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はじめに 
 

 東大阪市
ひがしおおさかし

の外国人
がいこくじん

登録数
とうろくすう

は、2002年
ねん

（平成
へいせい

14年
ねん

）12月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

19,894人
にん

と登録
とうろく

人口
じんこう

総数
そうすう

（516,780

人
にん

）の 3.9％を占めて
し   

いる。これは、全国
ぜんこく

の人口
じんこう

40万人
まんにん

以上
いじょう

の市
し

で比較
ひ か く

すると大阪市
おおさかし

に次いで
つ   

２番目
  ば ん め

に高い
たか   

外国人
がいこくじん

登録
とうろく

割合
わりあい

となっている。このうち、韓国
かんこく

・朝鮮
ちょうせん

籍
せき

が 16,795人
にん

で外国人
がいこくじん

登録
とうろく

人口
じんこう

の

84.4％を占めて
し   

おり、その多く
おお   

が日本
に ほ ん

の植民地
しょくみんち

支配
し は い

などの歴史的
れきしてき

経過
け い か

を有して
ゆ う     

いる。また、中国籍
ちゅうごくせき

は 10.3％となっており中
    ちゅう

国
ごく

からの帰国者
きこくしゃ

とその親族
しんぞく

がほとんどである。近年
きんねん

では、東南
とうなん

アジア
あ じ あ

を

中心
ちゅうしん

に、就労
しゅうろう

や研修
けんしゅう

・実習
じっしゅう

を目的
もくてき

に渡日
と に ち

する人々
ひとびと

が増加
ぞ う か

の傾向
けいこう

にあり、現在
げんざい

50カ国
か こ く

を超える
こ   

人々
ひとびと

が地域
ち い き

住民
じゅうみん

として生活
せいかつ

を営んで
いとな     

いる。 

 本市
ほ ん し

は、1982年
ねん

（昭和
しょうわ

57年
ねん

）に策定
さくてい

した「東大阪市
ひがしおおさかし

在日
ざいにち

外国人
がいこくじん

（主
しゅ

として韓国
かんこく

・朝鮮人
ちょうせんじん

）の人権
じんけん

に対する
た い     

基本
き ほ ん

指針
し し ん

」のなかで「在日
ざいにち

韓国
かんこく

・朝鮮人
ちょうせんじん

の歴史的
れきしてき

背景
はいけい

、ならびに今日的
こんにちてき

状 況
じょうきょう

を直視
ちょくし

して

憲法
けんぽう

ならびに国際
こくさい

人権
じんけん

規約
き や く

に則り
のっと   

、外国人
がいこくじん

を含む
ふく   

全て
すべ   

の市民
し み ん

の基本的
きほんてき

人権
じんけん

が擁護
よ う ご

され、あらゆる

差別
さ べ つ

の撤廃
てっぱい

を基本
き ほ ん

に捉え
とら   

、本市
ほ ん し

が当面
とうめん

する課題
か だ い

の解決
かいけつ

にむかって努力
どりょく

するため、この指針
し し ん

を制定
せいてい

す

る。」としており、今日
こんにち

まで積極的
せっきょくてき

な施策
し さ く

展開
てんかい

を行って
おこな   

きた。 

 また、1991年
ねん

には日本
に ほ ん

を訪れる
おとず   

外国人
がいこくじん

が 350万人
まんにん

を超える
こ   

までになり、しかも訪日
ほうにち

目的
もくてき

が多様化
た よ う か

し、従来
じゅうらい

の商用
しょうよう

や観光
かんこう

目的
もくてき

のほかに、居住
きょじゅう

のともなう就労
しゅうろう

や留学
りゅうがく

を目的
もくてき

とした外国人
がいこくじん

が多く
おお   

な

った。地域
ち い き

社会
しゃかい

では、外国人
がいこくじん

の受け入れ
う  い  

が社会的
しゃかいてき

にも大きな
おお    

関心
かんしん

を集め
あつ   

、地域
ち い き

の国際化
こくさいか

が地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

の課題
か だ い

の一つ
ひと   

として浮上
ふじょう

しはじめた。このため、本市
ほ ん し

では 1992年
ねん

（平成
へいせい

4年
ねん

）に「東大阪市
ひがしおおさかし

国際化
こくさいか

対策
たいさく

大綱
たいこう

」を策定
さくてい

し、ボーダレス化
か

が進む
すす   

当時
と う じ

の国際
こくさい

社会
しゃかい

の中
なか

で東大阪市
ひがしおおさかし

の文化的
ぶんかてき

特徴
とくちょう

を生かし
い   

、

また世界
せ か い

の異なる
こと       

文化
ぶ ん か

をどのように受入れ
うけい    

るのか、この二つ
ふた   

の調整
ちょうせい

を図る
はか   

なかで「世界
せ か い

市民
し み ん

のま

ち東大阪
ひがしおおさか

をめざして」今日
こんにち

まで施策
し さ く

の推進
すいしん

に取り組んで
と  く   

きた。 

 しかしながら、「東大阪市
ひがしおおさかし

在日
ざいにち

外国人
がいこくじん

（主
しゅ

として韓国
かんこく

・朝鮮人
ちょうせんじん

）の人権
じんけん

に対する
た い    

基本
き ほ ん

指針
し し ん

」策定
さくてい

から 20年
ねん

、「東大阪市
ひがしおおさかし

国際化
こくさいか

対策
たいさく

大綱
たいこう

」策定
さくてい

から 10年
ねん

がそれぞれ経過
け い か

し、この間
かん

の国内
こくない

・国際的
こくさいてき

な

大きな
お お   

状 況
じょうきょう

変化
へ ん か

をふまえ在住
ざいじゅう

外国人
がいこくじん

をめぐる今日的
こんにちてき

な問題
もんだい

なども考慮
こうりょ

した方針
ほうしん

が必要
ひつよう

となった。

また、人権
じんけん

尊重
そんちょう

のまちづくりの推進
すいしん

を図る
はか   

新総合
しんそうごう

計画
けいかく

の策定
さくてい

にともない外
          が い

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され、より充実
じゅうじつ

した多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、「東大阪市
ひがしおおさかし

在日
ざいにち

外国人
がいこくじん

（主
しゅ

として韓国
かんこく

・

朝鮮人
ちょうせんじん

）の人権
じんけん

に対する
たい      

基本
き ほ ん

指針
し し ん

見直し
み な お   

に関する
か ん     

会議
か い ぎ

」並び
なら   

に「東大阪市外
ひがしおおさかしがい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
し さ く

有識者
ゆうしきしゃ

会議
か い ぎ

」を設置
せ っ ち

し、その提言
ていげん

をふまえ、本市
ほ ん し

における外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

、計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

する

ために「東大阪市外
ひがしおおさかしがい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
し さ く

基本
き ほ ん

指針
し し ん

（－ともに暮らせる
く    

まちづくりをめざして－）を策定
さくてい

す

るものである。 

 なお今後
こ ん ご

、社会的
しゃかいてき

状 況
じょうきょう

の変化
へ ん か

または施策
し さ く

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

に応じて
おう      

、改訂
かいてい

を検討
けんとう

するものである。 
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Ⅰ 基本
き ほ ん

指針
し し ん

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

 「すべての人間
にんげん

は、生まれながら
う      

にして自由
じ ゆ う

であり、かつ、尊厳
そんげん

と権利
け ん り

とについて平等
びょうどう

である。

人間
にんげん

は、理性
り せ い

と良心
りょうしん

とを授けられて
さず          

おり、互いに
たが      

同胞
どうほう

の精神
せいしん

をもって行動
こうどう

しなければならない。」

とした世界
せ か い

人権
じんけん

宣言
せんげん

が国際
こくさい

連合
れんごう

第３回
だい  かい

総会
そうかい

（1948年
ねん

）において採択
さいたく

された。以後
い ご

、さまざまな国際
こくさい

条約
じょうやく

が国連
こくれん

において採択
さいたく

され、日本
に ほ ん

においても順次
じゅんじ

批准
ひじゅん

されてきた。 

 現状
げんじょう

では、日本
に ほ ん

の法律
ほうりつ

や制度
せ い ど

における国籍
こくせき

条項
じょうこう

の撤廃
てっぱい

をはじめとする改善
かいぜん

がまだ不十分
ふじゅうぶん

で、

日本
に ほ ん

に居住
きょじゅう

する外国人
がいこくじん

に住民
じゅうみん

としての権利
け ん り

が十分
じゅうぶん

保障
ほしょう

されているとは言えない
い    

状 況
じょうきょう

にある。ま

た、在住
ざいじゅう

の外国人
がいこくじん

に対して
たい      

、異質
い し つ

を排除
はいじょ

し同質化
どうしつか

を求めよう
もと        

とする意識
い し き

の存在
そんざい

、或いは
あ る     

言葉
こ と ば

や習慣
しゅうかん

等
とう

の相互
そ う ご

理解
り か い

が不十分
ふじゅうぶん

であるため、偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

もみうけられる。 

 本市
ほ ん し

で生活
せいかつ

する外国人
がいこくじん

を地域
ち い き

社会
しゃかい

を共
とも

に支える
ささ      

外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

と認識
にんしき

し、異なる
こと     

文化
ぶ ん か

に対する
た い す る

敬意
け い い

に根ざした
ね    

相互
そ う ご

理解
り か い

を深め
ふか   

、多様
た よ う

な民族
みんぞく

と文化
ぶ ん か

がともに生きる
い   

まちづくりを進める
すす     

必要
ひつよう

がある。 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 
 
◇ 内外人

ないがいじん

平等
びょうどう

の原則
げんそく

の尊重
そんちょう

 

1979年
ねん

（昭和
しょうわ

54年
ねん

）日本
に ほ ん

で発効
はっこう

した国際
こくさい

人権
じんけん

規約
き や く

は、内外人
ないがいじん

平等
びょうどう

を含む
ふく  

「人間
にんげん

平等
びょうどう

」の実現
じつげん

を目的
もくてき

とし、国籍
こくせき

、言語
げ ん ご

や宗 教
しゅうきょう

などの違い
ちが   

を理由
り ゆ う

にした差別
さ べ つ

をなくし、すべての人々
ひとびと

を人間
にんげん

として尊重
そんちょう

していこうとするものである。 

 この趣旨
し ゅ し

を正しく
ただ      

理解
り か い

し、差別
さ べ つ

のない真
しん

に人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され、安心
あんしん

して快適
かいてき

に暮らす
く   

ことがで

きる制度
せ い ど

を構築
こうちく

していく。 

 
◇ 多民族

たみんぞく

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の実現
じつげん

 

