
平成３０年８月８日 
生 活 文 化 部 

 
  （仮称）「世田谷区多文化共生プラン」（素案）について 

 
 
 
 
１ 主旨 

区では、多文化共生社会の実現をめざし、「世田谷区多様性を認め合い 
男女共同参画と多文化共生を推進する条例」（以下、「条例」という。）を制 
定した。条例第９条の規定に基づき、多文化共生施策を総合的かつ計画的 
に推進するため（仮称）「世田谷区多文化共生プラン」の考え方について「世 
田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会」及び「多文化共生推進部会」 
でご意見をいただき、素案として取りまとめたので報告する。 

 
２ 計画の概要 
（１）計画策定の趣旨 
（２）国、都、区の動向 
（３）計画の位置づけ 
    条例第９条に基づく行動計画。「世田谷区基本構想」、「世田谷区基本計

画」等他の行政計画と補完・連携し合うものとして位置づける。 
（４）計画の基本理念・基本方針・施策  
（５）計画の体系 
（６）重点施策 
※概要版参照 
 

３ 計画の期間（予定） 
   平成３１（２０１９）年度～平成３５（２０２３）年度 
   ※世田谷区基本計画の終期に合わせる。 
 
４ 検討体制 

「条例」第１０条に基づき設置した「世田谷区男女共同参画・多文化共生

推進審議会」に、（仮称）「世田谷区多文化共生プラン」策定の考え方につ

いて諮問しており、審議会のもとに多文化共生部会を設置し、多文化共生

に関する事項の検討を行っている。 
 
 
 

(付議の要旨) （仮称）世田谷区多文化共生プランについて、計画の素案を
取りまとめたので報告する。 



５ 検討経過 
   平成３０年４月    条例施行 

５月３１日 第１回男女共同参画・多文化共生推進審議会開催 
（仮称）多文化共生推進行動計画策定の考え方につ 
 いて（諮問） 

              第１回多文化共生推進部会開催（計画策定及び

基本理念、基本方針について） 
       ７月 ５日  第２回多文化共生推進部会（素案の検討） 
 
６ 今後のスケジュール（予定） 

平成３０年 ９月   区民生活常任委員会報告（素案） 
         ９月～  区民意見募集実施 
        １０月   在住外国人との意見交換会 
        １１月   国際化推進委員会（区民意見募集結果報告） 
              第３回多文化共生推進部会（案）検討 
              第２回審議会（答申） 
        １２月   国際化推進委員会報告（案） 

平成３１年 １月   政策会議報告（案） 
       ２月   区民生活常任委員会報告（案） 
       ３月   行動計画策定 

 



                           
（仮称）世田谷区多文化共生プラン（素案）概要版 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

計画の概要 施策体系のイメージ 

１ 計画策定の趣旨 

２ 国、都、区の動向 

３ 計画の位置づけ 

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参

画と多文化共生を推進する条例」第9条に

基づく行動計画。「世田谷区基本構想」、「世

田谷区基本計画」等他の行政計画と補完・

連携し合うものとして位置付ける。 

【計画の期間】 

平成３１(２０１９)年度 

～平成３５(２０２３)年度 

世田谷区基本計画の終期に合わせる。 

４ 計画の基本理念・基本方針・施策 

５ 計画の体系 

６ 重点施策 

 

第８条 男女共同参画・多文化共生施策は

次に掲げるものを基本とする。 

(１)～(５)は省略 

 

(６)外国人、日本国籍を有する外国出身者

等（以下「外国人等」という。）への情報

の多言語化等によるコミュニケーション

支援 

 

(７)外国人等が安心して安全に暮らせるた

めの生活支援 

 

(８)外国人等との交流の促進等による多文

化共生の地域づくりの推進 

 

(９)外国人等の社会参画及び社会における

活躍を推進するための支援 

 

(10)国籍、民族等の異なる人々の文化的違

いによる偏見又は不当な差別の解消 

 
 

