
し ど う

者
しゃ

同士
ど う し

のスキルアップ研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

など、学校
がっこう

における日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の運営
うんえい

が安定的
あんていてき

に実施
じ っ し

されている。 

 

２．就学前
しゅうがくまえ

の相談
そうだん

についても、必要
ひつよう

とされる未
み

就学
しゅうがく

児童
じ ど う

とその保護者
ほ ご し ゃ

に行
おこな

われている。ま

た、高校
こうこう

進学
しんがく

に向
む

けては、地域
ち い き

の国際
こくさい

交流団
こうりゅうだん

 

体
たい

が、飯田市
い い だ し

と協働
きょうどう

して外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

など

に対
たい

する高校
こうこう

進学
しんがく

ガイダンスを実施
じ っ し

してい

る。 

１．高校
こうこう

教育
きょういく

課程
か て い

になると、義務
ぎ む

教育
きょういく

課程
か て い

ま

で行
おこな

われていた支援
し え ん

が途切
と ぎ

れ、保護者
ほ ご し ゃ

にも

高校
こうこう

教育
きょういく

課程
か て い

に関
かん

する情報
じょうほう

が十分
じゅうぶん

行
ゆ

き届
とど

いていない。外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

などの将来
しょうらい

に

向
む

けた支援
し え ん

体制
たいせい

が 整
ととの

っているとは言
い

い難
がた

い。 

 

２．保護者
ほ ご し ゃ

の子
こ

どもの学校
がっこう

での教育
きょういく

や高校
こうこう

、

大学
だいがく

への進学
しんがく

に関
かん

する理解
り か い

と情報
じょうほう

不足
ぶ そ く

か

ら、子
こ

どもの学習
がくしゅう

能力
のうりょく

が向上
こうじょう

しなかった

り、進学
しんがく

に対
たい

して保護者
ほ ご し ゃ

が十分
じゅうぶん

に支援
し え ん

でき

ないケースがある。 

 

３．引
ひ

き続
つづ

き指導者
し ど う し ゃ

に対
たい

する継続的
けいぞくてき

な研修
けんしゅう

や、

指導
し ど う

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

、新
あら

たな指導者
し ど う し ゃ

の育成
いくせい

が必
ひつ

要
よう

である。 

 

（３）生活
せいかつ

支援
し え ん

 

【外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が、自立
じ り つ

し、安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるための支援
し え ん

】 

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 課題
か だ い

認識
にんしき

 

１．多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

相談員
そうだんいん

の配置
は い ち

については、定住
ていじゅう

１．多言語
た げ ん ご

での情報
じょうほう

発信
はっしん

にも限界
げんかい

があるため、
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化
か

の進
すす

む中国語
ちゅうごくご

、ポルトガル語
ご

、英語
え い ご

・タガ

ログ語
ご

に加
くわ

え、技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

を中心
ちゅうしん

に急増
きゅうぞう

し

ているベトナム語
ご

の相談員
そうだんいん

配置
は い ち

や多言語
た げ ん ご

音声
おんせい

翻訳機
ほ ん や く き

の導入
どうにゅう

により、体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

った。 

 

２．市政
し せ い

情報
じょうほう

番組
ばんぐみ

、行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

提供
ていきょう

文書
ぶんしょ

の多言
た げ ん

語化
ご か

などで、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

にとって必要
ひつよう

な

情報
じょうほう

を通年
つうねん

にわたって提供
ていきょう

した。 

これを補完
ほ か ん

する「やさしい日本語
に ほ ん ご

」の活用
かつよう

を

全庁的
ぜんちょうてき

に推進
すいしん

していく必要
ひつよう

がある。また、多
た

言語
げ ん ご

音声
おんせい

翻訳
ほんやく

機器
き き

も活用
かつよう

して、多言語
た げ ん ご

での対
たい

応
おう

を強化
きょうか

していく必要
ひつよう

がある。 

 

２．飯田市
い い だ し

として、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

に

どのような支援
し え ん

を行
おこな

うことができるかを検
けん

討
とう

する必要
ひつよう

がある。 

 

３．情報
じょうほう

発信
はっしん

手法
しゅほう

については、これまでの取
とり

組
くみ

を継続
けいぞく

しつつ、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

の

傾向
けいこう

に即
そく

した発信
はっしん

のあり方
かた

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 

 

（４）地域
ち い き

社会
しゃかい

参画
さんかく

支援
し え ん

 

【外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の地域
ち い き

参画
さんかく

を促
うなが

し、多様性
た よ う せ い

を活
い

かした地域
ち い き

づくりの推進
すいしん

】 

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 課題
か だ い

認識
にんしき

 

１．日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

も含
ふく

めて、各地区
か く ち く

のまちづくり

委員会
い い ん か い

が継続的
けいぞくてき

に加入
かにゅう

を促進
そくしん

しており、一定
いってい

の成果
せ い か

が出
で

ている。 

 

２．外国人
がいこくじん

住 民 集
じゅうみんしゅう

住
じゅう

地区
ち く

などにおいて、多文
た ぶ ん

化
か

共生
きょうせい

の意識
い し き

醸成
じょうせい

と外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の地域
ち い き

活動
かつどう

参画
さんかく

を促
うなが

す意識
い し き

啓発
けいはつ

活動
かつどう

が実施
じ っ し

されている。 

１．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

が相互
そ う ご

理解
り か い

し、

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の意識
い し き

を醸成
じょうせい

し、互
たが

いが共生
きょうせい

す

るモデル地区
ち く

構築
こうちく

の取組
とりくみ

を通
つう

じて、地域
ち い き

活動
かつどう

や自治
じ ち

組合
くみあい

参加
さ ん か

促進
そくしん

につなげる必要
ひつよう

がある。

特
とく

に、集合
しゅうごう

住宅
じゅうたく

などに居住
きょじゅう

して、自治
じ ち

活動
かつどう

組織
そ し き

（自治
じ ち

組合
くみあい

）に加入
かにゅう

していない外国人
がいこくじん

住
じゅう

民
みん

を中心
ちゅうしん

に、地域
ち い き

住民
じゅうみん

との接点
せってん

が全
まった

くない
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状 況
じょうきょう

がある。このため、地域
ち い き

での多文化
た ぶ ん か

共
きょう

生
せい

意識
い し き

がほとんど醸成
じょうせい

されない地域
ち い き

もあ

る。 

 

２．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

のコミュニティが自主的
じ し ゅ て き

に活
かつ

動
どう

できる拠点
きょてん

づくりが必要
ひつよう

である。 

 

（５）安全
あんぜん

安心
あんしん

な言語
げ ん ご

バリアフリーのまちづくり 

【訪
おとず

れた人々
ひとびと

が日本語
に ほ ん ご

が困難
こんなん

でも安全
あんぜん

安心
あんしん

に過
す

ごし、交流
こうりゅう

できる環境
かんきょう

づくり】 

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 課題
か だ い

認識
にんしき

 

１．防災
ぼうさい

意識
い し き

の啓発
けいはつ

については、危機
き き

管理
か ん り

部局
ぶきょく

と

自治
じ ち

振興
しんこう

部局
ぶきょく

の双方
そうほう

から、訓練
くんれん

や研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

などを通
つう

じて外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の防災
ぼうさい

に対
たい

する意
い

 

識
しき

を高
たか

める取組
とりくみ

を継続的
けいぞくてき

に実施
じ っ し

している。 

 

２．わかりやすい情報
じょうほう

発信
はっしん

手法
しゅほう

として、「やさ

しい日本語
に ほ ん ご

」については、ここ数年
すうねん

で研修会
けんしゅうかい

を開催
かいさい

する中
なか

で、その有効性
ゆうこうせい

を庁内
ちょうない

や市民
し み ん

 

と共有
きょうゆう

することができている。 

 

３．飯田市
い い だ し

の医療
いりょう

通訳
つうやく

試行
し こ う

制度
せ い ど

については、日
にち

常
じょう

的
てき

なニーズではないため、通訳
つうやく

の確保
か く ほ

が困
こん

難
なん

である。試行
し こ う

制度
せ い ど

の利用者
り よ う し ゃ

は、ここにきて

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にある。また、介護
か い ご

通訳
つうやく

派遣
は け ん

制度
せ い ど

の

１．これまでの検討
けんとう

経過
け い か

を整理
せ い り

して、「多言語
た げ ん ご

支
し

援
えん

センター」が災害
さいがい

時
じ

に開設
かいせつ

できるような体
たい

制
せい

づくりを行
おこな

うことが急務
きゅうむ

である。 

 

２．医療
いりょう

通訳
つうやく

アプリなど、人的
じんてき

通訳
つうやく

を介
かい

しない

手法
しゅほう

での医療
いりょう

通訳
つうやく

手法
しゅほう

により、医療
いりょう

通訳
つうやく

のニ

ーズに対応
たいおう

していくことが必要
ひつよう

である。 

 

３．定住化
ていじゅうか

が進
すす

む、中国
ちゅうごく

、ブラジル出身
しゅっしん

の住
じゅう

民
みん

については、高齢化
こ う れ い か

が進行
しんこう

しており、介護
か い ご

通
つう

訳
やく

の対応
たいおう

などの高齢化
こ う れ い か

に対応
たいおう

する取組
とりくみ

を進
すす

め

ていく必要
ひつよう

がある。 

 

４．飯田市
い い だ し

に在住
ざいじゅう

する外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が積極的
せっきょくてき

に

地域
ち い き

の魅力
みりょく

を、日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

とは違
ちが

った視点
し て ん
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活用
かつよう

や、中国語
ちゅうごくご

対応
たいおう

可能
か の う

な介護
か い ご

施設
し せ つ

の案内
あんない

を

するなどの取組
とりくみ

が行
おこな

われた。 

 

