
川崎市
か わ さ き し

の外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

人口
じんこう

（※）は、2015(平成
へいせい

27)年
ねん

6月末日現在
がつまつじつげんざい

、122 の国籍
こくせき

・地域
ち い き

の 31,959人
にん

で、全市民
ぜ ん し み ん

に占
し

める割合
わりあい

は 2.17％となっていて、その出身
しゅっしん

国
こく

や来日
らいにち

の理由
り ゆ う

も年々
ねんねん

多様化
た よ う か

しています。 

本市
ほ ん し

の外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

は、1980年代
ねんだい

に入
はい

るまでその多
おお

くが歴史的
れ き し て き

経緯
け い い

により特別
とくべつ

永住
えいじゅう

資格
し か く

を有
ゆう

する在
ざい

日
にち

韓国
かんこく

・朝鮮
ちょうせん

籍
せき

の方
かた

で占
し

められていました。その後
ご

、地球
ちきゅう

規模
き ぼ

での社会
しゃかい

・経済
けいざい

構造
こうぞう

の変化
へ ん か

により、国境
こっきょう

を

越
こ

えた人
ひと

の移動
い ど う

が活発
かっぱつ

になる中
なか

で、1990（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

の改正
かいせい

等
とう

もあって、

様々
さまざま

な国
くに

から在留
ざいりゅう

資格
し か く

も多様
た よ う

な人々
ひとびと

が来日
らいにち

し、市内
し な い

全域
ぜんいき

にわたって居住
きょじゅう

するようになってきました。 

2014（平成
へいせい

26）年
ねん

に実施
じ っ し

した外国人
がいこくじん

市民
し み ん

意識
い し き

実態
じったい

調査
ちょうさ

では、前回
ぜんかい

の調査
ちょうさ

（1993（平成
へいせい

5）年
ねん

実施
じ っ し

）

と比較
ひ か く

して、市内
し な い

居住
きょじゅう

年数
ねんすう

は全体的
ぜんたいてき

に長
なが

くなっています。また、全体
ぜんたい

の半数
はんすう

以上
いじょう

の子
こ

どもが日本
に ほ ん

国籍
こくせき

を持
も

ち、日本
に ほ ん

国籍
こくせき

を持
も

つ「外国
がいこく

につながる子
こ

ども」の割合
わりあい

が大
おお

きいこともうかがえるなど、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の 状 況
じょうきょう

も時代
じ だ い

とともに変化
へ ん か

しています。 

【2015(平成
へいせい

27)年
ねん

6月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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【外国人
がいこくじん

市民
し み ん

】 本市
ほんし

では、外 国 籍
がいこくせき

の 住 民
じゅうみん

は地域
ちいき

社 会
しゃかい

を構 成
こうせい

するかけがえのない一 員
いちいん

と 考
かんが

え、1996

（平 成
へいせい

8）年
ねん

の川 崎
かわさき

市外
しがい

国 人
こくじん

市民
しみん

代 表 者
だいひょうしゃ

会議
かいぎ

条 例
じょうれい

の制 定
せいてい

から「外 国 人
がいこくじん

市民
しみん

」という言葉
ことば

を使用
しよう

しています。 

さらに、本指針
ほんししん

では外
がい

国 籍
こくせき

の 住 民
じゅうみん

だけでなく、日本
にほん

国 籍
こくせき

であっても外 国
がいこく

につながりのある人
ひと

（国 際
こくさい

結 婚
けっこん

に

より生
う

まれた人
ひと

、 中 国
ちゅうごく

帰国者
きこくしゃ

、日本
にほん

国 籍
こくせき

を取 得
しゅとく

した人
ひと

等
とう

）も視野
し や

に入
い

れて使用
しよう

しています。 

－共に生きる地域社会をめざして－

（概要版）
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１ 行 政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の充 実
じゅうじつ

 

外国人
がいこくじん

市民
しみん

が
けん

健康
けんこう

で安心
あんしん

して安全
あんぜん

に生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

な 情報
じょうほう

や 行政
ぎょうせい

サービス
さーびす

を受
う

けられるよう、

施策
し さ く

の充 実
じゅうじつ

や環 境
かんきょう

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

(１)行 政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の提 供
ていきょう

 