 
 

 

３ 多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消 
   
誰もが多様な文化についての理解を深める機会をつくるとともに、人権

に関する意識の醸成等を通じ、外国人等への偏見や差別の解消を目指しま

す。 

推進体制 
多文化共生施策を推進していくためには、計画に基づく施策の実施状況を調査、検証し、達成状況を確認し、次年度へ繋げていく必要

があります。毎年、施策の実施状況を世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会に報告するとともに、区民及び事業者等に対し施策

への理解と協力を求めていきます。また、以下の会議体（国際化推進委員会を除く）においては、積極的に外国人の参画を促していきま

す。 
【世 田 谷 区】 ○国際化推進委員会 ○国際化推進協議会（※一部、外部委員含む） 
【条例に基づく区長の附属機関】 ○男女共同参画・多文化共生審議会 □男女共同参画推進部会 □多文化共生推進部会  

○男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会 
【区民・関係団体・関係機関】 ○区民 ○事業者 ○大学 ○国際交流団体 ○大使館 等 

施 策  基本理念 

① 多文化共生の地域交流促進（国際交流ラウンジの実施、多

文化体験コーナーの開設） 
★②地域活動への参加促進（町会・自治会など地域活動団体

に対する理解促進、「おたがいさま bank」への登録促進） 
③ 外国人の区政参画推進（各会議体等における外国人の参

画促進、外国人との意見交換会の実施） 

① 外国人への日本語支援（外国人向け日本語クラスの実施、

せたがや日本語サポーター講座の実施） 
② 行政情報の多言語化等の推進（各種行政冊子、チラシ等の

多言語化、職員向け「やさしい日本語」研修の実施） 
★③生活基盤の充実（外国人相談窓口の運営、留学生の活動

支援事業の実施） 
④ 災害等に対する備えの充実（外国人向け防災教室の実施、

「災害時区民行動マニュアル」（マップ版）多言語版の配布） 
⑤ ＩＣＴを活用した環境整備（公衆無線 LAN環境の整備拡
充、まち歩きアプリ「世田谷ぷらっと」による情報発信） 

★①多様な文化を受け入れる意識の醸成（人権研修、人権啓発・

交流イベントの実施、せたがや多文化ボランティア講座の実施） 
② 多文化共生を目指した学校教育の充実（人権教育・国際

理解教育の推進、多文化体験コーナーの開設） 
③ 多文化共生・国際交流活動団体の支援（国際平和交流基金

助成による団体支援、せたがや国際活動団体ガイドブックの配布） 
④ 不当な差別的取扱いへの対応（多文化共生施策に対する

苦情相談・申立て等への対応） 

基 本 方 針 

１ 地域社会における活躍の推進 
   
 外国人等は、地域社会の一員として様々な活動に参加し、地域社会に貢

献しうる存在です。外国人等が地域課題を捉え、発信したり、日本人と共

に参画する機会をつくります。 

２ 誰もが安心して暮らせるまちの実現 
  
言語や文化の違いによる生活上の不便や不安を解消できるように、多言

語（やさしい日本語を含む）での情報提供や日本語学習の支援、及び生活

全般にわたっての支援を行います。 

（  ）内は取組み例 条例第 8条（8）及び（9） 

条例第 8条（6）及び（7） 

「
誰
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れ
、
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条例第 8条（8）及び（10） 

基本的施策（条例第８条） 
多文化共生の具体的施策は第６～１０号 

★・・・重点 
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第1章 計画の背景 
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1. 計画策定の趣旨 
 