４．インバウンド推進
すいしん

の中
なか

で、観光
かんこう

案内
あんない

ツール

の多言語化
た げ ん ご か

に継続的
けいぞくてき

に取
と

り組
く

んでいる。 

から発信
はっしん

して誘客
ゆうきゃく

する仕掛
し か

けも必要
ひつよう

であ

る。 

 

（６）人権
じんけん

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

、国際
こくさい

理解
り か い

の推進
すいしん

 

【地域
ち い き

への誇
ほこ

りや愛着
あいちゃく

を持
も

ち、地球
ちきゅう

規模
き ぼ

の視点
し て ん

・素養
そ よ う

を持
も

てる人材
じんざい

が育
そだ

つ地域
ち い き

社会
しゃかい

の育成
いくせい

】 

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 課題
か だ い

認識
にんしき

 

１．カンボジアスタディツアーや地域
ち い き

の国際化
こ く さ い か

を研究
けんきゅう

するなど、高校生
こうこうせい

を対象
たいしょう

とした多文
た ぶ ん

化
か

共生
きょうせい

、国際
こくさい

理解
り か い

教育
きょういく

の取組
とりくみ

が行
おこな

われてい

る。 

 

２．日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

の機会
き か い

をとらえて、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が外国
がいこく

の文化
ぶ ん か

や言語
げ ん ご

を学
まな

んだり体験
たいけん

する取組
とりくみ

が公民館
こうみんかん

を中心
ちゅうしん

に行
おこな

われている。 

 

３．「飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

の夕
ゆう

べ」など、国際
こくさい

交流
こうりゅう

の

みならず、相互
そ う ご

の文化
ぶ ん か

を理解
り か い

する取組
とりくみ

が行
おこな

わ

れている。 

リニア時代
じ だ い

を見据
み す

え、観光
かんこう

・文化
ぶ ん か

交流
こうりゅう

、市
し

民
みん

に対
たい

する人権
じんけん

の視点
し て ん

も見据
み す

えた多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

、

国際
こくさい

理解
り か い

の推進
すいしん

により、飯田市
い い だ し

が「小
ちい

さな世界
せ か い

都市
と し

」であることを具体的
ぐ た い て き

に示
しめ

していく必要
ひつよう

が

ある。 
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（７）総
そう

括
かつ

 

   ア）言葉
こ と ば

の壁
かべ

や文化的
ぶ ん か て き

差異
さ い

により、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

とのコミュニケーションが円滑
えんかつ

に行
おこな

われていない部分
ぶ ぶ ん

も多
おお

く、双方
そうほう

の良好
りょうこう

な関係
かんけい

が必
かなら

ずしも保
たも

たれているとは限
かぎ

りません。特
とく

に

外国人
がいこくじん

住 民 集
じゅうみんしゅう

住
じゅう

地区
ち く

では、相互
そ う ご

理解
り か い

、相互
そ う ご

交流
こうりゅう

促進
そくしん

活動
かつどう

が中々
なかなか

浸透
しんとう

せず、生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

の違
ちが

い

に対
たい

する理解
り か い

不足
ぶ そ く

から、日常
にちじょう

生活
せいかつ

における地
ち

域内
いきない

のトラブルに発展
はってん

しているケースもありま

す。 

   イ）子
こ

どもの教育
きょういく

、夫婦
ふ う ふ

関係
かんけい

、就労
しゅうろう

形態
けいたい

、医療
いりょう

、介護
か い ご

といった、生活
せいかつ

に関
かか

わる様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

で不安
ふ あ ん

を

抱
かか

えながら生活
せいかつ

している外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

も少
すく

なくありません。 

   ウ）外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

などが高校
こうこう

に進学
しんがく

した際
さい

、義務
ぎ む

教育
きょういく

課程
か て い

まで行
おこな

われていた支援
し え ん

が途切
と ぎ

れ、保護
ほ ご

者
しゃ

にも高校
こうこう

教育
きょういく

課程
か て い

に関
かん

する情報
じょうほう

が十分
じゅうぶん

行
ゆ

き届
とど

かず、進学後
し ん が く ご

苦労
く ろ う

する者
もの

も少
すく

なくありませ

ん。また、母語
ぼ ご

しか理解
り か い

できない保護者
ほ ご し ゃ

と日本語
に ほ ん ご

しか理解
り か い

できない子
こ

どもとのコミュニケー

ションがうまくいかず、学習
がくしゅう

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

に支障
ししょう

を来
き

たしているケースもあります。 

   エ）多国籍化
た こ く せ き か

が定着
ていちゃく

する中
なか

、人口
じんこう

の多
おお

い上位
じょうい

４か国
こく

（中国
ちゅうごく

・フィリピン・ブラジル・ベトナム）

以外
い が い

の言語
げ ん ご

にも対応
たいおう

できる相談
そうだん

などの支援
し え ん

体制
たいせい

が確立
かくりつ

していません。 

   オ）日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

など、特定
とくてい

のキーパーソンやボランティアに依存
い ぞ ん

した外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の支援
し え ん

体制
たいせい

とな

ってしまっています。 

   カ）新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

など、新
あら

たな視点
し て ん

での危機
き き

管理上
かんりじょう

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

 

※前計画
ぜんけいかく

に掲
かか

げた取組
とりくみ

の実績
じっせき

と評価
ひょうか

については、毎年
まいとし

、飯田市
い い だ し

ウェブサイトで公表
こうひょう

していますのでご覧
らん

く

ださい。 

 https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/9/tabunkakyouseisyakaisuishinkeikaku.html または、 

 飯田市
い い だ し

 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

 でご検索
けんさく

ください。 
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第
だい

３ 章
しょう

 計画
けいかく

の視点
し て ん

と施策
し さ く

 

１ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

  少子化
し ょ う し か

、高齢化
こ う れ い か

、人口
じんこう

減少
げんしょう

時代
じ だ い

が進
すす

む一方
いっぽう

で、リニアがもたらす大交流
だいこうりゅう

時代
じ だ い

を迎
むか

えようとしてい

る今
いま

、将来
しょうらい

にわたって飯田市
い い だ し

の地域
ち い き

経済
けいざい

や地域
ち い き

生活
せいかつ

を維
い

持
じ

し、より活気
か っ き

にあふれ、心
こころ

豊
ゆた

かな飯田市
い い だ し

を築
きず

いていくために、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

の文化
ぶ ん か

・習慣
しゅうかん

の異
ことな

なる市民
し み ん

が、その多様性
た よ う せ い

を尊重
そんちょう

しあい、活
い

かしながら、「小
ちい

さな世界
せ か い

都市
と し

」の実現
じつげん

をめざして、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

をさらに推進
すいしん

します。 

  そこで、第
だい

２次計
じ け い

画期
か く き

間中
かんちゅう

における基本
き ほ ん

理念
り ね ん

、めざす地域像
ち い き ぞ う

、それを実現
じつげん

するための重点
じゅうてん

戦略
せんりゃく

を

次
つぎ

のように掲
かか

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本的
きほんてき

な視点
し て ん

と施策
し さ く

 

この計画
けいかく

は、２つの視点
し て ん

から６つの施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

 

〇 定 住
ていじゅう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

  外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の定住
ていじゅう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

し、飯田
い い だ

に長
なが

く住
す

みつづけたいと思
おも

えるまちを目指
め ざ

します。 

（１）コミュニケーション支援
し え ん

 

   外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が安定的
あんていてき

な定住
ていじゅう

生活
せいかつ

を図
はか

るための、日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

を中心
ちゅうしん

とした支援
し え ん

 

（２）子
こ

どもの教育
きょういく

支援
し え ん

 

   日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

への将来
しょうらい

を見据
み す

えた教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

○基
き

本理念
ほんりねん

    地球
ちきゅう

市民
し み ん

として、共
とも

に生
い

きる 

○めざす地域像
ちいきぞう

  多様性
たようせい

を活
い

かし 共
とも

につくる 小
ちい

さな世界
せ か い

都市
と し

 

〇重 点
じゅうてん

戦 略
せんりゃく

 

「多様
た よ う

な価値観
か ち か ん

を 認
みとめ

め合
あ

うことを通
つう

じた、外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

との多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

の意識
い し き

の向 上
こうじょう

」 

～内
うち

なる国際化
こくさいか

の推進
すいしん

～ 
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（３）生活
せいかつ

支援
し え ん

 

   外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が、自立
じ り つ

し、安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるための支援
し え ん

 

（４）地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

活
かつ

動
どう

への参
さん

画
かく

支
し

援
えん

 

   外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の地域
ち い き

参画
さんかく

を促
うなが

し、多様性
た よ う せ い

を活
い

かした地域
ち い き

づくりの推進
すいしん

 

（５）安全
あんぜん

・安心
あんしん

な暮
く

らしの支援
し え ん

 

   外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が、安全
あんぜん

・安心
あんしん

な暮
く

らしを送
おく

るための、医療
いりょう

や介護
か い ご

、健康
けんこう

や子
こ

育
そだ

てや災害
さいがい

時
じ

の支
し

援
えん

 

 