   本市
ほ ん し

で生活
せいかつ

する外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

は、それぞれの独自
ど く じ

の言語
げ ん ご

、文化
ぶ ん か

、伝統
でんとう

などを持って
も   

いる。そ

の違い
ちが   

を認めあう
みと       

とともに、一人
ひ と り

の人間
にんげん

として尊重
そんちょう

されなければならない。 

   本市
ほ ん し

は、すべての住民
じゅうみん

が異なる
こと      

民族
みんぞく

や文化
ぶ ん か

などをお互い
  た が   

に尊重
そんちょう

しあうことにより、

多民族
たみんぞく

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の社会
しゃかい

をめざし、地域
ち い き

社会
しゃかい

における国際化
こくさいか

を進める
すす      

。 
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◇ 地域
ち い き

社会
しゃかい

への参画
さんかく

 

   住民
じゅうみん

とは、地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

第 10条
だい   じょう

で「市町村
しちょうそん

に住所
じゅうしょ

を有する
ゆう      

者
もの

は、当該
とうがい

市町村
しちょうそん

及び
およ   

包括
ほうかつ

する

都道府県
と ど う ふ け ん

の住民
じゅうみん

とする」と明記
め い き

している。 

   本市
ほ ん し

は、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

が日本人
にほんじん

と等しく
ひと      

権利
け ん り

を享有
きょうゆう

し義務
ぎ む

を担った
にな      

同じ
おな   

地域
ち い き

に住む
す  

住民
じゅうみん

とし

て、地域
ち い き

の発展
はってん

に寄与
き よ

できる環境づくり
かんきょう           

に取り組む
と  く  

。また、これと同時
ど う じ

に地方
ち ほ う

参政権
さんせいけん

や住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

の改正
かいせい

など制度面
せいどめん

での改善
かいぜん

を国
くに

・府
ふ

へ働きかける
はたら                

ことを考慮
こうりょ

する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３



Ⅱ 現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  

 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の法的
ほうてき

地位
ち い

は、国際
こくさい

人権
じんけん

諸条約
しょじょうやく

の観点
かんてん

から人権
じんけん

尊重
そんちょう

という立場
た ち ば

で決定
けってい

されなければ

ならない。 

 現行
げんこう

の外国人
がいこくじん

登録
とうろく

制度
せ い ど

は、外国人
がいこくじん

登録
とうろく

証明書
しょうめいしょ

の常時
じょうじ

携帯
けいたい

及び
およ   

呈示
て い じ

の義務
ぎ む

が依然
い ぜ ん

存在
そんざい

し、早急
さっきゅう

な法
ほう

改正
かいせい

による是正
ぜ せ い

が望まれる
の ぞ       

。本市
ほ ん し

は、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

も地域
ち い き

社会
しゃかい

の住民
じゅうみん

であることの認識
にんしき

に立ち
た  

、

より一層
     いっそう

の人権
じんけん

尊重
そんちょう

と負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図る
はか   

ため、引き続き
ひ  つ づ  

外国人
がいこくじん

登録
とうろく

制度
せ い ど

の抜本的
ばっぽんてき

な改善
かいぜん

を国
くに

に

要望
ようぼう

する。 

 

 国際
こくさい

人権
じんけん

諸条約上
しょじょうやくじょう

、労働
ろうどう

の権利
け ん り

及び
およ   

職 業
しょくぎょう

選択
せんたく

の自由
じ ゆ う

は、基本的
きほんてき

人権
じんけん

であって、内外人
ないがいじん

を問わず
と   

差別
さ べ つ

なく、すべての者
もの

に保障
ほしょう

されるべき権利
け ん り

であり、就 職
しゅうしょく

や採用
さいよう

などにあたっては、人種
じんしゅ

、国籍
こくせき

などで差別
さ べ つ

を設ける
もう      

ことがあってはならない。また、労働
ろうどう

基準法
きじゅんほう

第３条
だい  じょう

においては「国籍
こくせき

、信条
しんじょう

又
また

は社会的
しゃかいてき

身分
み ぶ ん

を理由
り ゆ う

として」労働
ろうどう

条件
じょうけん

に差
さ

があってはならないと定められて
さだ            

いる。本市
ほ ん し

の職員
しょくいん

採用
さいよう

においても、1979年
ねん

（昭和
しょうわ

54年
ねん

）職員
しょくいん

採用
さいよう

試験
し け ん

実施
じ っ し

要綱
ようこう

から国籍
こくせき

条項
じょうこう

を撤廃
てっぱい

している。 

 また、近年
きんねん

増加
ぞ う か

している外国籍
がいこくせき

労働者
ろうどうしゃ

については、公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

や労働
ろうどう

基準
きじゅん

監督
かんとく

署
しょ

との連携
れんけい

協 力
きょうりょく

を行い
おこな    

、相談
そうだん

や救済
きゅうさい

機関
き か ん

への紹介
しょうかい

など人権
じんけん

救済
きゅうさい

への支援
し え ん

を行う
おこな    

必要
ひつよう

があり、外
がい

国籍
こくせき

労働者
ろうどうしゃ

の立場
た ち ば

に立った
た   

労働
ろうどう

の条件
じょうけん

や環境
かんきょう

の改善
かいぜん

などを国
くに

・府
ふ

に働きかける
はたら               

必要
ひつよう

がある。 

 

 社会
しゃかい

保障
ほしょう

に対する
た い     

権利
け ん り

は、生存権的
せいぞんけんてき

基本権
きほんけん

として国際
こくさい

人権
じんけん

諸条約
しょじょうやく

によっても保障
ほしょう

されている。

したがってこの権利
け ん り

は、国籍
こくせき

に関係
かんけい

なくその社会
しゃかい

の構成員
こうせいいん

ないしは住民
じゅうみん

となっているすべての

個人
こ じ ん

に適用
てきよう

されるものである。1982年
ねん

（昭和
しょうわ

57年
ねん

）国民
こくみん

年金法
ねんきんほう

の改正
かいせい

にともない、国籍
こくせき

条項
じょうこう

が撤廃
てっぱい

されたが、当時
と う じ

35歳
さい

以上
いじょう

の者
もの

や 20歳
さい

以上
いじょう

の障害者
しょうがいしゃ

は除外
じょがい

された。また、1986年
ねん

（昭和
しょうわ

61年
ねん

）の

同改正法
どうかいせいほう

施行
し こ う

により永住者
えいじゅうしゃ

には経過
け い か

措置
そ ち

がとられ受給
じゅきゅう

資格
し か く

を得られた
え    

が、当時
と う じ

60歳
さい

以上
いじょう

の高齢者
こうれいしゃ

は除外
じょがい

された。このように、障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

を受けられない
う      

障害者
しょうがいしゃ

や無年金
むねんきん

の高齢者
こうれいしゃ

が存在
そんざい

する。

本市
ほ ん し

としては、日本人
にほんじん

と同様
どうよう

の措置
そ ち

の実施
じ っ し

を国
くに

に要望
ようぼう

していくとともに、年金
ねんきん

に代わる
か   

本市
ほ ん し

の給付
きゅうふ

金
きん

制度
せ い ど

への助成
じょせい

措置
そ ち

を国
くに

や府
ふ

へ引き続き
ひ   つ づ   

要望
ようぼう

する必要
ひつよう

がある。 

４



 教育
きょういく

を受ける
う   

権利
け ん り

は、国際
こくさい

人権
じんけん

規約
き や く

社会権
しゃかいけん

規約
き や く

第 13条
だい  じょう

、児童
じ ど う

の権利
け ん り

に関する
かん      

条約
じょうやく

第 28条
だい   じょう

に

定められる
さだ          

ように基本的
きほんてき

人権
じんけん

であり、すべての外
がい

国籍
こくせき

の子ども
こ   

にも保障
ほしょう

されなければならない。 

 市内
し な い

には、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

が自主的
じしゅてき

に設置
せ っ ち

・運営
うんえい

している民族
みんぞく

学校
がっこう

があるが、現行
げんこう

の学校
がっこう

教育法
きょういくほう

で

は各種
かくしゅ

学校
がっこう

の扱い
あつか    

であり、同法
どうほう

でいう「一条校
いちじょうこう

」と比べ
くら   

教育
きょういく

環境
かんきょう

などが不十分
ふじゅうぶん

であるため、

より一層
      いっそう

支援
し え ん

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

 本市
ほ ん し

の小中学校
しょうちゅうがっこう

では、韓国
かんこく

・朝鮮
ちょうせん

籍
せき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の民族的
みんぞくてき

独自性
どくじせい

を高める
たか      

ため、課外
か が い

において

「母国語
ぼ こ く ご

学級
がっきゅう

」を 24校
こう

(平成
へいせい

15年
ねん

３月
    がつ

末
まつ

)に設置
せ っ ち

しており、今後
こ ん ご

もその充実
じゅうじつ

に努める
つと      

必要
ひつよう

がある。 

 帰国
き こ く

･
・

渡
と

日
にち

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

については、支障
ししょう

なく教育
きょういく

を受ける
う   

ことが可能
か の う

な日本語
に ほ ん ご

の習得
しゅうとく

や、受検
じゅけん

（受験
じゅけん

）に対する
たい   

配慮
はいりょ

などの進路
し ん ろ

を保障
ほしょう

していくことが必要
ひつよう

であるとともに、母国語
ぼ こ く ご

の保持
ほ じ

ができ

るような取組
とりくみ

が必要
ひつよう

である。また、大人
お と な

に対して
たい      

も日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

の機会
き か い

を提供
ていきょう

し、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に支障
ししょう

のないような取組
とりくみ

が必要
ひつよう

である。 

 さらに、異なる
こと     

民族
みんぞく

がともに生きる
い   

社会
しゃかい

の実現
じつげん

のために、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の民族的
みんぞくてき

独自性
どくじせい

の保持
ほ じ

が

できるようにし、異なる
こ と     

文化
ぶ ん か

を尊重
そんちょう

しあえる多民族
たみんぞく

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の教育
きょういく

が必要
ひつよう

である。 

 一方
いっぽう

、市内
し な い

の大学
だいがく

等
とう

には、各国
かっこく

からの留学生
りゅうがくせい

が多数
た す う

在学
ざいがく

している。留学生
りゅうがくせい

は自国
じ こ く

の発展
はってん

に貢献
こうけん

す

る人材
じんざい

であるとともに、日本
に ほ ん

との交流
こうりゅう

の架け橋
か   はし

になる存在
そんざい

である。また、留学生
りゅうがくせい

は地域
ち い き

社会
しゃかい

との

交流
こうりゅう

を通じて
つう      

自国
じ こ く

の文化
ぶ ん か

や伝統
でんとう

を伝える
つ た     

身近
み ぢ か

な存在
そんざい

である。このような留学生
りゅうがくせい

が、生活
せいかつ

を円滑
えんかつ

に

送れる
お く     

ような支援
し え ん

も必要
ひつよう

である。 

 

