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はじめに 

 

平成
へいせい

24年
ねん

9月
がつ

7
な

日
のか

、新宿区
しんじゅくく

における多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

のまちづくりを総合的
そうごうてき

かつ効果的
こう かてき

に推進
すいしん

するため、

区長
くちょう

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

として「新宿区
しんじゅくく

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

まちづくり会議
か い ぎ

」が発足
ほっそく

しました。 

同会議
どう かいぎ

の委員
い い ん

として委嘱
いしょく

された私 た ち
わたし     

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

活動
かつどう

団体
だんたい

や地域
ち い き

団体
だんたい

の構成員
こうせいいん

、公募
こ う ぼ

による

区民
く み ん

及び
およ  

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

からなる総勢
そうぜい

31名
めい

のメンバーは、同日
どうじつ

、区長
くちょう

より、「外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

の教育
きょういく

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

について」及び
およ  

「災害
さいがい

時
じ

における外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の仕組みづくり
し く     

について」諮問
し も ん

を

受け
う  

、審議
し ん ぎ

を開始
か い し

しました。 

諮問
し も ん

を受けた
う   

項目
こうもく

別
べつ

に設置
せ っ ち

した２つの専門
せんもん

部会
ぶ か い

では、主
おも

に、子ども
こ   

たちが置かれて
お    

いる実態
じったい

の

把握
は あ く

と教育
きょういく

の現状
げんじょう

、及び
およ  

災害
さいがい

対策
たいさく

といった区
く

の既存
き ぞ ん

施策
し さ く

の検証
けんしょう

に十分
じゅうぶん

な時間
じ か ん

を割き
さ  

、子ども
こ   

た

ちが安心
あんしん

して学べる
まな    

環境
かんきょう

とはどのようなものか、災害
さいがい

への備え
そな  

として緊急
きんきゅう

かつ重要性
じゅうようせい

の高い
た か  

課題
か だ い

はどこにあるか、今
いま

、区
く

に求める
もと    

べき具体的
ぐた いてき

な施策
し さ く

は何
なに

か、について丁寧
ていねい

に議論
ぎ ろ ん

を重ねて
かさ    

きました。 

このたび、2年間
ねんかん

（全体
ぜんたい

会議
か い ぎ

4回
かい

、専門
せんもん

部会
ぶ か い

各
かく

7回
かい

、計18回
けい  かい

）の審議
し ん ぎ

を経た
へ  

両部会
りょうぶかい

からの提言
ていげん

をま

とめ、会議
か い ぎ

の答申
とうしん

として提出
ていしゅつ

します。 

会議
か い ぎ

を通して
とお    

委員
い い ん

から多く
おお  

聞かれた
き    

のは、地域
ち い き

でともに暮らす
く   

外国人
がいこくじん

が一方的
いっぽうてき

に支援
し え ん

される側
がわ

に

あるのではなく、彼ら
か れ  

の子ども
こ   

たちは、日本
に ほ ん

と外国
がいこく

を結ぶ
む す  

架け橋
か   はし

となりうる存在
そんざい

として健やか
すこ    

に

育ち
そだ  

、まちの活力
かつりょく

となっていってほしい、災害
さいがい

時
じ

には、外国人
がいこくじん

自ら
みずか  

も支援
し え ん

する側
がわ

の役割
やくわり

を担える
にな    

よ

うになってほしい、そんな「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

のまち」の担い手
にな   て

となることへの強い
つ よ  

願い
ね が  

でした。 

新宿区
しんじゅくく

が、全国
ぜんこく

でも有数
ゆうすう

の外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が多い
お お  

自治体
じ ち た い

として、これまで地道
じ み ち

に積み上げて
つ  あ   

きた実績
じっせき

は十分
じゅうぶん

評価
ひょうか

に値する
あたい    

と考えます
かんが      

。また、今後
こ ん ご

進められる
す す       

施策
し さ く

が、先駆的
せん くてき

な取り組み
と  く  

として全国
ぜんこく

の

自治体
じ ち た い

からさらに注目
ちゅうもく

を浴びる
あ   

であろうことも想像
そうぞう

に難く
か た  

ありません。 

新宿区
しんじゅくく

においては、この答申
とうしん

の趣旨
し ゅ し

を踏まえ
ふ   

、自治
じ ち

基本
き ほ ん

条例
じょうれい

に掲げた
かか    

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

向け
む  

、全国
ぜんこく

の模範
も は ん

となるよう積極的
せっきょくてき

に取り組んで
と  く   

いくとともに、そこから得た
え  

経験
けいけん

を広く
ひ ろ  

発信
はっしん

して

いくことを強く
つよ  

期待
き た い

します。 
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第１章
だい しょう

 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

のまちづくり 

 

１ 新宿区
しんじゅくく

の外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

 

（1）新宿
しんじゅく

区民
く み ん

の 10人
にん

に1
ひ

人
とり

が外国人
がいこくじん

 

 新宿区
しんじゅくく

の外国人
がいこくじん

人口
じんこう

は、平成
へいせい

26年
ねん

8月
がつ

1
つい

日
たち

現在
げんざい

35,274人
にん

で総人口
そうじんこう

326,868人
にん

に対し
た い  

10.8％。 

図
ず

1 新宿区
しんじゅくく

における外国人
がいこくじん

人口
じんこう

及び
お よ  

外国人
がいこくじん

比率
ひ り つ

の推移
す い い

（各年
かくねん

1月
がつ

1
つい

日
たち

現在
げんざい

） 

 

     

（2）120を超える
こ   

多様
た よ う

な国籍
こくせき

、約
やく

9
 

割
わり

がアジアから 

 

図
ず

2 新宿区
しんじゅくく

における外国人
がいこくじん

人口
じんこう

の国籍
こくせき

別
べつ

割合
わりあい

（平成
へいせい

26年
ねん

8月
がつ

1
つい

日
たち

現在
げんざい

）
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2013
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2014
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中国                  

13,075  

37.1% 

韓国又は朝鮮 

10,878  

30.8% 
ベトナム 

2,187  

6.2% 

ネパール 

1,937  

5.5% 

ミャンマー 

1,183  

3.4% 

米国                  

974  

2.8% 

フランス 

699  

2.0% 

タイ                  

679  

1.9% 
その他 

3,662  

10.4% 

  外
がい

国
こく

人
じん

総
そう

数
すう

 

   35,274人
にん

 

注
ちゅう

：外国人
がいこくじん

人口
じんこう

は、2012年
ねん

までは外国人
がいこくじん

登録
とうろく

、2013年
ねん

以降
い こ う

は住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

による 

にん 

ねん 

た 

ちゅうごく 

べいこく 

かんこくまた ちょうせん 
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（3）ニューカマーが多く
お お  

、11,000人
にん

を超える
こ   

留学生
りゅうがくせい

 

・1983年
ねん

に発表
はっぴょう

された「留学生
りゅうがくせい

受け入れ
う  い  

10万人
まんにん

計画
けいかく

」を背景
はいけい

として新宿
しんじゅく

区内
く な い

に専門
せんもん

学校
がっこう

や日本語
に ほ ん ご

学
がっ

校
こう

が林立
りんりつ

し、留学生
りゅうがくせい

を受け入れる
う  い  

磁場
じ ば

となったことが考えられる
かんが       

。 

・留学生
りゅうがくせい

として来日
らいにち

し、学校
がっこう

を卒業
そつぎょう

した後
あと

も日本
に ほ ん

で就 職
しゅうしょく

あるいは起業
きぎょう

し、定住
ていじゅう

した人
ひと

たちも尐なく
すく    

ない。 

図
ず

3 新宿区
しんじゅくく

における外国人
がいこくじん

人口
じんこう

の在留
ざいりゅう

資格
し か く

別
べつ

割合
わりあい

（平成
へいせい

26年
ねん

8月
がつ

1
つい

日
たち

現在
げんざい

） 

 

 

（4）流動性
りゅうどうせい

の高い
た か  

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

 

 ・住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

における平成
へいせい

25年度
ね ん ど

1年間
ねんかん

の外国人
がいこくじん

人口
じんこう

の増
ぞう

は 15,311人
にん

、減
げん

は 14,023人
にん

。 

・1年間
ねんかん

で新宿区
しんじゅくく

の外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

のおよそ 4割
わり

が移動
い ど う

している。 

・要因
よういん

の一つ
ひ と つ

には留学生
りゅうがくせい

が多い
お お  

ためと考えられる
かんが         

。 

 

  

特別永住者 

1,544  

4.4% 

家族滞在 

4,015  

11.4% 

留学 

11,601  

32.9% 

日本人の配偶者等 

1,403  

4.0% 定住者 

1,529  

4.3% 
永住者の配偶者 

328  

0.9% 

その他 

150 

0.4% 

特定活動 

1,205  

3.4% 

永住者 

6,178  

17.5% 

人文知識.国際業務 

3,143  

8.9% 

投資・経営 

926  

2.6% 

企業内転勤 

453  

1.3% 

教授 

123  

0.3% 

芸術 

8  

0.0% 

興行 

23  

0.1% 

宗教 

283  

0.8% 

報道 

14  

0.0% 
技能 

1,243  

3.5% 

技術 

984  

2.8% 
法律・会計業務 

7  

0.0% 
医療 

7  

0.0% 

研究 

19  

0.1% 
教育 

88  

0.2% 

  外
がい

国
こく

人
じん

総
そう

数
すう

 

   35,274人
にん

 

ほうりつ  かいけいぎょうむ 

いりょう 

けんきゅう 

きょういく 

とくべつえいじゅうしゃ 

かぞくたいざい 

りゅうがく 

にほんじん  はいぐうしゃとう 

ていじゅうしゃ 

えいじゅうしゃ はいぐうしゃ 

た 

とくていかつどう 

えいじゅうしゃ じんぶんちしき  こくさいぎょうむ 

とうし   けいえい 

きぎょうないてんきん 

きょうじゅ げいじゅつ 

こうぎょう 

しゅうきょう 

ほうどう 

ぎのう 

ぎじゅつ 
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２ 新宿区
しんじゅくく

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

 

 外国人
がいこくじん

が多く
お お  

暮らす
く   

ことで、経済
けいざい

活動
かつどう

が活発
かっぱつ

に行われ
おこな    

、多様
た よ う

な文化
ぶ ん か

交流
こうりゅう

が行われる
おこな      

一方
いっぽう

で、地域
ち い き

で

は様々
さまざま

な課題
か だ い

が生じて
しょう    

いる。新宿区
しんじゅくく

ではこれまで主
おも

に、以下
い か

のような施策
し さ く

に力
ちから

を入れて
い   

いる。 
 

（1）しんじゅく多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザを軸
じく

としたネットワークの構築
こうちく

 

 ① 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

連絡会
れんらくかい

の開催
かいさい

 

 ② 国際
こくさい

交流
こうりゅう

サロン 
 

（2）コミュニケーション不足
ぶ そ く

を補う
おぎな  

ための日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

 

 ① 新宿区
しんじゅくく

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

（10か所
か し ょ

12教室
きょうしつ

） 

 ② しんじゅく多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザ日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

コーナー 

 ③ 区立
く り つ

学校
がっこう

、幼稚園
よう ちえん

、こども園
えん

、保育
ほ い く

園
えん

での日本語
に ほ ん ご

サポート 

 ④ 子ども
こ   

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

 
 

（3）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

と相談
そうだん

窓口
まどぐち

の運営
うんえい

 

 ① 本
ほん

庁
ちょう

舎
しゃ

１階
かい

外
がい

国
こく

人
じん

相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

 英
えい

語
ご

、韓
かん

国
こく

語
ご

、中
ちゅう

国
ごく

語
ご

 

 ② しんじゅく多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザ外国人
がいこくじん

相談
そうだん

コーナー  

英語
え い ご

、韓国語
かん こくご

、中国語
ちゅうごくご

、ミャンマー語
     ご

、タイ語
  ご

、ネパール語
    ご

 

 ③ 外国語
がい こくご

広報紙
こうほうかみ

、外国語
がい こくご

ホームページ 

 ④ 新宿
しんじゅく

生活
せいかつ

スタートブック 

 ⑤ 生活
せいかつ

情報紙
じょうほうし

（10種類
しゅるい

） 
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第
だい

Ⅱ部
 ぶ

 部会
ぶ か い

における中間
ちゅうかん

のまとめ 
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この後
    あと

に記載
き さ い

する第 2章
だい しょう

及び
およ  

第 3章
だい しょう

は、平成
へいせい

25年
ねん

12月
がつ

26日
にち

に、それまで 2
ふた

つの専門
せんもん

部会
ぶ か い

で行 っ て
おこな     

き

た審議
し ん ぎ

の内容
ないよう

を整理
せ い り

し「中間
ちゅうかん

のまとめ」として報告
ほうこく

したものである。 

両部会
りょうぶかい

における課題
か だ い

のとらえ方
      かた

、施策
せ さ く

の方向性
ほうこうせい

の検討
けんとう

など、部会
ぶ か い

での審議
し ん ぎ

過程
か て い

を着実
ちゃくじつ

に反映
はんえい

したも

のと考え
かんが 

、あらためてここに章
しょう

を立てて
た   

示す
しめ  

。 

なお、取り上げた
と  あ   

数値
す う ち

等
とう

は作成
さくせい

時点
じ て ん

の数値
す う ち

をそのまま掲載
けいさい

する。 

 

 

第２章
だい しょう

 「外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

の教育
きょういく

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

」部会
ぶ か い

 

 

１ 外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

の現状
げんじょう

 
 

（1）新宿区
しんじゅくく

の外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

たち 

新宿区
しんじゅくく

の 6歳
さい

から 14歳
さい

の学齢期
がく れいき

の子ども
こ   

の人口
じんこう

は平成
へいせい

25年
ねん

4月
がつ

1
つい

日
たち

現在
げんざい

15,170人
にん

で、そのうち外
がい

国籍
こくせき

の人口
じんこう

は 1,513人
にん

、約
やく

10％で、新宿区
しんじゅくく

の人口
じんこう

に占める
し   

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の割合
わりあい

とほぼ同じ
おな  

となっている。一方
いっぽう

、

区立
く り つ

の小中学校
しょうちゅうがっこう

に在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

生徒
せ い と

は 10,949人
にん

で、そのうち外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

は 476人
にん

となっている

（学校
がっこう

基本
き ほ ん

調査
ちょうさ

から）。 

区立
く り つ

学校
がっこう

に在籍
ざいせき

していない子ども
こ   

たちは、主
おも

に私立
し り つ

や国立
こくりつ

の小中学校
しょうちゅうがっこう

、民族
みんぞく

学校
がっこう

やインターナショ

ナルスクール等
とう

の外国人
がいこくじん

学校
がっこう

に通う
かよ  

ほか、就学
しゅうがく

の機会
き か い

を逸して
いっ    

いることも考えられる
かんが       

。 

新宿区
しんじゅくく

が平成
へいせい

23年度
ね ん ど

に行った
おこな    

「外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

の実態
じったい

調査
ちょうさ

」（以下
い か

、「実態
じったい

調査
ちょうさ

」※注
ちゅう

）

では「両親
りょうしん

、あるいは両親
りょうしん

のどちらかが外
がい

国籍
こくせき

の子ども
こ   

（日本
に ほ ん

籍
せき

の子ども
こ   

を含む
ふく  

）。」を「外国
がいこく

にルー

ツを持つ
も  

子ども
こ   

」と定義
て い ぎ

している。国際
こくさい

結婚
けっこん

の両親
りょうしん

を持つ
も  

子ども
こ   

の数
かず

も増えて
ふ   

おり、日本
に ほ ん

国籍
こくせき

を

持ちながら
も     

外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

たちへの配慮
はいりょ

も重要
じゅうよう

となっている。 
 

（2）実態
じったい

調査
ちょうさ

で整理
せ い り

された課題
か だ い

 

  平成
へいせい

23年度
ね ん ど

の実態
じったい

調査
ちょうさ

では次
じ

頁
ぺーじ

のように 5
いつ

つの課題
か だ い

に整理
せ い り

されている。実態
じったい

調査後
ちょ うさご

、日本語
に ほ ん ご

サポー

トの時間数
じか んすう

の拡充
かくじゅう

や、新宿
しんじゅく

中学校
ちゅうがっこう

への日本語
に ほ ん ご

学級
がっきゅう

の設置
せ っ ち

が実現
じつげん

した。また、不就学
ふしゅうがく

への対応
たいおう

として

就学
しゅうがく

案内
あんない

の言
げん

語数
ご す う

を増やし
ふ   

、これまで日本人
にほ んじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

のみ行われて
おこな     

いた進路
し ん ろ

予定先
よて いさき

調査
ちょうさ

を行う
おこな  

ように

なっている。こうしたことも念頭
ねんとう

に議論
ぎ ろ ん

の素材
そ ざ い

とした。 
 

（3）子ども
こ   

たちの将来
しょうらい

に向けて
む   

～目指す
め ざ  

姿
すがた

～ 

  外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

たちは、将来
しょうらい

、日本
に ほ ん

と外国
がいこく

とを結ぶ
む す  

架け橋
か   はし

となりうる存在
そんざい

である。子ども
こ   

たちが、日本
に ほ ん

と母国
ぼ こ く

の文化
ぶ ん か

の両方
りょうほう

を受け継ぎ
う  つ  

、将来
しょうらい

に向けた
む   

夢
ゆめ

を持ちながら
も     

育って
そだ    

いく環境
かんきょう

を

整える
ととの    

ために、当部会
とう ぶかい

ではどのような教育
きょういく

環境
かんきょう

がこうした子ども
こ   

たちに必要
ひつよう

なのかについて、新宿区
しんじゅくく

の施策
し さ く

を検証
けんしょう

し、課題
か だ い

を整理
せ い り

した上
うえ

で今後
こ ん ご

の取組み
と り く  

の方向性
ほうこうせい

について議論
ぎ ろ ん

を行って
おこな    

きた。 

   

 

 

 

 

注
ちゅう

）実態
じったい

調査
ちょうさ

は、外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

の家庭
か て い

1,477世帯
せ た い

を対象
たいしょう

に保護者
ほ ご し ゃ

及び
およ  

子ども
こ   

にアンケート調査
ちょうさ

を行い
おこな  

、

さらにインタビュー調査
ちょうさ

に同意
ど う い

した世帯
せ た い

に対し
た い  

インタビュー調査
ちょうさ

を行った
おこな    

。また、区立
く り つ

の小中学校
しょうちゅうがっこう

の教 職 員
きょうしょくいん

（管理
か ん り

職
しょく

および一般
いっぱん

）に対して
た い   

アンケート調査
ちょうさ

を行った
おこな    

。その結果
け っ か

、保護者
ほ ご し ゃ

及び
およ  

子ども
こ   

からはそれぞれ 29.0％（394

票
ぴょう

）、29.1％（396 票
ぴょう

）、教 職 員
きょうしょくいん

からは 71.1％（514 票
ぴょう

）の回答
かいとう

を得た
え  

。 
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～外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

の実態
じったい

調査
ちょうさ

報告書
ほうこくしょ

（平成
へいせい

24年
ねん

3月
がつ

）から～ 

 

① 教科
きょうか

学習
がくしゅう

の強化
きょうか

の観点
かんてん

から、各学校
かくがっこう

の実態
じったい

に応じた
おう    

日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

体制
たいせい

 