〇 人権
じんけん

・多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

のための国際
こくさい

理解
り か い

・国際
こくさい

交 流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

  飯田
い い だ

を拠点
きょてん

とした豊
ゆた

かな国際
こくさい

交流
こうりゅう

活動
かつどう

によって、国際
こくさい

理解
り か い

を推進
すいしん

し、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の意識
い し き

が醸
じょう

成
せい

され続
つづ

けるまちを目指
め ざ

します。 

（１）交流
こうりゅう

や理解
り か い

の推進
すいしん

による意識
い し き

づくり 

   人権
じんけん

に配慮
はいりょ

し、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

が常
つね

に醸成
じょうせい

され、地球
ちきゅう

規模
き ぼ

の視点
し て ん

・素養
そ よ う

を持
も

てる人材
じんざい

が育
そだ

つ

地域
ち い き

社会
しゃかい

の育成
いくせい

を目指
め ざ

します。 
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３ 重 点
じゅうてん

課題
か だ い

と解決
かいけつ

の方向性
ほうこうせい

 

（１）多様
た よ う

な相談
そうだん

に日常的
にちじょうてき

に対応
たいおう

できる体制
たいせい

の構築
こうちく

と交流
こうりゅう

の場
ば

の創出
そうしゅつ

 

    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

の相互
そ う ご

理解
り か い

を進
すす

め、市民
し み ん

が主体的
し ゅ た い

に多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

の醸成
じょうせい

や国際
こくさい

理
り

解
かい

、国際
こくさい

交流
こうりゅう

を進
すす

める活動
かつどう

を日常的
にちじょうてき

に実施
じ っ し

したり、様々
さまざま

な悩
なや

み事
ごと

を日常的
にちじょうてき

に相談
そうだん

できる体制
たいせい

を

つくります。 

 

（２）多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

の人材
じんざい

確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

    日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

支援者
し え ん し ゃ

など、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

の橋渡
はしわた

し役
やく

を担
にな

う新
あら

たな人材
じんざい

の発掘
はっくつ

、育成
いくせい

や、

これまで橋渡
はしわた

し役
やく

が行
おこな

ってきている活動
かつどう

を継承
けいしょう

し、拡充
かくじゅう

します。 

 

（３）多国籍化
た こ く せ き か

への対応
たいおう

 

多国籍化
た こ く せ き か

に対応
たいおう

するため、言語
げ ん ご

バリアフリー（多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

や翻訳機
ほ ん や く き

の活用
かつよう

により、言語
げ ん ご

の違
ちが

い

による障壁
しょうへき

をなくすこと）による支援
し え ん

を促進
そくしん

します。 

 

（４）災害
さいがい

対策
たいさく

の推進
すいしん

と日常的
にちじょうてき

な防災
ぼうさい

意識
い し き

の向上
こうじょう

 

災害
さいがい

時
じ

多言語
た げ ん ご

支援
し え ん

センターの体制
たいせい

づくりと新
あたら

しい生活
せいかつ

様式
ようしき

推進
すいしん

などの意識
い し き

啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 

 

４ 課題
か だ い

解決
かいけつ

の方向性
ほうこうせい

を踏
ふ

まえた重 点
じゅうてん

施策
し さ く

 

（１）多様
た よ う

な相談
そうだん

に日常的
にちじょうてき

に対応
たいおう

できる体制
たいせい

の構築
こうちく

と交流
こうりゅう

の場
ば

の創出
そうしゅつ

 

   ア）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

が共
とも

に集
つど

い、共
とも

に活動
かつどう

し、相互
そ う ご

理解
り か い

、相互
そ う ご

交流
こうりゅう

を地域
ち い き

に展開
てんかい

し     

ていく多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

の拠点
きょてん

づくりを行
おこな

い、その拠点
きょてん

を活用
かつよう

、運営
うんえい

します。 

イ）外国人
がいこくじん

住 民 集
じゅうみんしゅう

住
じゅう

地区
ち く

での相互
そ う ご

理解
り か い

、相互
そ う ご

交流
こうりゅう

事業
じぎょう

を通
つう

じた、地域
ち い き

における多文化共生推
たぶんかきょうせいすい

     

進
しん

モデルを構築
こうちく

し、その展開
てんかい

を図
はか

ります。 

ウ）多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

コーディネーターと多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

による外国語
が い こ く ご

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の連携
れんけい

によるきめ   

細
こま

かな相談
そうだん

体制
たいせい

の運営
うんえい

と関係
かんけい

機関
き か ん

への働
はたら

きかけを行
おこな

います。 
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（２）多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

の人材
じんざい

確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

    多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

コーディネーターと協働
きょうどう

し、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

の架
か

け橋
はし

となる人材
じんざい

の発掘
はっくつ

、

育成
いくせい

と、関係
かんけい

機関
き か ん

などと連携
れんけい

した人材
じんざい

の確保
か く ほ

、育成
いくせい

のための仕組
し く

みづくりを行
おこな

います。 

 

（３）多国籍化
た こ く せ き か

への対応
たいおう

 

日常的
にちじょうてき

な生活
せいかつ

支援
し え ん

やコミュニケーション支援
し え ん

、災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

の際
さい

に、「やさしい日本語
に ほ ん ご

」を活用
かつよう

しながら、進化
し ん か

する通信
つうしん

機能
き の う

を活用
かつよう

しての言語
げ ん ご

バリアフリー対策
たいさく

を進
すす

めます。 

 

（４）多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

からの災害
さいがい

対策
たいさく

の推進
すいしん

と日常的
にちじょうてき

な防災
ぼうさい

意識
い し き

の向上
こうじょう

 

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

や昨今
さっこん

の気候
き こ う

変動
へんどう

による異常
いじょう

気象
きしょう

など、新
あら

たな災害
さいがい

にも対応
たいおう

できる

「災害時
さ い が い じ

における多言語
た げ ん ご

支援
し え ん

センター」の運営
うんえい

体制
たいせい

構築
こうちく

と地域
ち い き

コミュニティとも連携
れんけい

した防災
ぼうさい

意
い

識
しき

の向上
こうじょう

につながる意識
い し き

啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 
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 第
だい

4 章
しょう

 実行
じっこう

計画
けいかく

 

１ 定 住
ていじゅう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

（１）コミュニケーション支援
し え ん

 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が安定的
あんていてき

な定住
ていじゅう

生活
せいかつ

を図
はか

るための、日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

を中心
ちゅうしん

とした支援
し え ん

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組
とりくみ

】 

ア）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

を対象
たいしょう

とした日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を実施
じ っ し

又
また

は支援
し え ん

します。企業
きぎょう

などと連携
れんけい

した外国人
がいこくじん

就労
しゅうろう

の

ための日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

など、ニーズに応
おう

じて日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を開設
かいせつ

し、又
また

は運営
うんえい

を支援
し え ん

します。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

1 

コミュニケーション支援
し え ん

のための

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

※の実施
じ っ し

 

福
ふく

祉
し

課
か

、公民館
こうみんかん

、男女
だんじょ

共
きょう

同参画
どうさんかく

課
か

 

ボランティア、ＮＰＯ 

2 

地域
ち い き

住民
じゅうみん

が運営
うんえい

する日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の支援
し え ん

 

公民館
こうみんかん

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

市内
し な い

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

 

3 

就労
しゅうろう

のための日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

機会
き か い

へ

の支援
し え ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

が取
と

り組
く

む日本
に ほ ん

語
ご

学習
がくしゅう

機会
き か い

創出
そうしゅつ

に向
む

けた検討
けんとう

 

工業課
こうぎょうか

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

企業
きぎょう

、事業所
じぎょうしょ

など、NPO な

どの日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

、ハロー

ワーク 

【目指
め ざ

す姿
すがた

】 

ア）地域
ち い き

、企業
きぎょう

、学校
がっこう

などにおいて、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の日本語
に ほ ん ご

や日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

・社会
しゃかい

制度
せ い ど

などを学
まな

ぶ

環境
かんきょう

が充実
じゅうじつ

している。 

イ）日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の参加者
さ ん か し ゃ

が互
たが

いに学
まな

びあい、情報
じょうほう

交換
こうかん

できる機会
き か い

がある。 

ウ）市内
し な い

の日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

や支援者
し え ん し ゃ

の情報
じょうほう

を把握
は あ く

し、紹介
しょうかい

ができる。 

【４年後
ね ん ご

の数値
す う ち

目標
もくひょう

】 

日本語
に ほ ん ご

を学
まな

んでいる、又
また

は、学
まな

ぶ必要
ひつよう

がない外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の割合
わりあい

：50％（現在
げんざい

42％） 
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4 

日本語
に ほ ん ご

指導者
し ど う し ゃ

の派遣
は け ん

や指導者
し ど う し ゃ

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

公民館
こうみんかん

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

飯
いい

田
だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

、

NPO など 

 

イ）日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

指導者
し ど う し ゃ

の育成
いくせい

を行
おこな

います。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

5 

日本語
に ほ ん ご

指導者
し ど う し ゃ

等
など

養成
ようせい

講座
こ う ざ

の実施
じ っ し

 公民館
こうみんかん

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

国
くに

、県
けん

 

 

ウ）日本語
に ほ ん ご

の指導
し ど う

教材
きょうざい

や学習
がくしゅう

教材
きょうざい

を活用
かつよう

し、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

や学習
がくしゅう

の機会
き か い

を支援
し え ん

します。 

項目
こうもく

 取組
とりくみ

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

6 

教材
きょうざい

の管理
か ん り

、貸出
かしだし

などによる活用
かつよう

と新
あら

たな教材
きょうざい

の選書
せんしょ

、導入
どうにゅう

 

公民館
こうみんかん

、図書館
と し ょ か ん

、男女
だんじょ

共
きょう

同参画
どうさんかく

課
か

 

市内
し な い

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

 

 

※この場合
ば あ い

の日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

とは、単
たん

に外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

に日本語
に ほ ん ご

を教
おし

えるだけではなく、日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

や社会
しゃかい

制度
せ い ど

、地域
ち い き

の文化
ぶ ん か

や習慣
しゅうかん

を学
まな

んでもらうことも行
おこな

う教室
きょうしつ

をいいます。 
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（２）子
こ

どもの教育
きょういく

支援
し え ん

 