 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

も地域
ち い き

社会
しゃかい

の構成員
こうせいいん

であり、平等
びょうどう

に権利
け ん り

を享有
きょうゆう

し、義務
ぎ む

を負って
お   

いる。外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の意思
い し

が反映
はんえい

できるよう、地域
ち い き

活動
かつどう

へ参加
さ ん か

しやすい環境づくり
かんきょう         

を図る
はか   

とともに積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

を

働きかける
はたら            

ことも大切
たいせつ

である。 

 選挙権
せんきょけん

や被
ひ

選挙権
せんきょけん

、監査
か ん さ

請求
せいきゅう

などの直接
ちょくせつ

請求
せいきゅう

の権利
け ん り

は、法令上
ほうれいじょう

において外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

は保有
ほ ゆ う

し

ていないが、制限
せいげん

がない場合
ば あ い

には少数者
しょうすうしゃ

の意見
い け ん

を市
し

に反映
はんえい

させるために、審
しん

議会
ぎ か い

などの委員
い い ん

に

特別枠
とくべつわく

を設定
せってい

するなど市政
し せ い

参加
さ ん か

を保障
ほしょう

するための検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

 

 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の多く
おお   

が、基本的
きほんてき

人権
じんけん

であり民族
みんぞく

の表現
ひょうげん

である本名
ほんみょう

の使用
し よ う

ができていない社会
しゃかい

５



状 況
じょうきょう

は、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

に対して
たい      

、同質化
どうしつか

を求め
もと    

、異質
い し つ

を排除
はいじょ

しようとする意識
い し き

や相互
そ う ご

理解
り か い

が不十分
ふじゅうぶん

であることによる偏見
へんけん

が存在
そんざい

していることを物語って
ものがた     

いる。 

 今日
こんにち

、異文化間
い ぶ ん か か ん

の相互
そ う ご

理解
り か い

は国際的
こくさいてき

な潮 流
ちょうりゅう

であり、「人権
じんけん

教育
きょういく

のための国連
こくれん

10年
ねん

行動
こうどう

計画
けいかく

」、

ならびに国
くに

、府
ふ

、市
し

の行動
こうどう

計画
けいかく

においても外国人
がいこくじん

の人権
じんけん

は、人権
じんけん

教育
きょういく

の重点
じゅうてん

課題
か だ い

に挙げられて
あ     

い

る。また、府
ふ

の「人権
じんけん

尊重
そんちょう

の社会づくり
しゃかい        

条例
じょうれい

」や「人権
じんけん

施策
し さ く

推進
すいしん

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」においても、人種
じんしゅ

・

民族
みんぞく

などによる差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

がうたわれている。 

 本市
ほ ん し

においても、これらの基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を踏まえ
ふ   

、人権
じんけん

教育
きょういく

のための国連
こくれん

10年
ねん

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

の組織
そ し き

を

中心
ちゅうしん

に全組織
ぜんそしき

が取り組み
と  く  

、児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対する
た い     

教育
きょういく

だけでなく、教職員
きょうしょくいん

や行政
ぎょうせい

職員
しょくいん

に対する
た い     

人権
じんけん

教育
きょういく

を進める
す す     

必要
ひつよう

がある。さらに、人種
じんしゅ

差別
さ べ つ

撤廃
てっぱい

条約
じょうやく

などの国際
こくさい

人権
じんけん

諸条約
しょじょうやく

が求めて
も と     

いるあらゆ

る差別
さ べ つ

の撤廃
てっぱい

と平等
びょうどう

の実現
じつげん

の周知
しゅうち

をはかるとともに、あらゆる差別
さ べ つ

を許さず
ゆる      

、さまざまな文化
ぶ ん か

や

多様性
たようせい

を認め合い
みと   あ    

共生
きょうせい

する心
こころ

を養い
やしな   

、「内なる
う ち     

国際化
こくさいか

」の推進
すいしん

に努め
つと   

、すべての人
ひと

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

されるまちづくりを進める
すす     

。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６



Ⅲ 今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

 

 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）高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

 

  【概況
がいきょう

】 

   本市
ほ ん し

では、《活力
かつりょく

ある心
こころ

豊か
ゆた   

な高齢
こうれい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

》をめざして、「東大阪市
ひがしおおさかし

第２次
だ い   じ

老人
ろうじん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」策定
さくてい

（2000年
ねん

３月
がつ

）や「東大阪市
ひがしおおさかし

介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」策定
さくてい

（2000年
ねん

３月
   がつ

）に基づき
もと     

、

配食
はいしょく

などの福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や介護
か い ご

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

している。 

   外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

も各種
かくしゅ

サービス
さ ー び す

を受ける
う   

対象者
たいしょうしゃ

であり、円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できる便宜
べ ん ぎ

を図る
はか   

必要
ひつよう

があ

る。地域
ち い き

における高齢者
こうれいしゃ

の「生きがいづく
い     

りの場
ば

」として、老人
ろうじん

クラブ
く ら ぶ

の活動
かつどう

や小地域
しょうちいき

ネットワーク
ね っ と わ ー く

活動
かつどう

推進
すいしん

事業
じぎょう

などにおいて外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

が疎外
そ が い

されることがあってはならない。 

   また、各種
かくしゅ

サービス
さ ー び す

や制度
せ い ど

の利用
り よ う

手続
てつづき

は、高齢者
こうれいしゃ

が自分
じ ぶ ん

で手続
てつづき

を行いやすく
おこな           

し、特
とく

に日本語
に ほ ん ご

の読み書き
よ  か  

に不安
ふ あ ん

のある高齢者
こうれいしゃ

について配慮
はいりょ

する必要
ひつよう

がある。 

   また制度
せ い ど

も、できるだけ利用
り よ う

しやすいような運用
うんよう

や手続
てつづき

の簡素化
か ん そ か

が必要
ひつよう

である。 

  【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

高齢者
こうれいしゃ

の実態
じったい

把握
は あ く

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

高齢者
こうれいしゃ

の生活
せいかつ

の安定
あんてい

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

高齢者
こうれいしゃ

に配慮
はいりょ

したサービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

◇ 高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

における多文化
た ぶ ん か

交流
こうりゅう

の実施
じ っ し

 

◇ 地域
ち い き

における外
がい

国籍
こくせき

高齢者
こうれいしゃ

の生きがいづく
い     

りの推進
すいしん

 

◇ サービス
さ ー び す

、制度
せ い ど

の利用
り よ う

手続
てつづき

の多言語化
た げ ん ご か

と簡素化
か ん そ か

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

に配慮
はいりょ

した介護
か い ご

等
とう

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

従事者
じゅうじしゃ

の養成
ようせい

 

 
 

（２） 障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

 

 【概況
がいきょう

】 

  本市
ほ ん し

では、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基づき
もと      

「東大阪市
ひがしおおさかし

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

」を策定
さくてい

（1998年
ねん

3月
がつ

）し、障害者
しょうがいしゃ

 

福祉
ふ く し

施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

な展開
てんかい

に取り組んで
と   く    

いる。 
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  今後
こ ん ご

の障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

は、国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

の「完全
かんぜん

参加
さ ん か

と平等
びょうどう

」の理念
り ね ん

に基づき
もと      

、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

を

含む
ふく   

すべての人々
ひとびと

を対象
たいしょう

に、平等
びょうどう

に推進
すいしん

していく必要
ひつよう

がある。また、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

と尊重
そんちょう

と

差別的
さべつてき

な取扱い
とりあつか   

を禁止
き ん し

する目的
もくてき

に立った
た   

法
ほう

整備
せ い び

を国
くに

に要望
ようぼう

する。 

 【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

障害者
しょうがいしゃ

の実態
じったい

把握
は あ く

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

の安定
あんてい

 

◇ 「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止法
きんしほう

」の早期
そ う き

制定
せいてい

に向け
む  

、国
くに

・府
ふ

への要望
ようぼう

 

 
 

（３）児童
じ ど う

福祉
ふ く し

・保育
ほ い く

 

 【概況
がいきょう

】 

  外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

が日本
に ほ ん

で子ども
こ   

を育てる
そ だ     

場合
ば あ い

、日本
に ほ ん

社会
しゃかい

への適応
てきおう

とともに、民族的
みんぞくてき

独自性
どくじせい

を保持
ほ じ

できる子
こ

育て
そだ   

のための環境
かんきょう

が必要
ひつよう

である。保育所
ほいくしょ

に入所
にゅうしょ

した際
さい

には、保育
ほ い く

システム
し す て む

や生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

の違い
ちが   

、文化
ぶ ん か

の違い
ちが   

への配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である。 

  また中国
ちゅうごく

帰国者
きこくしゃ

などや新た
あら   

に渡日
と に ち

した外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の子ども
こ   

が、子育て
こそだ   

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、保育所
ほいくしょ

などへ通う
かよ  

場合
ば あ い

、保護者
ほ ご し ゃ

が日本語
に ほ ん ご

を十分
じゅうぶん

に理解
り か い

できないため、保育士
ほ い く し

との意思
い し

疎通
そ つ う

が不十分
ふじゅうぶん

であ

ったり、保育所
ほいくしょ

などからの通知
つ う ち

が行き届かない
 ゆ   と ど     

ということがみうけられる。 

 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

が日本
に ほ ん

で安心
あんしん

して子
こ

育て
そだ   

できるように、文化的
ぶんかてき

背景
はいけい

などの違い
ちが   

に配慮
はいりょ

し、多言語
た げ ん ご

に

よる対応
たいおう

などが必要
ひつよう

となる。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】  

◇ 保育
ほ い く

に関する
か ん     

多言語
た げ ん ご

ガイドブック
が い ど ぶ っ く

の作成
さくせい

 