子ども
こ   

が教科
きょうか

学習
がくしゅう

に必要
ひつよう

なレベルの日本語
に ほ ん ご

を習得
しゅうとく

するためには、編入
へんにゅう

年次
ね ん じ

や一人
ひ と り

ひとりの

習得
しゅうとく

状 況
じょうきょう

等
とう

に応じた
おう    

きめ細やか
こま    

な指導
し ど う

が重要
じゅうよう

となる。特
とく

に、高学年
こうがくねん

で編入
へんにゅう

してきた児童
じ ど う

生徒
せ い と

は、教科
きょうか

学習
がくしゅう

に必要
ひつよう

な日本語
に ほ ん ご

のレベルも高く
たか  

、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

の機会
き か い

を増やす
ふ   

など、重点的
じゅうてんてき

な支援
し え ん

が

必要
ひつよう

と考えられる
かんが        

。また、教 職 員
きょうしょくいん

からは、教科
きょうか

学習
がくしゅう

の強化
きょうか

のために、通訳
つうやく

ボランティア等
とう

によ

る授 業 中
じゅぎょうちゅう

のサポートなど入
はい

り込
こ

み指導
し ど う

に対する
たい    

支援
し え ん

を求める
もと    

声
こえ

が多く
お お  

聞かれる
き    

ほか、保護者
ほ ご し ゃ

か

らは、放課後
ほ う か ご

や夜間
や か ん

の時間帯
じか んたい

に、経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の尐ない
すく    

形
かたち

で、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

や教科
きょうか

学習
がくしゅう

の補習
ほしゅう

を

求める
もと    

声
こえ

が多く
おお  

聞かれる
き    

。 

② 日本語
に ほ ん ご

を習得
しゅうとく

していない保護者
ほ ご し ゃ

への十分
じゅうぶん

なケア 

保護者
ほ ご し ゃ

が日本語
に ほ ん ご

を十分
じゅうぶん

に習得
しゅうとく

していない場合
ば あ い

、家庭
か て い

での使用
し よ う

言語
げ ん ご

も母語
ぼ ご

であるケースが多い
おお  

。

そうした家庭
か て い

においては、保護者
ほ ご し ゃ

が子ども
こ   

の勉強
べんきょう

をみることは難しく
むずか    

、子ども
こ   

の日本語
に ほ ん ご

取得
しゅとく

や

教科
きょうか

学習
がくしゅう

に影響
えいきょう

を及ぼす
およ    

ことが懸念
け ね ん

される。また、そうした保護者
ほ ご し ゃ

は、学校
がっこう

や他
た

の保護者
ほ ご し ゃ

との

コミュニケーションも十分
じゅうぶん

に図れず
はか    

、孤立
こ り つ

を深め
ふか  

、結果的
けっ かてき

に日本
に ほ ん

の教育
きょういく

制度
せ い ど

に対する
たい    

理解
り か い

や、

子ども
こ   

の教育
きょういく

に対する
たい    

意識
い し き

までが低く
ひ く  

なるという悪循環
あくじゅんかん

に陥る
おちい  

ことが懸念
け ね ん

される。 

子ども
こ   

の日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

や教科
きょうか

学習
がくしゅう

を後押し
あ と お  

していくためにも、保護者
ほ ご し ゃ

の日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

に対する
たい    

支援
し え ん

や、保護者
ほ ご し ゃ

と学校
がっこう

との間
あいだ

のコミュニケーションの支援
し え ん

など、日本語
に ほ ん ご

を習得
しゅうとく

していない保護者
ほ ご し ゃ

への十分
じゅうぶん

なケアのあり方
   かた

が課題
か だ い

である。 

③ トータルな生活
せいかつ

支援
し え ん

の一環
いっかん

として、住まい
す   

に関する
か ん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

新宿区
しんじゅくく

における外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

の多様性
たよ うせい

は、家庭
か て い

環境
かんきょう

、経済
けいざい

環境
かんきょう

の面
めん

でもみられ、

これらの状 況
じょうきょう

によっては、子ども
こ   

が安定的
あんていてき

に学校
がっこう

に通い
かよ  

、学習
がくしゅう

を進める
すす    

こと自体
じ た い

が困難
こんなん

になっ

ている場合
ば あ い

も想定
そうてい

される。特
とく

に、住まい
す   

は、子ども
こ   

に対する
たい    

教育
きょういく

をしっかりと行って
おこな   

いく上
うえ

でも

重要
じゅうよう

な教育
きょういく

基盤
き ば ん

の１つ
ひと  

であるが、日本
に ほ ん

に来て
き  

間
ま

もない、日本語
に ほ ん ご

を習得
しゅうとく

していない保護者
ほ ご し ゃ

にとっ

て、住まい
す   

探し
さ が  

は非常
ひじょう

に難しい
むずか   

ものである。また、東京
とうきょう

都心部
と し ん ぶ

に立地
り っ ち

する新宿区
しんじゅくく

では、子ども
こ   

を

持つ
も  

世帯
せ た い

にとって、家族
か ぞ く

構成
こうせい

に適した
てき    

間取り
ま ど  

や広さ
ひ ろ  

を有する
ゆう    

民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

を見つける
み    

ことは

極めて
きわ    

難しい
むずか   

課題
か だ い

と言わざるを得ない
い     え   

。実際
じっさい

、保護者
ほ ご し ゃ

インタビュー調査
ちょうさ

からは、民間
みんかん

住宅
じゅうたく

の家賃
や ち ん

の高さ
た か  

に加え
く わ  

、居住
きょじゅう

場所
ば し ょ

の狭さ
せま  

から都営
と え い

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

を希望
き ぼ う

する意見
い け ん

が多く
おお  

聞かれた
き    

。 

こうしたことから、トータルな生活
せいかつ

支援
し え ん

の一環
いっかん

として、特
とく

に、住まい
す   

に関する
かん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

をど

のように行って
おこな    

いくかが課題
か だ い

である。 

④ 保護者向け
ほ ご し ゃ む   

の施策
し さ く

や取り組み
と  く  

に対する
たい    

認知度
に ん ち ど

の向上
こうじょう

 

新宿区
しんじゅくく

が実施
じ っ し

する保護者向け
ほ ご し ゃ む   

日本語
に ほ ん ご

サポート施策
し さ く

に対する
たい    

認知度
に ん ち ど

は全般的
ぜんぱんてき

に低い
ひく  

。 

保護者
ほ ご し ゃ

の情報
じょうほう

収 集 源
しゅうしゅうげん

は、国籍
こくせき

や民族
みんぞく

により異なる
こと    

傾向
けいこう

もみられることから、尐し
すこ  

でも多く
おお  

の

保護者
ほ ご し ゃ

が主体的
しゅたいてき

に日本語
に ほ ん ご

サポート施策
し さ く

等
とう

を選ぶ
えらぶ  

ことができる機会
き か い

を持つ
も  

ことができるような

関連
かんれん

施策
し さ く

の効果的
こう かてき

な広報
こうほう

・情報
じょうほう

発信
はっしん

が課題
か だ い

である。 

⑤ 不就学
ふしゅうがく

児童
じ ど う

の通学
つうがく

支援
し え ん

に向けた
む   

対応
たいおう

 

本調査
ほんちょうさ

においても不就学
ふしゅうがく

児童
じ ど う

の把握
は あ く

に努めた
つと    

が、結果的
けっ かてき

には全容
ぜんよう

を把握
は あ く

することは困難
こんなん

であっ

た。不就学
ふしゅうがく

は、学校
がっこう

制度
せ い ど

に不案内
ふあ んない

や家族
か ぞ く

で日本語
に ほ ん ご

を話せる
はな    

人
ひと

がいない等
など

、日本語
に ほ ん ご

による課題
か だ い

に加え
くわ  

、

入学
にゅうがく

準備
じゅんび

ができないといった金銭的
きんせんてき

な課題
か だ い

など様々
さまざま

な理由
り ゆ う

がある。これらの様々
さまざま

な課題
か だ い

に

答えられる
こた       

ように、ケースに応じた
おう    

支援
し え ん

のあり方
    かた

が課題
か だ い

である。 
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２ 日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

及び
およ  

教科
きょうか

指導
し ど う

の体制
たいせい

強化
きょうか

 
 

（1）区
く

の施策
し さ く

 

 

（2）課題
か だ い

 

日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

の専門性
せんもんせい

 

○日本
  にほん

で生まれた
う    

子ども
こ   

や小学校
しょうがっこう

低学年
ていがくねん

までに来日
らいにち

した子ども
こ   

たちは、日本語
に ほ ん ご

での会話
か い わ

は流 暢
りゅうちょう

だ

施策
し さ く

 概
がい

     要
よう

 

日本語
に ほ ん ご

学級
がっきゅう

 
・大久保

お お く ぼ

小学校
しょうがっこう

2クラス 

・新宿
しんじゅく

中学校
ちゅうがっこう

（平成
へいせい

25年度
ね ん ど

から） 

日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

担当
たんとう

教員
きょういん

の配置
は い ち

 

・小学校
しょうがっこう

5校
こう

 

・中学校
ちゅうがっこう

2校
こう

 

日本語指導推進委員会
に ほ ん ご し ど う す い し ん い い ん か い

 平成
へいせい

25年度
ね ん ど

から設置
せ っ ち

 

初期
し ょ き

集 中
しゅうちゅう

指導
し ど う

 

※平成
へいせい

25年度
ね ん ど

から新宿
しんじゅく

中学校
ちゅうがっこう

に分室
ぶんしつ

増設
ぞうせつ

 

【内容
ないよう

】児童
じ ど う

生徒
せ い と

が教育
きょういく

センターまたは分室
ぶんしつ

（牛込
うしごめ

仲之
な か の

小学校
しょうがっこう

、新宿
しんじゅく

中学
ちゅうがっ

校内
こうない

）

に通所
つうしょ

し、日本語
に ほ ん ご

指導員
しどういん

より母語
ぼ ご

を使って
つか    

日本語
に ほ ん ご

の初期
し ょ き

指導
し ど う

を受ける
う   

。 

【対象
たいしょう

】主
おも

に中国語
ちゅうごくご

及び
およ  

韓国語
かんこくご

を母語
ぼ ご

とする転
てん

（編
へん

）入学
にゅうがく

してきた児童
じ ど う

生徒
せ い と

で、

日本語
に ほ ん ご

の初期
し ょ き

指導
し ど う

が必要
ひつよう

なもの。 

【時数
じ す う

】1日
にち

3時間
じ か ん

（午前中
ごぜんちゅう

）を基本
き ほ ん

として、10
とお

日
か

（30時間
じ か ん

）程度
て い ど

。 

学校
がっこう

等
とう

における日本語
に ほ ん ご

サポート指導
し ど う

 

※ 平成
へいせい

24 年度
ね ん ど

か ら

時間数
じかんすう

を拡充
かくじゅう

 

【内容
ないよう

】在籍
ざいせき

する学校
がっこう

において、母語
ぼ ご

を使って
つか    

日本語
に ほ ん ご

を指導
し ど う

することのできる指導員
しどういん

により、個別
こ べ つ

の日本語
に ほ ん ご

サポート指導
し ど う

を受ける
う   

。 

【対象
たいしょう

】外国
がいこく

等
とう

から編
へん

（転
てん

）入学
にゅうがく

した外国語
がいこくご

を母語
ぼ ご

とする児童
じ ど う

生徒
せ い と

園児
え ん じ

 

【時数
じ す う

】1日
にち

2～4時間
じ か ん

を基本
き ほ ん

とし、週
しゅう

に 2～5日
にち

程度
て い ど

。幼稚園
ようちえん

から小学
しょうがく

2年生
ねんせい

まで 50

時間
じ か ん

、小学
しょうがく

3年生
ねんせい

から中学生
ちゅうがくせい

まで 70時間
じ か ん

。小 中
しょうちゅう

学生
がくせい

は必要
ひつよう

に応じて 30

時間
じ か ん

の延長
えんちょう

ができる。 

日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

 

【内容
ないよう

】放課後
ほ う か ご

、各学校
かくがっこう

に日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援員
しえんいん

を週
しゅう

2
ふ

日
つか

派遣
は け ん

し、対象
たいしょう

となる児童
じ ど う

生徒
せ い と

に日本語
に ほ ん ご

による教科
きょうか

指導
し ど う

及び
およ  

これに必要
ひつよう

な日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

を行 う
おこな   

。 

【対象
たいしょう

】日本語
に ほ ん ご

での個別
こ べ つ

学習
がくしゅう

を希望
き ぼ う

する児童
じ ど う

生徒
せ い と

 

【時数
じ す う

】1日
にち

2時間
じ か ん

を基本
き ほ ん

とし、70回
かい

（140時間
じ か ん

）。中学
ちゅうがく

3年生
ねんせい

は終了後
しゅうりょうご

も進学
しんがく

対策
たいさく

と

してさらに指導
し ど う

を受ける
う   

ことができる。 

夜
よる

の 子ども
こ   

日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

 

【内容
ないよう

】日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

が十分
じゅうぶん

でない子ども
こ   

を対象
たいしょう

に、日本語
に ほ ん ご

支援
し え ん

、学習
がくしゅう

支援
し え ん

を

行う
おこな  

。 

【対象
たいしょう

】小学
しょうがく

5年生
ねんせい

以上
いじょう

中学生
ちゅうがくせい

まで 

【時
じ

数
すう

】1回
かい

2時
じ

間
かん

、週
しゅう

2回
かい

。中
ちゅう

学
がく

3年
ねん

生
せい

は週
しゅう

3回
かい

。 

春
はる

・ 夏休み
なつやす  

子ども
こ   

日本語
に ほ ん ご

クラス 

【内容
ないよう

】夏休み
なつやす  

、冬休み
ふゆやす  

期間中
きかんちゅう

に日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

を必要
ひつよう

とする外
がい

国籍
こくせき

の子ども
こ   

たちへの

日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

。 

【対象
たいしょう

】10～15名
めい

 

【開催
かいさい

時期
じ き

】夏休み
なつやす  

及び
およ  

冬休み
ふゆやす  

期間中
きかんちゅう

 

【時数
じ す う

】全 12
ぜん  

～15回
かい
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が、中学校
ちゅうがっこう

に進学
しんがく

するとなかなか学力
がくりょく

が伸びて
の   

こない。学習
がくしゅう

言語
げ ん ご

としての日本語
に ほ ん ご

が十分
じゅうぶん

でない

ことや、母語
ぼ ご

や日本語
に ほ ん ご

を使って
つか    

考える
かんが    

力
ちから

が十分
じゅうぶん

に育って
そだ    

いないために基礎
き そ

学力
がくりょく

が身
み

についてい

ないことが考えられる
かんが       

。 

○教員
きょういん

による児童
じ ど う

生徒
せ い と

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

における到達度
とう たつど

の把握
は あ く

が重要
じゅうよう

、担当
たんとう

教員
きょういん

の研修
けんしゅう

が必要
ひつよう

である。 

○日本語
  に ほ ん ご

学級
がっきゅう

の教員
きょういん

や日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

担当
たんとう

教員
きょういん

も異動
い ど う

により入れ替わり
い  か   

がある。指導
し ど う

の専門性
せんもんせい

をどの

ように維持
い じ

するかが課題
か だ い

である。 
 

指導者
し どうし ゃ

の質
しつ

の確保
か く ほ

 

○学校
がっこう

における日本語
に ほ ん ご

サポート指導
し ど う

は規定
き て い

時間
じ か ん

を終えて
お   

も、申請
しんせい

により小中学校
しょうちゅうがっこう

への進学
しんがく

時
じ

に

再指導
さい しどう

が可能
か の う

だが、その前提
ぜんてい

として指導
し ど う

の必要性
ひつようせい

について教員
きょういん

がきちんと判断
はんだん

できることが重要
じゅうよう

である。 

○日本語
に ほ ん ご

サポート指導
し ど う

では、母語
ぼ ご

による指導
し ど う

を民間事
みん かんじ

業者
ぎょうしゃ

に委託
い た く

して行 っ て
おこな     

いるが、指導員
しど ういん

の資格
し か く

や能力
のうりょく

等
とう

の質
しつ

を維持
い じ

していく必要
ひつよう

がある。 
 

日本語
に ほ ん ご

サポート指導
し ど う

等
とう

の利用
り よ う

促進
そくしん

 

○日本語
に ほ ん ご

サポート指導
し ど う

は幼稚園
よう ちえん

においては利用
り よ う

されているが、保育
ほ い く

園
えん

やこども園
えん

での利用
り よ う

が尐ない
すく    

。 

○新宿区
しんじゅくく

による日本語
に ほ ん ご

サポート指導
し ど う

は区立
く り つ

の小中学校
しょうちゅうがっこう

に在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

生徒
せ い と

を対象
たいしょう

としているが、

外国人
がいこくじん

学校
がっこう

に在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対する
たい    

日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

も必要
ひつよう

ではないか。 

○日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

を行う
おこな  

支援員
しえ んいん

と学校
がっこう

とのより一層
   いっそう

の連携
れんけい

が求められて
もと        

いる。 

○新宿
しんじゅく

区内
く な い

で長年
ながねん

外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

たちにかかわってきた保育
ほ い く

園
えん

、幼稚園
よう ちえん

、小中学校
しょうちゅうがっこう

等
とう

の

実績
じっせき

と成果
せ い か

を、ほかの学校
がっこう

等
とう

と共有
きょうゆう

することが必要
ひつよう

である。 
 

（3）取り組み
と  く  

の方向性
ほうこうせい

 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

に新宿
しんじゅく

中学校
ちゅうがっこう

に日本語
に ほ ん ご

学級
がっきゅう

が設置
せ っ ち

されたことによって、小学校
しょうがっこう

と中学校
ちゅうがっこう

の日本語
に ほ ん ご

学級
がっきゅう

が連携
れんけい

することによる継続的
けいぞくてき

な指導
し ど う

の実現
じつげん

が図られる
はか      

ことや、将来的
しょうらいてき

には日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

のセンタ

ー機能
き の う

を発揮
は っ き

していくことが期待
き た い

される。 

また、日本語
に ほ ん ご

学級
がっきゅう

の教員
きょういん

や日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

担当
たんとう

教員
きょういん

には、日本語
に ほ ん ご

の指導
し ど う

はもとより児童
じ ど う

生徒
せ い と

の将来
しょうらい

の

キャリア形成
けいせい

に向けて
む   

の指導
し ど う

が要求
ようきゅう

される。これらに関する
か ん   

研修
けんしゅう

を充実
じゅうじつ

させていくことが必要
ひつよう

であ

る。 

外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

たちへの日本
に ほ ん

語
ご

学習
がくしゅう

への支援
し え ん

は、子ども
こ   

たちが教科
きょうか

学習
がくしゅう

を行 う
おこな   

上
うえ

で

非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

である。保護者
ほ ご し ゃ

や職員
しょくいん

への制度
せ い ど

周知
しゅうち

を行 い
おこな   

利用
り よ う

の促進
そくしん

を図る
はか  

ほか、従事者
じゅうじしゃ

の質
しつ

の確保
か く ほ

が

求められる
もと       

。学校
がっこう

や各支援
かく しえん

機関
き か ん

等
など

が連携
れんけい

をとり、子ども
こ   

たちの状 況
じょうきょう

を適
てき

切
せつ

に情報
じょうほう

共有
きょうゆう

することが

効果的
こう かてき

である。 

 

３ 学校
がっこう

への支援
し え ん

 
 

（1）区
く

の施策
し さ く
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（2）課題
か だ い

 

適切
てきせつ

な進路
し ん ろ

指導
し ど う

等
とう

 

○学校
がっこう

から保護者
ほ ご し ゃ

への通知
つ う ち

等
など

の中
なか

には、健康
けんこう

調査票
ちょうさひょう

など、日本語
に ほ ん ご

を十分
じゅうぶん

に理解
り か い

できない親
おや

にとって

はわかりづらく、正しく
た だ   

答えられない
こた         

ものもある。 

○中学校
ちゅうがっこう

で行う
おこな  

高校
こうこう

進学
しんがく

説明会
せつめいかい

は、日本語
に ほ ん ご

で説明
せつめい

するため理解
り か い

できない外国人
がいこくじん

の保護者
ほ ご し ゃ

も多い
おお  

。 

○入試
にゅうし

についての情報
じょうほう

が十分
じゅうぶん

に理解
り か い

できなかったり、進学
しんがく

の手続き
て つ づ  

が複雑
ふくざつ

で自分
じ ぶ ん

では手続き
て つ づ  

ができ

なかったり、5教科
きょうか

での受験
じゅけん

は難しかったり
むずか          

、外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

にとっての高校
こうこう

受験
じゅけん

には

さまざまな困難
こんなん

がある。 

○海外
かいがい

で義務
ぎ む

教育
きょういく

を修 了
しゅうりょう

してきた子ども
こ   

たちが高校
こうこう

進学
しんがく

を希望
き ぼ う

しても、受験
じゅけん

に必要
ひつよう

な日本語
に ほ ん ご

を

学ぶ
ま な  

機会
き か い

がない。 

○実際
じっさい

に中学校
ちゅうがっこう

に在籍
ざいせき

している生徒
せ い と

であっても、学習
がくしゅう

支援
し え ん

を受けない
う    

と高校
こうこう

進学
しんがく

が叶わず
かな    

将来
しょうらい

を

開けない
ひ ら     

場合
ば あ い

が尐なく
すく    

ない。そうした子ども
こ   

を受けとめて
う     

くれるような場
ば

が必要
ひつよう

ではないか。 
 

ボランティア等
とう

の活用
かつよう

 

○新宿区
しんじゅくく

に住む
す  

多く
お お  

の留学生
りゅうがくせい

はバイリンガルであり、ボランティアとして翻訳
ほんやく

や日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

、家庭
か て い

教師
きょうし

など日本語
に ほ ん ご

の理解
り か い

が難しい
むずか    

外国人
がいこくじん

の親子
お や こ

の支援
し え ん

にかかわれる可能性
かの うせい

があるのではないか。 

○地域
ち い き

の専門性
せんもんせい

をもった人
ひと

が専門
せんもん

職
しょく

として携わる
たずさ    

ことができるシステムがあると良い
よ  

。 
 

（3）取り組み
と  く  

の方向性
ほうこうせい

 