日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

への、将来
しょうらい

を見据
み す

えた教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組
とりくみ

】 

ア）日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

が在籍
ざいせき

する学校
がっこう

について、日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

を運営
うんえい

し、指導者
し ど う し ゃ

などを配置
は い ち

し

て児童
じ ど う

生徒
せ い と

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

の支援
し え ん

を実施
じ っ し

します。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

7 

小中学校
しょうちゅうがっこう

における日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

の

設置
せ っ ち

・運営
うんえい

 

学校
がっこう

教育課
きょういくか

 県
けん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

 

8 

日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

担当者
たんとうしゃ

の研修会
けんしゅうかい

の実
じっ

施
し

 

学校
がっこう

教育課
きょういくか

 県
けん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

 

9 

外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

共生
きょうせい

支援員
し え ん い ん

の配
はい

置
ち

と派遣
は け ん

 

学校
がっこう

教育課
きょういくか

 県
けん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

 

 

【目指
め ざ

す姿
すがた

】 

ア）就学
しゅうがく

を希望
き ぼ う

する外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

などが、小中学校
しょうちゅうがっこう

へ通
かよ

って学習
がくしゅう

ができている。 

イ）外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

などの将来
しょうらい

に向
む

けた支援
し え ん

体制
たいせい

が整
ととの

っている。 

ウ）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が、日本
に ほ ん

の教育
きょういく

に関
かん

する制度
せ い ど

を理解
り か い

している。 

エ）外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

などの保護者
ほ ご し ゃ

が、子
こ

どもの教育
きょういく

について考
かんが

える機会
き か い

がある。 

【４年後
ね ん ご

の数値
す う ち

目標
もくひょう

】 

日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な小中学校
しょうちゅうがっこう

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

のうち、日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

担当者
たんとうしゃ

・外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

共生
きょうせい

支
し

援員
えんいん

の支援
し え ん

を受
う

けている、又
また

は、小中学校
しょうちゅうがっこう

が支援
し え ん

を受
う

けるように働
はたら

きかけている状態
じょうたい

：

100％を維持
い じ
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イ）外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

などが安心
あんしん

して小中学校
しょうちゅうがっこう

で学
まな

ぶことができ、不登校
ふ と う こ う

、不就学
ふしゅうがく

、引
ひ

きこもりなどに

ならないように支援
し え ん

します。また、中学
ちゅうがく

卒業後
そつぎょうご

、高校
こうこう

進学
しんがく

や高等
こうとう

教育
きょういく

が受
う

けられるための支援
し え ん

を

行
おこな

います。さらに、日本
に ほ ん

の学校
がっこう

の仕組
し く

みや子
こ

どもの学校
がっこう

での生活
せいかつ

について不安
ふ あ ん

に思
おも

っている児童
じ ど う

生徒
せ い と

の保護者
ほ ご し ゃ

からの相談
そうだん

にも対応
たいおう

します。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

10 

日本語
に ほ ん ご

指導者
し ど う し ゃ

の派遣
は け ん

 学校
がっこう

教育課
きょういくか

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参
さん

画課
か く か

 

高等
こうとう

学校
がっこう

、県
けん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

 

11 

外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

などや保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

する各種
かくしゅ

相談
そうだん

や対応
たいおう

、高校
こうこう

進学
しんがく

ガ

イダンスなどのキャリア 教育
きょういく

支援
し え ん

 

学校
がっこう

教育課
きょういくか

、市
し

公民館
こうみんかん

、

子育
こ そ だ

て 支援課
し え ん か

、 男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

高等
こうとう

学校
がっこう

、県
けん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

 

飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

 

12 

外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

などの不登校
ふ と う こ う

、不
ふ

就学児
しゅうがくじ

の把握
は あ く

とその支援
し え ん

 

学校
がっこう

教育課
きょういくか

、子育
こ そ だ

て支援
し え ん

課
か

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

高等
こうとう

学校
がっこう

、県
けん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

 

13 

課外
か が い

での日本語
に ほ ん ご

・母語
ぼ ご

教室
きょうしつ

をはじ

めとした各種
かくしゅ

教育
きょういく

支援
し え ん

の実施
じ っ し

 

学校
がっこう

教育課
きょういくか

、市
し

公民館
こうみんかん

、

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

 

 

ウ）日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な子
こ

どもが、入学
にゅうがく

した小学校
しょうがっこう

で戸惑
と ま ど

うことなく学校
がっこう

生活
せいかつ

に適応
てきおう

できるように、

就学前
しゅうがくまえ

の子
こ

どもとその保護者
ほ ご し ゃ

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

14 

就学前
しゅうがくまえ

の児童
じ ど う

とその保護者
ほ ご し ゃ

の支
し

援
えん

 

子育
こ そ だ

て 支援課
し え ん か

、 学校
がっこう

教育
きょういく

課
か

、市
し

公民館
こうみんかん

、男
だん

女
じょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会、

NPO、ボランティアなど 



 25

（３）生活
せいかつ

支援
し え ん

 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が、自立
じ り つ

し、安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるための支援
し え ん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組
とりくみ

】 

ア）やさしい日本語
に ほ ん ご

や多言語
た げ ん ご

による市政
し せ い

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や窓口
まどぐち

対応
たいおう

を行
おこな

います。また、必要
ひつよう

に応
おう

じて外
がい

国
こく

人
じん

住民向
じゅうみんむ

けの出前
で ま え

講座
こ う ざ

などを実施
じ っ し

します。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

15 

いいだＦＭを通
つう

じた市
し

からのお知
し

らせのやさしい日本語
に ほ ん ご

及
およ

び多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

発信
はっしん

 

秘書
ひ し ょ

広報課
こ う ほ う か

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参
さん

画課
か く か

 

いいだ FM 

16 

飯田市
い い だ し

ウェブサイトなどでのやさ

しい日本語
に ほ ん ご

や多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

発
はっ

信
しん

 

秘書
ひ し ょ

広報課
こ う ほ う か

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参
さん

画課
か く か

 

 

17 

やさしい日本語
に ほ ん ご

の活用
かつよう

や音声
おんせい

翻訳
ほんやく

機
き

による窓口
まどぐち

などでの対応
たいおう

 

該当
がいとう

する全
すべ

ての課
か

など、

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

 

18 

外国人
がいこくじん

住民向
じゅうみんむ

けの出前
で ま え

説明会
せつめいかい

の実
じっ

施
し

 

該当
がいとう

する全
すべ

ての課
か

など、

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

国
くに

、県
けん

 

 

【目指
め ざ

す姿
すがた

】 

ア）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が各種
かくしゅ

制度
せ い ど

などの内容
ないよう

を理解
り か い

している。 

イ）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が安定的
あんていてき

に就 業
しゅうぎょう

している。 

【４年後
ね ん ご

の数値
す う ち

目標
もくひょう

】 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

のうち飯田
い い だ

にできるだけ長
なが

く住
す

みたいと思
おも

う人
ひと

の割合
わりあい

：90％（現在
げんざい

82％） 
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イ）市
し

の発
はっ

する各種
かくしゅ

文書
ぶんしょ

で、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

へ送
おく

られるものや外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

に対
たい

して周知
しゅうち

すべきものについ

ては、多言語
た げ ん ご

に翻
ほん

訳
やく

します。また、多言語
た げ ん ご

表記
ひょうき

が困難
こんなん

なものは、ふりがな付
つ

き、ローマ字
じ

表記
ひょうき

又
また

は

やさしい日本語
に ほ ん ご

に変換
へんかん

します。作成
さくせい

にあたっては、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の意見
い け ん

を取
と

り入
い

れるよう努
つと

めます。

また、公民館
こうみんかん

やスポーツ施設
し せ つ

の利用
り よ う

説明
せつめい

などについて、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

にわかりやすくします。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

19 

各種
かくしゅ

文書
ぶんしょ

のやさしい日本語
に ほ ん ご

や多言
た げ ん

語
ご

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

該当
がいとう

する全
すべ

ての課
か

など、

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

 

20 

やさしい日本語
に ほ ん ご

や多言語
た げ ん ご

による公
こう

民館
みんかん

、体育
たいいく

施設
し せ つ

、図書館
と し ょ か ん

などの利
り

用
よう

規程
き て い

や案内
あんない

などの情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

・スポーツ

課
か

、市
し

公民館
こうみんかん

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

、図書館
と し ょ か ん

 

 

 

ウ）多言語
た げ ん ご

相談
そうだん

窓口
まどぐち

に多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

相談員
そうだんいん

や多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

コーディネーターを配置
は い ち

し、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

か

らの各種
かくしゅ

相談
そうだん

に応
おう

じます。また、必要
ひつよう

に応
おう

じて関係
かんけい

各課
か く か

などと連携
れんけい

を取
と

り、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。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

21 

外国語
が い こ く ご

相談
そうだん

窓口
まどぐち

での多言語
た げ ん ご

相談員
そうだんいん

による相談
そうだん

対応
たいおう

 

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 
 

22 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

コーディネータ

ーによる相談
そうだん

対応
たいおう

 

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 
 

23 

多言語
た げ ん ご

相談員
そうだんいん

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推
すい

進
しん

コ

ーディネーターに対
たい

する研修
けんしゅう

な

どの実施
じ っ し

 

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 国
くに

、県
けん
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エ）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