①市
し

の行 政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

を等
ひと

しく提 供
ていきょう

できるよう、常
つね

に外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の存在
そんざい

を認識
にんしき

し、施策
し さ く

のあり方
かた

を検討
けんとう

します。 

②新 在 留
しんざいりゅう

管理
か ん り

制度
せ い ど

及
およ

び外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に係
かか

る住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

制度
せ い ど

が市民
し み ん

に定 着
ていちゃく

するよう努
つと

めます。 

③新 在 留
しんざいりゅう

管理
か ん り

制度
せ い ど

に 伴
ともな

う課題
か だ い

・ 状 況
じょうきょう

の把握
は あ く

に努
つと

め、必要
ひつよう

に応
おう

じて国
くに

に 働
はたら

きかけます。 

(２)情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

・相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

①情 報
じょうほう

の多言語化
た げ ん ご か

や外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

情 報
じょうほう

コーナー
こ ー な ー

の充 実
じゅうじつ

等
とう

、情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の改善
かいぜん

に努
つと

めます。 

②外国人
がいこくじん

相談
そうだん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

③外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

の人権侵害
じんけんしんがい

に関
かん

して、人権
じんけん

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

制度
せ い ど

の活用
かつよう

に努
つと

めます。 

(３)年金
ねんきん

制度
せ い ど

 