◇ 保護者
ほ ご し ゃ

と保育士
ほ い く し

などとの意思
い し

の疎通
そ つ う

を図る
はか   

ための制度
せ い ど

の整備
せ い び

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の文化的
ぶんかてき

背景
はいけい

に配慮
はいりょ

した対応
たいおう

 

 
 

（４）保健
ほ け ん

・医療
いりょう

 

【概況
がいきょう

】 

 医療
いりょう

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

には、国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

と被
ひ

用者
ようしゃ

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

などがあるが、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の中
なか

には、
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これら制度
せ い ど

についての認識
にんしき

が不十分
ふじゅうぶん

であったり、加入
かにゅう

していないケース
け ー す

もみうけられる。また、摘用
てきよう

事業所
じぎょうしょ

の中
なか

には、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

を雇用
こ よ う

する場合
ば あ い

、保険
ほ け ん

に加入
かにゅう

させないケース
け ー す

もみられるため、制度
せ い ど

の

周知
しゅうち

と加入
かにゅう

のより一層
    い っ そ う

の促進
そくしん

を図る
はか   

。 

 また、言葉
こ と ば

の問題
もんだい

で医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

との意思
い し

疎通
そ つ う

が図れない
は か      

ことは、生命
せいめい

に関わる
かか      

問題
もんだい

であり、対策
たいさく

を早急
さっきゅう

に講じる
こう      

必要
ひつよう

がある。 

 すべての外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

自ら
みずか   

が健康
けんこう

を管理
か ん り

し、安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、適切
てきせつ

な医療
いりょう

を受ける
う    

こと

ができる環境
かんきょう

の整備
せ い び

がさらに必要
ひつよう

である。 

 外
がい

国籍
こくせき

住民向け
じゅうみんむ   

生活
せいかつ

情報
じょうほう

冊子
さ っ し

「大阪
おおさか

生活
せいかつ

必携
ひっけい

」（大阪府
おおさかふ

多言語
た げ ん ご

情報
じょうほう

提供
ていきょう

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

発行
はっこう

）や

「メディカルパスポート
め で ぃ か る ぱ す ぽ ー と

」（大阪府
おおさかふ

発行
はっこう

）などで医療
いりょう

に関する
か ん     

情報
じょうほう

提供
ていきょう

が行われて
おこな         

いるが、これ

らの情報
じょうほう

の内容
ないよう

を充実
じゅうじつ

させるとともに、情報
じょうほう

が一人
ひ と り

ひとりに行き
い  

わたるように努める
つと      

必要
ひつよう

がある。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 医療
いりょう

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

 

◇ 事業所
じぎょうしょ

における制度
せ い ど

の適正
てきせい

な運用
うんよう

の周知
しゅうち

 

◇ 外国語
がいこくご

で対応
たいおう

可能
か の う

な医療
いりょう

機関
き か ん

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

◇ 医療
いりょう

や健康
けんこう

に関する
か ん    

情報
じょうほう

の多言語
た げ ん ご

による提供
ていきょう

 

◇ 医療
いりょう

機関
き か ん

における多言語
た げ ん ご

での対応
たいおう

体制
たいせい

の確立
かくりつ

 

 
 

（５）住宅
じゅうたく

 

【概況
がいきょう

】 

 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

が市営
し え い

住宅
じゅうたく

や府営
ふ え い

住宅
じゅうたく

に入居
にゅうきょ

申込
もうしこみ

ができることを、入居
にゅうきょ

要件
ようけん

や募集
ぼしゅう

の情報
じょうほう

も

含めて
ふ く     

周知
しゅうち

する必要
ひつよう

がある。 

 一方
いっぽう

、民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

では外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

への入居
にゅうきょ

の制約
せいやく

がみうけられる。宅地
た く ち

建物
たてもの

取引
とりひき

業者
ぎょうしゃ

への

より一層
    い っ そ う

の指導
し ど う

等
とう

を大阪府
おおさかふ

に要望
ようぼう

するとともに、賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

所有者
しょゆうしゃ

に対して
たい      

も、入居
にゅうきょ

の制約
せいやく

をなく

すための啓発
けいはつ

を行 う
おこな    

ことが必要
ひつよう

である。 

 人権
じんけん

尊重
そんちょう

の立場
た ち ば

から、入居
にゅうきょ

の制約
せいやく

を規制
き せ い

するために「住宅
じゅうたく

基本
き ほ ん

条例
じょうれい

」を制定
せいてい

する取組
とりくみ

も視野
し や

に

いれ、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

のための住宅
じゅうたく

施策
し さ く

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 
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◇ 公営
こうえい

住宅
じゅうたく

募集
ぼしゅう

要項
ようこう

の多言語化
た げ ん ご か

の実施
じ っ し

と要望
ようぼう

 

◇ 入居
にゅうきょ

の制約
せいやく

をなくすための啓発
けいはつ

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

と賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

所有者
しょゆうしゃ

・宅地
た く ち

建物
たてもの

取引
とりひき

業者
ぎょうしゃ

との意思
い し

疎通
そ つ う

への支援
し え ん

 

◇ 「住宅
じゅうたく

基本
き ほ ん

条例
じょうれい

」制定
せいてい

の府
ふ

への要望
ようぼう

 

 

（６）防災
ぼうさい

・救 急
きゅうきゅう

 

【概況
がいきょう

】 

 本市
ほ ん し

では、阪神
はんしん

・淡路
あ わ じ

大震災
だいしんさい

の教訓
きょうくん

を踏まえて
ふ    

「東大阪市
ひがしおおさかし

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

」を修正
しゅうせい

策定
さくてい

したが、

災害
さいがい

に強い
つよ   

まちづくりを、より一層
       いっそう

進めて
すす      

いく必要
ひつよう

がある。 

 防災
ぼうさい

に関する
か ん     

情報
じょうほう

提供
ていきょう

として、「東大阪市
ひがしおおさかし

防災
ぼうさい

マップ
ま っ ぷ

」に緊急
きんきゅう

時
じ

の広域
こういき

避難地
ひ な ん ち

と関係
かんけい

連絡先
れんらくさき

を

４ヶ国語
   か こ く ご

により掲載
けいさい

している。また、同内容
どうないよう

は「大阪
おおさか

生活
せいかつ

必携
ひっけい

」にも転載
てんさい

し、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の目
め

に

ふれる機会
き か い

の拡大
かくだい

を図って
は か     

いる。 

 119番
ばん

通報
つうほう

時
じ

や救 急
きゅうきゅう

搬送
はんそう

時
じ

など、英語
え い ご

による対応
たいおう

をはじめとして、多言語
た げ ん ご

での情報
じょうほう

の提供
ていきょう

と

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

の検討
けんとう

が急がれる
いそ        

。また、緊急
きんきゅう

時
じ

は、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

が置き去り
お  ざ  

にされるこ

とも予測
よ そ く

されるので、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

に配慮
はいりょ

した災害
さいがい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

を整備
せ い び

する必要
ひつよう

がある。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 多様
た よ う

な文化
ぶ ん か

に配慮
はいりょ

した災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

 

◇ 災害
さいがい

時
じ

に対応
たいおう

できる多言語
た げ ん ご

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の整備
せ い び

 

◇ 防災
ぼうさい

対策
たいさく

、災害
さいがい

時
じ

の心得
こころえ

などの多言語
た げ ん ご

による周知
しゅうち

 

 
 

（７）雇用
こ よ う

・労働
ろうどう

 

【概況
がいきょう

】 

 労働者
ろうどうしゃ

は、その国籍
こくせき

に関わらず
かか        

労働
ろうどう

関係
かんけい

法令
ほうれい

が制度
せ い ど

として適用
てきよう

される。しかし、雇用者
こようしゃ

の理解
り か い

不足
ふ そ く

や外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

労働者
ろうどうしゃ

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

の不足
ふ そ く

、本人
ほんにん

の立場
た ち ば

の弱さ
よわ   

などから日本人
にほんじん

と比較
ひ か く

して労働
ろうどう

の

条件
じょうけん

や環境
かんきょう

が劣って
お と     

いる場合
ば あ い

が多い
おお   

。 

 また最近
さいきん

、増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にある実習生
じっしゅうせい

・研修生
けんしゅうせい

についても労働
ろうどう

の条件
じょうけん

や環境
かんきょう

が未整備
み せ い び

であるとい

われている。 
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 一方
いっぽう

、就労
しゅうろう

に関して
か ん     

何ら
なん   

制限
せいげん

のない永住者
えいじゅうしゃ

、特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

であっても、民族的
みんぞくてき

偏見
へんけん

に基づく
も と     

「就 職
しゅうしょく

差別
さ べ つ

」が根絶
こんぜつ

されていないとの指摘
し て き

もある。 

 外
がい

国籍
こくせき

労働者
ろうどうしゃ

・研修生
けんしゅうせい

等
とう

が当面
とうめん

する様々
さまざま

な問題
もんだい

を解決
かいけつ

するためには、まず外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の就労
しゅうろう

・

研修
けんしゅう

等
とう

の状 況
じょうきょう

について実態
じったい

を把握
は あ く

することが必要
ひつよう

である。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

労働者
ろうどうしゃ

や研修生
けんしゅうせい

等
とう

の実態
じったい

調査
ちょうさ

実施
じ っ し

の要望
ようぼう

 