  保護者
ほ ご し ゃ

へ適切
てきせつ

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

や進路
し ん ろ

指導
し ど う

を行う
おこな  

ため、多言語
た げ ん ご

による保護者向け
ほ ご し ゃ む  

連絡
れんらく

文書
ぶんしょ

のひな形
   がた

の

共有化
きょうゆうか

や効果的
こう かてき

な通訳
つうやく

派遣
は け ん

を行って
おこな    

いく必要
ひつよう

がある。進路
し ん ろ

ガイダンスは、外国人
がいこくじん

保護者
ほ ご し ゃ

がより参加
さ ん か

し

やすく、理解
り か い

しやすいものへ改善
かいぜん

していく必要
ひつよう

がある。 

  また、社会
しゃかい

貢献
こうけん

に主体的
しゅたいてき

に取り組む
と  く  

多く
お お  

の学生
がくせい

を日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

や学習
がくしゅう

支援
し え ん

の場面
ば め ん

で活用
かつよう

していくこと

が望ましい
のぞ      

。 

 

４ 外国
がいこく

につながる家庭
か て い

へのサポート 
 

（1）区
く

の施策
し さ く

 

 

（2）課題
か だ い

 

施策
し さ く

 概
がい

     要
よう

 

通訳
つうやく

派遣
は け ん

 ・保護者会
ほ ご し ゃ か い

や面談
めんだん

の際
さい

、国際
こくさい

理解室
りか いしつ

に申請
しんせい

し派遣
は け ん

する。 

保護者向け
ほ ご し ゃ む   

通知
つ う ち

の多言語化
た げ ん ご か

 

・学校
がっこう

の授業
じゅぎょう

のしくみなどを解説
かいせつ

した「新宿区
しんじゅくく

の学校
がっこう

生活
せいかつ

」や学校
がっこう

から保護者向け
ほ ご し ゃ む   

の通知
つ う ち

を集約
しゅうやく

した「家庭
か て い

への連絡
れんらく

文書
ぶんしょ

」を多言語
た げ ん ご

で作成
さくせい

。 

進路
し ん ろ

ガイダンス ・高校
こうこう

進学
しんがく

ガイダンスとして新宿
しんじゅく

未来
み ら い

創造
そうぞう

財団
ざいだん

により実施
じ っ し

。 

施策
し さ く

 概
がい

     要
よう

 

外国語
が いこく ご

で話そう
は な    

 大久保
お お く ぼ

・北新宿
きたしんじゅく

図書館
とし ょかん

等
など

で実施
じ っ し

。（英語
え い ご

・韓国語
かん こくご

） 

外国語
が いこく ご

図書
と し ょ

 区立
く り つ

図書館
とし ょかん

には外国語
がい こくご

の図書
と し ょ

がそろえられている。 

外国人
がいこくじん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 区
く

役所
やくしょ

1階
かい

、しんじゅく多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザ 
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幼児期
よ う じ き

のことばの獲得
かくとく

 

○子
 こ

どもは最初
さいしょ

に家庭
か て い

の中
なか

で話し
は な  

ことばを身
み

に付ける
つ   

が、話し
はな  

ことばができないと読み書き
よ  か  

のこと

ばにはつながらないということが言語
げ ん ご

発達
はったつ

の観点
かんてん

から言える
い   

。 

○親
  おや

は母語
ぼ ご

を話し続けて
は な  つ づ    

も、子ども
こ   

は次第
し だ い

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

に不自由
ふ じ ゆ う

のないレベルの日本語
に ほ ん ご

を話し出す
はな   だ   

。

しかし、母語
ぼ ご

又
また

は日本語
に ほ ん ご

で一定
いってい

の語彙数
ご い す う

が獲得
かくとく

できていないと、中学校
ちゅうがっこう

レベルで抽 象 的
ちゅうしょうてき

なこと

ばが出て
で  

きたときに初めて
はじ    

ことばがわからないと実感
じっかん

することになる。 

○教科
きょうか

学習
がくしゅう

に必要
ひつよう

な思考力
しこうりょく

や学習
がくしゅう

言語
げ ん ご

を育 む
はぐく   

ためには、就学前
しゅうがくまえ

のことばの習得
しゅうとく

が重要
じゅうよう

である。

新宿区
しんじゅくく

が幼児期
よ う じ き

のことばの獲得
かくとく

が大事
だ い じ

だとメッセージを発信
はっしん

することに大きな
おお    

意義
い ぎ

がある。 
 

母語
ぼ ご

・母文化
ぼ ぶ ん か

尊重
そんちょう

の啓発
けいはつ

 

○言語
げ ん ご

というのはアイデンティティと切り離せない
き  は な    

。母語
ぼ ご

が自分
じ ぶ ん

の中
なか

に育たない
そ だ     

と自分
じ ぶ ん

はどこの国
くに

の人
ひと

なのか、自分
じ ぶ ん

は何
なん

なのかということがわからなくなる。 

○家庭
か て い

では母語
ぼ ご

を、幼稚園
よう ちえん

、保育
ほ い く

園
えん

では日本語
に ほ ん ご

が話される
はな      

ことにより、子ども
こ   

たちも混乱
こんらん

が尐なくて
すく      

済み
す  

、母語
ぼ ご

が獲得
かくとく

しやすくなる。 

○区
く

立学
りつがっ

校
こう

に入学
にゅうがく

させることは、親
おや

は子ども
こ   

に日本語
に ほ ん ご

で教育
きょういく

を受けさせる
う     

選択
せんたく

をしていることにな

る。母語
ぼ ご

教育
きょういく

は区立
く り つ

学校
がっこう

の正規
せ い き

課程
か て い

で受ける
う   

ことができないため、家庭
か て い

の役割
やくわり

が重要
じゅうよう

である。 

 

○保育士
ほ い く し

や幼稚園
よう ちえん

教諭
きょうゆ

等向け
とう む   

に母語
ぼ ご

の大切さ
たい せつ  

について研修
けんしゅう

を行ったり、区
く

からのメッセージとして

リーフレット等
とう

を作成
さくせい

したりして、母語
ぼ ご

の大切さ
たい せつ  

を啓発
けいはつ

するべきではないか。 

○日本
  にほん

で生活
せいかつ

していくにつれ、子ども
こ   

たちが母語
ぼ ご

を話せなく
は な     

なってしまうことに不安
ふ あ ん

を持ち
も  

、日曜
にちよう

学校
がっこう

等
とう

を作って
つく    

母語
ぼ ご

を教えて
おし    

いる外国人
がいこくじん

コミュニティもある。 

○公的
こうてき

に外国人
がいこくじん

学校
がっこう

設立
せつりつ

への支援
し え ん

を行う
おこな  

ことは難しい
むずか   

が、土曜日
ど よ う び

や放課後
ほ う か ご

など母語
ぼ ご

を学ぶ
ま な  

場所
ば し ょ

や

機会
き か い

の確保
か く ほ

、そのための支援
し え ん

、家庭
か て い

をサポートできる体制
たいせい

を検討
けんとう

すべきではないか。 
 

子
こ

育て
そ だ  

の不安
ふ あ ん

、地域
ち い き

での孤立
こ り つ

 

○外国人
がいこくじん

の親
おや

は日本語
に ほ ん ご

が話せない
は な     

ことから孤立
こ り つ

しやすく、慣れない
な    

外国
がいこく

での子
こ

育て
そだ  

に不安
ふ あ ん

を感じて
かん    

いる。同国
どうこく

のコミュニティに属して
ぞく    

いない人
ひと

たちにとっては、さらに不安
ふ あ ん

が大きく
おお    

なる。 

○幼児期
よ う じ き

の子ども
こ   

たちには母語
ぼ ご

で絵本
え ほ ん

を読んだり
よ    

、母文化
ぼ ぶ ん か

にふれたりできる場
ば

が必要
ひつよう

である。また、

中学校
ちゅうがっこう

には在籍
ざいせき

していないが高校
こうこう

に進学
しんがく

したいという子ども
こ   

の相談
そうだん

など、外国
がいこく

にルーツのある親
おや

や子ども
こ   

が相談
そうだん

できる場
ば

が必要
ひつよう

である。 

○実態
じったい

調査
ちょうさ

では、教員
きょういん

アンケートの「保護者
ほ ご し ゃ

に必要
ひつよう

と思う
お も  

サポート」の項目
こうもく

の回答
かいとう

から、中学校
ちゅうがっこう

で

は「子ども
こ   

の学習
がくしゅう

や進学
しんがく

についての相談
そうだん

体制
たいせい

の確立
かくりつ

（71.6％）」が、また、小学校
しょうがっこう

では「学校
がっこう

か

らの連絡
れんらく

文書
ぶんしょ

の翻訳
ほんやく

（74.5％）」が求められて
もと       

いることがわかった。 

○愛知県
あい ちけん

豊橋市
とよ はしし

では、外国人
がいこくじん

教育
きょういく

相談員
そうだんいん

が 16名
めい

いる。そのうち 3名
めい

は多文化
た ぶ ん か

ソーシャルワーカーと

してのトレーニングを積んで
つ   

いて、外国人
がいこくじん

に対して
たい    

日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

だけでなく生活面
せいかつめん

も含めた
ふく    

相談
そうだん

、

支援
し え ん

ができる体制
たいせい

をつくっている。そうした先進
せんしん

都市
と し

の取り組み
と  く  

を学び
ま な  

、施策
し さ く

に活かして
い    

欲しい
ほ   

。 
 

（3）取り組み
と  く  

の方向性
ほうこうせい

 

母語
ぼ ご

は、親
おや

との大切
たいせつ

なコミュニケーション言語
げ ん ご

であり、アイデンティティの保持
ほ じ

にもつながる。そ

のため、母語
ぼ ご

での読み
よ  

聞かせ
き   

や母語
ぼ ご

の絵本
え ほ ん

のプレゼントなど、母語
ぼ ご

の大切さ
たい せつ  

を広く
ひ ろ  

伝え
つ た  

、親子
お や こ

の母語
ぼ ご

で
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の会話
か い わ

を促す
うなが 

取組み
とり く   

を進める
すす    

必要
ひつよう

がある。 

さらに、幼児期
よ う じ き

のことばの獲得
かくとく

がその後
ご

の学習
がくしゅう

言語
げ ん ご

の習得
しゅうとく

に大きく
おお    

影響
えいきょう

することからも、母語
ぼ ご

を

学ぶ
ま な  

場所
ば し ょ

の提供
ていきょう

、家庭
か て い

をサポートができる体制づくり
たいせい      

が必要
ひつよう

となる。 

また、日本語
に ほ ん ご

の理解
り か い

が難しい
むずか   

外国人
がいこくじん

の保護者
ほ ご し ゃ

にとっては子
こ

育て
そだ  

に不安
ふ あ ん

を感じる
かん    

ことが多く
おお  

、生活面
せいかつめん

を

含めた
ふく    

子
こ

育て
そだ  

や教育
きょういく

の相談
そうだん

を行える
おこな    

場
ば

が必要
ひつよう

である。このためには、子育て
こ そ だ  

施設
し せ つ

の連携
れんけい

によるサポー

トや保護者
ほ ご し ゃ

の相談
そうだん

を受けられる
う     

専門性
せんもんせい

を持った
も   

職員
しょくいん

の育成
いくせい

が望まれる
のぞ      

。多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の専門性
せんもんせい

を持つ
も  

ソ

ーシャルワーカーの配置
は い ち

を検討
けんとう

すべきと考える
かんが   

。 

 

５ 教育
きょういく

を受ける
う   

機会
き か い

を逸
いっ

しないための取り組み
と  く  

 

（1）区
く

の施策
し さ く

 

 

（2）課
か

題
だい

 

不
ふ

就
しゅう

学
がく

児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

 

○実態
じったい

調査
ちょうさ

では、不就学
ふしゅうがく

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の把握
は あ く

に努
つと

めたが、結果的
けっ かてき

には全容
ぜんよう

を把握
は あ く

することはできなかっ

た。不就学
ふしゅうがく

は、学校
がっこう

制度
せ い ど

に不案内
ふあ んない

であったり、家族
か ぞ く

に日本語
に ほ ん ご

を話せる
はな    

人
ひと

がいない等
とう

の日本語
に ほ ん ご

の課題
か だ い

に加え
くわ  

、経済的
けいざいてき

な課題
か だ い

などの様々
さまざま

な理由
り ゆ う

が考えられる
かんが         

。 

○新宿区
しんじゅくく

周辺
しゅうへん

には多く
おお  

の私立
し り つ

学校
がっこう

や民族
みんぞく

学校
がっこう

、インターナショナルスクールがあり、区立
く り つ

学校
がっこう

以外
い が い

に

通う
か よ  

子ども
こ   

が多く
お お  

いることが想定
そうてい

され、その実態
じったい

把握
は あ く

が課題
か だ い

である。 

○外国人
がいこくじん

の子ども
こ   

も日本人
にほ んじん

と同様
どうよう

に教育
きょういく

を受ける
う   

機会
き か い

が保障
ほしょう

されているが、それを知らず
し   

に不就学
ふしゅうがく

になることが起きない
お    

よう、いかに適切
てきせつ

な情報
じょうほう

を提供
ていきょう

していくかが課題
か だ い

である。また、不就学
ふしゅうがく

の

理由
り ゆ う

を探り
さぐ  

、様々
さまざま

な課題
か だ い

やケースに応じた
おう    

支援
し え ん

のあり方
    かた

を考える
かんが    

必要
ひつよう

がある。 

 

居場所
い ば し ょ

づくり 

○来日
らいにち

した子ども
こ   

たちはすぐには居場所
い ば し ょ

を見つけられず
み      

精神的
せいしんてき

に不安定
ふあ んてい

になりがちである。周り
まわ  

がど

のようにフォローできるかが重要
じゅうよう

である。 

○民族
みんぞく

学校
がっこう

やインターナショナルスクール等
とう

に通って
かよ    

いる児童
じ ど う

生徒
せ い と

の場合
ば あ い

は、学童
がくどう

クラブや児童館
じど うかん

の制度
せ い ど

についての情報
じょうほう

が入手
にゅうしゅ

しづらく、利用
り よ う

が尐ない。 

○実態
じったい

調査
ちょうさ

の保護者向け
ほ ご し ゃ む  

アンケートでは、子ども
こ   

の居場所
い ば し ょ

となる区立
く り つ

施設
し せ つ

等
とう

の認知度
に ん ち ど

は児童館
じど うかん

で

48.7％、放課後
ほ う か ご

子ども
こ   

ひろば 15.7％、学童
がくどう

クラブ 11.4％、子ども
こ   

家庭
か て い

支援
し え ん

センター2.5％であり、

こうした施設
し せ つ

の利用
り よ う

を促す
うなが  

必要
ひつよう

がある。 

○母国
ぼ こ く

で義務
ぎ む

教育
きょういく

の課程
か て い

を終えて
お   

来日
らいにち

した生徒
せ い と

は、日本
に ほ ん

の中学校
ちゅうがっこう

に在籍
ざいせき

することができないため、

学習
がくしゅう

に必要
ひつよう

な日本語
に ほ ん ご

の習
しゅう

得
とく

が困難
こんなん

である。こうした子ども
こ   

たちはＮＰＯやボランティア団体
だんたい

が

施策
し さ く

 概
がい

     要
よう

 

就学
しゅうがく

案内
あんない

 多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

（英
えい

、中
ちゅう

、韓
かん

、仏
ふつ

、タガログ語
    ご

、ネパール語
    ご

、ミャンマー語
    ご

） 

進路
し ん ろ

予定
よ て い

アンケート 
外
がい

国籍
こくせき

で区立
く り つ

学校
がっこう

へ就学
しゅうがく

申請
しんせい

をしていない児童
じ ど う

生徒
せ い と

（新
しん

小１
しょう 

・新中
しんちゅう

１）の

世帯
せ た い

へ進路
し ん ろ

予定
よ て い

アンケートを送付
そ う ふ

 

児童館
じ どうか ん

 区内
く な い

16箇所
か し ょ

 

学童
がくどう

クラブ 区内
く な い

26カ所
か し ょ

、外
そと

に民間
みんかん

4カ所
か し ょ
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支援
し え ん

をしてきている。 

○外国人
がいこくじん

が多く
お お  

通う
かよ  

教会
きょうかい

や寺院
じ い ん

等
とう

が母語
ぼ ご

保持
ほ じ

の教育
きょういく

や生活
せいかつ

支援
し え ん

を行って
おこな    

いる。 

 

（3）取り組み
と  く  

の方向性
ほうこうせい

 

国籍
こくせき

にかかわらずすべての子ども
こ   

たちに等
ひと

しく教育
きょういく

を受ける
う   

権利
け ん り

がある。日本
に ほ ん

の教育
きょういく

制度
せ い ど

の情報
じょうほう

不足
ぶ そ く

により就学
しゅうがく

できないということがあってはならないと考える
かんが    

。就学
しゅうがく

案内
あんない

の多言語化
た げ ん ご か

と進路
し ん ろ

予定先
よて いさき

調査
ちょうさ

を継続
けいぞく

して行い
おこな  

、また、外国人
がいこくじん

コミュニティと連携
れんけい

し、教会
きょうかい

・寺院
じ い ん

、NPO等
とう

の支援
し え ん

状 況
じょうきょう

の

調査
ちょうさ

等
とう

により区立
く り つ

学校
がっこう

以外
い が い

の様々
さまざま

な場所
ば し ょ

で学んで
ま な   

いる子ども
こ   

たちの実態
じったい

を把握
は あ く

していく必要
ひつよう

がある。

また、子ども
こ   

たちの居場所
い ば し ょ

としての機能
き の う

を果たす
は   

児童館
じど うかん

や学童
がくどう

クラブは、より一層
    いっそう

の周知
しゅうち

により広く
ひ ろ  

施設
し せ つ

利用
り よ う

を促す
うなが  

必要
ひつよう

がある。 

  さらに、子ども
こ   

たちの居場所
い ば し ょ

はこれまでＮＰＯやボランティア団体
だんたい

の努力
どりょく

によっても、様々
さまざま

な場面
ば め ん

や

場所
ば し ょ

で作られて
つく      

きた。今後
こ ん ご

も子ども
こ   

たちを取り巻く
と  ま  

環境
かんきょう

や現状
げんじょう

をしっかりと捉え
とら  

、子育て
こそ だ   

関連
かんれん

施設
し せ つ

や

ＮＰＯ等
とう

が連携
れんけい

し、より効果的
こう かてき

な施策
し さ く

が実施
じ っ し

できるようにしていく必要
ひつよう

がある。 
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第３
だ い  

章「
しょう  

災害
さいがい

時
じ

における外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の仕組みづくり
し く     

」部会
ぶ か い

 

 

１ 議論
ぎ ろ ん

の前提
ぜんてい

として 
 

（1）首都
し ゅ と

直下
ちょっか

地震
じ し ん

による区内
く な い

の被害
ひ が い

想定
そうてい

 

東京
とうきょう

湾
わん

北部
ほ く ぶ

地震
じ し ん

がマグニチュード 7.3 クラスで発生
はっせい

した場合
ば あ い

、区内
く な い

の約
やく

8割
わり

で震度
し ん ど

6強
きょう

の揺れ
ゆ  

となり、

死者
し し ゃ

293名
めい

、建物
たてもの

の全壊
ぜんかい

・焼失
しょうしつ

5,862棟
とう

、避難者
ひな んしゃ

76,805人
にん

、帰宅
き た く

困難者
こんなんしゃ

は 313,811人
にん

に上る
の ぼ  

と想定
そうてい

され

ている。 

また、ライフラインにおいては、停電
ていでん

20.5％、断水
だんすい

34.3％、ガス供 給
きょうきゅう

停止
て い し

74.3～100％と想定
そうてい

され

る。通信
つうしん

不通
ふ つ う

は 4.6％ダウンの想定
そうてい

であるが、携帯
けいたい

電話
で ん わ

は通信
つうしん

規制
き せ い

によってつながりにくくなったり、

インターネットへのアクセス集 中
しゅうちゅう

によりホームページの閲覧
えつらん

に時間
じ か ん

がかかる等
とう

の問題
もんだい

が生じる
しょう    

こと

が予想
よ そ う

されている。 

～平成
へいせい

24年
ねん

4月
がつ

東京都
とうきょうと

防災
ぼうさい

会議
か い ぎ

「首都
し ゅ と

直下
ちょっか

地震
じ し ん

等
とう

による東京
とうきょう

の被害
ひ が い

想定
そうてい

」より 
 

（2）新宿区地域防災計画
しんじゅくくちいきぼうさいけいかく

 