①年金
ねんきん

加入
かにゅう

促進
そくしん

のため、脱退
だったい

一時金
いちじきん

を含
ふく

めた制度
せ い ど

の広報
こうほう

啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

②外 国人 従業員
がいこくじんじゅうぎょういん

の年金加入
ねんきんかにゅう

について、より積 極 的
せっきょくてき

に事業者
じぎょうしゃ

等
とう

に 働
はたら

きかけます。 

③制度的
せいどてき

無年金者
むねんきんしゃ

に対
たい

する 救
きゅう

済
さい

・改善措置
か い ぜ ん そ ち

及
およ

び脱退一時金制度
だったいいちじきんせいど

の改善
かいぜん

について国
くに

に 働
はたら

きかけます。 

(４)保健
ほ け ん

・医療
いりょう

①医療
いりょう

機関
き か ん

にかかる際
さい

の多言語
た げ ん ご

資料
しりょう

等
とう

の普及
ふきゅう

に努
つと

めます。 

②外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

の母子
ぼ し

保健
ほ け ん

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

③外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に対
たい

して、健康
けんこう

保持
ほ じ

や病気
びょうき

予防
よ ぼ う

等
とう

の広報
こうほう

啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

④医療
いりょう

保険
ほ け ん

加入
かにゅう

を促進
そくしん

するため、医療
いりょう

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

の広報
こうほう

啓発
けいはつ

を進
すす

めます。 

⑤外 国人 従業員
がいこくじんじゅうぎょういん

の医療
いりょう

保険
ほ け ん

加入
かにゅう

について、より積 極 的
せっきょくてき

に事業者
じぎょうしゃ

等
とう

に 働
はたら

きかけます。 

⑥保険
ほ け ん

未加入者
みかにゅうしゃ

等
とう

の診 療
しんりょう

にあたる医療
いりょう

機関
き か ん

への医療
いりょう

費
ひ

対策
たいさく

の充 実
じゅうじつ

を検討
けんとう

します。 

⑦神奈川県
か な が わ け ん

が実施
じ っ し

する医療
いりょう

通訳
つうやく

派遣
は け ん

システム
し す て む

事業
じぎょう

の運営
うんえい

に参加
さ ん か

し、医療
いりょう

通
つう

訳
やく

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

⑧医療
いりょう

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

の改善
かいぜん

を国
くに

に 働
はたら

きかけます。 

(５)福祉
ふ く し

①福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の広報
こうほう

を積 極 的
せっきょくてき

に 行
おこな

います。 

②保育
ほ い く

所
しょ

入 所
にゅうしょ

児童
じ ど う

について、言語
げ ん ご

や生活
せいかつ

習 慣
しゅうかん

等
とう

の違
ちが

いに配慮
はいりょ

した保育
ほ い く

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

めます。 

③「外国
がいこく

人
じん

高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

」、「外国
がいこく

人
じん

心身
しんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

」の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

施
し さ く

策の具
ぐ た い て き

体的推
すいしんないよう

進内容



④介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする高齢者
こうれいしゃ

・障 害 者
しょうがいしゃ

への福祉
ふ く し

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の提 供
ていきょう

にあたって、言語
げ ん ご

や生活
せいかつ

習 慣
しゅうかん

等
とう

の違
ちが

いに

配慮
はいりょ

するよう、サービス提供者
さーびすていきょうしゃ

との連携
れんけい

に努
つと

めます。 

⑤「川崎
かわさき

市
し

ＤＶ防止
ぼ う し

・被害者
ひがいしゃ

支援
し え ん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」に基
もと

づき、外国人
がいこくじん

に対
たい

するＤＶ（ドメスティック
ど め す て ぃ っ く

・バイオレンス
ば い お れ ん す

）  防止
ぼ う し

及
およ

び被害者
ひがいしゃ

の支援
し え ん

の取組
とりくみ

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

(６)住 宅
じゅうたく

①住 宅
じゅうたく

基本
き ほ ん

条 例
じょうれい

や居 住
きょじゅう

支援
し え ん

制度
せ い ど

等
とう

の広報
こうほう

啓発
けいはつ

を進
すす

めるとともに、相談
そうだん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

②民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の入 居
にゅうきょ

差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

や安定
あんてい

した居 住
きょじゅう

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

(７)防災
ぼうさい

①災害
さいがい

時
じ

において、外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

が差別
さ べ つ

されることなく適切
てきせつ

な情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

や対応
たいおう

が 行
おこな

われるような体制
たいせい

の整備
せ い び

に努
つと

め

ます。

②外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に対
たい

して、防災
ぼうさい

に関
かん

する啓発
けいはつ

に努
つと

め、情 報
じょうほう

を多言語
た げ ん ご

で広報
こうほう

します。 

③災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

に備
そな

えて、市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

に努
つと

めます。 

２ 多文
た ぶ ん

化
か

共 生
きょうせい

教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

すべての子
こ

どもの学 習
がくしゅう

権
けん

を保障
ほしょう

し、社会
しゃかい

における少 数
しょうすう

の立場
た ち ば

の人
ひと

（マイノリティ
ま い の り て ぃ

）の文化
ぶ ん か

を尊 重
そんちょう

する

とともに、自立
じ り つ

と相互
そ う ご

理解
り か い

が図
はか

られる教 育
きょういく

を推進
すいしん

します。 

(１)就 学
しゅうがく

の保障
ほしょう

と学 習
がくしゅう

支援
し え ん

 

①全
すべ

ての義務
ぎ む

教 育
きょういく

年齢
ねんれい

の子
こ

どもに就 学
しゅうがく

の権利
け ん り

を保障
ほしょう

するとともに、全
すべ

ての子
こ

どものための学 習
がくしゅう

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

めます。 

②就 学
しゅうがく

、学 習
がくしゅう

、進路
し ん ろ

等
とう

、教 育
きょういく

全般
ぜんぱん

に関
かか

わる相談
そうだん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

③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

に対
たい

し、生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な日常語
にちじょうご

、学 習
がくしゅう

に必要
ひつよう

な言語
げ ん ご

の習 得
しゅうとく

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

(２)違
ちが

いを認
みと

め合
あ

う教 育
きょういく

 

①日本人
にほんじん

と外国
がいこく

人
じん

が互
たが

いを認
みと

め合
あ

い尊 重
そんちょう

し合
あ

える多
た

文化
ぶ ん か

共 生
きょうせい

教 育
きょういく

を、外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

とともに推進
すいしん

します。 

②社会
しゃかい

における少 数
しょうすう

の立場
た ち ば

の人
ひと

（マイノリティ
ま い の り て ぃ

）が母語
ぼ ご

・母
ぼ

文化
ぶ ん か

を大切
たいせつ

にしながら、文化
ぶ ん か

的
てき

アイデンティティ
あ い で ん て ぃ て ぃ

を形成
けいせい

できるよう、環 境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

めます。 

③外国
がいこく

人
じん

学校
がっこう

との交 流
こうりゅう

を推進
すいしん

するとともに外国
がいこく

人
じん

学校
がっこう

への支援
し え ん

に努
つと

めます。 

④教 職 員
きょうしょくいん

に対
たい

して、人権
じんけん

・多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に関
かん

する研 修
けんしゅう

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

(３)地域
ち い き

における学 習
がくしゅう

支援
し え ん

 

①日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

をはじめとする学 習
がくしゅう

支援
し え ん

等
とう

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

②外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

に対
たい

して、日本
に ほ ん

の社会
しゃかい

・制度
せ い ど

・文化
ぶ ん か

に関
かん

する理解
り か い

の促進
そくしん

に努
つと

めます。 



(３)市
し

職 員
しょくいん

の採用
さいよう

 