からの就労
しゅうろう

に関
かん

する相談
そうだん

に対応
たいおう

します。また、技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の増加
ぞ う か

に伴
ともな

い、外国人
がいこくじん

労
ろう

働者
どうしゃ

を雇用
こ よ う

する企業
きぎょう

などに対
たい

して、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の就労
しゅうろう

や雇用
こ よ う

状 況
じょうきょう

の実態
じったい

を把握
は あ く

しながら、適切
てきせつ

な雇用
こ よ う

に関
かん

する意識
い し き

啓発
けいはつ

を行
おこな

うとともに、こうした企業
きぎょう

と連携
れんけい

して、雇用
こ よ う

する外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

に

基本的
き ほ ん て き

な生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

について情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

います。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

24 

関係
かんけい

機関
き か ん

や企業
きぎょう

などとの連携
れんけい

によ

る外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の就労
しゅうろう

に関
かん

する相
そう

談
だん

などへの対応
たいおう

 

工業課
こうぎょうか

、産業
さんぎょう

振興課
し ん こ う か

、

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

ハローワーク、厚生
こうせい

労働
ろうどう

省
しょう

、法務省
ほうむしょう

 

25 

外国
がいこく

人材
じんざい

の適切
てきせつ

な雇用
こ よ う

に関
かん

する

情
じょう

報
ほう

提供
ていきょう

や意識
い し き

啓発
けいはつ

 

工業課
こうぎょうか

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

ハローワーク、労働
ろうどう

基準
きじゅん

監督
かんとく

署
しょ

、法務省
ほうむしょう

、企業
きぎょう

な

ど 

 

（４）地域
ち い き

社会
しゃかい

活動
かつどう

への参画
さんかく

支援
し え ん

 

  外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の地域
ち い き

参画
さんかく

を促
うなが

し、多様性
た よ う せ い

を活
い

かした地域
ち い き

づくりの推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目指
め ざ

す姿
すがた

】 

ア）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が地域の生活者
せいかつしゃ

として地域
ち い き

社会
しゃかい

のルールや習慣
しゅうかん

などを十分
じゅうぶん

に理解
り か い

し、地域
ち い き

活
かつ

動
どう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

している。 

イ）地域
ち い き

において、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

のことを理解
り か い

する活動
かつどう

や、活動
かつどう

の企画
き か く

運営
うんえい

に、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の意
い

見
けん

が反映
はんえい

されている。 

【４年後
ね ん ご

の数値
す う ち

目標
もくひょう

】 

何
なん

らかの形
かたち

で地域
ち い き

活動
かつどう

に参加
さ ん か

している外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の割合
わりあい

：70％（現在
げんざい

59％） 
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【取組
とりくみ

】 

ア）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

に対
たい

し自治
じ ち

組合
くみあい

への加入
かにゅう

を働
はたら

きかけます。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

26 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の自治
じ ち

組合
くみあい

加入
かにゅう

促進
そくしん

 

ムトスまちづくり推進課
す い し ん か

（自
じ

治
ち

振興
しんこう

センター）、工業課
こうぎょうか

 

まちづくり委員会
い い ん か い

 

企業
きぎょう

・事業所
じぎょうしょ

など 

 

イ）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

に対
たい

し地域
ち い き

活動
かつどう

への参画
さんかく

を働
はたら

きかけます。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

27 

やさしい日本語
に ほ ん ご

や多言語
た げ ん ご

によ

る地域
ち い き

活動
かつどう

、公民館
こうみんかん

活動
かつどう

の案
あん

内
ない

 

ムトスまちづくり推進課
す い し ん か

（自治
じ ち

振興
しんこう

センター）、公
こう

民館
みんかん

 

まちづくり委員会
い い ん か い

 

28 

地域
ち い き

活動
かつどう

での外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の

参加
さ ん か

機会
き か い

や活躍
かつやく

の場
ば

づくり 

ムトスまちづくり推進課
す い し ん か

（自治
じ ち

振興
しんこう

センター）、公
こう

民館
みんかん

 

まちづくり委員会
い い ん か い

 

29 

地域
ち い き

における外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

を

理解
り か い

する機会
き か い

の場
ば

づくり 

公民館
こうみんかん

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 まちづくり委員会
い い ん か い
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（５）安全
あんぜん

・安心
あんしん

な暮
く

らしの支援
し え ん

 

   災害
さいがい

時
じ

や平
へい

常時
じょうじ

における、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の安全
あんぜん

・安心
あんしん

な暮
く

らしの支援
し え ん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組
とりくみ

】 

ア）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が防災
ぼうさい

に対
たい

して関心
かんしん

を持
も

ってもらうための啓発
けいはつ

活動
かつどう

を実施
じ っ し

します。また、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が地域
ち い き

住民
じゅうみん

の一員
いちいん

として災害
さいがい

時
じ

に対応
たいおう

できるように、各地区
か く ち く

での防災
ぼうさい

訓練
くんれん

に参加
さ ん か

してもらうよう

働
はたら

きかけます。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

30 

やさしい日本語
に ほ ん ご

や多言語
た げ ん ご

対
たい

応
おう

日常的
にちじょうてき

な防災
ぼうさい

啓発
けいはつ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

危機
き き

管理室
か ん り し つ

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

県
けん

、国
くに

、自
じ

治
ち

体
たい

国
こく

際
さい

化
か

協
きょう

会
かい

など 

31 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

を対象
たいしょう

とした

防災
ぼうさい

講習会
こうしゅうかい

、防災
ぼうさい

訓練
くんれん

など

の実施
じ っ し

と防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への外国
がいこく

人
じん

住民
じゅうみん

の参加
さ ん か

促進
そくしん

 

危機
き き

管理室
か ん り し つ

、ムトスまちづ

くり推進課
す い し ん か

（自治
じ ち

振興
しんこう

セン

ター）、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

広域
こういき

消防
しょうぼう

本部
ほ ん ぶ

、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

、飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推
すい

進
しん

協会
きょうかい

、企業
きぎょう

など 

 

【目指
め ざ

す姿
すがた

】 

ア）日本語
に ほ ん ご

の理解
り か い

が困難
こんなん

な人
ひと

も、災害
さいがい

に関
かん

する情報
じょうほう

を理解
り か い

できる。 

イ）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が防災
ぼうさい

に対
たい

する知識
ち し き

を理解
り か い

し、地域
ち い き

の一員
いちいん

として活躍
かつやく

できる。 

ウ）日本語
に ほ ん ご

の理解
り か い

が困難
こんなん

な人
ひと

も、安心
あんしん

して子育
こ そ だ

て支援
し え ん

、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

・介護
か い ご

サービスを受
う

けられる。 
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イ）災害
さいがい

時
じ

の注意報
ちゅういほう

、警報
けいほう

、避難
ひ な ん

情報
じょうほう

を多言語
た げ ん ご

などで発信
はっしん

します。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

32 

やさしい日本語
に ほ ん ご

や多言語
た げ ん ご

で

の災害
さいがい

、防災
ぼうさい

情報
じょうほう

発信
はっしん

 

危機
き き

管理室
か ん り し つ

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

いいだＦＭ 

 

ウ）災害
さいがい

が発生
はっせい

した際
さい

に、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

などを行
おこな

うためのネットワークを構築
こうちく

、維持
い じ

したり、

災害
さいがい

時
じ

多言語
た げ ん ご

支援
し え ん

センターを設置
せ っ ち

、運営
うんえい

し、避難
ひ な ん

所内
じょない

に掲
けい

示
じ

される案内
あんない

、情報
じょうほう

などを多言語
た げ ん ご

で表
ひょう

示
じ

します。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

33 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

コミュニティー

支援
し え ん

協 力
きょうりょく

関係
かんけい

構築
こうちく

維持
い じ

と

要避難者
ようひなんしゃ

などの把握
は あ く

 

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

、企業
きぎょう

他
ほか

 

34 

災害
さいがい

時
じ

多言語
た げ ん ご

支援
し え ん

センター

の運営
うんえい

 

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

、危機
き き

管理
か ん り

室
しつ

 

国
くに

、県
けん

、広域
こういき

消防
しょうぼう

本部
ほ ん ぶ

、

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

、企業
きぎょう

ほか 

35 

災害
さいがい

時
じ

における外国人集
がいこくじんしゅう

住
じゅう

都市
と し

会議
か い ぎ

との連携
れんけい

協定
きょうてい

 

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 外国人集
がいこくじんしゅう

住
じゅう

都市
と し

会議
か い ぎ

 

 

エ）日本語
に ほ ん ご

の理解
り か い

が困難
こんなん

な人
ひと

も、安心
あんしん

して子育
こ そ だ

て支援
し え ん

、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

や介護
か い ご

サービスを受
う

けられる支援
し え ん

を

します。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

36 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の子
こ

育
そだ

てや健康
けんこう

促進
そくしん

にかかる対応
たいおう

や支援
し え ん

 

子育
こ そ だ

て支援課
し え ん か

、保健課
ほ け ん か
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37 

医療通
いりょうつう

訳者
やくしゃ

の常設
じょうせつ

による支
し

援
えん

 

市立
し り つ

病院
びょういん

 
 

38 医療
いりょう

通訳
つうやく

派遣
は け ん

による支援
し え ん

 男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 医療
いりょう

機関
き か ん

 

39 

介護
か い ご

通訳
つうやく

派遣
は け ん

制度
せ い ど

の実施
じ っ し

 長寿
ちょうじゅ

支援課
し え ん か

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参
さん

画課
か く か

 

介護事
か い ご じ

業者
ぎょうしゃ

 

 