  東京都
とうきょうと

防災
ぼうさい

会議
か い ぎ

の被害
ひ が い

想定
そうてい

を踏まえて
ふ    

、新宿区
しんじゅくく

では、地震
じ し ん

等
とう

による災害
さいがい

から一人
ひ と り

でも多く
お お  

の生命
せいめい

及び
お よ  

財産
ざいさん

を守る
ま も  

ため、第一
だいいち

に「自ら
みずか  

の生命
せいめい

は自ら
みずか  

が守る
ま も  

」という自己
じ こ

責任
せきにん

原則
げんそく

による自助
じ じ ょ

の考え方
かんが  かた

、第二
だ い に

に区民
く み ん

及び
お よ  

事業所
じぎょうしょ

が地域
ち い き

の中
なか

で相互
そ う ご

に助け合う
たす   あ   

ことによって「自分
じ ぶ ん

たちのまちは自分
じ ぶ ん

たちで守る
ま も  

」と

いう共助
きょうじょ

の考え方
かんが  かた

、第三
だいさん

に区民
く み ん

及び
お よ  

事業所
じぎょうしょ

と公
こう

助
じょ

の役割
やくわり

を果たす
は   

行政
ぎょうせい

とがそれぞれの責務
せ き む

と役割
やくわり

を

明らか
あき    

にした上
うえ

で連携
れんけい

を図って
はか    

いくという、三つ
み っ  

の考え方
かんが  かた

を基
もと

に、新宿区
しんじゅくく

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

を定めて
さ だ   

いる。 

  また、区
く

はこの計画
けいかく

の中
なか

で、被害
ひ が い

想定
そうてい

の死者
し し ゃ

を約
やく

6割
わり

減尐
げんしょう

させる、避難者
ひな んしゃ

を約
やく

4割
わり

減尐
げんしょう

させる、建築物
けんちくぶつ

の全壊
ぜんかい

・焼失棟数
しょうしつとうすう

を約
やく

6割
わり

減尐
げんしょう

させるという三つ
みっ  

の減災
げんさい

目標
もくひょう

を定め
さ だ  

、「災害
さいがい

に強い
つ よ  

、逃げないで
に    

すむ

安全
あんぜん

なまちづくり」を進めて
すす    

いる。この減災
げんさい

目標
もくひょう

は本計画上
ほんけいかくじょう

の様々
さまざま

な施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

することに

より 10年
ねん

以内
い な い

に達成
たっせい

するとしている。 
 

（3）部会
ぶ か い

の審議
し ん ぎ

で目指した
め ざ   

もの 

  先
さき

の東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

では、首都圏
しゅ とけん

においても様々
さまざま

な問題
もんだい

が浮き彫り
う  ぼ  

となった。とりわけ、外国人
がいこくじん

は正確
せいかく

な情報
じょうほう

を得る
え  

ことが難しい
むずか   

状 況
じょうきょう

の中
なか

、大きな
おお    

混乱
こんらん

が生じた
しょう    

ことが各種
かくしゅ

調査
ちょうさ

等
とう

で報告
ほうこく

されている。 

 「災害
さいがい

時
じ

における外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の仕組みづくり
し く     

」部会
ぶ か い

では、まず、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

当日
とうじつ

どのような問題
もんだい

や

不安
ふ あ ん

を感じた
かん    

か、どういうことが必要
ひつよう

だと思った
おも    

か、部
ぶ

会員
かいいん

それぞれから意見
い け ん

を募った
つの    

。家族
か ぞ く

や社員
しゃいん

の

安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

に奔走
ほんそう

したこと、同国
どうこく

のコミュニティに関わって
かか      

行動
こうどう

したこと、自ら
みずか  

帰宅
き た く

困難者
こんなんしゃ

となったこ

と、こうしたそれぞれの体験
たいけん

と記憶
き お く

を踏まえ
ふ   

、新宿区
しんじゅくく

として災害
さいがい

時
じ

の外国人
がいこくじん

支援
し え ん

に取り組む
と  く  

うえでの

問題点
もんだいてん

は何
なん

なのか、課題
か だ い

の洗い出し
あら   だ   

から議論
ぎ ろ ん

をスタートした。 

 これまでの審議
し ん ぎ

の中
なか

で部
ぶ

会員
かいいん

は、それぞれの国
くに

の事情
じじょう

の違い
ち が  

、コミュニティの役割
やくわり

、防災
ぼうさい

に関する
かん    

認識
にんしき

の違い
ち が  

などを相互
そ う ご

に理解
り か い

したうえで、総花的
そうばなてき

な議論
ぎ ろ ん

や報告
ほうこく

をよしとはせず、災害
さいがい

時
じ

の外国人
がいこくじん

支援
し え ん

と

して重点
じゅうてん

となる施策
し さ く

、具体的
ぐた いてき

なアクションに結びつく
むす      

議論
ぎ ろ ん

を望み
のぞ  

、そこを目指す
め ざ  

ことを確認
かくにん

してきた。

以下
い か

、項目
こうもく

ごとに部会
ぶ か い

での議論
ぎ ろ ん

と部会
ぶ か い

として示す
しめ  

施策
し さ く

の方向性
ほうこうせい

をまとめた。 
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２ 確実
かくじつ

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

に向けて
む   

 
 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

  新宿区
しんじゅくく

の外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

は多様
た よ う

で流動性
りゅうどうせい

が高い
た か  

という特徴
とくちょう

がある。外国人
がいこくじん

の出身
しゅっしん

国
こく

・地域
ち い き

は様々
さまざま

なの

で、防災
ぼうさい

に対する
たい    

基礎
き そ

知識
ち し き

が不足
ふ そ く

していないか心配
しんぱい

である。また言語
げ ん ご

の問題
もんだい

もあり、災害
さいがい

時
じ

に必要
ひつよう

な

情報
じょうほう

を得る
え  

ことが難しい
むずか    

だろう。一方
いっぽう

、地域
ち い き

の日本人
にほ んじん

も災害
さいがい

時
じ

に外国人
がいこくじん

がどのような対応
たいおう

をするのか

把握
は あ く

できずにいる。 

  「多様
た よ う

な言語
げ ん ご

の外国人
がいこくじん

一人
ひ と り

ひとりに対して
たい    

どのように情報
じょうほう

を伝える
つた    

か」「日々
ひ び

新た
あ ら  

に新宿区
しんじゅくく

に転入
てんにゅう

し

てくる外国人
がいこくじん

に対して
たい    

、どのように防災
ぼうさい

知識
ち し き

を提供
ていきょう

するか」が課題
か だ い

となっている。 
 

（1）防災
ぼうさい

情報
じょうほう

に関する
か ん    

周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

 

転入
てんにゅう

時
じ

の防災
ぼうさい

パンフレット等
とう

の配付
は い ふ

、カード等
とう

の活用
かつよう

 

○現在
げんざい

、新宿区
しんじゅくく

に転入
てんにゅう

してくる外国人
がいこくじん

には防災
ぼうさい

情報
じょうほう

を掲載
けいさい

した多言語
た げ ん ご

（英
えい

・中
ちゅう

・韓
かん

）の冊子
さ っ し

等
とう

を配付
は い ふ

しているが、実際
じっさい

に読まれて
よ    

いるかは不明
ふ め い

である。防災
ぼうさい

に関する
かん    

情報
じょうほう

を効果的
こう かてき

に伝える
つた    

ためには、

住民
じゅうみん

登録
とうろく

時
じ

に、情報
じょうほう

を厳選
げんせん

しポイントだけを抜き出した
ぬ  だ   

チラシや書き込み
か  こ  

式
しき

のカードなど、

携帯性
けいたいせい

を重視
じゅうし

した印刷物
いんさつぶつ

の作成
さくせい

・配付
は い ふ

を検討
けんとう

すべきである。 

ＤＶＤ等
とう

の映像
えいぞう

資料
しりょう

の活用
かつよう

 

○災害
さいがい

に備えた
そな    

情報
じょうほう

伝達
でんたつ

には映像
えいぞう

資料
しりょう

が効果的
こう かてき

である。地震
じ し ん

の時
とき

にはどうなるのか、どう避難
ひ な ん

する

かといった防災
ぼうさい

啓発
けいはつ

の映像
えいぞう

資料
しりょう

を、住民
じゅうみん

登録
とうろく

の待ち
ま  

時間
じ か ん

、ホームページ、日本語
に ほ ん ご

学校
がっこう

への提供
ていきょう

な

ど様々
さまざま

な機会
き か い

を利用
り よ う

して見られる
み    

ようにする必要
ひつよう

がある。既存
き ぞ ん

の映像
えいぞう

資料
しりょう

などもいかに多言語化
た げ ん ご か

して提供
ていきょう

できるかが課題
か だ い

である。 

自助
じ じ ょ

防災力
ぼうさいりょく

の向上
こうじょう

 

○夜間
  やかん

や土日
ど に ち

に災害
さいがい

が起きた
お   

ときには外国人
がいこくじん

は非常
ひじょう

に戸惑う
と ま ど  

であろう。現在
げんざい

、ある程度
て い ど

の情報
じょうほう

は

町会
ちょうかい

からのルートで伝わる
つた    

仕組み
し く  

になっているが、実際
じっさい

の発災
はっさい

時
じ

には区民
く み ん

だけでは何
なに

もできない

のではないかという不安
ふ あ ん

がある。 
 

（2）多様
た よ う

な情報
じょうほう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

の検討
けんとう

 

防災
ぼうさい

パンフレットの多言語化
た げ ん ご か

 

○区
  く

が発行
はっこう

している『災害
さいがい

に備えて
そな    

』は大変
たいへん

充実
じゅうじつ

した内容
ないよう

だが日本語
に ほ ん ご

だけである。重要
じゅうよう

な部分
ぶ ぶ ん

だけ

でも抜き出して
ぬ  だ   

よりわかりやすくするとともに、多言語化
た げ ん ご か

を検討
けんとう

してほしい。 

○多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

については、ネパール、ミャンマー、ベトナムなど人口
じんこう

動態
どうたい

等
とう

を考慮
こうりょ

し、区
く

の「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

ガイドライン」に定められた
さ だ      

言語
げ ん ご

以外
い が い

への拡大
かくだい

も検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 

やさしい日本語
に ほ ん ご

、イラスト表示
ひょうじ

による理解
り か い

促進
そくしん

 

○多様
た よ う

な言語
げ ん ご

を全て
す べ  

カバーすることは困難
こんなん

であるが、やさしい日本語
に ほ ん ご

やイラストを多用
た よ う

することで

理解
り か い

できる外国人
がいこくじん

も多い
おお  

であろう。 

○一時
 い っとき

集合
しゅうごう

場所
ば し ょ

・避難所
ひな んじょ

・避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

など、日本人
にほ んじん

でもわかりにくい専門用語
せんもんようご

を外国人
がいこくじん

にいかに伝達
でんたつ

するかが問題
もんだい

となる。ピクトグラム（絵文字
え も じ

）の活用
かつよう

も検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

   また、災害
さいがい

時
じ

に重要
じゅうよう

な役目
や く め

を果たす
は   

避難所
ひな んじょ

案内板
あんないばん

は適切
てきせつ

な内容
ないよう

に修正
しゅうせい

するとともに、多言語
た げ ん ご

表示
ひょうじ

を進めて
すす    

ほしい。 
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防災
ぼうさい

アプリの開発
かいはつ

 

○冊子
  さっし

やマニュアルなどの印刷物
いんさつぶつ

は多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

されておらず、持ち歩けない
も  あ る    

という問題
もんだい

がある。

スマートフォン用
            よう

の多言語
た げ ん ご

のアプリがあれば有効
ゆうこう

であろう。 
 

【取り組み
と  く  

の方向性
ほうこうせい

】 

 新宿区
しんじゅくく

の外国人
がいこくじん

の特性
とくせい

を踏まえる
ふ    

と、情報
じょうほう

格差
か く さ

をなくすため、来日間
らい にちま

もない外国人
がいこくじん

や短期間
たん きかん

滞在者
たいざいしゃ

への防災
ぼうさい

知識
ち し き

の提供
ていきょう

機会
き か い

の確保
か く ほ

、地域
ち い き

と関わり
かか    

の尐ない
すく    

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

への幅広い
はば ひろ  

情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

が

望まれる
の ぞ     

。 

  多言語化
た げ ん ご か

については、全て
す べ  

の言語
げ ん ご

に対応
たいおう

するのは困難
こんなん

だが、国籍
こくせき

別
べつ

人口
じんこう

の動態
どうたい

に合わせ
あ   

、対応
たいおう

言語
げ ん ご

の

拡大
かくだい

ややさしい日本語
に ほ ん ご

の活用
かつよう

を検討
けんとう

するべきである。 

  住民
じゅうみん

の身
み

の安全
あんぜん

を守る
ま も  

自治体
じ ち た い

の役目
や く め

として、住民
じゅうみん

登録
とうろく

時
じ

に資料
しりょう

や映像
えいぞう

を用いて
もち    

防災
ぼうさい

教育
きょういく

を行う
おこな  

こ

とは、新宿区
しんじゅくく

の特色
とくしょく

にできるチャンスである。外国人
がいこくじん

への対応
たいおう

に限定
げんてい

せず、日本人
にほ んじん

住民
じゅうみん

にも共通
きょうつう

し

て言える
い   

ことである。 

 

３ 災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の対応
たいおう

 
 

（1）発災
はっさい

時
じ

 
 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

  東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

では区内
く な い

でも多く
お お  

の帰宅
き た く

困難者
こんなんしゃ

が発生
はっせい

した。地震
じ し ん

による不安
ふ あ ん

で住居
じゅうきょ

に居られなく
い     

なっ

た避難者
ひな んしゃ

より、通勤
つうきん

・通学
つうがく

、その他
 た

来街者
らいがいしゃ

などの帰宅
き た く

困難者
こんなんしゃ

が多く
お お  

を占める
し   

避難所
ひな んじょ

もあった。多く
お お  

の

外国人
がいこくじん

を抱える
かか    

新宿区
しんじゅくく

では、発災
はっさい

直後
ちょくご

のようなパニック時
じ

に、正しく
ただ    

情報
じょうほう

を伝える
つた    

手段
しゅだん

を考える
かんが   

と同時
ど う じ

に、発信
はっしん

する情報
じょうほう

の多言語化
た げ ん ご か

に取り組んで
と  く   

いく必要
ひつよう

がある。 
 

安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

ツール、伝言板
でんごんばん

サービスの利用
り よ う

 

○首
  しゅ

都
と

直下
ちょっか

地震
じ し ん

が起きた
お   

場合
ば あ い

、携帯
けいたい

電話
で ん わ

はつながらない可能性
かの うせい

が高い
た か  

。一方
いっぽう

、ネット環境
かんきょう

が無事
ぶ じ

で

あればメールやフェイスブックで情報
じょうほう

提供
ていきょう

が可能
か の う

であり、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

では、フェイスブック等
とう

のソーシャルネットワークサービス（SNS）は安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

等
とう

で非常
ひじょう

に有効
ゆうこう

だった。 

○発
  はっ

災
さい

直後
ちょくご

はまず安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

が必要
ひつよう

になる。伝言
でんごん

ダイヤル１７１は日本語
に ほ ん ご

のみであるが、伝言板
でんごんばん

サー

ビス WEB１７１は英語
え い ご

等
とう

の対応
たいおう

があり、携帯
けいたい

各社
かくしゃ

共通
きょうつう

で使える
つか    

ので有効
ゆうこう

である。これら安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

ツ

ールを広く
ひ ろ  

周知
しゅうち

するともに、家族
か ぞ く

等
とう

と連絡
れんらく

を取り合える
と  あ   

手段
しゅだん

をあらかじめ共有
きょうゆう

しておくことが

重要
じゅうよう

である。 

○特
とく

に、外国人
がいこくじん

の場合
ば あ い

、本国
ほんごく

からの安否
あ ん ぴ

の問い合わせ
と  あ   

が大使館
たい しかん

等
とう

へ多く
お お  

入り
は い  

混乱
こんらん

することが想定
そうてい

さ

れる。外国人
がいこくじん

自身
じ し ん

が適宜
て き ぎ

本国
ほんごく

の家族
か ぞ く

等
とう

へ情報
じょうほう

提供
ていきょう

しておくことで本国
ほんごく

の家族
か ぞ く

等
とう

の安心
あんしん

につながり、

問い合わせ
と  あ   

を減らす
へ   

ことになるとの指摘
し て き

もある。 

発災
はっさい

時
じ

の情報
じょうほう

伝達
でんたつ

 

○災害
さいがい

時
じ

には防災
ぼうさい

行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

による放送
ほうそう

やデジタルサイネージ活用
かつよう

なども想定
そうてい

されているが、多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

はできていない。多言語
た げ ん ご

で外国人
がいこくじん

に情報
じょうほう

発信
はっしん

する場合
ば あ い

に、誰
だれ

がどのようなメディアで発信
はっしん

す

るのかを検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。災害
さいがい

に備えて
そな    

事前
じ ぜ ん

に、区
く

が行う
おこな  

こと、外国人
がいこくじん

コミュニティ等
とう

外部
が い ぶ
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の力
ちから

を借りて
か   

行う
おこな  

ことを整理
せ い り

すべきである。 

○地域
ち い き

で必要
ひつよう

なのは、火事
か じ

の場所
ば し ょ

や避難
ひ な ん

が必要
ひつよう

な地域
ち い き

がどこかといった情報
じょうほう

である。また、発信
はっしん

さ

れる情報
じょうほう

が住民向け
じゅうみんむ  

か、帰宅
き た く

困難者向け
こ ん な ん し ゃ む  

なのか、誰
だれ

に対する
たい    

情報
じょうほう

なのか明らか
あき    

にしてほしい。 

○区
  く

は防災
ぼうさい

行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

により災害
さいがい

情報
じょうほう

を放送
ほうそう

する。個別
こ べ つ

エリアごとに放送
ほうそう

することは可能
か の う

だが、建物
たてもの

の反響
はんきょう

で日本語
に ほ ん ご

でも聞き取りづらく
き  と     

、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

ツールとしてはあまり適して
てき    

いない。 

○発
  はっ

災
さい

時
じ

に最初
さいしょ

に混乱
こんらん

する観光客
かんこうきゃく

等
とう

を、いかに一時
い ち じ

滞在
たいざい

施設
し せ つ

に避難
ひ な ん

させることができるかが重要
じゅうよう

で

ある。デパートなど一つ
ひ と  

のビルでは、館内
かんない

放送
ほうそう

で建物内
たてものない

にいる人
ひと

たちの安全
あんぜん

は保てる
たも    

かもしれな

い。また、街頭
がいとう

ビジョンで流される
な が     

情報
じょうほう

が日本語
に ほ ん ご

だけだと内容
ないよう

がわからず不安
ふ あ ん

になる。映像
えいぞう

の下
した

に多言語
た げ ん ご

で文字
も じ

情報
じょうほう

を流せたら
な が     

不安
ふ あ ん

を与えず
あた    

に済む
す  

だろう。 

○商店街
しょうてんがい

のような住民
じゅうみん

以外
い が い

の人
ひと

が多く
お お  

集まる
あつ    

ところでの正確
せいかく

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

は極めて
きわ    

重要
じゅうよう

である。

商店街
しょうてんがい

等
とう

の放送
ほうそう

設備
せ つ び

が多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

も含めて
ふく    

発災
はっさい

時
じ

に有効
ゆうこう

に使える
つ か   

のかどうかは課題
か だ い

が多い
おお  

が、や

さしい日本語
に ほ ん ご

で事前
じ ぜ ん

に幾つ
いく  

かパターンを準備
じゅんび

しておくと、一定
いってい

の対応
たいおう

はできるのではないか。 

○発
はっ

災
さい

直後
ちょくご

には様々
さまざま

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

がされるので、多様
た よ う

な情報
じょうほう

をまとめて確認
かくにん

できるポータルサイト

が必要
ひつよう

である。さらに、SNSを活用
かつよう

して情報
じょうほう

共有
きょうゆう

されることが望ましい
の ぞ     

。 

多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

発信
はっしん

 