◇ 労働
ろうどう

や研修
けんしゅう

に関する
か ん     

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

労働者
ろうどうしゃ

や研修生
けんしゅうせい

等
とう

への各種
かくしゅ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

◇ 留学生
りゅうがくせい

・就学生
しゅうがくせい

への各種
かくしゅ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

◇ 事業所
じぎょうしょ

への啓発
けいはつ

 

◇ 国
くに

・府
ふ

など関係
かんけい

団体
だんたい

との連携
れんけい

確立
かくりつ

 

 
 

（８）外国人
がいこくじん

登録
とうろく

業務
ぎょうむ

 

【概況
がいきょう

】 

 外国人
がいこくじん

登録
とうろく

における指紋
し も ん

押捺
おうなつ

制度
せ い ど

は全廃
ぜんぱい

されたものの、日本
に ほ ん

に生活
せいかつ

の基盤
き ば ん

を持つ
も   

外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

に

対して
たい     

、いまも外国人
がいこくじん

登録
とうろく

証明書
しょうめいしょ

の常時
じょうじ

携帯
けいたい

および呈示
て い じ

の義務
ぎ む

が課せられて
か    

いる。そのため、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の人権
じんけん

尊重
そんちょう

の立場
た ち ば

から継続的
けいぞくてき

に外国人
がいこくじん

登録法
とうろくほう

の改善
かいぜん

を国
くに

へ要望
ようぼう

しているところであり、

今後
こ ん ご

とも引き続き
ひ  つ づ  

要望
ようぼう

していく。また、市
し

の所管
しょかん

事務
じ む

である手続き
て つ づ  

等
とう

に関して
か ん    

は、人権
じんけん

への配慮
はいりょ

と

サービス
さ ー び す

の向上
こうじょう

に努める
つ と     

。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 外国人
がいこくじん

登録法
とうろくほう

における問題
もんだい

解消
かいしょう

について国
くに

への要望
ようぼう

の継続
けいぞく

 

◇ 外国人
がいこくじん

登録
とうろく

業務
ぎょうむ

における人権
じんけん

への配慮
はいりょ

 

◇ 外国人
がいこくじん

登録
とうろく

手続
てつづき

における多言語
た げ ん ご

案内
あんない

等
とう

、利便性
りべんせい

の向上
こうじょう

 

◇ 全て
すべ  

の行政
ぎょうせい

サービスセンター
さ ー び す せ ん た ー

での事務取扱
じむとりあつかい

の推進
すいしん
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（９）総合
そうごう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

 

【概況
がいきょう

】 

 本市
ほ ん し

に居住
きょじゅう

する外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

は、その滞在
たいざい

目的
もくてき

、期間
き か ん

、条件
じょうけん

などにより抱える
か か     

問題
もんだい

や悩み
なや   

が異なる
こと      

。

例えば
た と     

、留学生
りゅうがくせい

・就学生
しゅうがくせい

では、限られた
かぎ        

収 入
しゅうにゅう

で生活
せいかつ

と勉学
べんがく

を行う
おこな    

ことにともない生じる
しょう      

問題
もんだい

が

ある。また、外
がい

国籍
こくせき

労働者
ろうどうしゃ

には、文化
ぶ ん か

や言葉
こ と ば

の違い
ちが   

に起因
き い ん

するトラブル
と ら ぶ る

に遭ったり
あ    

、日本
に ほ ん

の制度
せ い ど

や

法律
ほうりつ

を知らない
し    

ために不利益
ふ り え き

を被る
こうむ    

ケース
け ー す

もみられる。 

 市内
し な い

には、市民
し み ん

プラザ
ぷ ら ざ

（市民
し み ん

自ら
みずか  

の活動
かつどう

の場
ば

を提供
ていきょう

し、地域
ち い き

の特性
とくせい

を生かした
い    

まちづくりを推進
すいしん

するための施設
し せ つ

）と行政
ぎょうせい

サービスセンター
さ ー び す せ ん た ー

を併せた
あわ        

リージョンセンター
り ー じ ょ ん せ ん た ー

が６地域
ち い き

（平成
へいせい

15
 
年
ねん

3
 
月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

）に設置
せ っ ち

されているが、本庁舎
ほんちょうしゃ

も含めた
ふ く     

外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

を対象
たいしょう

とした相談
そうだん

窓口
まどぐち

は設置
せ っ ち

していない。

現在
げんざい

、種々
しゅじゅ

の悩み
なや  

や問題
もんだい

の解決
かいけつ

に対して
たい    

は、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

への支援
し え ん

を行う
おこな  

市外
し が い

に存在
そんざい

する民間
みんかん

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

組織
そ し き

などに頼って
たよ     

いるのが現状
げんじょう

である。 

 NGOやNPOとのネットワークづくり
ね っ と わ ー く     

や専門
せんもん

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図り
はか   

、多様
た よ う

な相談
そうだん

に対処
たいしょ

できる相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

が急務
きゅうむ

である。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

を支援
し え ん

する NGOや NPOとの連携
れんけい

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の常設
じょうせつ

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

も活用
かつよう

した多言語
た げ ん ご

相談
そうだん

体制
たいせい

の確立
かくりつ

 

 
 

（１０）必要
ひつよう

な人
ひと

へ届く
とど   

情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

【概況
がいきょう

】 

 本市
ほ ん し

は、多言語
た げ ん ご

による生活
せいかつ

情報
じょうほう

ガイドブック
が い ど ぶ っ く

を作成
さくせい

し、その内容
ないよう

については市
し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

で

も情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行って
おこな       

いるが、その存在
そんざい

は全て
すべ   

の外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

に浸透
しんとう

していない。そのため、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

が様々
さまざま

な情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

するのは、家族
か ぞ く

や知人
ち じ ん

などからによることが多く
おお   

、情報
じょうほう

の内容
ないよう

が正確
せいかく

に

伝わらない
つ た        

ことも予想
よ そ う

される。 

 公共性
こうきょうせい

の高い
たか   

行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

を外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

に周知
しゅうち

することが必要
ひつよう

であり、行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の広報
こうほう

手段
しゅだん

や

機会
き か い

の拡大
かくだい

の推進
すいしん

に努めなければ
つ と         

ならない。 
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【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 情報
じょうほう

提供
ていきょう

の総合的
そうごうてき

機関
き か ん

の設置
せ っ ち

 

◇ 情報
じょうほう

提供
ていきょう

における多言語化
た げ ん ご か

の推進
すいしん

 

◇ 様々
さまざま

な機会
き か い

をとらえた情報
じょうほう

提供
ていきょう

の推進
すいしん

 

◇ 身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で情報
じょうほう

を得られる
え    

環境づくり
かんきょう        

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住
じゅう

民間
みんかん

のネットワーク化
ね っ と わ ー く か

支援
し え ん

 

◇ 生活
せいかつ

情報誌
じょうほうし

の適切
てきせつ

な提供
ていきょう

 

 

（１１）外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の実態
じったい

把握
は あ く

 

【概況
がいきょう

】 

 これまで本市
ほ ん し

では、市政
し せ い

世論
よ ろ ん

調査
ちょうさ

をはじめとし住民
じゅうみん

に対する
たい    

広聴
こうちょう

活動
かつどう

も実施
じ っ し

してきたが、住民
じゅうみん

全体
ぜんたい

に占める
し   

外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の割合
わりあい

から見て
み   

、住民
じゅうみん

全体
ぜんたい

を対象
たいしょう

とした調査
ちょうさ

では、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の実態
じったい

や

ニーズ
に ー ず

を十分
じゅうぶん

に把握
は あ く

することは困難
こんなん

である。 

 今後
こ ん ご

、本市
ほ ん し

が外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
し さ く

を積極的
せっきょくてき

に進める
す す     

ため、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の意識
い し き

や生活
せいかつ

の実情
じつじょう

を踏まえ
ふ   

、

人権
じんけん

やプライバシー
ぷ ら い ば し ー

への配慮
はいりょ

を十分
じゅうぶん

に行い
おこな  

ながら、ともに生きる
い   

地域
ち い き

住民
じゅうみん

として何
なに

が必要
ひつよう

かとい

う実態
じったい

把握
は あ く

を行い
おこな   

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を効果的
こうかてき

に行う
おこな   

ことが求められる
も と         

。 

 また、日頃
ひ ご ろ

から関係
かんけい

各課
か く か

の職員
しょくいん

が外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の生活
せいかつ

実態
じったい

の把握
は あ く

を通して
と お     

その人々
ひとびと

の抱える
かか      

問題
もんだい

に対して
た い     

認識
にんしき

を持ち
も  

、施策
し さ く

へ反映
はんえい

させることが必要
ひつよう

である。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の意識
い し き

及び
およ    

生活
せいかつ

実態
じったい

調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

◇ 相談
そうだん

業務
ぎょうむ

を通した
と お     

実態
じったい

の把握
は あ く

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

による意見
い け ん

表明
ひょうめい

機会
き か い

の設置
せ っ ち

 

 
 

２ 教育
きょういく

・文化
ぶ ん か

の充実
じゅうじつ

 

（１）多民族
たみんぞく

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

教育
きょういく

 

【概況
がいきょう

】 

 異なる
こ と     

民族
みんぞく

が共
とも

に生きる
い   

ためには、他国
た こ く

の文化
ぶ ん か

や伝統
でんとう

を認め
みと   

尊重
そんちょう

し、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

のない社会
しゃかい

の
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実現
じつげん

に向けた
む   

多民族
たみんぞく

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

教育
きょういく

が必要
ひつよう

である。そのためには、地域
ち い き

住民
じゅうみん

が外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の

民族的
みんぞくてき

独自性
どくじせい

を認め
みと   

尊重
そんちょう

し交流
こうりゅう

を積極的
せっきょくてき

に進める
す す     

ことにより、多民族
たみんぞく

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

がはじめて

実現
じつげん

可能
か の う

となる。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 市民
し み ん

への多民族
たみんぞく

・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

 

◇ 市民
し み ん

との交流
こうりゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の本名
ほんみょう

使用
し よ う

の指導
し ど う

 

◇ 外
がい

国文化
こくぶんか

にふれる教材
きょうざい

及び
およ   

「母国語
ぼ こ く ご

学級
がっきゅう

」の指導
し ど う

資料
しりょう

の編集
へんしゅう

・発行
はっこう

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の文化
ぶ ん か

発表
はっぴょう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

◇ 民族
みんぞく

文化
ぶ ん か

の理解
り か い

につながる生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の充実
じゅうじつ

 