①市
し

職 員
しょくいん

の採用
さいよう

や任用
にんよう

のあり方
かた

については、他
た

の自治体
じ ち た い

と連携
れんけい

しながら検討
けんとう

していきます。 

②多文化共生社会
たぶんかきょうせいしゃかい

の形成
けいせい

に向
む

け、非常勤
ひじょうきん

嘱 託 員
しょくたくいん

や臨時
り ん じ

的
てき

任用
にんよう

職
しょく

員
いん

についても外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

の採用
さいよう

に努
つと

めます。 

(４)事業者
じぎょうしゃ

への啓発
けいはつ

 

①事業者
じぎょうしゃ

が外国人
がいこくじん

の 就 職
しゅうしょく

や労働条件
ろうどうじょうけん

において差別
さ べ つ

をせず、適正
てきせい

な雇用
こ よ う

が 行
おこな

われるよう広報啓発
こうほうけいはつ

に努
つと

めます。 

②従 業 員
じゅうぎょういん

に人権
じんけん

意識
い し き

や多文
た ぶ ん

化
か

共 生
きょうせい

意識
い し き

を啓発
けいはつ

するよう、事業者
じぎょうしゃ

に 働
はたら

きかけます。 

③意識
い し き

啓発
けいはつ

のための事業所
じぎょうしょ

内
ない

研 修
けんしゅう

の支援
し え ん

に努
つと

めます。 

(５)国際
こくさい

交 流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

の活用
かつよう

 

①国際
こくさい

交 流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

の利用
り よ う

の促進
そくしん

と、多文
た ぶ ん

化
か

共 生
きょうせい

に向
む

けた事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

②公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

川崎市
かわさきし

国 際交 流協会
こくさいこうりゅうきょうかい

が 行
おこな

う相談
そうだん

事業
じぎょう

や翻訳
ほんやく

、通訳
つうやく

サービス
さ ー び す

の拡 充
かくじゅう

に向
む

け支援
し え ん

します。 

③公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

川崎市
かわさきし

国 際交 流協会
こくさいこうりゅうきょうかい

と連携
れんけい

し、国際
こくさい

交 流
こうりゅう

・協 力
きょうりょく

を目的
もくてき

とする市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

等
とう

の活動
かつどう

を支援
し え ん

し、

市民
し み ん

主体
しゅたい

の国際
こくさい

交 流
こうりゅう

・ 協 力
きょうりょく

を促進
そくしん

します。 

④公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

川崎市
かわさきし

国 際交 流協会
こくさいこうりゅうきょうかい

と連携
れんけい

し、修学援助
しゅうがくえんじょ

、住宅相談
じゅうたくそうだん

等
とう

外国人
がいこくじん

留 学 生
りゅうがくせい

の支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

める

とともに、市民
し み ん

との交 流
こうりゅう

を促進
そくしん

します。 

５ 施策
し さ く

の推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

に関
かか

わる施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

するため、行 政
ぎょうせい

内部
な い ぶ

で連携
れんけい

・調 整
ちょうせい

機能
き の う

を充 実
じゅうじつ

させるとともに、

市民
し み ん

、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

及
およ

び国
くに

等
とう

への制度
せ い ど

改善
かいぜん

等
とう

の 働
はたら

きかけを 行
おこな

います。 

(１)行 政
ぎょうせい

組織
そ し き

の充 実
じゅうじつ

 

①施策
し さ く

推進
すいしん

のため、全
ぜん

庁
ちょう

的
てき

な会議等
かいぎとう

を中 心
ちゅうしん

に関係局間
かんけいきょくかん

の連携
れんけい

・調 整
ちょうせい

機能
き の う

を充 実
じゅうじつ

させます。 

②他都市
た と し

及
およ

び神奈川
か な が わ

県
けん

との情 報
じょうほう

交換
こうかん

、連携
れんけい

を進
すす

め、施策
し さ く

展開
てんかい

の課題
か だ い

・問題
もんだい

点
てん

等
とう

の認識
にんしき

を深
ふか

めます。 

③指針
し し ん

に基
もと

づく施策
し さ く

の進行
しんこう

管理
か ん り

及
およ

び評価
ひょうか

を 行
おこな

います。 

④多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、施策
し さ く

に役立
や く だ

てるために、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の生
せい

活
かつ

と意識
い し き

に関
かん

する実態
じったい

調査
ちょうさ

を

定期的
ていきてき

に実施
じ っ し

するよう努
つと

めます。 

⑤外国人
がいこくじん

市民
し み ん

であることを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

と人権
じんけん

侵害
しんがい

の防止
ぼ う し

に向
む

けた施策
し さ く

について検討
けんとう

します。 

(２)関係
かんけい

機関
き か ん

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

 