○東京都
とうきょうと

は地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

において発災
はっさい

時
じ

に外国人
がいこくじん

災害
さいがい

時
じ

情報
じょうほう

センターを設置
せ っ ち

するとしており、区
く

市町村
しちょうそん

の要請
ようせい

に基づいて
も と     

防災
ぼうさい

（語学
ご が く

）ボランティアを派遣
は け ん

することになっている。新宿区
しんじゅくく

は災害
さいがい

時
じ

の外国人
がいこくじん

に対する
たい    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の拠点
きょてん

を「しんじゅく多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザ」（以下
い か

、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラ

ザ）と定めて
さだ    

いる。 

○区
 く

は災害
さいがい

時
じ

にはポータルサイトを立ち上げ
た  あ  

、SNSによる情報
じょうほう

発信
はっしん

も行う
おこな  

が、現在
げんざい

は日本語
に ほ ん ご

対応
たいおう

の

みである。これらツールの多言語化
た げ ん ご か

を図る
は か  

には、翻訳
ほんやく

・通訳
つうやく

の仕組み
し く  

をどうするか、ボランティ

アを確保
か く ほ

できるか、そうした視点
し て ん

からは外国人
がいこくじん

のコミュニティ団体
だんたい

との連携
れんけい

を考える
かんが   

必要
ひつよう

がある

だろう。 

○区
 く

が地震
じ し ん

発生
はっせい

直後
ちょくご

に住民
じゅうみん

へ緊急
きんきゅう

情報
じょうほう

を発信
はっしん

する場面
ば め ん

を想定
そうてい

すると、災害
さいがい

本部
ほ ん ぶ

では、都
と

、警察
けいさつ

、

消防
しょうぼう

、各避難所
かくひなんじょ

など各所
かくしょ

から集まった
あ つ     

情報
じょうほう

を集約
しゅうやく

し随時
ず い じ

提供
ていきょう

しなければならない。その際
さい

に

情報
じょうほう

の信頼性
しんらいせい

を高める
たか    

ことに留意
りゅうい

する一方
いっぽう

で、さらに多言語化
た げ ん ご か

しようとするならば非常
ひじょう

にハード

ルが高い
た か  

のではないか。 
 

【取り組み
と  く  

の方向性
ほうこうせい

】 

 非常時
ひじ ょうじ

は誰
だれ

もが区
く

へ情報
じょうほう

を求めて
もと    

くる。自助
じ じ ょ

・共助
きょうじょ

・公
こう

助それぞれ
じ ょ       

の面
めん

から事前
じ ぜ ん

に準備
じゅんび

をしておく

必要
ひつよう

がある。発災
はっさい

直後
ちょくご

の情報
じょうほう

発信
はっしん

には SNSなどのツールが効果的
こう かてき

であり積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

すべきであるが、

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

としては多言語化
た げ ん ご か

が必要
ひつよう

であり、実効性
じっこうせい

のある方策
ほうさく

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。翻訳
ほんやく

や通訳
つうやく

のための人員
じんいん

確保
か く ほ

が行政
ぎょうせい

だけで担い切れない
にな  き      

のであれば、外国人
がいこくじん

コミュニティに力
ちから

を借りる
か   

こ

とも検討
けんとう

しておく必要
ひつよう

があるだろう。 
 

（2）発災以後
は っ さ い い ご

 
 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

 発災以後
は っ さ い い ご

、地域
ち い き

で孤立
こ り つ

し不安
ふ あ ん

を感じた
かん    

外国人
がいこくじん

が本国
ほんごく

へ帰ったり
か え     

、自分
じ ぶ ん

のつながりがあるところに

移ったり
う つ     

するのは想定
そうてい

される行動
こうどう

である。教会
きょうかい

や学校
がっこう

など同国人
どうこくじん

が集まって
あつ      

いるコミュニティの避難
ひ な ん
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場所
ば し ょ

に行く
い  

者
もの

もいれば、地域
ち い き

の避難所
ひな んじょ

へ行く
い  

者
もの

もいるであろう。そうした中
なか

で、地域
ち い き

の避難所
ひな んじょ

は外国人
がいこくじん

が安全
あんぜん

に避難
ひ な ん

や生活
せいかつ

できる体制
たいせい

が整って
ととの    

いるだろうか。 

  避難所
ひな んじょ

ではお互い
 た が  

見知らぬ
み し   

者
もの

同士
ど う し

が一緒
いっしょ

に暮らす
く   

ことになる。どうしたら安全
あんぜん

な避難所
ひな んじょ

を作れる
つく    

か、

国籍
こくせき

や文化
ぶ ん か

背景
はいけい

が違う
ち が  

人
ひと

が集まる
あつ    

避難所
ひな んじょ

を運営
うんえい

するには事前
じ ぜ ん

に様々
さまざま

な課題
か だ い

を解決
かいけつ

しておく必要
ひつよう

がある。 
 

帰国
き こ く

支援
し え ん

、精神的
せいしんてき

サポート 

○区内
 く な い

の外国人
がいこくじん

は単身者
たんしんしゃ

が多く
お お  

、避難所
ひな んじょ

で周り
まわ  

に知り合い
し  あ  

がいない場合
ば あ い

はとても不安
ふ あ ん

であり、同国
どうこく

の

人
ひと

たちと一緒
いっしょ

にいる方
ほう

が色々
いろいろ

な情報
じょうほう

も入る
は い  

し、安心感
あんしんかん

があるのはもっともである。 

○災害
さいがい

があったときに、そこにとどまり生活
せいかつ

することも大事
だ い じ

だが、避難
ひ な ん

できる人
ひと

は可能
か の う

な限り
か ぎ  

安全
あんぜん

な

地域
ち い き

に行く
い  

というのも重要
じゅうよう

なことであろう。発災
はっさい

直後
ちょくご

の一時
い ち じ

滞在者
たいざいしゃ

の緊急
きんきゅう

支援
し え ん

の部分
ぶ ぶ ん

と、被災
ひ さ い

地
ち

に残って
のこ    

中期的
ちゅうきてき

に生活
せいかつ

していく人
ひと

への支援
し え ん

と分けて
わ   

考えたい
かんが     

。 

○避難所
ひな んじょ

は一人
ひ と り

一か所
いっ  しょ

割り当てられて
わ  あ     

いるものであり、個人
こ じ ん

の事情
じじょう

で移動
い ど う

等
とう

はできないが、そうし

た情報
じょうほう

は外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

に十分
じゅうぶん

周知
しゅうち

されているとは言えない
い    

。 

避難所
ひ なんじ ょ

運営
うんえい

 

○区
 く

が発行
はっこう

する『避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

地図
ち ず

』は英語
え い ご

表記
ひょうき

で分かりやすい
わ     

が、外国人
がいこくじん

にも重要
じゅうよう

な避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

、避難所
ひな んじょ

についての案内
あんない

であるだけに、できるだけ多く
おお  

の言語
げ ん ご

に対応
たいおう

した方
ほう

が良い
よ  

。 

○避難所
ひな んじょ

登録
とうろく

カードは、避難者
ひな んしゃ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

、誰
だれ

がどこの避難所
ひな んじょ

にいるか等
とう

を知る
し  

うえで重要
じゅうよう

な基本
き ほ ん

情報
じょうほう

となる。しかし現在
げんざい

使用
し よ う

されている登録
とうろく

カードの様式
ようしき

は日本語
に ほ ん ご

だけであり、外国人
がいこくじん

には記入
きにゅう

できない。尐なく
すく    

とも英語
え い ご

併記
へ い き

または英語版
えい ごばん

を用意
よ う い

することが望まれる
のぞ      

。 

   また、全避難所
ぜんひなんじょ

共通
きょうつう

の様式
ようしき

にするとともに、国籍
こくせき

、何語
な に ご

を話せる
はな    

かの記入欄
きにゅうらん

を設ける
もう    

と、使い方
つか  かた

次第
し だ い

では避難所
ひな んじょ

運営
うんえい

で互いに
たが    

助け合う
た す  あ   

場面
ば め ん

で重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を果たす
は   

と考えられる
かんが        

。 

○避難所
ひな んじょ

運営
うんえい

において、（財
ざい

）自治体
じ ち た い

国際化
こく さいか

協会
きょうかい

が提供
ていきょう

している「多言語
た げ ん ご

情報
じょうほう

支援
し え ん

ツール」は有効
ゆうこう

なツールであり活用
かつよう

を進める
すす    

べきである。区
く

の国籍
こくせき

別
べつ

人口
じんこう

において不足
ふ そ く

する言語
げ ん ご

があれば、ボラ

ンティアに協 力
きょうりょく

を依頼
い ら い

し事前
じ ぜ ん

に翻訳
ほんやく

しておくことも必要
ひつよう

であろう。こうしたツールや体制
たいせい

を

整備
せ い び

しておけば、避難所
ひな んじょ

と対策
たいさく

本部
ほ ん ぶ

との連携
れんけい

で、ある程度
て い ど

の多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

は可能
か の う

なのではないか。 

○多言語
た げ ん ご

に対応
たいおう

したマニュアルの整備
せ い び

とそれに基づいた
も と     

シミュレーション訓練
くんれん

は必要
ひつよう

であろう。 

○国籍
こくせき

や文化的
ぶん かてき

背景
はいけい

が違う
ち が  

人
ひと

が集まって
あつ      

避難所
ひな んじょ

運営
うんえい

では、その場
ば

で個別
こ べ つ

事情
じじょう

に対応
たいおう

することは困難
こんなん

であろう。平常
へいじょう

時
じ

からお互い
 た が  

の情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

しコミュニケーションを図る
はか  

ことが重要
じゅうよう

である。そ

のため、避難
ひ な ん

所
じょ

協議会
きょうぎかい

の役員
やくいん

とそれぞれのコミュニティのリーダーたちが、実際
じっさい

に避難所
ひな んじょ

で何
なに

を

どこまでケアできるかを事前
じ ぜ ん

に話し合い
は な  あ   

、理解
り か い

しておく必要
ひつよう

がある。 

○災害
さいがい

時
じ

には様々
さまざま

な情報
じょうほう

を持って
も   

適切
てきせつ

な判断
はんだん

ができ、かつ日本人
にほ んじん

や外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

ともコミュニケーシ

ョンがとれる、地域
ち い き

のコミュニティと在住
ざいじゅう

外国人
がいこくじん

の橋渡し
はし わた  

するキーパーソンの存在
そんざい

が重要
じゅうよう

である。 

食
しょく

文化
ぶ ん か

や宗 教
しゅうきょう

の多様性
た ようせ い

、マイノリティへの配慮
はいりょ

 

○避難所
ひな んじょ

生活
せいかつ

の中
なか

では、食べ物
た   もの

や文化的
ぶん かてき

習慣
しゅうかん

などマイノリティへの配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である。欧米
おうべい

系
けい

と

その他
  た

の地域
ち い き

など、多様
た よ う

な外国人
がいこくじん

への対処
たいしょ

が必要
ひつよう

であろうし、例えば
たと    

難民
なんみん

は、周り
ま わ  

と話せない
はな      

、個人
こ じ ん

情報
じょうほう

を言いたく
い    

ない、大使館
たい しかん

にも助け
たす  

を求める
もと    

ことができない、といった事情
じじょう

も考慮
こうりょ

すべきであ

る。 

○避難所
ひな んじょ

において外国人
がいこくじん

の多様性
たよ うせい

に対応
たいおう

するためには事前
じ ぜ ん

の準備
じゅんび

が重要
じゅうよう

である。区
く

のどこに、どの

国籍
こくせき

の人
ひと

が居住
きょじゅう

しているか情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

できる、またはアプローチできるシステムがあったら
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良い
よ  

のではないか。 

ボランティアの受入れ
う けい   

、活用
かつよう

 

○日本
  にほん

の若者
わかもの

よりも外国人
がいこくじん

の若者
わかもの

の方
ほう

がボランティアスピリットを持って
も   

いる可能性
かの うせい

もある。難民
なんみん

を支援
し え ん

したいという人
ひと

も多く
お お  

、ボランティアが活動
かつどう

できるプログラムが具体化
ぐ た い か

されていると良い
よ  

。 
 

【取り組み
と  く  

の方向性
ほうこうせい

】 

  外国人
がいこくじん

も安心
あんしん

して避難所
ひな んじょ

へ行ける
い   

よう避難所
ひな んじょ

運営
うんえい

の体制
たいせい

を整える
ととの   

必要
ひつよう

がある。外国人
がいこくじん

被災者
ひさ いしゃ

の

受け入れ
う  い  

を想定
そうてい

したシミュレーションを通して
とお    

、避難所
ひな んじょ

登録
とうろく

カードの見直し
み な お  

、多言語
た げ ん ご

支援
し え ん

ツールや

多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

マニュアルの整備
せ い び

など、具体的
ぐた いてき

に検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 

  また、国籍
こくせき

や文化的
ぶん かてき

背景
はいけい

が違う
ち が  

人
ひと

が集まる
あつ    

避難所
ひな んじょ

を円滑
えんかつ

に運営
うんえい

していくために、平常
へいじょう

時
じ

から避難
ひ な ん

所
しょ

協議会
きょうぎかい

の役員
やくいん

とそれぞれのコミュニティのリーダーたちが情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

し、避難所
ひな んじょ

での役割
やくわり

分担
ぶんたん

など

事前
じ ぜ ん

に話し合い
は な  あ   

確認
かくにん

する仕組み
し く  

が必要
ひつよう

である。重要
じゅうよう

なのは、外国人
がいこくじん

と日本人
にほ んじん

のつなぎ役
     やく

である。 

 

４ 災害
さいがい

に備えた
そ な    

体制づくり
たいせい      

 
 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

  災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

に的確
てきかく

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行う
おこな  

、外国人
がいこくじん

にも配慮
はいりょ

した安全
あんぜん

な避難所
ひな んじょ

を機能
き の う

させるためには、

平常
へいじょう

時
じ

から災害
さいがい

に備えた
そな    

体制
たいせい

の整備
せ い び

が一番
いちばん

重要
じゅうよう

である。行政
ぎょうせい

だけでは担い切れない
に な  き      

多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

や、

外国人
がいこくじん

特有
とくゆう

の課題
か だ い

把握
は あ く

には外国人
がいこくじん

コミュニティなど様々
さまざま

な機関
き か ん

との関係
かんけい

構築
こうちく

が欠かせない
か    

であろう。

しかし、どこにどういうコミュニティがあって、誰
だれ

がキーパーソンなのか把握
は あ く

が難しい
むずか   

。その他
  た

様々
さまざま

な

機関
き か ん

といかに接点
せってん

を持つ
も  

か、どうやってつながっていくか多く
おお  

の課題
か だ い

がある。 

  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザは新宿区
しんじゅくく

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

の要
かなめ

とも言える
い   

施設
し せ つ

であるが、スタッフの異動
い ど う

があ

り、プラザと外国人
がいこくじん

コミュニティ団体
だんたい

との長期的
ちょうきてき

な関係づくり
かんけい      

を進める
すす    

上
うえ

で課題
か だ い

がある。さらに災害
さいがい

時
じ

の外国人
がいこくじん

に対する
たい    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の拠点
きょてん

に指定
し て い

されているが、立地
り っ ち

、体制
たいせい

、機能
き の う

など、具体的
ぐた いてき

な検討
けんとう

・検証
けんしょう

が行われて
おこな     

いない。 
 

（1）顔
かお

の見える
み   

関係づくり
かんけい      

 

外国人
がいこくじん

コミュニティの連携
れんけい

 

○誰
だれ

がどこに住んで
す   

いるのかですら確認
かくにん

が難しい
むずか    

、外国人
がいこくじん

の流動性
りゅうどうせい

は高い
た か  

が日本人
にほ んじん

も流動性
りゅうどうせい

が

高い
たか  

、そのことが大きな
おお    

ネックではある。 

   一方
いっぽう

、外国人
がいこくじん

は同国人
どうこくじん

のコミュニティのつながりが非常
ひじょう

に強く
つ よ  

、このネットワークを捉えて
とら    

いく

ことで、災害
さいがい

時
じ

に機能
き の う

する体制
たいせい

が見出せる
み い だ    

のではないか。 

○日
ひ

頃
ごろ

、外国人
がいこくじん

のコミュニティの中
なか

で防災
ぼうさい

や発災
はっさい

時
じ

の行動
こうどう

など、どのような取り決め
と  き  

があるか確認
かくにん

し

ておく必要
ひつよう

がある。防災
ぼうさい

情報
じょうほう

などをコミュニティ全員
ぜんいん

に伝える
つた    

ことが難しければ
むずか       

、中心
ちゅうしん

になる人
ひと

たちには伝えて
つた    

知って
し   

いてもらうことが非
ひ

常に
じょう  

重要
じゅうよう

である。こうしたコミュニティを活用
かつよう

するに

は、地震
じ し ん

が起きる
お   

前
まえ

にネットワークをしっかり持って
も   

ないと機能
き の う

しないであろう。 

○住民
じゅうみん

登録
とうろく

時
じ

に、外国人
がいこくじん

がどこのコミュニティとつながっているか、どんなコミュニティがあるか、

どこでつながっているかヒアリングするのも一つ
ひ と  

の方法
ほうほう

ではないか。 

外国人支援団体
がいこくじんしえんだんたい

、財団
ざいだん

、社会福祉協議会
しゃかいふくしきょうぎかい

、教育機関
きょういくきかん

、大使館
た いしか ん

 

○外国人
がいこくじん

の支援
し え ん

という面
めん

では、大使館
たい しかん

との関係
かんけい

をどう活用
かつよう

するかという点
てん

が考えられる
かんが       

が、例えば
たと    

フ
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ィリピンは全員
ぜんいん

が大使館
たい しかん

に登録
とうろく

される一方
いっぽう

、韓国
かんこく

は大使館
たい しかん

が一人
ひ と り

ひとりとコミュニケーションを

とるような仕組み
し く  

は持って
も   

いない。政治
せ い じ

難民
なんみん

もいるので、大使館
たい しかん

との関係
かんけい

と言って
い   

もそれぞれ事情
じじょう

が異なる
こと    

。また、東京
とうきょう

では大使館
たい しかん

が大きな
おお    

役割
やくわり

を果たす
は   

と考えられる
かんが       

が、地方
ち ほ う

都市
と し

に住んで
す   

いる

人
ひと

にとってはどれだけの役割
やくわり

を果たす
は   

か疑問
ぎ も ん

である。 

○メンバーとの連絡
れんらく

の取り方
と   かた

は、コミュニティによって大使館
たい しかん

を経由
け い ゆ

したり宗 教
しゅうきょう

団体
だんたい

だったり

異なる
こと    

だろう。ネットワークへ情報
じょうほう

を伝えよう
つ た     

とするにはコミュニティリーダーとの関係
かんけい

を捉え
とら  

、

そのリーダーが情報
じょうほう

の発信元
はっしんげん

になってもらうことが一つ
ひ と  

の方法
ほうほう

である。 

○ベトナムなど留学生
りゅうがくせい

が多い
お お  

国
くに

の場合
ば あ い

は教育
きょういく

関係
かんけい

機関
き か ん

にアプローチすれば、そのコミュニティに

通じる
つう    

ことが可能
か の う

であろう。日本語
に ほ ん ご

学校
がっこう

、専門
せんもん

学校
がっこう

、大学
だいがく

と日頃
ひ ご ろ

から顔
かお

の見える
み   

関係
かんけい

を作って
つく    

お

くことは重要
じゅうよう

である。 
 

（2）専門的
せんもんてき

な人材
じんざい

の育成
いくせい

 

外国人
がいこくじん

コミュニティキーパソンとの連携
れんけい

 

○災害
さいがい

時
じ

は結局人
けっきょくひと

が一番
いちばん

大事
だ い じ

で、コミュニティのリーダーの発信
はっしん

が周り
ま わ  

を安心
あんしん

させていくことがで

きる。外国人
がいこくじん

の各コミュニティリーダー
かく                  

に区
く

から情報
じょうほう

発信
はっしん

できれば、リーダーはネットワークを

使って
つか    

情報
じょうほう

を広げて
ひろ    

いくことができる。 

○これまで多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

連絡会
れんらくかい

が培って
つちか    

きたネットワークは大きく
おお    

、その中
なか

で活躍
かつやく

してきたキーパー

ソンをつなげていけば、防災
ぼうさい

のための外国人
がいこくじん

コミュニティを作って
つく    

いくという形
かたち

は決して
けっ    

不可能
ふ か の う

ではないだろう。 

防災
ぼうさい

ワークショップの実施
じ っ し

、防災
ぼうさい

リーダーの育成
いくせい

 

○映像
えいぞう

を含めた
ふく    

防災
ぼうさい

ワークショップのプログラムの中
なか

で、外国人
がいこくじん

に防災
ぼうさい

に関する
かん    

知識
ち し き

の習得
しゅうとく

・経験
けいけん

をしてもらうことが必要
ひつよう

である。外国人
がいこくじん

を主体
しゅたい

にした防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

やワークショップを開いて
ひら    

、

防災
ぼうさい

に関する
かん    

リーダーを養成
ようせい

していく枠組み
わく ぐ   

が必要
ひつよう

である。 

○日
 に

本人
ほんじん

の地域
ち い き

コミュニティは高齢化
こう れいか

しており、コミュニティの活性化
かっ せいか

には、外国人
がいこくじん

の若者
わかもの

が参加
さ ん か

し

たまちづくりが求められて
も と       

いる。日頃
ひ ご ろ

から地域
ち い き

のコミュニティのリーダーと外国人
がいこくじん

コミュニティ

のリーダーの接点
せってん

をつくっていくことが必要
ひつよう

である。 
 

（3）しんじゅく多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザの機能
き の う

強化
きょうか

 

平常
へいじょう

時
じ

の体制
たいせい

および発災
はっさい

時
じ

の体制
たいせい

 