◇ 多言語
た げ ん ご

の図書
と し ょ

、資料
しりょう

、マルチメディア
ま る ち め で ぃ あ

教材
きょうざい

の充実
じゅうじつ

 

◇ 民族的
みんぞくてき

な子ども
こ    

会
かい

活動
かつどう

の育成
いくせい

・支援
し え ん

 

◇ 民族
みんぞく

文化
ぶ ん か

等
とう

の伝承
でんしょう

支援
し え ん

 

◇ 海外
かいがい

諸都市
し ょ と し

との交流
こうりゅう

の検討
けんとう

 

◇ 「在日
ざいにち

外国人
がいこくじん

園児
え ん じ

・児童
じ ど う

・生徒
せ い と

に関する
かん      

教育
きょういく

指針
し し ん

（主
しゅ

として在日
ざいにち

韓国
かんこく

・朝鮮人
ちょうせんじん

園児
え ん じ

・児童
じ ど う

・

生徒
せ い と

）」の見直し
み な お   

 

◇ 東大阪市
ひがしおおさかし

在日
ざいにち

外国人
がいこくじん

教育
きょういく

研 究協
けんきゅうきょう

議会
ぎ か い

への支援
し え ん

充実
じゅうじつ

 

◇ 教職員
きょうしょくいん

を対象
たいしょう

とした研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

 

 
 

（２）「母国語
ぼ こ く ご

学級
がっきゅう

」の充実
じゅうじつ

 

【概況
がいきょう

】 

 本市
ほ ん し

には、韓国
かんこく

・朝鮮
ちょうせん

籍
せき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の民族的
みんぞくてき

独自性
どくじせい

を高める
たか      

ための「母国語
ぼ こ く ご

学校
がっこう

」が課外
か が い

授業
じゅぎょう

の

一環
いっかん

として現在
げんざい

小中学校
しょうちゅうがっこう

８１校
こう

のうち小学校
しょうがっこう

１１校
     こう

、中学校
ちゅうがっこう

１３校
     こう

のあわせて２４校
     こう

（平成
へいせい

15年
ねん

3月
がつ

末
まつ

）に設置
せ っ ち

されている。今後
こ ん ご

は、帰国
き こ く

・渡
と

日
にち

児童
じ ど う

生徒
せ い と

も対象
たいしょう

として在籍
ざいせき

する外
がい

国籍
こくせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の

多少
たしょう

に関らず
かかわ     

、すべての子ども
こ   

に等しく
ひと    

民族的
みんぞくてき

独自性
どくじせい

を高める
たか    

ための教育
きょういく

を受ける
う   

ことのできる

施策
し さ く

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 
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◇ 教育
きょういく

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

 

◇ 民族
みんぞく

講師
こ う し

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

 

◇ 「母国語
ぼ こ く ご

学級
がっきゅう

」の充実
じゅうじつ

 

 
 

（３）帰国
き こ く

･
・

渡
と

日
にち

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

及び
およ  

保護者
ほ ご し ゃ

への支援
し え ん

 

【概況
がいきょう

】 

 帰国
き こ く

･
・

渡
と

日
にち

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

が、支障
ししょう

なく教育
きょういく

を受ける
う   

ことが可能
か の う

な日本語
に ほ ん ご

の習得
しゅうとく

が必要
ひつよう

であるとと

もに、高校
こうこう

進学
しんがく

の特別枠
とくべつわく

の充実
じゅうじつ

が求められる
もと           

。 

 子ども
こ   

と比べ
くら   

、帰国
き こ く

・渡
と

日
にち

の外
がい

国籍
こくせき

保護者
ほ ご し ゃ

の中
なか

には日本語
に ほ ん ご

を十分
じゅうぶん

習得
しゅうとく

していないため、学校
がっこう

か

らの連絡
れんらく

文書
ぶんしょ

を理解
り か い

できない、教職員
きょうしょくいん

との意思
い し

の疎通
そ つ う

が図れない
は か       

といった問題
もんだい

がみられる。また、

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

が十分
じゅうぶん

でない場合
ば あ い

が多く
おお   

、進路
し ん ろ

の選択
せんたく

等
とう

にあたっての判断
はんだん

を困難
こんなん

に

している。 

 帰国
き こ く

・渡
と

日
にち

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

が不利益
ふ り え き

を受けたり
う    

、保護者
ほ ご し ゃ

が孤立
こ り つ

することがないよう支援
し え ん

の検討
けんとう

を図る
はか   

必要
ひつよう

がある。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 帰国
き こ く

・渡
と

日
にち

児童
じ ど う

生徒
せ い と

への日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

 

◇ 帰国
き こ く

・渡
と

日
にち

生徒
せ い と

の高校
こうこう

入学者
にゅうがくしゃ

選抜枠
せんばつわく

拡充
かくじゅう

の府
ふ

への要望
ようぼう

 

◇ 保護者
ほ ご し ゃ

に対する
たい    

日本語
に ほ ん ご

習得
しゅうとく

機会
き か い

の提供
ていきょう

 

◇ 多言語
た げ ん ご

による教育
きょういく

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

 

◇ 帰国
き こ く

・渡
と

日
にち

児童
じ ど う

生徒
せ い と

学校
がっこう

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

 

 
 

（４）民族
みんぞく

学校
がっこう

への支援
し え ん

 

【概況
がいきょう

】 

 民族
みんぞく

学校
がっこう

は各種
かくしゅ

学校
がっこう

の扱 い
あつか    

になっていることから、民族
みんぞく

学校
がっこう

出身者
しゅっしんしゃ

は大学
だいがく

受験
じゅけん

や転入学
てんにゅうがく

拒否
き ょ ひ

をされることがある。また、学校
がっこう

教育法
きょういくほう

でいう「一条校
いちじょうこう

」に比べ
くら   

教育
きょういく

助成
じょせい

がわずかであるために、

保護者
ほ ご し ゃ

の負担
ふ た ん

も多く
おお   

、学校
がっこう

の施設
し せ つ

老朽化
ろうきゅうか

や教育
きょういく

環境
かんきょう

、教職員
きょうしょくいん

の待遇
たいぐう

など、不十分
ふじゅうぶん

な状 況
じょうきょう

にな

っている。本市
ほ ん し

は、民族
みんぞく

学校
がっこう

へ補助
ほ じ ょ

を行って
おこな        

いるが、今後
こ ん ご

は保護者
ほ ご し ゃ

への助成
じょせい

も視野
し や

に入れ
い  

、支援
し え ん

の
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より一層
      いっそう

の充実
じゅうじつ

を検討
けんとう

することが必要
ひつよう

である。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 民族
みんぞく

学校
がっこう

に子ども
こ   

を通学
つうがく

させる保護者
ほ ご し ゃ

への助成
じょせい

金
きん

制度
せ い ど

設置
せ っ ち

の検討
けんとう

 

◇ 「一条校
いちじょうこう

」に準じた
じゅん     

取扱い
とりあつか   

の国
くに

への要望
ようぼう

 

 
 

（５）留学生
りゅうがくせい

への支援
し え ん

 

【概況
がいきょう

】 

 市内
し な い

の高校
こうこう

、短大
たんだい

、大学
だいがく

や大学院
だいがくいん

に 400名
めい

（平成
へいせい

14年
ねん

5月
がつ

1日
にち

現在
げんざい

）近い
ちか   

留学生
りゅうがくせい

が在籍
ざいせき

する。留学生
りゅうがくせい

の中
なか

には、寄宿
きしゅく

の確保
か く ほ

や経済
けいざい

格差
か く さ

など、生活
せいかつ

していくうえで困難
こんなん

な点
てん

もみうけられる。本市
ほ ん し

は、他市
た し

の状 況
じょうきょう

も考慮
こうりょ

し支援
し え ん

の検討
けんとう

を図る
はか   

。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 留学生
りゅうがくせい

の生活
せいかつ

意識
い し き

調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

◇ 大学
だいがく

等
とう

との連携
れんけい

 

◇ 各種
かくしゅ

支援
し え ん

の検討
けんとう

 

 
 

３ 行政
ぎょうせい

の国際化
こくさいか

 

（１）外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の市政
し せ い

参加
さ ん か

 

【概況
がいきょう

】 

 本市
ほ ん し

の人口
じんこう

総数
そうすう

に占める
し   

外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の割合
わりあい

は 3.9％であるが、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の意見
い け ん

を行政
ぎょうせい

に反映
はんえい

させようとする意識
い し き

が明確
めいかく

でなく制度
せ い ど

は未整備
み せ い び

である。多民族
たみんぞく

・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

を進める
す す     

に

あたり、積極的
せっきょくてき

に外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の市政
し せ い

参加
さ ん か

を促進
そくしん

する必要
ひつよう

がある。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 「（仮称
かしょう

）東大阪市外
ひがしおおさかしがい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
し さ く

検討協
けんとうきょう

議会
ぎ か い

」の設置
せ っ ち

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の市政
し せ い

参加
さ ん か

を拡大
かくだい

するための研究
けんきゅう

 

◇ 審
しん

議会
ぎ か い

等
とう

への外
がい

国籍
こくせき

住民枠
じゅうみんわく

の規定化
き て い か
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（２）地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として 

【概況
がいきょう

】 

 地域
ち い き

社会
しゃかい

を外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

とともに支える
さ さ     

にあたっては、地域
ち い き

の様々
さまざま

な団体
だんたい

や組織
そ し き

において外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

にも活動
かつどう

への参加
さ ん か

をより一層
      いっそう

促進
そくしん

し、活動
かつどう

のあり方
     かた

に対して
た い     

意思
い し

を反映
はんえい

できるような体制
たいせい

の

確立
かくりつ

が大切
たいせつ

である。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

が地域
ち い き

活動
かつどう

へ参加
さ ん か

しやすい環境づくり
かんきょ う      

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

に対する
た い     

地域
ち い き

活動
かつどう

参加
さ ん か

啓発
けいはつ

 

 
 