２ 人権
じんけん

・多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

推進
すいしん

のための国際
こくさい

理解
り か い

・国際
こくさい

交 流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

 「小
ちい

さな世界
せ か い

都市
と し

」にふさわしい、国際
こくさい

交流
こうりゅう

や国際
こくさい

理解
り か い

を通
つう

じた、地域
ち い き

における多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を推
すい

進
しん

するにあたっての意識
い し き

の醸成
じょうせい

と、地球的
ちきゅうてき

規模
き ぼ

の視点
し て ん

・素養
そ よ う

を持
も

てる人材
じんざい

が育
そだ

つ地域
ち い き

社会
しゃかい

を目指
め ざ

しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

の拠点
きょてん

づくりと運営
うんえい

 

ア）外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

の日常的
にちじょうてき

な交流
こうりゅう

の推進
すいしん

や、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の居場所
い ば し ょ

づくりの推進
すいしん

を行
おこな

う

など、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

のコミュニティの活動
かつどう

や関係者
かんけいしゃ

を支援
し え ん

します。また、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

に必要
ひつよう

な

人材
じんざい

を確保
か く ほ

します。 

【目指
め ざ

す姿
すがた

】 

ア）日常的
にちじょうてき

な外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

を通
つう

じて、市民
し み ん

が、お互
たが

いの個性
こ せ い

や多様性
た よ う せ い

を違
ちが

いを認
みと

め合
あ

い、

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する意識
い し き

を持
も

っている。 

イ）観光誘客
かんこうゆうきゃく

や地域
ち い き

のブランド発信
はっしん

により、多
おお

くの外国人
がいこくじん

が訪
おとず

れて、地域
ち い き

住民
じゅうみん

と交
こう

流
りゅう

している。 

ウ）すべての子
こ

どもたちに国際性
こくさいせい

と人権
じんけん

尊重
そんちょう

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

が培
つちか

われている。 

エ）市
し

職員
しょくいん

が多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

、国際
こくさい

理解
り か い

の意識
い し き

を持
も

っている。 
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項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

40 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

の日常的
にちじょうてき

な 交流
こうりゅう

拠点
きょてん

の整
せい

備
び

と協働的
きょうどうてき

事業
じぎょう

展開
てんかい

 

公民館
こうみんかん

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

、外
がい

国人
こくじん

住民
じゅうみん

団体
だんたい

など 

41 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の居場所
い ば し ょ

づくり 男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

、外
がい

国人
こくじん

住民
じゅうみん

団体
だんたい

など 

42 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の多様
た よ う

な悩
なや

みを

相談
そうだん

する体制
たいせい

の整備
せ い び

と運営
うんえい

 

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 
 

43 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

の架
か

け橋
はし

となる人材
じんざい

の育成
いくせい

 

公民館
こうみんかん

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

、外
がい

国人
こくじん

住民
じゅうみん

団体
だんたい

など 

44 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

意識
い し き

醸成
じょうせい

のた

めの情報
じょうほう

発信
はっしん

 

図書館
と し ょ か ん

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 
 

 

イ）観光
かんこう

や魅力
みりょく

発信
はっしん

を通
つう

じた国際
こくさい

交流
こうりゅう

の推進
すいしん

により、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

の意識
い し き

醸成
じょうせい

を図
はか

ります。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

45 

国内外
こくないがい

の外国人
がいこくじん

に対
たい

する飯
いい

田
だ

の魅力
みりょく

発信
はっしん

 

観光課
か ん こ う か

、ＩＩＤＡブラン

ド推進課
す い し ん か

 

 

 

ウ）全
すべ

ての子
こ

どもたちが、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

に対
たい

して各々
おのおの

の特性
とくせい

や文化
ぶ ん か

を理解
り か い

し、互
たが

いの人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し合
あ

う

意識
い し き

を身
み

に付
つ

けられるよう、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

・国際
こくさい

理解
り か い

教育
きょういく

を推進
すいしん

します。 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

46 「小
ちい

さな世界
せ か い

都市
と し

」の創造
そうぞう

を 学校
がっこう

教育課
きょういくか

、公民館
こうみんかん

、男
だん

女
じょ

飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい
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担
にな

う児童
じ ど う

、生徒
せ い と

の育成
いくせい

 共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

47 

高校生
こうこうせい

など、次
じ

世代
せ だ い

を担
にな

う若
わか

者
もの

を対象
たいしょう

とした地域
ち い き

内外
ないがい

で

の交流
こうりゅう

体験
たいけん

学習
がくしゅう

活動
かつどう

や、外
がい

国人
こくじん

住民
じゅうみん

、海外
かいがい

から訪
おとず

れる

外国人
がいこくじん

などとの交流
こうりゅう

活動
かつどう

の

促進
そくしん

 

公民館
こうみんかん

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

 

エ）市民
し み ん

が、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

に対
たい

して各々
おのおの

の特性
とくせい

や文化
ぶ ん か

を理解
り か い

し、互
たが

いの人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し合
あ

う意識
い し き

を身
み

に付
つ

けられるよう、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

・国際
こくさい

理解
り か い

に関
かん

する事業
じぎょう

などを実施
じ っ し

します。また、日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

が外国
がいこく

の言語
げ ん ご

や文化
ぶ ん か

などについて知
し

り、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

を持
も

つことで、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

について学
まな

び、実践
じっせん

できる機会
き か い

を提
てい

供
きょう

します。 

 

項目
こうもく

 具体的
ぐ た い て き

実施
じ っ し

内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

など 

48 

人権
じんけん

学習
がくしゅう

などを通
つう

じた多文
た ぶ ん

化
か

共生
きょうせい

意識
い し き

の醸成
じょうせい

 

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

・スポーツ課
か

、

公民館
こうみんかん

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

飯田
い い だ

人権
じんけん

擁護
よ う ご

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

 

49 

市
し

職員
しょくいん

を対象
たいしょう

とした多文
た ぶ ん

化
か

共生
きょうせい

、国際
こくさい

理解
り か い

をテーマ

とした研修
けんしゅう

などの実施
じ っ し

 

人事課
じ ん じ か

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 
 

50 

外国
がいこく

の文化
ぶ ん か

を理解
り か い

する交流
こうりゅう

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

やその運営
うんえい

支援
し え ん

 

公民館
こうみんかん

、文化
ぶ ん か

会館
かいかん

、男女
だんじょ

共
きょう

同参画
どうさんかく

課
か

 

飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

、ボ

ランティアなど 

※前計画
ぜんけいかく

に掲
かか

げた取組
とりくみ

の実績
じっせき

と評価
ひょうか

については、毎年
まいとし

、飯田市
い い だ し

ウェブサイトで公表
こうひょう

していますのでご覧
らん

く

ださい。 https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/9/tabunkakyouseisyakaisuishinkeikaku.html また

は、 飯田市
い い だ し

 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

 でご検索
けんさく

ください。 
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第
だい

５ 章
しょう

 計画
けいかく

推進
すいしん

の役割
やくわり

分担
ぶんたん

と推進
すいしん

体制
たいせい

 

第
だい

２次
じ

計画
けいかく

を具体的
ぐ た い て き

に推進
すいしん

していくために、行政
ぎょうせい

による施策
し さ く

の展開
てんかい

とともに、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

団体
だんたい

ほか関係
かんけい

団体
だんたい

などが、それぞれの役割
やくわり

を果
はた

たしながら、連携
れんけい

や協働
きょうどう

して各種
かくしゅ

事業
じぎょう

を進
すす

め

ます。また、国
くに

や県
けん

などの関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

や外国人集
がいこくじんしゅう

住
じゅう

都市
と し

会議
か い ぎ

をはじめ、県内外
けんないがい

の様々
さまざま

な自治体
じ ち た い

と

の連携
れんけい

に努
つと

めます。 

 

１ 役割
やくわり

分担
ぶんたん

 

（１）飯田市
い い だ し

の役割
やくわり

 

飯田市
い い だ し

は、地域
ち い き

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かか

わる地域
ち い き

課題
か だ い

や行政
ぎょうせい

ニーズの把握
は あ く

に努
つと

め、行政
ぎょうせい

サービスの

向上
こうじょう

と多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

の拡充
かくじゅう

を図
はか

るとともに、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

け推進
すいしん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

さ

せます。また、国
くに

に対
たい

して、自治体
じ ち た い

が多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

を実施
じ っ し

する際
さい

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

策
さく

などの構築
こうちく

を

提言
ていげん

します。 

飯田市
い い だ し

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

は、公立
こうりつ

小中学校
しょうちゅうがっこう

への入学
にゅうがく

を希望
き ぼ う

する義務
ぎ む

教育
きょういく

年齢
ねんれい

の外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

など

が教育
きょういく

を受
う

けられる機会
き か い

を保障
ほしょう

するとともに、必要
ひつよう

な支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

また飯田市
い い だ し

公民館
こうみんかん

は、社会
しゃかい

教育
きょういく

機関
き か ん

として、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

が地域
ち い き

において共生
きょうせい

し

ていくための相互
そ う ご

理解
り か い

のための学習
がくしゅう

・交流
こうりゅう

や、生活者
せいかつしゃ

として地域
ち い き

社会
しゃかい

のルールや習慣
しゅうかん

などへの

理解
り か い

を促
うなが

すための支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

（２）市民
し み ん

の役割
やくわり

 

一人
ひ と り

ひとりが多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の意義
い ぎ

を理解
り か い

し、国籍
こくせき

や文化
ぶ ん か

の違
ちが

いに関
かか

わらず、地域
ち い き

社会
しゃかい

に参画
さんかく

し、

共
とも

に地域
ち い き

を創
つく

っていこうとする意識
い し き

を持
も

って生活
せいかつ

します。 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

は、自立
じ り つ

し、地域
ち い き

の一員
いちいん

としての役割
やくわり

を果
はた

たすために、日本語
に ほ ん ご

の習
しゅう

得
とく

や地域
ち い き

社会
しゃかい

の

ルールや習慣
しゅうかん

を十分
じゅうぶん

に理解
り か い

し、地域
ち い き

社会
しゃかい

と積極的
せっきょくてき

に関
かか

わっていくことに努
つと

めます。 
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また、日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