○新宿区
しんじゅくく

のように外国人
がいこくじん

が多い
お お  

地域
ち い き

においては、現在
げんざい

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザは他
た

地域
ち い き

の国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

と比較
ひ か く

すると脆弱
ぜいじゃく

ではないか。事務
じ む

局 長
きょくちょう

が外国人
がいこくじん

という自治体
じ ち た い

もある。新宿区
しんじゅくく

レベルの

自治体
じ ち た い

であれば、本来そう
ほんらい    

いう形
かたち

が望ましい
のぞ      

。 

○多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザの中
なか

に専属
せんぞく

スタッフが居て
い  

、外国人
がいこくじん

コミュミティと顔
かお

の見える
み   

関係
かんけい

を作って
つく    

い

くのは非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

である。長期的
ちょうきてき

にはそうした体制づくり
たいせい      

を進める
すす    

べきである。区
く

の組織
そ し き

として

多文化
た ぶ ん か

に関する
かん    

専門
せんもん

職
しょく

を採用
さいよう

することが当面
とうめん

難しい
むずか   

のであれば、異動
い ど う

があっても機能
き の う

する方法
ほうほう

を

とっておくべきである。 

○専属
せんぞく

のスタッフと地域
ち い き

のグループのキーパーソンとが車
くるま

の両輪
りょうりん

で相まって
あ い     

いく関係
かんけい

になると、

防災
ぼうさい

の面
めん

でも非常
ひじょう

に有効
ゆうこう

に活用
かつよう

されるはずである。また、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に主軸
しゅじく

を置いて
お   

いる者
もの

が

防災
ぼうさい

や教育
きょういく

の現場
げ ん ば

に関われる
かか      

ような仕組み
し く  

も必要
ひつよう

である。 
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「災害
さいがい

多言語
た げ ん ご

支援
し え ん

センター」としての役割
やくわり

・運営
うんえい

方法
ほうほう

、シミュレーション 

○区
 く

の計画
けいかく

では、発災後
はっ さいご

、外国人
がいこくじん

に対する
たい    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の拠点
きょてん

を多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザに置く
お  

としている

が、実際
じっさい

に機能
き の う

するのか、そのための体制
たいせい

は整えられて
ととの        

いるのか検証
けんしょう

が必要
ひつよう

である。 

○区
く

内在住
ないざいじゅう

の職員
しょくいん

が尐なく
すく    

、立ち上げ
た  あ  

まで３日
み っ か

はかかるのではないか。また、プラザはビルの 11階
かい

にあるので、停電
ていでん

時
じ

に階段
かいだん

を昇って
のぼ    

行ける
い   

のかといった物理的
ぶつ りてき

な問題
もんだい

もある。何カ国語
な ん か こ く ご

で対応
たいおう

す

るのか、翻訳
ほんやく

ボランティアをどうやって集める
あつ    

のかといった想定
そうてい

や必要
ひつよう

な準備
じゅんび

がなされていない

のではないか。 

広域的
こういきてき

連携
れんけい

による協定
きょうてい

 

○災害
さいがい

時
じ

に必要
ひつよう

とされる多言語化
た げ ん ご か

のための翻訳
ほんやく

は必ず
かなら 

しもその場所
ば し ょ

に居なくて
い   

も可能
か の う

である。同時
ど う じ

に被災
ひ さ い

しない他
た

地域
ち い き

の自治体
じ ち た い

と協定
きょうてい

を結び
む す  

協 力
きょうりょく

してもらう体制
たいせい

を組む
く  

必要
ひつよう

があるだろう。さら

に、外国人
がいこくじん

に関する
かん    

対策
たいさく

は、海外
かいがい

を含んで
ふく    

地域外
ちい きがい

まで広げて
ひろ    

協定
きょうてい

を組んだり
く    

ネットワークを

組んで
く   

おく必要
ひつよう

があるのではないか。 
 

【取り組み
と  く  

の方向性
ほうこうせい

】 

 外国人
がいこくじん

コミュニティとの関係づくり
かんけい      

・ネットワークの構築
こうちく

なくして、防災
ぼうさい

に備えた
そ な   

体制づくり
たいせい      

はで

きない。多文化
た ぶ ん か

防災
ぼうさい

ネットワークや防災
ぼうさい

ワークショップなど、具体的
ぐた いてき

なアクションを起こして
お    

いくこ

とが重要
じゅうよう

である。その際
さい

、外国人
がいこくじん

コミュニティリーダーだけではなく、日本側
にほ んがわ

のリーダーとともに育成
いくせい

していくことが望まれる
の ぞ     

。 

  多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザは、平常
へいじょう

時
じ

には多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

と交流
こうりゅう

の起点
き て ん

として、災害
さいがい

時
じ

には外国人
がいこくじん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

の拠点
きょてん

と位置付けられる
い ち づ     

。新宿区
しんじゅくく

の外国人
がいこくじん

への災害
さいがい

対策
たいさく

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

の核
かく

として、その

役割
やくわり

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

できるよう、運営
うんえい

体制
たいせい

の強化
きょうか

が求められる
も と       

。課題
か だ い

を洗い出して
あ ら  だ    

早急
さっきゅう

に対応
たいおう

策
さく

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 

 

５ 地域
ち い き

住民
じゅうみん

としての防災力
ぼうさいりょく

の向上
こうじょう

 
 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

  日本人
にほ んじん

の地域
ち い き

コミュニティは高齢化
こう れいか

しており、コミュニティの活性化
かっ せいか

には外国人
がいこくじん

の若者
わかもの

の参加
さ ん か

が

求められて
も と       

いる。しかし現実
げんじつ

には、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

地域
ち い き

コミュニティとの関わり
かか    

は尐ない
すく    

。 

  どうしたら外国人
がいこくじん

が地域
ち い き

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

に参加
さ ん か

し、また避難所
ひな んじょ

運営
うんえい

に関われる
かか      

ようになるのか、日本人
にほ んじん

地域
ち い き

コミュニティ側
         が わ

の問題
もんだい

と両方面
りょうほうめん

から課題
か だ い

を明らか
あき    

にしていく必要
ひつよう

がある。 
 

地域
ち い き

コミュニティとの日常的
にちじょうてき

なかかわり 

○日
 ひ

頃
ごろ

、商店会
しょうてんかい

や町会
ちょうかい

は地域
ち い き

のコミュニティ活動
かつどう

や防災
ぼうさい

訓練
くんれん

をするにしても、外国人
がいこくじん

コミュニティ

のリーダーやキーパーソンという人
ひと

たちともっと強く
つ よ  

つながりたい、できれば外国人
がいこくじん

にも組織
そ し き

の

一員
いちいん

になってもらいたいと考えて
かんが   

いる。しかしどのように連携
れんけい

、声
こえ

かけしたらいいか分からない
わ     

。 

○日
 に

本人
ほんじん

の地域
ち い き

コミュニティは高齢化
こう れいか

している。町会
ちょうかい

としては外国人
がいこくじん

の若者
わかもの

が町会
ちょうかい

に入って
はい    

きてそ

の一端
いったん

を担って
にな    

くれると良い
よ  

と考えて
かんが   

いる。地域
ち い き

のコミュニティづくりの中
なか

にどうやって外国人
がいこくじん

を取り込む
と  こ  

かが課題
か だ い

である。外国人
がいこくじん

コミュニティのリーダーとのかかわりを増やす
ふ   

、情報
じょうほう

伝達
でんたつ

が

できる者
もの

を巻き込む
ま  こ  

ことが必要
ひつよう

である。 
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防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への参加
さ ん か

 

○区
 く

内
ない

51カ所
か し ょ

の避難所
ひな んじょ

では、地域
ち い き

住民
じゅうみん

で運営
うんえい

し、参加者
さん かしゃ

がそれぞれ役割
やくわり

を担う
にな  

訓練
くんれん

を行って
おこな   

いる。

この訓練
くんれん

は町会
ちょうかい

に関係
かんけい

なく誰
だれ

でも参加
さ ん か

できるようになっている。しかし、こうした訓練
くんれん

も町会
ちょうかい

か

らの参加者
さん かしゃ

は毎年
まいとし

同じ
お な  

で、区
く

の訓練
くんれん

メニューを消化
しょうか

し切れて
 き   

いないというのが現状
げんじょう

である。 

○地域
ち い き

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

は周知
しゅうち

も十分
じゅうぶん

ではなく、町会
ちょうかい

行事
ぎょうじ

や地域
ち い き

活動
かつどう

に参加
さ ん か

していない外国人
がいこくじん

にとっては、

地域
ち い き

で防災
ぼうさい

訓練
くんれん

があることを知らない
し    

ことも多く
お お  

、参加
さ ん か

は難しい
むずか   

。 

○大久保
お お く ぼ

小学校
しょうがっこう

の避
ひ

難所
なんじょ

運営
うんえい

管理協
かんりきょう

議会
ぎ か い

には、多く
お お  

の外
がい

国籍
こくせき

の住民
じゅうみん

、外国人
がいこくじん

学校
がっこう

、日本語
に ほ ん ご

学校
がっこう

の

教員
きょういん

も加わって
くわ      

いるが、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

時
じ

にはマニュアルどおりにはいかなかった。日頃
ひ ご ろ

から防災
ぼうさい

区民
く み ん

組織
そ し き

のリーダーや学校
がっこう

の責任者
せきにんしゃ

と、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

との相互
そ う ご

理解
り か い

が大事
だ い じ

であろう。 

○大久保
お お く ぼ

小学校
しょうがっこう

避難所
ひな んじょ

で実施
じ っ し

している外国人
がいこくじん

を含めた
ふ く   

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

モデルを他
た

の地域
ち い き

にも広め
ひ ろ  

、

各避難所
かくひなんじょ

でも地域
ち い き

の外国人
がいこくじん

が避難
ひ な ん

してくる想定
そうてい

のシミュレーションを行い
おこな  

、そのうえで尐し
す こ  

ずつ

改善
かいぜん

していくことが望ましい
の ぞ     

。 
 

支援
し え ん

を受ける
う   

側
がわ

から支援
し え ん

する側
がわ

へ 

○災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

には、区内
く な い

事業所
じぎょうしょ

の若い
わ か  

従 業 員
じゅうぎょういん

に協 力
きょうりょく

依頼
い ら い

し、一斉に
いっ せい  

名簿
め い ぼ

を使って
つか    

確認
かくにん

できるようなシステムづくりに取り組んで
と  く   

いる。定住
ていじゅう

して長く
な が  

住んでる
す    

人
ひと

や外国人
がいこくじん

は比較的
ひか くてき

若年者
じゃくねんしゃ

が多く
お お  

、災害
さいがい

時
じ

には支援
し え ん

する側
がわ

に回れる
まわ    

可能性
かの うせい

を持って
も   

いる。ワークショップなどで防災
ぼうさい

知識
ち し き

の取得
しゅとく

、リーダーとしての育成
いくせい

ができれば、避難所
ひな んじょ

の中
なか

でも様々
さまざま

な役割
やくわり

を担える
にな    

だろう。 

○新宿区
しんじゅくく

は、大使館
たい しかん

も近く
ち か  

、多様
た よ う

な国籍
こくせき

の人
ひと

が住んで
す   

いて、日本語
に ほ ん ご

もその他
  た

の外国語
がい こくご

も理解
り か い

できる人
ひと

が多く
お お  

いる。そうした区
く

が持って
も   

いるリソースを使う
つ か  

と、他
た

地域
ち い き

で災害
さいがい

があった場合
ば あ い

、被災地
ひ さ い ち

か

ら安全
あんぜん

に避難
ひ な ん

してこられる受け入れ
う  い  

地域
ち い き

になりうるのではないか。 
 

【取り組み
と  く  

の方向性
ほうこうせい

】 

  地域
ち い き

住民
じゅうみん

の防災力
ぼうさいりょく

を高めて
た か   

いくためには、外国人
がいこくじん

支援
し え ん

という視点
し て ん

だけでなく、日本人
にほ んじん

コミュニティ

の活性化
かっ せいか

と合わせて
あ    

進める
すす    

ことが望ましい
のぞ      

。 

 地域
ち い き

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

については外国人
がいこくじん

への周知
しゅうち

を増やして
ふ    

参加
さ ん か

を促したり
うなが     

、避難所
ひな んじょ

運営
うんえい

に外国人
がいこくじん

の役割
やくわり

を位置付けたり
い ち づ    

して活性化
かっ せいか

を図って
はか    

いく。一方
いっぽう

、地域
ち い き

の日本人
にほ んじん

リーダーにも多文化
た ぶ ん か

関係
かんけい

の事業
じぎょう

やイベ

ントへの参加
さ ん か

を促す
うなが  

。両方
りょうほう

の行き来
い  き

があって、お互い
 た が  

の顔
かお

の見える
み   

関係
かんけい

が作られて
つ く     

初めて
はじ    

災害
さいがい

時
じ

に力
ちから

を発揮
は っ き

できる関係
かんけい

ができるであろう。 
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 会議
か い ぎ

からの提言
ていげん
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第４章
だい しょう

 外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ  

の教育
きょういく

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

に関する
か ん    

提言
ていげん

 

 

１ 提言
ていげん

にあたって 
  

新宿区
しんじゅくく

の自治
じ ち

基本
き ほ ん

条例
じょうれい

は、「私たち
わたし    

は、世界
せ か い

からこの地
ち

に集う
つ ど  

人々
ひとびと

とともに互い
た が  

のもつ多様性
たよ うせい

を

認め合う
み と  あ   

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

をめざす」ことを謳って
うた    

いる。多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

をめざすために、

外国
がいこく

にルーツ
 

を持つ
も  

子ども
こ   

たちの教育
きょういく

は最重要
さいじゅうよう

課題
か だ い

の一つ
ひ と  

である。新宿区
しんじゅくく

の子ども
こ   

の一割
  わり

以上
いじょう

を

占める
し   

、こうした子ども
こ   

たちは、将来
しょうらい

の新宿区
しんじゅくく

の重要
じゅうよう

な担い手
にな   て

である。また、日本
に ほ ん

と外国
がいこく

を結ぶ
む す  

架け橋
か   はし

となりうる存在
そんざい

であり、グローバルに活躍
かつやく

できる人材
じんざい

の卵
たまご

ともいえる。こうした子ども
こ   

たち

が、教育
きょういく

を受ける
う   

権利
け ん り

を保障
ほしょう

され、できるだけ日本
に ほ ん

と出身
しゅっしん

国
こく

の文化
ぶ ん か

の両方
りょうほう

を受け継ぎ
う  つ  

、将来
しょうらい

に

向けた
む   

夢
ゆめ

を持ちながら
も     

育って
そだ    

いけるように、教育
きょういく

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

をめざして、以下
い か

の提言
ていげん

を行う
おこな  

。 

 

２ 取り組み
と  く  

が必要
ひつよう

な４項目
 こうも く

 
 

（1）日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

体制
たいせい

の強化
きょうか

 
  

① 日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

推進
すいしん

委員会
いい んかい

の活用
かつよう

や区立
く り つ

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

日本語
に ほ ん ご

学級
がっきゅう

等
とう

の連携
れんけい

によって、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

の

実践
じっせん

事例
じ れ い

の蓄積
ちくせき

や「特別
とくべつ

の教育
きょういく

課程
か て い

」の編成
へんせい

にかかる課題
か だ い

の研究
けんきゅう

を行う
おこな  

。また、教科
きょうか

学習
がくしゅう

につ

ながる日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

の実践
じっせん

により児童
じ ど う

生徒
せ い と

一人
ひ と り

ひとりの実態
じったい

に応じた
おう    

学習
がくしゅう

環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

を図る
はか  

。 
  

② 日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

に関わる
かか    

教員
きょういん

に、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

への理解
り か い

や日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

の質
しつ

の充実
じゅうじつ

につながる研修
けんしゅう

を

実施
じ っ し

する。 
  

③ 学校
がっこう

と日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

に関わる
かか    

支援者
しえ んしゃ

との連携
れんけい

により子ども
こ   

たちの日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

に関する
かん    

情報
じょうほう

の

共有化
きょうゆうか

を図る
はか  

。 

 

（2）家庭
か て い

へのサポート、地域
ち い き

での連携
れんけい

強化
きょうか

 
  

① 外国人
がいこくじん

保護者
ほ ご し ゃ

が安心
あんしん

して相談
そうだん

を行える
おこな   

場所
ば し ょ

を確保
か く ほ

する。また、そうした相談
そうだん

窓口
まどぐち

の利用
り よ う

を促す
うなが  

効果的
こう かてき

な案内
あんない

を行う
おこな  

。 
  

② 保護者向け
ほ ご し ゃ む  

文書
ぶんしょ

等
とう

の翻訳
ほんやく

事例
じ れ い

を整え
ととの  

共有化
きょうゆうか

するとともに、実情
じつじょう

に合わせた
あ    

通訳
つうやく

派遣
は け ん

を行う
おこな  

など、

保護者
ほ ご し ゃ

への適切
てきせつ

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行う
おこな  

。 
  

③ 高校
こうこう

進学
しんがく

について学校
がっこう

で行う
おこな  

個人
こ じ ん

面談
めんだん

や新宿
しんじゅく

未来
み ら い

創造
そうぞう

財団
ざいだん

で実施
じ っ し

する説明会
せつめいかい

は、外国人
がいこくじん

保護者
ほ ご し ゃ

にとって理解
り か い

しやすく、参加
さ ん か

しやすいものにする。 
 

④ 外国人
がいこくじん

学生
がくせい

や、教員
きょういん

資格
し か く

又
また

は日本語
に ほ ん ご

教師
きょうし

資格
し か く

を持つ
も  

地域
ち い き

の人材
じんざい

を、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

や学習
がくしゅう

支援
し え ん

の場面
ば め ん

で積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

していく。 
  

⑤ 子ども
こ   

総合
そうごう

センターや教育
きょういく

委員会
いい んかい

などの相談
そうだん

窓口
まどぐち

に、外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

たちを理解
り か い

し、

行政
ぎょうせい

・民間
みんかん

を含めた
ふく    

地域
ち い き

の関係者
かんけいしゃ

をコーディネートできるような専門性
せんもんせい

を持った
も   

職員
しょくいん

を配置
は い ち

する。 
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⑥ 各相談
かくそうだん

窓口
まどぐち

は、連携
れんけい

して外国
がいこく

にルーツをもつ子ども
こ   

の相談
そうだん

実績
じっせき

の把握
は あ く

や内容
ないよう

の分析
ぶんせき

・検証
けんしょう

を行う
おこな  

とともに、他
ほか

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

や民間
みんかん

団体
だんたい

との情報
じょうほう

共有
きょうゆう

のための協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

し、良好
りょうこう

なサポート

環境
かんきょう

をつくり、定期的
てい きてき

に検証
けんしょう

していく。 

 

（3）母語
ぼ ご

・母文化
ぼ ぶ ん か

の尊重
そんちょう

 
    

① 母語
ぼ ご

は親
おや

との大切
たいせつ

なコミュニケーション言語
げ ん ご

であり、アイデンティティの保持
ほ じ

にもつながる。家
か

庭内
ていない

の母語
ぼ ご

での会話
か い わ

の大切さ
たい せつ  

を地域
ち い き

社会
しゃかい

にも広めて
ひろ    

いく。 
  

② 母語
ぼ ご

でも日本語
に ほ ん ご

でも幼児期
よ う じ き

のことばの獲得
かくとく

がその後
  ご

の学習
がくしゅう

言語
げ ん ご

の習得
しゅうとく

に大きく
おお    

影響
えいきょう

すること

から、ことばの獲得
かくとく

を促す
うなが  

機会
き か い

の提供
ていきょう

やその支援
し え ん

を行う
おこな  

。 
  

③ 多様
た よ う

な学び
ま な  

の場
ば

や子ども
こ   

たちを受け入れる
う  い   

地域
ち い き

社会
しゃかい

（ホスト社会
しゃかい

）において、母語
ぼ ご

・母文化
ぼ ぶ ん か

が尊重
そんちょう

されるよう啓発
けいはつ

していく。 

 

（4）教育
きょういく

を受ける
う   

機会
き か い

を逸
いっ

しないための取り組み
と  く  

 
    

① 情報
じょうほう

不足
ぶ そ く

により就学
しゅうがく

する機会
き か い

を失う
うしな 

ことがないように、多言語
た げ ん ご

での就学
しゅうがく

案内
あんない

や進路
し ん ろ

予定先
よて いさき

調査
ちょうさ

を確実
かくじつ

に進める
す す   

とともに、区立
く り つ

学校
がっこう

以外
い が い

の様々
さまざま

な場所
ば し ょ

で学ぶ
ま な  

子ども
こ   

たちの実情
じつじょう

の把握
は あ く

に努める
つと    

。 
  

② 児童館
じど うかん

や学童
がくどう

クラブ等
とう

の子ども
こ   

たちの居場所
い ば し ょ

となる施設
し せ つ

や制度
せ い ど

の一層
いっそう

の周知
しゅうち

を行い
おこな 

、外国
がいこく

にルー

ツを持つ
も  

子ども
こ   

にも広く
ひ ろ  

利用
り よ う

を促す
うなが 

とともに、支援者
しえ んしゃ

との連携
れんけい

により子ども
こ   

たちの居場所づくり
い ば し ょ    

を進める
すす    

。 
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第５章
だい しょう

 災害
さいがい

時
じ

における外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の仕組みづくり
し く    

に関する
か ん    

提言
ていげん

 

 

１ 提言
ていげん

にあたって 
 

（1）基本的
きほ んてき

な考え方
かんが かた

 