（３）社会
しゃかい

参加
さ ん か

の条件
じょうけん

整備
せ い び

 

【概況
がいきょう

】 

 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

も自治体
じ ち た い

を構成
こうせい

する「住民
じゅうみん

」であるという認識
にんしき

が、行政
ぎょうせい

内部
な い ぶ

だけでなく地域
ち い き

社会
しゃかい

、

そして外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

自身
じ し ん

にも十分
じゅうぶん

に定着
ていちゃく

しているとはいえない。外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

が「住民
じゅうみん

」であると

いう認識
にんしき

を深め
ふか   

、意識
い し き

を高める
た か     

努力
どりょく

が必要
ひつよう

である。 

 地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

では、地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

が住民
じゅうみん

に関する
かん      

正確
せいかく

な記録
き ろ く

を備え
そな    

ることを義務づけ
ぎ む     

、これを受けて
う   

住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳法
だいちょうほう

に基づき
もと      

住民
じゅうみん

登録
とうろく

をすることになっている。しかし、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

に関して
かん      

は法令
ほうれい

に基づいて
もと       

、市町村
しちょうそん

においては外国人
がいこくじん

登録
とうろく

原票
げんぴょう

が行政
ぎょうせい

として備える
そな     

ことのできる唯一
ゆいいつ

の外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

に関する
かん      

記録
き ろ く

となる。 

 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

に関する
かん      

記録
き ろ く

は、住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

と性格
せいかく

が異なる
こと      

外国人
がいこくじん

登録
とうろく

の記録
き ろ く

であるため、市政
し せ い

目的
もくてき

や行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

に使用
し よ う

する場合
ば あ い

は、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の権利
け ん り

侵害
しんがい

が生じない
しょう           

ようにしなけれ

ばならない。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

を「住民
じゅうみん

」ととらえる意識
い し き

啓発
けいはつ

 

◇ 平等
びょうどう

な行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

のための外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

に関する
かん      

記録
き ろ く

の保持
ほ じ

 

◇ 住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

登載
とうさい

への法
ほう

改正
かいせい

の要望
ようぼう
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（４）外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
し さ く

に関する
かん      

職員
しょくいん

研修
けんしゅう

 

【概況
がいきょう

】 

 市
し

職員
しょくいん

は外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の抱える
かか      

現
げん

状
じょう

や課題
か だ い

等
とう

を認識
にんしき

することにより、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の人権
じんけん

と

民族的
みんぞくてき

独自性
どくじせい

を尊重
そんちょう

した施策
し さ く

を推進
すいしん

していく必要
ひつよう

がある。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 「東大阪市外
ひがしおおさかしがい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
し さ く

基本
き ほ ん

指針
し し ん

」の周知
しゅうち

 

◇ 職員
しょくいん

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

 

◇ 窓口
まどぐち

対応用
たいおうよう

の多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

手引き
て び   

の作成
さくせい

 

 
 

（５）市
し

職員
しょくいん

への採用
さいよう

 

【概況
がいきょう

】 

 本市
ほ ん し

は 1979年
ねん

（昭和
しょうわ

54年
ねん

）に職員
しょくいん

採用
さいよう

における国籍
こくせき

条項
じょうこう

を撤廃
てっぱい

しており、今後
こ ん ご

とも、外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

が受験
じゅけん

機会
き か い

を十分
じゅうぶん

活用
かつよう

できるよう周知
しゅうち

を図る
はか   

。また、外
がい

国籍
こくせき

職員
しょくいん

の働きやすい
はたら          

職場
しょくば

環境づくり
かんきょう         

を

進める
すす      

。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 職員
しょくいん

採用
さいよう

に国籍
こくせき

条項
じょうこう

が撤廃
てっぱい

されていることの周知
しゅうち

の充実
じゅうじつ

 

◇ 本名
ほんみょう

を名乗れる
な の    

職場
しょくば

環境づくり
かんきょう          

 

◇ 外
がい

国籍
こくせき

職員
しょくいん

の活用
かつよう

の検討
けんとう

 

 
 

４ 国際化
こくさいか

推進
すいしん

の拠点
きょてん

整備
せ い び

 

（１）「（仮称
かしょう

）東大阪市
ひがしおおさかし

国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

」の設置
せ っ ち

 

【概況
がいきょう

】 

 本市
ほ ん し

には 50カ国
か こ く

を超える
こ   

国籍
こくせき

の人々
ひとびと

が居住
きょじゅう

している。これらの外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

と日本人
にほんじん

及び
およ   

外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

同士
ど う し

が交流
こうりゅう

して互い
たが   

の文化
ぶ ん か

を認識
にんしき

し、多民族
たみんぞく

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

のまちづくりの推進
すいしん

や情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

・発信
はっしん

の拠点
きょてん

として、また外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

の人権
じんけん

尊重
そんちょう

に基づく
も と     

施策
し さ く

の展開
てんかい

を図る
はか   

場
ば

としても

「（仮称
かしょう

）国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

」の設置
せ っ ち

が必要
ひつよう

である。 
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 また、「（仮称
かしょう

）国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

」は外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

のためだけの施設
し せ つ

ではなく、本市
ほ ん し

で暮らす
く   

全て
すべ   

の住民
じゅうみん

のための国際
こくさい

理解
り か い

と多文化
た ぶ ん か

理解
り か い

を深める
ふ か     

施設
し せ つ

でもあり、広く
ひろ   

市民
し み ん

に設置
せ っ ち

の理念
り ね ん

等
など

の理解
り か い

を

求める
も と     

ことが必要
ひつよう

である。 

【今後
こ ん ご

の方策
ほうさく

】 

◇ 設置
せ っ ち

の理念
り ね ん

等
とう

の周知
しゅうち

充実
じゅうじつ

 

◇ 事業
じぎょう

実施
じ っ し

における NPO等
とう

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

との協働
きょうどう

 

◇ （仮称
かしょう

）国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

を中心
ちゅうしん

にした市内
し な い

公共
こうきょう

施設
し せ つ

での事業
じぎょう

展開
てんかい

 

 
 
 

Ⅳ 外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
し さ く

推進
すいしん

体制
たいせい

 

 本
ほん

「東大阪市外
ひがしおおさかしがい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
し さ く

基本
き ほ ん

指針
し し ん

」の策定
さくてい

により外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
し さ く

に対する
たい      

市
し

の姿勢
し せ い

を

明らか
あ き    

にするとともに、国際化
こくさいか

施策
し さ く

ならびに外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
し さ く

を全庁的
ぜんちょうてき

な課題
か だ い

として、施策
し さ く

を推進
すいしん

す

るための体制
たいせい

を確立
かくりつ

する。また、推進
すいしん

にあたり地域
ち い き

社会
しゃかい

で身近
み ぢ か

な活動
かつどう

を展開
てんかい

している NPOなどの

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

との協働
きょうどう

に向け
む  

連携
れんけい

の充実
じゅうじつ

を図る
はか   

。 
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【参考
さんこう

資料
しりょう

】 

〔外
がい

国籍
こくせき

住民
じゅうみん

施策
しさ く

等
など

に関連
かんれん

する「市
し

議会
ぎか い

決議
けつ ぎ

一覧
いちらん

」〕 
 

採択
さいたく

年月日
ねんがっぴ

 決
けつ

 議
ぎ

 件
けん

 名
めい

 

昭和
しょうわ

42年
ねん

10月
がつ

30日
にち

 在日朝鮮公民
ざいにちちょうせんこうみん

の帰国協定
きこくきょうてい

の延長
えんちょう

に関する
かん   

要望
ようぼう

決議
けつ ぎ

 

同上
どうじょう

 在日朝鮮公民
ざいにちちょうせんこうみん

の民族教育
みんぞくきょういく

に関する
かん     

要望
ようぼう

決議
けつ ぎ

 

昭和
しょうわ

44年
ねん

3月
がつ

30日
にち

 出入国管理法立法化
しゅつにゅうこくかんりほうりっぽうか

の反対
はんたい

に関する
かん   

決議
けつ ぎ

 

昭和
しょうわ

51年
ねん

6月
がつ

25日
にち

 李東石（ｲ･ﾄﾞﾝｼｷﾞ）さんの速
すみ

やかな釈放
しゃくほう

に関する
かん   

要望
ようぼう

決議
けつ ぎ

 

昭和
しょうわ

52年
ねん

12月
がつ

23日
にち

 国際人権規約批准促進
こくさいじんけんきやくひじゅんそくしん

に関する
かん   

要望
ようぼう

決議
けつ ぎ

 

昭和
しょうわ

53年
ねん

3月
がつ

29日
にち

 朝鮮半島
ちょうせんはんとう

の自主的平和統一促進
じしゅてきへいわとういつそくしん

に関する
かん    

要望
ようぼう

決議
けつ ぎ

 

昭和
しょうわ

58年
ねん

12月
がつ

26日
にち

 世界人権宣言
せかいじんけんせんげん

35周年行事
しゅうねんぎょうじ

の具体化等
ぐた い か な ど

に関する
かん   

要望
ようぼう

決議
けつ ぎ

 

昭和
しょうわ

60年
ねん

7月
がつ

2日
にち

 尹正憲（ﾕﾝ･ｼﾞｮﾝﾎﾝ）さんの速
すみ

やかな釈放
しゃくほう

を求める
もと   

要望
ようぼう

決議
けつ ぎ

 

同上
どうじょう

 外国人登録法
がいこくじんとうろくほう

の改正
かいせい

に関する
かん     

要望
ようぼう

決
けつ

議
ぎ

 

昭和
しょうわ

63年
ねん

5月
がつ

30日
にち

 在日留学生対策
ざいにちりゅうがくせいたいさく

の充実
じゅうじつ

に関する
かん    

意見書
いけんしょ

 

昭和
しょうわ

63年
ねん

10月
がつ

19日
にち

 戦後処理対策
せんごしょりたいさく

の早期実施
そう き じ っ し

を求める
もと    

意見書
いけんしょ

 

平成
へいせい

2年
ねん

10月
がつ

15日
にち

 在日
ざいにち

韓国
かんこく

・朝鮮人
ちょうせんじん

の法的
ほうてき

地位
ち い

、人権保障
じんけんほしょう

に関する
かん   

意見書
いけんしょ

 