世田谷区は、平成 25（2013）年度に策定した「世田谷区基本構想」の九つのビジョ

ンの一つに「個人を尊重し、人と人とのつながりを大切にする」を掲げ、「個人の尊厳

を尊重し、年齢、性別、国籍、障害の有無などにかかわらず、多様性を認め合い、自

分らしく暮らせる地域社会を築いていきます。」としています。平成26（2014）年度に

策定した「世田谷区基本計画」においても、「暮らし・コミュニティ」の分野における

施策として「多様性の尊重」を掲げ、「多文化共生の推進」を進めています。さらに、

「全ての人が多様性を認め合い、人権が尊重される地域社会を実現」することを目指

し、平成30（2018）年4月に「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生

を推進する条例」を施行しました。 

平成30（2018）年4月1日現在、世田谷区の外国人人口は初めて2万人を超えまし

た。政府の「外国人材の活用」策のもと、今後もさらなる増加が見込まれています。

条例に示されたように、「全ての人が、国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的違い

を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていこうとする」多文化共生

社会の形成は喫緊の課題といえます。世田谷区が目指す地域社会の実現に向け、区、

区民及び事業者で共有し、一体となって多文化共生を推進していくために、「（仮称）

世田谷区多文化共生プラン」を策定します。 
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2国、都、区の動向 
 

（1）国の状況 
① 在留外国⼈の⼈⼝ 

平成30（2018）年1月1日における日本国内の在留外国人数は249万7,656人と、

前年に比べ17万4,228人増となり、過去最高となりました。平成20年（2008）のリ

ーマンショックから平成23(2011)年の東日本大震災にかけて減少しましたが、平成

26（2014）年以降は再び増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査、在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表 

※平成26（2014）～平成30（2018）年：各年１月１日（住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査） 

※平成19（2007）～平成25（2013）年（外国人人口）：各年12月31日の数値を翌年1月1日とみなし記載 

（在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表） 

※平成19(2007)～25(2013)年（総人口）：各年3月31日の日本人人口（住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査）

に上記外国人人口（在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表）を加算 
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② 国籍別外国人数 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 在留資格別外国⼈数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

中国, 28.5%

韓国, 17.6%

ベト ナム, 
10.2%

フィ リ ピ

ン , 10.2%

ブラジル, 7.5%

ネパール, 3.1%

台湾, 2.2%

米国, 2.2%

タ イ , 2.0%

インド ネシ

ア , 2.0%

その他, 14.6%

全国の在留外国人内訳（ 国籍別）

全国の在留外国人内訳（国籍別）では、

中国（28.5%）、韓国（17.6%）、ベトナム・

フィリピン（いずれも10.2%）が上位と

なっています。 
 

出典：法務省「在留外国人統計（2017年12月末）」 
 
 
 

 

永住者, 29.2%

特別永住者, 
12.9%

留 学, 
12.2%

技術・ 人文知

識・

国際業務, 7.4%

定住者, 7.0%

家族滞在, 6.5%

その他, 27.3%

全国の在留外国人内訳（ 在留資格別）

全国の在留外国人内訳（在留資格別）

では、永住者（29.2%）、特別永住者

（12.9%）、留学（12.2%）が上位となっ

ています。 
 

出典：法務省「在留外国人統計（2017年12月末）」 
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④ これまでの取組み  

日本における外国人の人権保障は、昭和54(1979)年の国際人権規約（昭和41(1966)

年採択、昭和51(1976)年発効）の批准、昭和56(1981)年の難民条約（昭和26(1951)