新宿区
しんじゅくく

は、日本人
にほ んじん

と外国人
がいこくじん

がともに地域
ち い き

の一員
いちいん

として生活
せいかつ

する多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

のまちである。そのた

め、外国人
がいこくじん

も日本人
にほ んじん

と等しく
ひと    

災害
さいがい

時
じ

における支援
し え ん

やサービスを受ける
う   

ことができる体制
たいせい

を整備
せ い び

しな

ければならない。そのことによって外国人
がいこくじん

も、災害
さいがい

時
じ

に支援者
しえ んしゃ

として活動
かつどう

することが可能
か の う

になる。 

私たち
わたし   

は災害
さいがい

に備えて
そな    

、ともに課題
か だ い

に向き合い
む  あ  

、互いに
たが    

支え助け合える
さ さ  た す  あ    

仕組みづくり
し く     

をめざす。 
 

（2）検討
けんとう

プロセスと基本
き ほ ん

認識
にんしき

 

「災害
さいがい

時
じ

における外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の仕組みづくり
し く     

」部会
ぶ か い

では、２年間
  ねんかん

かけて７回
 か い

の会議
か い ぎ

と５回
 か い

のワー

キング・グループでの意見
い け ん

交換
こうかん

と検討
けんとう

を重ねて
かさ    

きた。 

2011年
ねん

3月
がつ

11日
にち

の東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

の際
さい

に、各委員
かく いいん

が、居住
きょじゅう

地域
ち い き

や国籍
こくせき

・出身
しゅっしん

国
こく

などの違い
ち が  

から様々
さまざま

な経験
けいけん

をし、災害
さいがい

に対して
た い   

多様
た よ う

な考え
かんが 

を持って
も   

いることを共有
きょうゆう

した。また新宿区
しんじゅくく

が、既
すで

に防災
ぼうさい

に

対する
たい    

指針
し し ん

・計画
けいかく

を策定
さくてい

し、防災
ぼうさい

訓練
くんれん

等
とう

をある程度
て い ど

行って
おこな    

いることも理解
り か い

した。部会
ぶ か い

での議論
ぎ ろ ん

は、

各委員
かく いいん

がお互い
 た が  

の考え
かんが  

を交換
こうかん

し、区
く

から情報
じょうほう

を得ながら
え   

課題
か だ い

を検証
けんしょう

し、理解
り か い

を共有
きょうゆう

していくプロ

セスであった。 

これまでの議論
ぎ ろ ん

を通して
とお    

新宿区
しんじゅくく

の現状
げんじょう

について次
つぎ

のように認識
にんしき

した。 
 

○ 新宿区
しんじゅくく

に居住
きょじゅう

する外国人
がいこくじん

は、1年間
ねんかん

で約
やく

1/3が転出
てんしゅつ

・転入
てんにゅう

するなど流動性
りゅうどうせい

が非常
ひじょう

に高く
た か  

、また、

国籍
こくせき

は 120ヶ国
か こ く

以上
いじょう

にわたり、そのコミュニティも多様
た よ う

である。そのため、他
た

の外国人
がいこくじん

が集 住
しゅうじゅう

す

る都市
と し

と比較
ひ か く

しても、災害
さいがい

に備えて
そな    

、より一層
   いっそう

充実
じゅうじつ

した外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の取り組み
と  く  

が必要
ひつよう

である。 

○ 新宿区
しんじゅくく

では地域
ち い き

コミュニティの担い手
に な  て

の高齢化
こう れいか

が進み
す す  

、災害
さいがい

に備える
そな    

力
ちから

が弱まって
よ わ     

いることが

懸念
け ね ん

される。一方
いっぽう

、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

は留学生
りゅうがくせい

をはじめ若い
わ か  

世代
せ だ い

が多く
お お  

、彼
かれ

（女
じょ

）らが、救助
きゅうじょ

や支援
し え ん

活動
かつどう

等
とう

において大きな
おお    

力
ちから

を発揮
は っ き

することが期待
き た い

される。 

○ 日本
に ほ ん

は大規模
だ い き ぼ

な地震
じ し ん

を何度
な ん ど

も経験
けいけん

してきたが、一人
ひ と り

ひとりの防災
ぼうさい

意識
い し き

は未だ
い ま  

十分
じゅうぶん

であるとは

言えない
い    

。地震
じ し ん

の経験
けいけん

が尐ない
すく    

国
くに

や地域
ち い き

から来た
き  

外国人
がいこくじん

であれば、日本
に ほ ん

の地震
じ し ん

に対する
たい    

理解
り か い

や防災
ぼうさい

意識
い し き

は、さらに低い
ひ く  

のではないかと考えられる
かんが       

。 

○ 新宿区
しんじゅくく

では多言語
た げ ん ご

の防災
ぼうさい

パンフレットの配布
は い ふ

や、一部
い ち ぶ

の地域
ち い き

において外国人
がいこくじん

と連携
れんけい

した防災
ぼうさい

訓練
くんれん

等
とう

を実施
じ っ し

しているが、十分
じゅうぶん

であるとは言えない
い    

。災害
さいがい

への備え
そ な  

は、緊急性
きんきゅうせい

を要し
よ う  

、かつ実効性
じっこうせい

が

求められる
も と       

。専門的
せんもんてき

な取り組み
と  く  

が必要
ひつよう

である。 
 

部会
ぶ か い

では、災害
さいがい

が発生
はっせい

した時
とき

に備えて
そな    

課題
か だ い

を整理
せ い り

していく過程
か て い

で、その内容
ないよう

が多岐
た き

にわたること

を理解
り か い

した。そのため、今回
こんかい

の提言
ていげん

では敢えて
あ   

網羅的
もう らてき

な内容
ないよう

とせず、緊急性
きんきゅうせい

・重要性
じゅうようせい

が高く
た か  

、かつ

速やか
すみ    

に実効性
じっこうせい

を期待
き た い

できる項目
こうもく

を優先的
ゆうせんてき

に取り上げる
と  あ   

こととした。 

なお、本提言
ほんていげん

で取り上げなかった
と  あ      

課題
か だ い

についても、行政
ぎょうせい

と地域
ち い き

が計画性
けいかくせい

をもって順次
じゅんじ

取り組んで
と  く   

いくことを求める
もと    

。 
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 ２ 緊急
きんきゅう

かつ重要性
じゅうようせい

が高い
た か  

項目
こうもく

 
 

  （1）日頃
ひ ご ろ

からの準備
じゅんび

（平常
へいじょう

時
じ

） 

   新宿区
しんじゅくく

に居住
きょじゅう

する外国人
がいこくじん

は流動性
りゅうどうせい

が高く
た か  

多様性
たよ うせい

に富んで
と   

いる。常に
つ ね  

人
ひと

が入れ替わって
い  か    

も対応
たいおう

でき

る取り組み
と  く  

を重視
じゅうし

すべきと考え
かんが 

、次
つぎ

のように提言
ていげん

する。 
 

  ① 外国人
がいこくじん

の流動性
りゅうどうせい

を考慮
こうりょ

した確実
かくじつ

な防災
ぼうさい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

 

外国人
がいこくじん

が区
く

役所
やくしょ

へ住民
じゅうみん

登録
とうろく

の手続き
て つ づ  

に来た
き  

ときが、防災
ぼうさい

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

できる絶好
ぜっこう

の機会
き か い

である。

この機会
き か い

に災害
さいがい

に対する
たい    

備え
そな  

についての知識
ち し き

を周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

する。 

(ア) 住民
じゅうみん

登録
とうろく

の窓口
まどぐち

で、防災
ぼうさい

に関する
かん    

パンフレットを手渡す
て わ た  

。 

(イ) 住民
じゅうみん

登録
とうろく

の待ち
ま  

時間
じ か ん

を利用
り よ う

して、多言語
た げ ん ご

で字幕
じ ま く

を入れた
い   

防災
ぼうさい

に関する
かん    

映像
えいぞう

を視聴
しちょう

してもら

う。 

(ウ) 印刷物
いんさつぶつ

のほか、外国
がいこく

人
じん

のための防災
ぼうさい

に関する
かん    

ホームページを設置
せ っ ち

し、多言語
た げ ん ご

で最新
さいしん

の情報
じょうほう

を提供
ていきょう

・更新
こうしん

していく。 

  (エ) 地震
じ し ん

が起きた
お   

直後
ちょくご

は、自分
じ ぶ ん

の命
いのち

は自分
じ ぶ ん

で守る
ま も  

という「自助
じ じ ょ

(self-help)」が原則
げんそく

となる。

どのようにして自ら
みずか  

命
いのち

を守る
まも  

のか、地震
じ し ん

が起きた
お   

後
あと

に自宅
じ た く

に残る
のこ  

べきか避難所
ひな んじょ

へ行く
い  

べき

かなど様々
さまざま

な状 況
じょうきょう

に応じて
おう    

、各自
か く じ

が適切
てきせつ

な避難
ひ な ん

行動
こうどう

をとることができるよう、上記
じょうき

(ア)(イ)(ウ)を通して
とお    

周知
しゅうち

する。 

  (オ) 新宿区
しんじゅくく

に居住
きょじゅう

する外国人
がいこくじん

の多様性
たよ うせい

や出身
しゅっしん

国
こく

の順位
じゅんい

変動
へんどう

を考慮
こうりょ

し、防災
ぼうさい

パンフレット等
とう

の

多言語化
た げ ん ご か

は、使用
し よ う

される言語
  げんご

の種類
しゅるい

・割合
わりあい

等
とう

に配慮
はいりょ

する。また「やさしい日本語
に ほ ん ご

」やイラス

トの積極的
せっきょくてき

活用
かつよう

により、わかりやすいものとする。 
 

② 災害
さいがい

に備える
そな    

「仕組み
し く  

」としての体制づくり
たいせい      

 

外国人
がいこくじん

コミュニティの実情
じつじょう

を踏まえる
ふ    

と、外国人
がいこくじん

キーパーソンが常に
つね  

存在
そんざい

しているとは

言えない
い    

。流動性
りゅうどうせい

の高い
たか  

「人
ひと

」に着目
ちゃくもく

するだけではなく、「仕組み
し く  

」として災害
さいがい

に備えた
そな    

体制
たいせい

を

整備
せ い び

していく。 

(ア) 外国人
がいこくじん

を主体
しゅたい

とした防災
ぼうさい

訓練
くんれん

や多言語
た げ ん ご

での防災
ぼうさい

ワークショップを、年
ねん

に複
ふく

数回
すうかい

実施
じ っ し

する。

また、防災
ぼうさい

訓練
くんれん

や防災
ぼうさい

ワークショップの実施
じ っ し

を通じて
つう    

、災害
さいがい

時
じ

における外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の核
かく

とな

るような人材
じんざい

を継続的
けいぞくてき

に育成
いくせい

していく仕組み
し く  

を作る
つく  

。 

(イ) 恒常的
こうじょうてき

に機能
き の う

する地域
ち い き

の日本人
にほ んじん

と外国人
がいこくじん

による(仮称
かしょう

)多文化
た ぶ ん か

防災
ぼうさい

ネットワークを構築
こうちく

し

ていく。 

(ウ) 大使館
たい しかん

・宗 教
しゅうきょう

施設
し せ つ

・日本語
に ほ ん ご

学校
がっこう

・外国人
がいこくじん

支援
し え ん

を行う
おこな  

NPO団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

体制
たいせい

を整備
せ い び

して

いく。 

 

  （2）地震
じ し ん

が起きた
お   

時
とき

の対応
たいおう

（発災
はっさい

時
じ

） 

    地震
じ し ん

が起きた
お   

直後
ちょくご

の初動
しょどう

においては「迅速
じんそく

で的確
てきかく

な情報
じょうほう

発信
はっしん

」が最も
もっと 

重要
じゅうよう

となる。正確
せいかく

かつ

外国人
がいこくじん

が必要
ひつよう

とする情報
じょうほう

を、伝達性
でんたつせい

を確保
か く ほ

したうえで発信
はっしん

するため、次
つぎ

のように提言
ていげん

する。 
 

① 多言語
た げ ん ご

による情報
じょうほう

発信
はっしん

のための仕組みづくり
し く     
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 多様
た よ う

な外国人
がいこくじん

に迅速
じんそく

に情報
じょうほう

を伝える
つた    

ためには、情報
じょうほう

をリアルタイムで多言語化
た げ ん ご か

する体制
たいせい

が

必要
ひつよう

である。新宿区
しんじゅくく

のリソースを積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

するほか、広域
こういき

連携
れんけい

による翻訳
ほんやく

・通訳
つうやく

体制
たいせい

を確保
か く ほ

する。 

(ア) (仮称
かしょう

)多文化
た ぶ ん か

防災
ぼうさい

ネットワーク（上記
じょうき

（1）,②）との協 力
きょうりょく

体制
たいせい

により、翻訳
ほんやく

・通訳
つうやく

の仕組み
し く  

をつくる。 

  (イ) 首都圏
しゅ とけん

一帯
いったい

に被害
ひ が い

が及ぶ
およ  

大規模
だ い き ぼ

災害
さいがい

が起きた
お   

場合
ば あ い

でも影響
えいきょう

が尐ない
すく    

遠方
えんぽう

の自治体
じ ち た い

や地域
ち い き

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

と協定
きょうてい

し、通訳
つうやく

の派遣
は け ん

や翻訳
ほんやく

の相互
そ う ご

協 力
きょうりょく

関係
かんけい

を築く
き ず  

。 
 

② 正確
せいかく

で迅速
じんそく

な情報
じょうほう

発信
はっしん

のための準備
じゅんび

 

  大規模
だ い き ぼ

な災害
さいがい

が起こった
お    

ときには、憶測
おくそく

や誤った
あやま    

情報
じょうほう

により混乱
こんらん

することが考えられる
かんが       

。

新宿区
しんじゅくく

として、正しい
ただ    

情報
じょうほう

を簡潔
かんけつ

に伝えられる
つ た       

よう、あらかじめ準備
じゅんび

しておく。 

  これらの情報
じょうほう

伝達
でんたつ

の手段
しゅだん

としては、災害
さいがい

時
じ

に有効
ゆうこう

であるとされるインターネットを活用
かつよう

する。 

(ア) 平常
へいじょう

時
じ

から安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

ツール(災害用
さいがいよう

伝言
でんごん

ダイヤル(171)など)の周知
しゅうち

を行い
おこな 

、アクセスの

集 中
しゅうちゅう

による混乱
こんらん

を最尐限
さいしょうげん

にする。 

(イ) 地域
ち い き

の被害
ひ が い

状 況
じょうきょう

や避難所
ひな んじょ

の情報
じょうほう

など、発災
はっさい

時
じ

に新宿区
しんじゅくく

が発信
はっしん

すると想定
そうてい

される情報
じょうほう

を

具体的
ぐた いてき

に整理
せ い り

して明確化
めい かくか

し、あらかじめ多言語
た げ ん ご

に翻訳
ほんやく

しておく。 

(ウ) ホームページのほか、SNS(ツイッタ―・フェイスブック)など、迅速
じんそく

に情報
じょうほう

を発信
はっしん

できる

ツールを用意
よ う い

する。 

 

（3）地震
じ し ん

が起きた
お   

後
あと

の対応
たいおう

（発災後
は っさい ご

） 

 新宿区
しんじゅくく

には多様
た よ う

な国籍
こくせき

の外国人
がいこくじん

が居住
きょじゅう

しており、発災後
はっ さいご

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

も国
くに

やコミュニティによっ

て異なる
こと    

ことが考えられる
かんが       

。それぞれの避難
ひ な ん

行動
こうどう

に配慮
はいりょ

した支援
し え ん

の仕組み
し く  

を作らなければ
つ く        

ならな

い。なお、こうした仕組み
し く  

を整備
せ い び

していくにあたっては、言語
げ ん ご

・宗 教
しゅうきょう

・国籍
こくせき

など様々
さまざま

な背景
はいけい

や、

難民
なんみん

など特別
とくべつ

な事情
じじょう

を持つ
も  

外国人
がいこくじん

一人
ひ と り

ひとりの権利
け ん り

保護
ほ ご

を常に
つ ね  

意識
い し き

する必要
ひつよう

がある。 
 

① 外国人
がいこくじん

被災者
ひさ いしゃ

を想定
そうてい

した避難所
ひな んじょ

運営
うんえい

 

日本人
にほ んじん

と分け隔てなく
わ   へだ      

外国人
がいこくじん

被災者
ひさ いしゃ

も避難所
ひな んじょ

で受け入れる
う  い   

。あらかじめ外国人
がいこくじん

の受け入れ
う  い  

を

想定
そうてい

したシミュレーションを行う
おこな  

など、外国人
がいこくじん

が安心
あんしん

して過ごせる
す   

避難所
ひな んじょ

運営
うんえい

を検討
けんとう

する。 

(ア) 避難所
ひな んじょ

における被災者
ひさ いしゃ

登録
とうろく

カードは、尐なく
すく    

とも英語
え い ご

併記
へ い き

または英語版
えい ごばん

を用意
よ う い

するほか、

使用
し よ う

言語
げ ん ご

など外国人
がいこくじん

支援
し え ん

に必要
ひつよう

な項目
こうもく

を設け
もう  

、各避難所
かくひなんじょ

での様式
ようしき

を統一
とういつ

する。 

(イ) 外国人
がいこくじん

被災者
ひさ いしゃ

受け入れ
う  い  

のための多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

マニュアルを策定
さくてい

し、各避難所
かくひなんじょ

に整備
せ い び

する。 

  (ウ) 宗 教
しゅうきょう

や食
しょく

習慣
しゅうかん

の違い
ち が  

など、マイノリティにも配慮
はいりょ

した避難所
ひな んじょ

運営
うんえい

及び
お よ  

準備
じゅんび

を行う。 

  (エ) 避難所
ひな んじょ

における通訳
つうやく

など、外国人
がいこくじん

に対して
た い   

必要
ひつよう

とされる支援
し え ん

の内容
ないよう

を想定
そうてい

し、対応
たいおう

策
さく

を

検討
けんとう

する。 
 

② 多様
た よ う

な避難
ひ な ん

行動
こうどう

への対応
たいおう

 

大規模
だ い き ぼ

な災害
さいがい

が起こった
お   

後
あと

、大使館
たい しかん

や外国人
がいこくじん

コミュニティによる同国人
どうこくじん

への支援
し え ん

は国
くに

によって

様々
さまざま

である。一時
い ち じ

帰国
き こ く

等
とう

も含めて
ふく    

外国人
がいこくじん

の多様
た よ う

な避難
ひ な ん

行動
こうどう

を想定
そうてい

し、各々
おのおの

が必要
ひつよう

とする情報
じょうほう

を

提供
ていきょう

する仕組み
し く  

を整備
せ い び

する。 

(ア) あらかじめ各国
かっこく

の大使館
たい しかん

やコミュニティ団体
だんたい

による支援
し え ん

体制
たいせい

を把握
は あ く

する。 
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(イ) 上記
じょうき

(ア)で把握
は あ く

した支援
し え ん

情報
じょうほう

を外国人
がいこくじん

被災者
ひさ いしゃ

に対し
た い  

適切
てきせつ

に提供
ていきょう

する。 

 

３ 今後
こ ん ご

の進め方
す す  か た

 
 

部会
ぶ か い

における提言
ていげん

の実効性
じっこうせい

を確実
かくじつ

なものとしていくため、本答申後
ほんとうしんご

も、引き続き
ひ  つ づ  

「災害
さいがい

時
じ

におけ

る外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の仕組みづくり
し く     

」を議論
ぎ ろ ん

し実行
じっこう

していく場
ば

を設ける
もう    

。そこでは、帰宅
き た く

困難者
こんなんしゃ

への対応
たいおう

な

ど、これまで部会
ぶ か い

でまとめきれなかった課題
か だ い

についても議論
ぎ ろ ん

する。また、新宿区
しんじゅくく

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

連絡会
れんらくかい

の活用
かつよう

も視野
し や

に入れ
い  

、区
く

と区民
く み ん

等
とう

が協働
きょうどう

して、外国人
がいこくじん

を主体
しゅたい

とした防災
ぼうさい

訓練
くんれん

や防災
ぼうさい

ワークショップ

等
とう

の事業
じぎょう

を具体的
ぐた いてき

に実施
じ っ し

していく。 
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第６章
だい しょう

 施策
せ さ く

の実現
じつげん

に向けて
む   

 

  

諮問
し も ん

を受けた
う   

２項目
  こうもく

について会議
か い ぎ

からの提言
ていげん

を述べて
の   

きたが、さらに会議
か い ぎ

の中
なか

で多く
お お  

の指摘
し て き

があり、

提言
ていげん

を実現
じつげん

する上
うえ

で取り組み
と  く  

が必要
ひつよう

な３項目
 こ うもく

について以下
い か

に示す
しめ  

。 

 

１ 適切
てきせつ

な情報
じょうほう

発信
はっしん

 