は、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

などの理解
り か い

を深
ふか

め、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

を共
とも

に地域
ち い き

を支
ささ

え

る対等
たいとう

なパートナーとして受
う

け入
い

れることに努
つと

めます。 

 

（３）国際
こくさい

交流
こうりゅう

関係
かんけい

団体
だんたい

などの役割
やくわり

 

飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

や NPO、ボランティア団体
だんたい

などは、それぞれの団体
だんたい

の人材
じんざい

などを十分
じゅうぶん

に

活
い

かしながら、各種
かくしゅ

交流
こうりゅう

事業
じぎょう

や日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

、課題
か だ い

別
べつ

研究会
けんきゅうかい

などを通
つう

じて外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が抱
かか

える課
か

題
だい

に対
たい

して、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

とをつなぐ様々
さまざま

な活動
かつどう

を行
おこな

います。また、飯田
い い だ

国際
こくさい

交流
こうりゅう

推進
すいしん

協会
きょうかい

は、飯田市
い い だ し

や飯田市
い い だ し

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

と協働
きょうどう

して第
だい

２次
じ

計画
けいかく

の取組
とりくみ

に協 力
きょうりょく

しながら、NPO、

ボランティア団体
だんたい

などが実施
じ っ し

する多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

との橋渡
はしわた

しを担
にな

い、必要
ひつよう

に応
おう

じて飯田市
い い だ し

に

政策
せいさく

などの提言
ていげん

をします。 

 

（４）地域
ち い き

団体
だんたい

 

まちづくり委員会
い い ん か い

をはじめとする自治
じ ち

活動
かつどう

組織
そ し き

は、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

を共
とも

に地域
ち い き

を支
ささ

える住民
じゅみん

として

受
う

け入
い

れ、日本人
に ほ ん じ ん

住民
じゅうみん

との相互
そ う ご

理解
り か い

を促
うなが

すとともに、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の地域
ち い き

活動
かつどう

への参加
さ ん か

促進
そくしん

を図
はか

り

ます。 

 

（５）外国人
がいこくじん

コミュニティ団体
だんたい

の役割
やくわり

 

様々
さまざま

な交流
こうりゅう

事業
じぎょう

や活動
かつどう

を通
つう

じて、自
みずか

らが抱
かか

える諸問題
しょもんだい

の解決
かいけつ

に向
む

けて地域
ち い き

や行政
ぎょうせい

と連携
れんけい

して

取
と

り組
く

むとともに、地域
ち い き

活動
かつどう

への積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

促進
そくしん

を図
はか

りながら、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と地域
ち い き

をつなぐ役
やく

割
わり

を果
は

たします。 
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（６）企業
きぎょう

･事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

 

外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

を雇用
こ よ う

する企業
きぎょう

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

の労働
ろうどう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

と日本
に ほ ん

社会
しゃかい

への適応
てきおう

促進
そくしん

に努
つと

めます。また、地域
ち い き

社会
しゃかい

の構
こう

成員
せいいん

として、地域
ち い き

や行政
ぎょうせい

、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の雇用
こ よ う

促進
そくしん

や地域
ち い き

の諸課題
し ょ か だ い

の解決
かいけつ

に取
と

り組
く

み、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

による地域
ち い き

づくりに努
つと

めます。 

 

２ 推進
すいしん

体制
たいせい

 

（１）飯田市
い い だ し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

庁内
ちょうない

会議
か い ぎ

 

第
だい

２計画
けいかく

の取組
とりくみ

を部局
ぶきょく

横断的
おうだんてき

に行
おこな

い、施策
し さ く

や取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

の把握
は あ く

や課題
か だ い

などの共有化
きょうゆうか

を図
はか

り、第
だい

２

次
じ

計画
けいかく

に基
もと

づく多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

を効果的
こ う か て き

に推進
すいしん

します。また、重点
じゅうてん

施策
し さ く

については、関係
かんけい

する部
ぶ

署
しょ

とプロジェクト的
てき

な連携
れんけい

を図
はか

り、推進
すいしん

します。 

 

（２）飯田市
い い だ し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

 

    外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

を含
ふく

めた市民
し み ん

参画
さんかく

による多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

を開
かい

催
さい

し、本計画
ほんけいかく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の確
かく

認
にん

などを行
おこな

い、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

に応
おう

じた新
あら

たな課題
か だ い

に対応
たいおう

した施策
し さ く

の提案
ていあん

などを行
おこな

います。 

 

（３）外国人集
がいこくじんしゅう

住
じゅう

都市
と し

会議
か い ぎ

との連携
れんけい

 

他
た

都市
と し

と連携
れんけい

し、地域
ち い き

で顕在化
け ん ざ い か

している多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関
かか

わる諸問題
しょもんだい

について、情報
じょうほう

交換
こうかん

や課題
か だ い

などを共有
きょうゆう

し、課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けて法制度
ほ う せ い ど

整備
せ い び

や支援
し え ん

制度
せ い ど

の充実
じゅうじつ

などを国
くに

や関係
かんけい

機関
き か ん

に要望
ようぼう

します。 
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※参考
さんこう

 飯田市
い い だ し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

指針
し し ん

（抜粋
ばっすい

・2007年
ねん

制定
せいてい

） 

〇基
き

本目標
ほんもくひょう

 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

   国籍
こくせき

や民族
みんぞく

・文化
ぶ ん か

の違
ちが

いを豊
ゆたか

かさとして活
い

かし、すべての人
ひと

が互
たが

いに認
みと

め合
あ

い、人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され、

自立
じ り つ

した市民
し み ん

として共
とも

に暮
く

らすことができる「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

を目指
め ざ

します。 

 

〇基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

を実現
じつげん

するために、次
つぎ

の３つの基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

を定
さだ

めます。 

 ・基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

 １ お互
たが

いの理解
り か い

と人権
じんけん

の尊重
そんちょう

 

いろいろな目的
もくてき

で一定
いってい

期間
き か ん

市内
し な い

に在住
ざいじゅう

する外
がい

国籍
こくせき

市民
し み ん

の人権
じんけん

を尊重
そんちょう

する考
かんが

えから、多
おお

くの文
ぶん

化
か

や生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

などを持
も

つ外
がい

国籍
こくせき

市民
し み ん

と日本
に ほ ん

国籍
こくせき

市民
し み ん

とのお互
たが

いの理解
り か い

・交流
こうりゅう

を深
ふか

めるためには、

お互
たが

いの人権
じんけん

へのいたわりがとても大切
たいせつ

です。これには、行政
ぎょうせい

の一方的
いっぽうてき

な考
かんが

え方
かた

ではなく、市民
し み ん

からの自発的
じ は つ て き

な意識
い し き

を創
つく

り出
だ

す施策
し さ く

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

 ２ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

   多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を進
すす

めるには、それぞれの市民
し み ん

の出身
しゅっしん

国
こく

や出身
しゅっしん

地域
ち い き

の違
ちが

い、年齢
ねんれい

、世代
せ だ い

、職
しょく

業
ぎょう

などの違
ちが

いによる価値観
か ち か ん

や生活
せいかつ

様式
ようしき

の違
ちが

いを理解
り か い

する考
かんが

え方
かた

をもつ必要
ひつよう

があります。この多文
た ぶ ん

化
か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

には、お互
たが

いに違
ちが

いを理解
り か い

し尊重
そんちょう

しあいながら、それぞれの生活
せいかつ

の中
なか

で一定
いってい

の共通
きょうつう

の

ものを作
つく

り上
あ

げることによって、相互
そ う ご

の意識
い し き

を高
たか

めることをめざします。 

 

 ・基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

 ３ 自立
じ り つ

に向
む

けた支援
し え ん

 

行政
ぎょうせい

としては、外
がい

国籍
こくせき

市民
し み ん

に対
たい

する基本的
き ほ ん て き

な事業
じぎょう

に努
つと

めるとともに、国際化
こ く さ い か

対応
たいおう

を進
すす

め、多文
た ぶ ん

化
か

共生
きょうせい

への実現
じつげん

に努
つと

めながら、市民
し み ん

生活
せいかつ

の支援
し え ん

をすることが課題
か だ い

です。また、外
がい

国籍
こくせき

市民
し み ん

が、今
こん

後
ご

も長
なが

く当市
と う し

に居住
きょじゅう

し続
つづ

けるために、その生活
せいかつ

・教育
きょういく

などの自立
じ り つ

を考
かんが

えられるような施策
し さ く

を行
おこな

うことも大
おお

きな課題
か だ い

です。このためには、行政
ぎょうせい

からの一方的
いっぽうてき

な施策
し さ く

対応
たいおう

だけではなく、外
がい

国籍
こくせき

市
し

民
みん

からの積極的
せっきょくてき

な市政
し せ い

参加
さ ん か

などができる環境
かんきょう

づくりが必要
ひつよう

です。



 38

資料編
しりょうへん

 飯田市
い い だ し

外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

意識
い し き

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

 

  

   

１．性別

男 女 （無回答）

２．年齢階層

18～19 20～29 30～39 40～49 50～59

60～69 70～79 80以上 （無回答）

３．居住地

橋北 橋南 羽場 丸山 東野 座光寺 松尾 下久堅

上久堅 千代 龍江 竜丘 川路 三穂 山本 伊賀良

鼎 上郷 上村 南信濃 市外 （無回答）

男 38
女 99
無回答 20
回答合計 157

18～19 5
20～29 43
30～39 23
40～49 24
50～59 27
60～69 8
70～79 2
80以上 3
無回答 22
回答合計 157