①市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体等
だんたいとう

との連携
れんけい

のあり方
かた

を検討
けんとう

します。 

(３)国
くに

等
とう

への 働
はたら

きかけ 

①外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

の生活
せいかつ

に関
かか

わる法
ほう

や制度
せ い ど

の改善
かいぜん

を国
くに

・神奈川県
か な が わ け ん

へ要望
ようぼう

します。 

(４)家庭
か て い

へのサポート
さ ぽ ー と

 

①外国
がいこく

人
じん

保護者
ほ ご し ゃ

の 状 況
じょうきょう

に配慮
はいりょ

した情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

や支援
し え ん

に努
つと

めます。 

②母語
ぼ ご

・母
ぼ

文化
ぶ ん か

の重 要 性
じゅうようせい

を理解
り か い

・尊 重
そんちょう

し合
あ

えるよう、家庭
か て い

との連携
れんけい

に努
つと

めます。 

３ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が主体的
しゅたいてき

に市政
し せ い

参加
さ ん か

できる環 境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

めるとともに、地域
ち い き

社会
しゃかい

の構成員
こうせいいん

として、自己
じ こ

の

能 力
のうりょく

を十 分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

しながら様々
さまざま

な活動
かつどう

に参加
さ ん か

できるよう施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

(１)市政
し せ い

参加
さ ん か

 

①外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

代 表 者
だいひょうしゃ

会議
か い ぎ

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

り、外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

の意見
い け ん

の施策
し さ く

反映
はんえい

に努
つと

めます。 

②市
し

の審議会
しんぎかい

や区民
くみん

会議
かいぎ

等
とう

で、外国人
がいこくじん

市民
しみん

委員
いいん

の参加
さんか

を積 極的
せっきょくてき

に進
すす

めるとともに参加
さんか

しやすい環 境
かんきょう

づくりに努
つと

めます。 

③住 民
じゅうみん

投 票
とうひょう

制度
せ い ど

の運用
うんよう

にあたっては、外国人市民
がいこくじんしみん

が参加
さ ん か

しやすい環 境
かんきょう

づくりに努
つと

めます。 

④地方
ち ほ う

参政権
さんせいけん

の実現
じつげん

については、他
た

の自治体
じ ち た い

と連携
れんけい

しながら国
くに

に 働
はたら

きかけることを検討
けんとう

します。 

(２)地域
ち い き

における外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

等
とう

の活動
かつどう

 

①町 内
ちょうない

会
かい

・自治会
じ ち か い

、ＰＴＡ等
とう

に対
たい

して、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

をその構成員
こうせいいん

として認
みと

め、相互
そ う ご

理解
り か い

や交 流
こうりゅう

を進
すす

めるよう啓発
けいはつ

に

努
つと

めます。 

②外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

、支援
し え ん

グループ
ぐ る ー ぷ

等
とう

が活動
かつどう

しやすい環 境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

めます。 

４ 共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

 

すべての市民
し み ん

が違
ちが

いを認
みと

め合
あ

い共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

をつくるため、市民
し み ん

、行 政
ぎょうせい

、事業者
じぎょうしゃ

それぞれに対
たい

して意識
い し き

啓発
けいはつ

を進
すす

めるとともに、内外
ないがい

に開
ひら

かれた地域
ち い き

社会
しゃかい

づくりを促進
そくしん

します。 

(１)市民
し み ん

への意識
い し き

啓発
けいはつ

 

①国
こく

籍
せき

、民族
みんぞく

、文化
ぶ ん か

の違
ちが

いを越
こ

えて、すべての人
ひと

が互
たが

いを認
みと

め合
あ

い差別
さ べ つ

をなくすよう啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

②市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

等
とう

に対
たい

し、多文
た ぶ ん

化
か

共 生
きょうせい

の 考
かんが

え方
かた

についての広報
こうほう

・啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

③文化芸術活動
ぶんかげいじゅつかつどう

を通
つう

じて市民
し み ん

が多様
た よ う

な文化
ぶ ん か

を理解
り か い

し、尊 重
そんちょう

しあうことができるよう、地域
ち い き

などでの文化交流
ぶんかこうりゅう

の促進
そくしん

に努
つと

めます。 

(２)市職員
ししょくいん

等
とう

の意識
い し き

改革
かいかく

 