外国人
がいこくじん

への支援
し え ん

策
さく

を検討
けんとう

してきた中
なか

で、適切
てきせつ

な情報
じょうほう

発信
はっしん

を行う
おこな  

ことは最も
もっと 

重要
じゅうよう

であり、さらに

多
た

言語
げ ん ご

での対応
たいおう

が求められる
も と       

ことは、災害
さいがい

時
じ

における支援
し え ん

の仕組みづくり
し く     

の中
なか

で述べて
の   

きたとおり

である。子ども
こ   

たちの教育
きょういく

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

の視点
し て ん

においても具体的
ぐた いてき

に以下
い か

の取り組み
と  く  

が必要
ひつよう

である。 

外国人
がいこくじん

の保護者
ほ ご し ゃ

が子ども
こ   

の教育
きょういく

についての情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

しやすいように、ホームページ上
                      じょう

に子
こ

育て
そ だ   

に関する
かん      

情報
じょうほう

をまとめ、発信
はっしん

するページを設け
も う   

、定期的
てい きてき

に更新
こうしん

する。 

 

２ しんじゅく多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザの機能
き の う

強化
きょうか

 

新宿区
しんじゅくく

は、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「しんじゅく多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザ」を設置
せ っ ち

し

ている。しかしながら、区
く

の職員
しょくいん

の人事異動
じ ん じ い ど う

や、外国人
がいこくじん

の高流動性
こうりゅうどうせい

等
とう

が、人
ひと

と人
ひと

とのつながりに

よる信頼
しんらい

関係
かんけい

の醸成
じょうせい

、関係性
かんけいせい

の維持
い じ

を難しく
むずか   

している。大規模
だ い き ぼ

な災害
さいがい

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザの現行
げんこう

の体制
たいせい

では不安
ふ あ ん

がある。全国
ぜんこく

有数
ゆうすう

の外国人集
がいこくじんしゅう

住
じゅう

地域
ち い き

に相応しく
ふ さ わ   

、また全国
ぜんこく

の自治体
じ ち た い

の

モデルとなりえるような施設
し せ つ

として、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザの体制
たいせい

整備
せ い び

を行い
おこな 

機能
き の う

を強化
きょうか

する。 

(ア) 外国人
がいこくじん

コミュニティとのネットワークを構築
こうちく

し、恒常的
こうじょうてき

な関係
かんけい

を維持
い じ

していくために、

専門性
せんもんせい

と継続性
けいぞくせい

を有する
ゆう    

職員
しょくいん

を確保
か く ほ

・配置
は い ち

していく。 

(イ) 災害
さいがい

時
じ

にはこうした職員
しょくいん

が、外国人
がいこくじん

に対する
たい    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の拠点
きょてん

で重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を果たせる
は    

よう

機能
き の う

を強化
きょうか

する。 

 

３ 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

への指針
し し ん

 

新宿区
しんじゅくく

の多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

に関する
かん    

ビジョン（指針
し し ん

）を定め
さ だ  

、広く
ひ ろ  

区民
く み ん

に周知
しゅうち

する。さらに、本答申
ほんとうしん

に

示した
しめ    

提言
ていげん

を実効性
じっこうせい

のあるものにするためにも、施策
し さ く

や事業
じぎょう

を体系化
たい けいか

した多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

プラン

（仮称
かしょう

）を策定
さくてい

する。 
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24新
しん

地
ち

多
た

多
た

第
だい

235号
ごう

 

平
へい

成
せい

24年
ねん

9月
がつ

7
なの

日
か

 

 

新宿区
しんじゅくく

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

まちづくり会議
か い ぎ

 会長
かいちょう

 

 

新
しん

宿
じゅく

区
く

長
ちょう

  中
なか

 山
やま

  弘
ひろ

 子
こ

 

 

 

 

新宿区
しんじゅくく

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

まちづくり会議
か い ぎ

への諮問
し も ん

 

 

 

   次
つぎ

に掲げる
かか    

事項
じ こ う

について、別紙
べ っ し

理由
り ゆ う

を添えて
そ   

諮問
し も ん

します。 

 

 

１ 外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

の教育
きょういく

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

について 

 

 

２ 災害
さいがい

時
じ

における外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の仕組みづくり
し く     

について 
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「外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

の教育
きょういく

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

について」 

（理由
り ゆ う

） 

新宿区
しんじゅくく

に在住
ざいじゅう

する外
がい

国籍
こくせき

の区民
く み ん

は、平成
へいせい

24年
ねん

8月
がつ

1
ついた

日
ち

現在
げんざい

3万
まん

2,410人
にん

で全人口
ぜんじんこう

の1
 

割
わり

を

超え
こ  

、国籍数
こくせきすう

においても 114か国
  こく

に及んで
およ    

います。 

  こうした中
なか

、日本語
に ほ ん ご

を母語
ぼ ご

としない子ども
こ   

たちや、日本
に ほ ん

国籍
こくせき

でも両親
りょうしん

のどちらかが外
がい

国
こく

籍
せき

で家庭
か て い

において日本語
に ほ ん ご

を話す
は な  

機会
き か い

の尐ない
すく    

子ども
こ   

たちなど、いわゆる外国
がいこく

にルーツを持
も

つ子ども
こ   

たちが日本
に ほ ん

の教育
きょういく

制度
せ い ど

の中
なか

で様々
さまざま

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

としています。これまで新宿区
しんじゅくく

で

は、区立
く り つ

小学校
しょうがっこう

における日本語
に ほ ん ご

学級
がっきゅう

の設置
せ っ ち

や、教育
きょういく

センター及び
お よ  

分室
ぶんしつ

における日本語
に ほ ん ご

集 中
しゅうちゅう

指導
し ど う

、小中学校
しょうちゅうがっこう

、幼稚園
よう ちえん

等
とう

における日本語
に ほ ん ご

サポート指導
し ど う

等
とう

を、さらに保護者
ほ ご し ゃ

に対し
た い  

ては通訳
つうやく

の派遣
は け ん

などの支援
し え ん

を行って
おこな   

きました。今
いま

、子ども
こ   

の教科
きょうか

学習
がくしゅう

に必要
ひつよう

なレベルの

日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

や教科
きょうか

の補習
ほしゅう

のための指導
し ど う

体制
たいせい

において、多様
た よ う

な国籍
こくせき

・言語
げ ん ご

に対応
たいおう

できるよう、

より一層
   いっそう

の充実
じゅうじつ

が求められて
も と       

いるとともに、日本語
に ほ ん ご

を十分
じゅうぶん

に習得
しゅうとく

していない保護者
ほ ご し ゃ

への

支援
し え ん

のあり方
   かた

も課題
か だ い

となっています。 

また、外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

が義務
ぎ む

教育
きょういく

諸学校
しょがっこう

への入学
にゅうがく

の機会
き か い

を逸する
い っ   

ことのな

いよう、取り組んで
と  く   

いかなければなりません。さらに、これらの区
く

の取組み
と り く  

の効果的
こう かてき

な広
こう

報
ほう

、情報
じょうほう

発信
はっしん

、情報
じょうほう

が必要
ひつよう

な所
ところ

への周知
しゅうち

を徹底
てってい

する必要
ひつよう

があります。 

こうした課題
か だ い

に対応
たいおう

するために、これまでの施策
し さ く

を効果的
こう かてき

に改善
かいぜん

し、外国
がいこく

にルーツを

持つ
も  

子ども
こ   

の教育
きょういく

環境
かんきょう

を向上
こうじょう

させる必要
ひつよう

があります。 

 

 

 

「災害
さいがい

時
じ

における外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の仕組みづくり
し く     

について」 

（理由
り ゆ う

） 

先
さき

の東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

では、首都圏
しゅ とけん

においても様々
さまざま

な問題
もんだい

が浮き彫り
う  ぼ  

となりました。とりわ

け、外国人
がいこくじん

の方々
かたがた

には、正確
せいかく

な情報
じょうほう

を得る
え  

ことが難しい
むずか   

状 況
じょうきょう

の中
なか

、大きな
おお    

混乱
こんらん

が生じた
しょう    

ことが各種
かくしゅ

調査
ちょうさ

等
とう

で報告
ほうこく

されています。 

災害
さいがい

時
じ

においては外国人
がいこくじん

への迅速
じんそく

で正確
せいかく

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

が不可欠
ふ か け つ

であり、ソーシャルネッ

トワーク等
とう

の活用
かつよう

による多言語
た げ ん ご

情報
じょうほう

発信
はっしん

の検討
けんとう

や、情報
じょうほう

発信
はっしん

拠点
きょてん

としてのしんじゅく

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザの体制
たいせい

強化
きょうか

も必要
ひつよう

です。また、外国人
がいこくじん

を対象
たいしょう

とした防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の充実
じゅうじつ

や

通訳
つうやく

ボランティアとの連携
れんけい

方法
ほうほう

の確立
かくりつ

も課題
か だ い

となっています。 
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新宿区
しんじゅくく

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

まちづくり会議
か い ぎ

 審議
し ん ぎ

経過
け い か

 

（平成
へいせい

24年
ねん

9月
がつ

7
な

日
のか

～平成
へいせい

26年
ねん

8月
がつ

29日
にち

） 

 

専門
せんもん

部会
ぶ か い

：「外国
がいこく

にルーツを持つ
も  

子ども
こ   

の教育
きょういく

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

について」部会
ぶ か い

（子ども
こ   

部会
ぶ か い

） 

「災害
さいがい

時
じ

における外国人
がいこくじん

支援
し え ん

の仕組みづくり
し く     

について」部会
ぶ か い

（災害
さいがい

部会
ぶ か い

） 

※その他
  た

、各部会
かく ぶかい

にはワーキンググループ（ＷＧ）を設置
せ っ ち

・検討
けんとう

 

 

回
かい

 年月日
ねん がっぴ

 議題
ぎ だ い

 

第 1回
だい  かい

全体
ぜんたい

会議
か い ぎ

 平成
へいせい

24年
ねん

9月
がつ

7
な

日
のか

 委嘱
いしょく

、諮問
し も ん

 

第 1回
だい  かい

子ども
こ   

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

24年
ねん

10月
がつ

29日
にち

 現状
げんじょう

と課題
か だ い

の整理
せ い り

、議論
ぎ ろ ん

の進め方
すす  かた

 

第 1回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

24年
ねん

12月
がつ

7
な

日
のか

 東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

の記憶
き お く

、課題
か だ い

の整理
せ い り

 

第 2回
だい  かい

子ども
こ   

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

24年
ねん

12月
がつ

19日
にち

 就学
しゅうがく

状 況
じょうきょう

、居場所づくり
い ば し ょ     

について 

第 2回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

25年
ねん

2月
がつ

7
な

日
のか

 外国人
がいこくじん

コミュニティについて 

第 2回
だい  かい

全体
ぜんたい

会議
か い ぎ

 平成
へいせい

25年
ねん

3月
がつ

28日
にち

 部会
ぶ か い

報告
ほうこく

、論点
ろんてん

整理
せ い り

 

第 3回
だい  かい

子ども
こ   

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

25年
ねん

5月
がつ

27日
にち

 就学前
しゅうがくまえ

～小学校
しょうがっこう

の子
こ

どもたちについて 

第 3回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

25年
ねん

6月
がつ

20日
にち

 発災
はっさい

時
じ

の仕組
し く

みについて 

第 1回
だい  かい

子ども
こ   

部会
ぶ か い

ＷＧ 平成
へいせい

25年
ねん

7月
がつ

11日
にち

 就学前
しゅうがくまえ

のことばの獲得
かくとく

について 

第 1回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

ＷＧ 平成
へいせい

25年
ねん

7月
がつ

18日
にち

 第 3回
だい  かい

部会
ぶ か い

の課題
か だ い

整理
せ い り

とまとめ 

第 4回
だい  かい

子ども
こ   

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

25年
ねん

7月
がつ

29日
にち

 小学校
しょうがっこう

～中学校
ちゅうがっこう

の子
こ

どもたちについて 

第 4回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

25年
ねん

8月
がつ

20日
にち

 平常
へいじょう

時
じ

の仕組み
し く  

について 

第 2回
だい  かい

子ども
こ   

部会
ぶ か い

ＷＧ 平成
へいせい

25年
ねん

9月
がつ

9
ここ

日
のか

 新宿
しんじゅく

中学校
ちゅうがっこう

日本語
に ほ ん ご

学級
がっきゅう

視察
し さ つ

 

第 2回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

ＷＧ 平成
へいせい

25年
ねん

9月
がつ

19日
にち

 第 4回
だい  かい

部会
ぶ か い

の課題
か だ い

整理
せ い り

とまとめ 

第 5回
だい  かい

子ども
こ   

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

25年
ねん

10月
がつ

15日
にち

 中学校
ちゅうがっこう

～高校
こうこう

以降
い こ う

の子ども
こ   

たちについて 

第 5回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

25年
ねん

11月
がつ

6
むい

日
か

 発災
はっさい

以降
い こ う

の仕組み
し く  

について 

第 3回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

ＷＧ 平成
へいせい

25年
ねん

12月
がつ

7
な

日
のか

 大
おお

久
く

保
ぼ

小
しょう

学
がっ

校
こう

避
ひ

難
なん

所
じょ

防
ぼう

災
さい

訓
くん

練
れん

視
し

察
さつ

 

第 3回
だい  かい

全体
ぜんたい

会議
か い ぎ

 平成
へいせい

25年
ねん

12月
がつ

26日
にち

 部会
ぶ か い

報告
ほうこく

、中間
ちゅうかん

のまとめ審議
し ん ぎ

 

第 6回
だい  かい

子ども
こ   

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

26年
ねん

3月
がつ

17日
にち

 答申
とうしん

作成
さくせい

方針
ほうしん

審議
し ん ぎ

 

第 6回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

26年
ねん

3月
がつ

28日
にち

 答申
とうしん

作成
さくせい

方針
ほうしん

審議
し ん ぎ

 

第 4回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

ＷＧ 平成
へいせい

26年
ねん

5月
がつ

28日
にち

 部会
ぶ か い

提言
ていげん

（案
あん

）検討
けんとう

 

第 3回
だい  かい

子ども
こ   

部会
ぶ か い

ＷＧ 平成
へいせい

26年
ねん

6月
がつ

9
ここの

日
か

 部会
ぶ か い

提言
ていげん

（案
あん

）検討
けんとう

 

第 5回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

ＷＧ 平成
へいせい

26年
ねん

7月
がつ

22日
にち

 部会
ぶ か い

提言
ていげん

（案
あん

）検討
けんとう

 

第 7回
だい  かい

子ども
こ   

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

26年
ねん

7月
がつ

31日
にち

 部会
ぶ か い

提言
ていげん

審議
し ん ぎ

 

第 7回
だい  かい

災害
さいがい

部会
ぶ か い

 平成
へいせい

26年
ねん

8月
がつ

4
よっ

日
か

 部会
ぶ か い

提言
ていげん

審議
し ん ぎ

 

第 4回
だい  かい

全体
ぜんたい

会議
か い ぎ

 平成
へいせい

26年
ねん

8月
がつ

29日
にち

 部
ぶ

会
かい

提
てい

言
げん

報
ほう

告
こく

、答
とう

申
しん

審
しん

議
ぎ
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新宿区
しんじゅくく

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

まちづくり会議
か い ぎ

委員
い い ん

一覧表
いちらんひょう

 

 団
だん

  体
たい

 氏
し

  名
めい

 国
こく

 籍
せき

 備
び

 考
こう

 

会
かい

 長
ちょう

 

 

副会長
ふくかいちょう

 

副会長
ふくかいちょう

 

㈶
ざい

日本
に ほ ん

国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター 

 チーフプログラムオフィサー 

毛受
めんじゅ

 敏
とし

浩
ひろ

 日本
に ほ ん

  

新宿区
しんじゅくく

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

連絡会
れんらくかい

 李
い

 承珉
すんみん

 韓国
かんこく

  

新宿区
しんじゅくく

商店会
しょうてんかい

連合会
れんごうかい

 森田
も り た

 忠
ただ

幸
ゆき

 日本
に ほ ん

 新
しん

大久保
お お く ぼ

商店街
しょうてんがい

 

明治
め い じ

大学
だいがく

国際
こくさい

日本語
に ほ ん ご

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

 山脇
やまわき

 啓造
けいぞう

 日本
に ほ ん

  

大東
だいとう

文化
ぶ ん か

大学
だいがく

環境
かんきょう

創造
そうぞう

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

 川村
かわむら

 千鶴子
ち ず こ

 日本
に ほ ん

  

法政
ほうせい

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

講師
こ う し

 稲葉
い な ば

 佳子
よ し こ

 日本
に ほ ん

  

立教
りっきょう

大学院
だいがくいん

異文化
い ぶ ん か

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科
けんきゅうか

 

特任准
とくにんじゅん

教授
きょうじゅ

 

藤田
ふ じ た

ラウンド 幸
さち

世
よ

 日本
に ほ ん

  

区民
く み ん

 魚
うお

見
み

 賢太郎
けん たろう

 日本
に ほ ん

  

区民
く み ん

 小島
こ じ ま

 奈津子
な つ こ

 日本
に ほ ん

  

区民
く み ん

 金
きむ

 朊
ぷん

央
あん

 韓国
かんこく

  

区民
く み ん

 二瓶
に へ い

 麻里
ま り

 日本
に ほ ん

※ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ出身
しゅっしん

  

在日本
ざい にほん

韓国人
かんこくじん

連合会
れんごうかい

 金
きむ

 世煥
せふぁん

 韓国
かんこく

  

在
ざい

日
に

本
ほん

大
だい

韓
かん

民
みん

国
こく

民
みん

団
だん

新
しん

宿
じゅく

支
し

部
ぶ

 副
ふく

団
だん

長
ちょう

 曺
ちょ

 明
みょん

（夏山
なつやま

 明
あきら

） 韓国
かんこく

  

㈱
かぶ

韓
かん

国
こく

広
ひろ

場
ば

 代
だい

表
ひょう

取
とり

締
しまり

役
やく

 金
きむ

 根熙
ぐ ん ひ

 韓国
かんこく

  

日中
にっちゅう

の未来
み ら い

を創る
つく  

会
かい

 丁
てい

 寧
ねい

 中国
ちゅうごく

  

NPO ミッターファンデーション イーイーミン ミャンマー  

難民
なんみん

連携
れんけい

委員会
いい んかい

 事務
じ む

局 長
きょくちょう

 マリップ・センブ ミャンマー  

㈱GMT
かぶ     

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 常務
じょうむ

取締役
とりしまりやく

 ｼｭﾚｽﾀ･ﾌﾞﾊﾟｰﾙ･ﾏﾝ ネパール  

在日
ざいにち

フランス人
じん

協会
きょうかい

 江副
え ぞ え

 ｶﾈﾙ ｼﾞｮｴﾙ フランス  

在日
ざいにち

タイ人
じん

ネットワーク 鈴木
す ず き

 ノンヤオ タイ  

NPO みんなのおうち 副代表
ふくだいひょう

理事
り じ

 小林
こばやし

 普子
ひ ろ こ

 日本
に ほ ん

  

NPO難民
なんみん

支援
し え ん

協会
きょうかい

 ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾊﾞｰﾊﾞｰ 米国
べいこく

  

NPO多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

センター東京
とうきょう

 枦
はぜ

木
き

 典子
の り こ

 日本
に ほ ん

  

NPO日本
に ほ ん

国籍
こくせき

華
か

人同携会
じんどうけいかい

事務
じ む

局 長
きょくちょう

 盛
もり

 十
と

和子
わ こ

 日本
に ほ ん

※ 中国
ちゅうごく

出身
しゅっしん

  

留学生
りゅうがくせい

 ﾘｺ･ﾊｼﾝﾀ･ﾍﾞﾙﾅﾃﾞｯﾄ･
ｲｸﾞﾅｼｵ 

フィリピン 早稲田
わ せ だ

大学
だいがく

  

新宿区
しんじゅくく

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

連絡会
れんらくかい

 梶村
かじむら

 勝利
かつとし

 日本
に ほ ん

  

新宿区
しんじゅくく

町会
ちょうかい

連合会
れんごうかい

 本多
ほ ん だ

 誠
まこと

 日本
に ほ ん

 諏訪町
すわちょう

会長
かいちょう

 

新宿区
しんじゅくく

町会
ちょうかい

連合会
れんごうかい

 朝倉
あさくら

 英一
えいいち

 日本
に ほ ん

 百 人 町 東 町
ひゃくにんちょうひがしまち

会長
かいちょう

  

新宿区
しんじゅくく

町会
ちょうかい

連合会
れんごうかい

 太田
お お た

 昭二
しょうじ

 日本
に ほ ん

 いぶき町
ちょう

会長
かいちょう

 

新宿区
しんじゅくく

商店会
しょうてんかい

連合会
れんごうかい

 勝村
かつむら

 忠三
ただみつ

 日本
に ほ ん

 神楽坂
かぐらざか

商店街
しょうてんがい

 

新宿区
しんじゅくく

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

 乾
いぬい

 松
まつ

雄
お

 日本
に ほ ん

 大久保
お お く ぼ

地区
ち く

 



 

 