橋北 2
橋南 3
羽場 7
丸山 6
東野 0
座光寺 0
松尾 30
下久堅 2
上久堅 0
千代 0
龍江 5
竜丘 5
川路 3
三穂 0
山本 12
伊賀良 29
鼎 8
上郷 8
上村 0
南信濃 1
飯田市計 121
市外 2
無回答 34
回答合計 157
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４．国籍

日本 中国 ブラジル フィリピン スリランカ

ベトナム アルゼンチン タイ 韓国 その他

５．出生国

日本 中国 ブラジル フィリピン ベトナム タイ その他（無回答含む）

６．在留資格

永住者 定住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等

技能実習 特定技能 技術・人文・国際 技能または興行

家族滞在 留学 その他 （無回答）

日本 13
中国 62
ブラジル 19
フィリピン 16
スリランカ 0
ベトナム 41
アルゼンチン 0
タイ 3
韓国 0
その他 3
回答合計 157

日本 13
中国 62
ブラジル 19
フィリピン 16
ベトナム 41
タイ 3
その他 3
回答合計 157

永住者 67
定住者 23
日本人の配偶者等 11
永住者の配偶者等 4
技能実習 38
特定技能 2
技術・人文・国際 3
技能または興行 0
家族滞在 2
留学 0
その他 0
無回答 7
回答合計 157
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７．在日日数

3年未満 3年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上 （無回答）

８．在飯年数

3年未満 3年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上 （無回答）

９．在飯希望

すぐに帰国希望 2～3年で帰国希望 仕事あれば永住希望

日本の他地域へ 永住希望 無回答

3年未満 37
3年以上5年未満 8
5年以上10年未満 23
10年以上 77
無回答 12
回答合計 157

3年未満 35
3年以上5年未満 8
5年以上10年未満 25
10年以上 71
無回答 18
回答合計 157

すぐに帰国希望 3
2～3年で帰国希望 15
仕事あれば永住希望 56
日本の他地域へ 1
永住希望 72
無回答 10
回答合計 157
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   １０．職種

工場（製造） 事務職 営業 運送・運転 接客・サービス

農林業 通訳・翻訳 講師 主婦・主夫 無職

求職・失業 学生 その他 （無回答）

１１．雇用形態

正規 契約 派遣 パート・バイト 自営・役員 研修・実習

学生 休職・失業 無職 主婦・主夫 その他 （無回答）

１２．仕事の満足度

満足 ほぼ満足 少し不満 不満 （無回答）

工場（製造） 99
事務職 0
営業 1
運送・運転 2
接客・サービス 9
農林業 0
通訳・翻訳 5
講師 1
主婦・主夫 6
無職 16
求職・失業 3
学生 3
その他 7
無回答 5
回答合計 157

正規 29
契約 16
派遣 31
パート・バイト 13
自営・役員 6
研修・実習 33
学生 3
休職・失業 1
無職 8
主婦・主夫 5
その他 0
無回答 12
回答合計 157

満足 55
ほぼ満足 46
少し不満 25
不満 11
無回答 20
回答合計 157



 42

   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

１４．住みやすさ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

１５．地域参加状況

１３．家族構成

単身 2人 3人 4人 5人 6人 7人 ８人 無回答

単身 22
2人 28
3人 29
4人 35
5人 9
6人 5
7人 1
８人 1
無回答 27
回答合計 157

住みやすい 69
どちらかといえば住
みやすい

67

どちらかといえば住
みにくい

5

住みにくい 7
無回答 9
回答合計 157

よく参加 25
時々参加 67
中々参加できない 5
全く不参加 45
その他 0
無回答 15
回答合計 157
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0

10

20

30

40

50

60

１６．地域活動・交流

0

10

20

30

40

50

60

１７．困っていること・不安

自治会の活動 19
子供・家族を通じた交

流
24

趣味・スポーツ・レ

ジャー
25

日本語習得・日本文化

体験
54

職場での交流 33
国際交流協会のイベン

トを通じ
45

同じ国出身の友人知

人、団体
19

交流持ちたくない 14
その他 3

自分や家族の健康 44
自分や家族の就職、仕

事
44

子どもの教育、進学 28
現在の生活費 39
日本語がわからない 52
税金や保険料の支払い 35
ごみの分別と出し方な

ど生活上のルール
4

老後の生活 28
借金やローン 26
家族との関係 3
職場や隣近所の人間関

係
2

外国人への差別や偏見 6
災害への対応 11
その他 2
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0

10

20

30

40

50

60

ほとんどわかる 日常会話程度 簡単な挨拶程度 全くわからない （無回答）

１８．日本語を聞くこと

0

10

20

30

40

50

60

不自由しない 日常会話程度 簡単な挨拶程度 全く話せない （無回答）

１９．日本語を話すこと

0

10

20

30

40

50

60

70

２０．日本語を読むこと

ほとんどわかる 38
日常会話程度 36
簡単な挨拶程度 55
全くわからない 7
無回答 21
回答合計 157

不自由しない 24
日常会話程度 53
簡単な挨拶程度 57
全く話せない 6
無回答 17
回答合計 157

不自由しない 20
簡単な漢字程度 63
ひらがな・カタカナ
程度

45

全く読めない 13
無回答 16
回答合計 157
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

２３．日本語教室の希望

0

10

20

30

40

50

60

現在学んでいる 今後学びたい 学んでいない その他 （無回答）

２２．日本語教室への通学

0

10

20

30

40

50

60

70

２１．日本語を書くこと

漢字が書ける 29
ひらがな、カタカナ
程度

62

全く書けない 26
無回答 40
回答合計 157

現在学んでいる 16
今後学びたい 57
学んでいない 44
その他 16
無回答 24
回答合計 157

平日の教室 9
土・日の教室 24
夜間の教室 21
会社内で行う教室 13
子ども対象の教室 2
親子対象の教室 8
就職のための教室 9

日本の文化や習慣を
学ぶ教室

19

その他 0
無回答 89
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0

20

40

60

80

100

120

２４．日本語を学ばない理由

0

20

40

60

80

100

120

２５．通訳の必要を感じるとき

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

２６．誰に通訳を頼むか

日本語ができるから
必要なし

11

学べるところがない 8
お金がない 8
時間が無い 32

日本語を使う機会が
ない

4

その他 0
無回答 96

市役所など行政の窓
口

81

病院受診 99
（子どもの）学校の
やりとり

28

地域での生活全般 14
金融機関 23
買い物・レジャー 0

家族や友人 78
会社の人 16
ボランティア、NPO 15
市役所の通訳 32
有料で人に頼む 1
頼まない 9
その他 1
無回答 44
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

２７．情報の入手先

0

10

20

30

40

50

60

70

２８．必要な情報

家族や親戚 58
日本のメディア 78
母国語のメディア 40
PCメール、サイト 20
携帯メール、サイト 45
日本人の友人、隣人 30
日本人以外の友人、
隣人

22

職場上司、同僚、相
談員等

41

飯田市外国人相談窓
口

11

飯田市HP、広報誌 9
飯田市ガイドブッ
ク、行政文書

4

飯田エフエム 3
教会 3
学校 7
地域日本語教室 6
母国のコミュニ
ティー

17

母国料理店、販売店 8
その他 0
無回答 12

日本文化、生活習慣 47
保険、医療福祉等制度 64
ごみの出し方について 20
子育てや子ども教育 20
自治会や地域ルール 11
市、地域イベント等 19
市・県営住宅について 12
緊急時や防災について 49
仕事を探すための情報 31
仕事に関する制度、法

律など
48

日本語教室の情報 22
その他 0
無回答 19



 48

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

２９．行政への要望

３０．災害への対応 

３１．子どもの人数、年齢 

知っている 知らない （無回答）

113 36 8
108 38 11
100 42 15

している していない （無回答）

88 57 12
84 60 13

決めている 決めていない （無回答）

80 61 16
参加したことあり 参加したことない （無回答）

71 64 22

非常時持ち出し用品の用意
家具等転倒防止対策

地域の防災訓練への参加

回答数

緊急時消防への連絡方法
災害情報の入手方法
災害時の避難場所

項　目

災害時の家族等との連絡方法取り決め

１人 ２人 ３人 ４人以上
21 3 2 0
24 9 1 0
10 3 2 1
2 1 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0

母国に在
住

０～５歳
６～１５歳
１６歳以上

項　目

日本に在
住

０～５歳
６～１５歳
１６歳以上

窓口へ多言語対応職員

の配置
46

生活ルール、習慣や文

化の違い周知
30

生活や子育て、教育相

談体制の整備
16

災害等緊急時対応整備 23

日本人と外国人の交流

機会の提供
31

小中の外国籍児童への

日本語指導
19

職業紹介、職業訓練等

の充実
23

医療通訳等の配置、派

遣
36

日本語教室の開催 37
差別、偏見解消のため

の学習会等の開催
20

主体的な活動の支援や

場の提供
14

その他 0
特にない 10
無回答 20
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３２．学校で困っていること

0

5

10

15

20

25

30

３３．中学校卒業後の進路

３４．地域貢献・地域活動協力

はい いいえ 無回答

子どもが日本語を十分

に習得できない
2

子どもが授業の内容が

わからない
10

子どもが仲間はずれに

なったりいじめられた

りする

6

日本の教育の仕組みが

わからない
3

学校などからの通知内

容がわからない
8

教育にお金がかかる 4

親同士が仲良くなれな

い
3

その他 4

困っていることはない 32

無回答 94

就職 3
高校まで進学希望 10
大学まで進学希望 25
考えていない 2
その他 0

はい 85
いいえ 28
無回答 44
合計 157