①人権
じんけん

意識
い し き

や多文
た ぶ ん

化
か

共 生
きょうせい

意識
い し き

を啓発
けいはつ

するため、市
し

職 員
しょくいん

及
およ

び教 職 員
きょうしょくいん

に対
たい

する研 修
けんしゅう

等
とう

を充 実
じゅうじつ

させます。 

②外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

の存在
そんざい

を十 分
じゅうぶん

に認識
にんしき

しながら業務
ぎょうむ

を 行
おこな

っていくよう、市
し

職 員
しょくいん

の意識
い し き

啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 



(３)市
し

職 員
しょくいん

の採用
さいよう

 

①市
し

職 員
しょくいん

の採用
さいよう

や任用
にんよう

のあり方
かた

については、他
た

の自治体
じ ち た い

と連携
れんけい

しながら検討
けんとう

していきます。 

②多文化共生社会
たぶんかきょうせいしゃかい

の形成
けいせい

に向
む

け、非常勤
ひじょうきん

嘱 託 員
しょくたくいん

や臨時
り ん じ

的
てき

任用
にんよう

職
しょく

員
いん

についても外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

の採用
さいよう

に努
つと

めます。 

(４)事業者
じぎょうしゃ

への啓発
けいはつ

 

①事業者
じぎょうしゃ

が外国人
がいこくじん

の 就 職
しゅうしょく

や労働条件
ろうどうじょうけん

において差別
さ べ つ

をせず、適正
てきせい

な雇用
こ よ う

が 行
おこな

われるよう広報啓発
こうほうけいはつ

に努
つと

めます。 

②従 業 員
じゅうぎょういん

に人権
じんけん

意識
い し き

や多文
た ぶ ん

化
か

共 生
きょうせい

意識
い し き

を啓発
けいはつ

するよう、事業者
じぎょうしゃ

に 働
はたら

きかけます。 

③意識
い し き

啓発
けいはつ

のための事業所
じぎょうしょ

内
ない

研 修
けんしゅう

の支援
し え ん

に努
つと

めます。 

(５)国際
こくさい

交 流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

の活用
かつよう

 

①国際
こくさい

交 流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

の利用
り よ う

の促進
そくしん

と、多文
た ぶ ん

化
か

共 生
きょうせい

に向
む

けた事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

②公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

川崎市
かわさきし

国 際交 流協会
こくさいこうりゅうきょうかい

が 行
おこな

う相談
そうだん

事業
じぎょう

や翻訳
ほんやく

、通訳
つうやく

サービス
さ ー び す

の拡 充
かくじゅう

に向
む

け支援
し え ん

します。 

③公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

川崎市
かわさきし

国 際交 流協会
こくさいこうりゅうきょうかい

と連携
れんけい

し、国際
こくさい

交 流
こうりゅう

・協 力
きょうりょく

を目的
もくてき

とする市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

等
とう

の活動
かつどう

を支援
し え ん

し、

市民
し み ん

主体
しゅたい

の国際
こくさい

交 流
こうりゅう

・ 協 力
きょうりょく

を促進
そくしん

します。 

④公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

川崎市
かわさきし

国 際交 流協会
こくさいこうりゅうきょうかい

と連携
れんけい

し、修学援助
しゅうがくえんじょ

、住宅相談
じゅうたくそうだん

等
とう

外国人
がいこくじん

留 学 生
りゅうがくせい

の支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

める

とともに、市民
し み ん

との交 流
こうりゅう

を促進
そくしん

します。 

５ 施策
し さ く

の推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

に関
かか

わる施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

するため、行 政
ぎょうせい

内部
な い ぶ

で連携
れんけい

・調 整
ちょうせい

機能
き の う

を充 実
じゅうじつ

させるとともに、

市民
し み ん

、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

及
およ

び国
くに

等
とう

への制度
せ い ど

改善
かいぜん

等
とう

の 働
はたら

きかけを 行
おこな

います。 

(１)行 政
ぎょうせい

組織
そ し き

の充 実
じゅうじつ

 