平成
へいせい

2年
ねん

12月
がつ

20日
にち

 人権差別撤廃条約
じんけんさべつてっぱいじょうやく

の早期批准
そうきひじゅん

を求める
もと    

意見書
いけんしょ

 

平成
へいせい

3年
ねん

3月
がつ

27日
にち

 日朝国交正常化
にっちょうこっこうせいじょうか

の早期実現
そうきじつげん

に関する
かん    

意見書
いけんしょ

 

平成
へいせい

7年
ねん

3月
がつ

24日
にち

 
朝鮮学校
ちょうせんがっこう

の法的地位
ほう て き ち い

を改善
かいぜん

し民族
みんぞく

教育
きょういく

の奨励
しょうれい

、振興
しんこう

を図る
はか  

要望
ようぼう

決議
けつ ぎ

 

平成
へいせい

7年
ねん

9月
がつ

6日
にち

 
定住外国人
ていじゅうがいこくじん

に対
たい

する地方選挙
ちほうせんきょ

への参政権
さんせいけん

など、人権保障
じんけんほしょう

の

確立
かくりつ

に関する
かん   

要望
ようぼう

決議
けつ ぎ
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 〔用語
よ う ご

解説
かいせつ

〕 
 

◇ 「一条校
いちじょうこう

」 

学校
がっこう

教育法
きょういくほう

 

  第一条
だいいちじょう

【学校
がっこう

の範囲
はん い

】この法律
ほうりつ

で、学校
がっこう

とは、小学校
しょうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

、高等
こうとう

学校
がっこう

、大学
だいがく

、高等
こうとう

専門
せんもん

学校
がっこう

、盲
もう

学校
がっこう

、聾
ろう

学校
がっこう

、養護学校及
ようごがっこうおよ

び幼稚園
ようちえん

とする。 

  民族学校
みんぞくがっこう

は各種学校
かくしゅがっこう

の扱い
あつか  

である。各種
かくしゅ

学校
がっこう

とは、学校
がっこう

教育法
きょういくほう

第八三条
だいはちじゅうじょう

「第一条
だいいちじょう

に掲
かか

げるもの以外
いが い

のもので、学校教育
がっこうきょういく

に類
るい

する教育
きょういく

を行う
おこな  

もの（当該教育
とうがいきょういく

を行
おこな

うにつ

き他
ほか

の法律
ほうりつ

に特別
とくべつ

の規定
きて い

があるもの及
およ

び第 八 二 条
だいはちじゅうにじょう

の二
に

に規定
きて い

する専修学校
せんしゅうがっこう

の教育
きょういく

を行う
おこな  

ものを除く
のぞ  

。）は、これを各種
かくしゅ

学校
がっこう

とする。」 

  「一条校
いちじょうこう

」に当
あ

たる私立学校
しりつがっこう

と各種
かくしゅ

学校
がっこう

には、国庫
こっ こ

金
きん

の助成
じょせい

、自治体
じ ち た い

による教育
きょういく

助成
じょせい

、

寄付
き ふ

金
きん

控除
こうじょ

、就学援助費等
しゅうがくえんじょひなど

に有無
う む

又
また

は差異
さ い

がある。大学受験資格
だいがくじゅけんしかく

については、

文部科学省令
もんぶかがくしょうれい

が改正
かいせい

され受験資格
じゅけんしかく

が 2003年
ねん

春
はる

以降
いこ う

は、各大学
かくだいがく

の独自判断
どくじはんだん

に委
ゆだ

ねられる

予定
よて い

である。 
 

◇ 「帰国
きこ く

・渡
と

日
にち

」 

  帰国
きこ く

とは、主
おも

に中国残留孤児等及
ちゅうごくざんりゅうこじとうおよ

び同関連者
どうかんれんしゃ

が日本
にほ ん

に帰国
きこ く

し定住
ていじゅう

することを表す
あらわ  

。 

渡
と

日
にち

とは、1952年以降
ねんいこう

に来日
らいにち

し居住
きょじゅう

することを表す
あらわ  

。 
 

◇ 「多言語
た げ ん ご

」 

本市
ほんし

において多言語
た げ ん ご

とは４言語
げん ご

（日本語
に ほ ん ご

、英語
えい ご

、韓国
かんこく

・朝鮮語
ちょうせんご

、中国語
ちゅうごくご

）を示す
しめ  

。ただし、

「大阪
おおさか

生活
せいかつ

必携
ひっけい

」は６言語
げん ご

（日本語
に ほ ん ご

、英語
えい ご

、韓国
かんこく

・朝鮮語
ちょうせんご

、中国語
ちゅうごくご

、スペイン語
す ぺ い ん ご

、ポルトガル語
ぽ る と が る ご

）

で表記
ひょうき

されている。 
 

◇ 「内外人
ないがいじん

平等
びょうどう

の原則
げんそく

」 

国連
こくれん

の市民的及
しみんてきおよ

び政治的権利
せいじてきけんり

に関する
かん   

国際
こくさい

規約
きや く

（1979年
ねん

9月
がつ

日本
にっぽん

国
こく

締結
ていけつ

）第 26条
だい  じょう

（法
ほう

の前
まえ

の

平等
びょうどう

）にいかなる理由
りゆ う

による差別
さべ つ

に対
たい

しても平等
びょうどう

の保護
ほ ご

を保障
ほしょう

するとなっている。なお、

本規約
ほんきやく

は国内法的効力
こくないほうてきこうりょく

を有する
ゆう    

。 
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〔人口
じんこう

統計
とうけい

〕 

人口
じんこう

総数
そうすう

及び
お よ  

外国人
がいこくじん

登録
とうろく

人口
じんこう

推移
す い い

 

（単位
た ん い

：人
にん

、％） 

※各年
かくねん

12月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

の数値
す う ち

である。 

地域
ち い き

別
べつ

登録
とうろく

人口
じんこう

（平成
へいせい

14年
ねん

12月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
ねん

 人口
じ ん こ う

総数
そ う す う

 外国人
が い こ く じ ん

登録数
と う ろ く す う

 割合
わ り あ い

年
ねん

 人口
じ ん こ う

総数
そ う す う

外国人
が い こ く じ ん

登録数
と う ろ く す う

割合
わ り あ い

昭和
しょうわ

42 461,886 17,286 3.74 昭和
しょうわ

60 526,756 22,730 4.32

43 474,628 17,770 3.74 61 526,618 22,719 4.31

44 488,198 18,509 3.79 62 526,954 22,656 4.30

45 498,232 19,343 3.88 63 526,530 22,753 4.32

46 505,688 20,022 3.96 平成元
へいせいがん

 524,275 22,544 4.30

47 513,113 20,458 3.99 2 522,013 22,576 4.32

48 519,141 20,769 4.00 3 520,961 22,751 4.37

49 521,905 21,252 4.07 4 520,315 22,795 4.38

50 522,697 21,311 4.08 5 519,178 22,584 4.35

51 523,654 21,571 4.12 6 517,733 22,533 4.35

52 522,172 21,823 4.18 7 519,662 22,035 4.24

53 522,496 22,248 4.26 8 520,583 21,997 4.23

54 521,289 22,517 4.30 9 519,572 21,586 4.15

55 522,331 22,701 4.35 10 518,700 21,310 4.11

56 523,168 22,775 4.35 11 518,548 20,596 3.97

57 523,793 22,852 4.36 12 518,164 20,454 3.95

58 525,201 22,689 4.32 13 517,794 20,170 3.90

59 526,831 22,829 4.33 14 516,780 19,894 3.85

地域
ち い き

 住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

 外国人
がいこくじん

登録
とうろく

 

全市
ぜ ん し

 496,886 19,894

A 58,693 765

B 71,339 1,061

C 59,644 1,339

D 98,201 2,211

E 32,743 944

F 94,595 4,861

G 81,671 8,713

A 

B 

C 

D 

E

F 

G 
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国籍別外国人登録人口推移
こくせきべつがいこくじんとうろくじんこうすいい

                           （単位
た ん い

：人
にん

） 

年
ねん

 総数
そうすう

 韓国
かんこく

・朝鮮
ちょうせん

中国
ちゅうごく

 フィリピン ベトナム ブラジル その他
た

 
昭和 42 17,286 16,869 350 2 … … 65

43 17,770 17,351 354 1 … … 64

44 18,509 18,066 371 4 … … 68

45 19,343 18,871 381 － … … 91

46 20,022 19,529 366 1 … … 126

47 20,458 19,928 322 － … … 208

48 20,769 20,266 339 1 … … 163

49 21,252 20,766 363 4 … … 119

50 21,311 20,847 341 4 … … 119

51 21,571 21,152 313 … … … 106

52 21,823 21,405 320 … … … 98

53 22,248 21,808 327 … … … 113

54 22,517 22,140 318 … … … 59

55 22,701 22,308 329 … … … 64

56 22,775 22,378 330 … … … 67

57 22,852 22,410 356 … … … 86

58 22,689 22,271 323 … … … 95

59 22,829 22,388 329 … … … 112

60 22,730 22,224 359 … … … 147

61 22,719 22,194 374 … … … 151

62 22,656 22,087 394 … … … 175

63 22,753 22,108 461 49 12 28 95

平成元
へいせいがん

 22,544 21,821 518 61 17 9 118

2 22,576 21,630 601 75 19 103 148

3 22,751 21,508 668 94 13 225 243

4 22,795 21,373 761 127 9 276 249

5 22,584 21,022 854 122 16 318 252

6 22,533 20,756 1,013 118 15 377 254

7 22,035 20,131 1,129 123 18 364 270

8 21,997 19,585 1,567 132 17 350 346

9 21,586 19,020 1,674 143 10 347 392

10 21,310 18,774 1,634 152 31 314 405

11 20,596 18,164 1,535 152 34 275 436

12 20,454 17,872 1,625 159 72 279 447

13 20,170 17,260 1,853 166 95 326 470

14 19,894 16,795 2,040 181 103 304 471

※「－」は該当
がいとう

数値
す う ち

なし、「･･･」は不詳
ふしょう

で「その他
  た

」に含ま
ふく  

れる。 
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