①施策
し さ く

推進
すいしん

のため、全
ぜん

庁
ちょう

的
てき

な会議等
かいぎとう

を中 心
ちゅうしん

に関係局間
かんけいきょくかん

の連携
れんけい

・調 整
ちょうせい

機能
き の う

を充 実
じゅうじつ

させます。 

②他都市
た と し

及
およ

び神奈川
か な が わ

県
けん

との情 報
じょうほう

交換
こうかん

、連携
れんけい

を進
すす

め、施策
し さ く

展開
てんかい

の課題
か だ い

・問題
もんだい

点
てん

等
とう

の認識
にんしき

を深
ふか

めます。 

③指針
し し ん

に基
もと

づく施策
し さ く

の進行
しんこう

管理
か ん り

及
およ

び評価
ひょうか

を 行
おこな

います。 

④多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、施策
し さ く

に役立
や く だ

てるために、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の生
せい

活
かつ

と意識
い し き

に関
かん

する実態
じったい

調査
ちょうさ

を

定期的
ていきてき

に実施
じ っ し

するよう努
つと

めます。 

⑤外国人
がいこくじん

市民
し み ん

であることを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

と人権
じんけん

侵害
しんがい

の防止
ぼ う し

に向
む

けた施策
し さ く

について検討
けんとう

します。 

(２)関係
かんけい

機関
き か ん

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

 

①市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体等
だんたいとう

との連携
れんけい

のあり方
かた

を検討
けんとう

します。 

(３)国
くに

等
とう

への 働
はたら

きかけ 

①外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

の生活
せいかつ

に関
かか

わる法
ほう

や制度
せ い ど

の改善
かいぜん

を国
くに

・神奈川県
か な が わ け ん

へ要望
ようぼう

します。 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 行 政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の充 実
じゅうじつ

 

(1)行 政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の提 供
ていきょう

 (5)福祉
ふ く し

 

(2)情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

・相談
そうだん

窓口
まどぐち

 (6)住 宅
じゅうたく

 

(3)年金
ねんきん

制度
せい  ど

       (7)防災
ぼうさい

 

(4)保健
ほ け ん

・医療
いりょう

         

２ 多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

(1)就 学
しゅうがく

の保障
ほしょう

と学 習
がくしゅう

支援
し え ん

 

(2)違
ちが

いを認
みと

め合
あ

う教 育
きょういく

 

(3)地域
ち い き

における学 習
がくしゅう

支援
し え ん

 

(4)家庭
か て い

へのサポート
さ ぽ ー と

 

３ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

(1)市政
し せ い

参加
さ ん か

 

(2)地域
ち い き

における外国人
がいこくじん

市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

等
とう

の活動
かつどう

 

 

４ 共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

 
し み ん い し き

(1)市民への意識啓発
けいはつ

  (5)国際
こくさい

交 流
こうりゅう

セン
せ ん

等
し しょくいんとう い し き

(2)市職 員 の意識改革
かいかく

  ター
た ー

の活用
かつよう

 

(3)市
し

職 員
しょくいん

の採用
さいよう

 

(4)事業者
じぎょうしゃ

への啓発
けいはつ

 

５ 施策
し さ く

の推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

(1)行 政
ぎょうせい

組織
そ し き

の充 実
じゅうじつ

 

(2)関係
かんけい

機関
き か ん

・ボランティア団体等との連携
ぼ ら ん て ぃ あ だんたいとう れんけい

 

 (3)国
くに

等
とう

への 働
はたら

きかけ      

 

① 人権
じんけん

の尊重
そんちょう

 
 

人権
じんけん

に関
かん

する国際
こくさい

原則
げんそく

等
とう

を踏
ふ

まえ、異
こと

なる文化
ぶ ん か

的
てき

背景
はいけい

をもつ

市民
し み ん

が差別
さ べ つ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

を受
う

ける

ことがないよう、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に関
かか

わる施策
し さ く

等
とう

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

② 社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

 

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が、個人
こ じ ん

として本来
ほんらい

もっている豊
ゆた

かな能 力
のうりょく

を発揮
は っ き

し

て 、 市民
し み ん

と し て 様々
さまざま

な 活動
かつどう

に

主体的
しゅたいてき

に参加
さ ん か

し、共
とも

にまちづくり

を担
にな

うことができるよう、地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

の促進
そくしん

に努
つと

め
  

ます。 

③ 自立
じ り つ

に向
む

けた支援
し え ん

 

 

日本語
に ほ ん ご

の理解力
りかいりょく

や文化
ぶ ん か

の違い
ち が  

などにより生活
せいかつ

に支障
ししょう

をきたし

て い る 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が 、 文化的
ぶ ん か て き

アイデ
あ い で

ンテ
ん て

ィティ
ぃ て ぃ

を保
ほ

持
じ

しなが

ら主体的
しゅたいてき

に地域
ち い き

社会
しゃかい

に関
かか

わるこ

とができるよう、自立
じ り つ

に向
む

けた

支援
し え ん

に努
つと

めます。 

＜ 重 点
じゅうてん

課題
か だ い

 ＞

１ 情 報
じょうほう

の多言語化
た げ ん ご か

と通訳
つうやく

体制
たいせい

の拡 充
かくじゅう

    ３ 施策
し さ く

推進
すいしん

の地域
ち い き

拠点
きょてん

づくり 

２ 日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

支援
し え ん

の拡 充
かくじゅう

         ４ 差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

施策
し さ く

の検討
けんとう

    

＜ 基本
き ほ ん

目標
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

かさとして生
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

をめざします。 

 

＜ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 ＞ ＜ 施策
し さ く

推進
すいしん

の基本
き ほ ん

方向
ほうこう

 ＞

川
かわ さ き し

崎市多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生社
しゃかい

会推
すいしん

進指
し し ん

針



 社会
しゃかい

経済
けいざい

状 況
じょうきょう

の変化
へ ん か

などによるグローバル化
ぐ ろ ー ば る か

が進展
しんてん

する中
なか

、様々
さまざま

な国
くに

・地域
ち い き

から多
おお

く

の人々
ひとびと

が来日
らいにち

し、地域
ち い き

で生活
せいかつ

する外国人
がいこくじん

市民
し み ん

はより身近
み ぢ か

なものとなっています。 

本市
ほ ん し

では、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

かさとして生
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

に向
む

け、2005（平成
へいせい

17）年
ねん

に、全国
ぜんこく

に先駆
さ き が

けて「川崎
かわさき

市
し

多
た

文化
ぶ ん か

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

指針
し し ん

」

を策定
さくてい

（2008（平成
へいせい

20）年
ねん

改定
かいてい

）し、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に関
かか

わる施策
し さ く

等
とう

を体系的
たいけいてき

かつ総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

してきました。このたび、新
しん

在 留
ざいりゅう

管理
か ん り

制度
せ い ど

の開始
か い し

など外国人
がいこくじん

市民
し み ん

を取
と

り巻
ま

く環 境
かんきょう

の変化
へ ん か

や新
あら

たな課題
か だ い

に対応
たいおう

するため、２度目
ど め

の改定
かいてい

を 行
おこな

いました。 

改定
かいてい

にあたっては、これまでの構成
こうせい

を基本
き ほ ん

とし、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

に向
む

けて個別
こ べ つ

施策
し さ く

を推進
すいしん

する際
さい

の新
あら

たな視点
し て ん

として「重 点
じゅうてん

課題
か だ い

」を設
もう

け、すべての年齢層
ねんれいそう

を対 象
たいしょう

と

した施策
し さ く

という包括的
ほうかつてき

観点
かんてん

の必要性
ひつようせい

や、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

意識
い し き

実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

などにより明確
めいかく

になった課題
か だ い

などを考慮
こうりょ

して、施策
し さ く

全体
ぜんたい

に関
かか

わる課題
か だ い

を掲
かか

げるとともに、各施策
かくしさく

の具体的
ぐたいてき

推進
すいしん

内容
ないよう

の見直
み な お

しを 行
おこな

いました。 

 

 

 

 

「川崎市
か わ さ き し

多文化共生社会推進指針
たぶんかきょうせいしゃかいすいしんししん

—共
とも

に生きる
い   

地域
ち い き

社会
しゃかい

をめざして—」は、市
し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

に掲載
けいさい

しているほか、かわさき情 報
じょうほう

プラザ
ぷ ら ざ

や各区
か く く

の市政
し せ い

資料
しりょう

コーナー
こ ー な ー

、各区
か く く

図書館
と し ょ か ん

等
とう

で閲覧
えつらん

できます。 

http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000040959.html 

「川崎市
かわさきし

多文化共生社会推進指針
たぶんかきょうせいしゃかいすいしんししん

―共
とも

に生きる
い   

地域
ちいき

社会
しゃかい

をめざして—」（概要版
がいようばん

） 

2015（平成
へいせい

27）年
ねん

10月
がつ

 改定
かいてい

 

川崎市
かわさきし

 市民
しみん

・こども 局
きょく

 人権
じんけん

･男女
だんじょ

共 同
きょうどう

参画室
さんかくしつ

 

〒210-8577 川崎市
かわさきし

川崎区
かわさきく

宮 本 町
みやもとちょう

１番地
ばんち

 

Tel 044(200)2359   Fax 044(200)3914   e-mail 25gaikok@city.kawasaki.jp 

 

川
かわ さ き し

崎市多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生社
しゃかい

会推
すいしん

進指
し し ん

針について