年採択、昭和29(1954)年発効）への加入によって、社会保障関連法令における国籍

要件が撤廃されるなど、国際的な取り組みとともに進められてきました。  

「人権教育のための国連10年（平成7(1995)年～平成16(2004)年）」を受け、政府

は平成9(1997)年に「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画を定め、「外

国人に対する偏見・差別」を重要課題の一つに位置づけました。平成12(2000)年に

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を制定し、平成14(2002)年の「人権

教育・啓発に関する基本計画」では、「外国人に対する偏見や差別意識を解消し，外

国人の持つ文化や多様性を受け入れ，国際的視野に立って一人一人の人権が尊重され

る」ように取り組むことを謳っています。 

また、日本は平成7(1995)年に人種差別撤廃条約（昭和40(1965)年採択、昭和

44(1969)年発効）に加入しましたが、2010年代前半にヘイトスピーチ問題が深刻化

する中で、平成28(2016)年に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向

けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」を制定しています。 

一方、多文化共生に関する国の政策としては、平成18（2006）年に総務省が「地

域における多文化共生推進プラン」、内閣官房が「『生活者としての外国人』に関する

総合的対応策」をそれぞれ策定し、多文化共生や「生活者としての外国人」という観

点が一気に広がりました。 

総務省のプランでは、「地域における多文化共生」は、「国籍や民族などの異なる人々

が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、 地域社会の

構成員として共に生きていくこと」と定義されました。具体的な施策としては、「コ

ミュニケーション支援」、「生活支援」、「多文化共生の地域づくり」の三本柱が示され

ました。 

その後、平成24（2012）年には住民基本台帳法の改正によって外国人も住民基本

台帳制度の適用対象となることで、外国の住民としての位置づけが明確となり、日本

人と同様に基礎的行政サービスが提供されるようになりました。 

「地域における多文化共生推進プラン」策定から10年が経過し、外国人を取り巻

く状況も様々に変化していることから、平成29（2017）年には、地域における多文

化共生の更なる推進に資するため、総務省は、多文化共生の優良な取組みを掲載した

「多文化共生事例集」を作成しました。同事例集では、多文化共生施策の柱として、

「コミュニケーション支援」、「生活支援」、「多文化共生の地域づくり」に加え、新た

に「地域活性化やグローバル化への貢献」が示されました。 
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（2）都の状況 
① 在留外国⼈の⼈⼝ 

 東京都の住民基本台帳による外国人人口は、平成30（2018）年1月1日現在で52

万1,500人となっています。平成23(2011)年の東日本大震災以降に一度減少しまし

たが、平成26（2014）年以降は再び増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：住民基本台帳による世帯と人口（各年1月1日） 

 

② 国籍別外国人数 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

  

東京都の在留外国人内訳（国籍別）

では、国と同様、中国（38.1%）、韓

国（17.2%）、ベトナム（6.2%）が上

位となっています。 
 
出典：法務省「在留外国人統計（2017年12月末）」 
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東京都の在留外国人内訳（ 国籍別）
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③ 在留資格別外国⼈数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ これまでの取組み 

東京都は、1990年代に国際政策の大綱やプランを策定し、外国人都民会議を設置

するなど、先進的取組みが注目されましたが、2000年代以降は、「地域国際化推進検

討委員会」において、外国人都民にかかわる課題の地道な検討を重ねてきました。そ

の後、平成27（2015）年８月には「東京都人権施策推進指針」を策定し、外国人の

人権尊重や多文化共生社会の実現を目指す方針を示すとともに、大型人権啓発イベン

ト「ヒューマンライツフェスタ東京」を平成27(2015)年度から毎年開催しています。 

また、平成28（2016）年2月には「多様性を都市づくりに活かし、全ての都民が

東京の発展に向けて参加・活躍でき、安心して暮らせる社会の実現」を目指した「多

文化共生推進指針」を策定しました。施策目標として、「日本人と外国人が共に活躍

できる環境の整備」、「全ての外国人が安心して暮らすことができ、また生活をより楽

しむために必要なサポートの充実」、「グローバル都市にふさわしい、多様性を尊重し、

共に支え合う意識の醸成」が示されました。 

その後、同指針に基づき、外国人都民向けのポータルサイトの開設や多文化共生コ

ーディネーター研修の実施など、多様な取組みが進められています。 

 
 
 

  

東京都の在留外国人内訳（在留資格

別）では、永住者（25.7%）、留学（20.7%）、

技術・人文知識・国際業務（13.0%）が

上位を占めています。 
 
出典：法務省「在留外国人統計（2017年12月末）」 

 

 

永住者, 25.7%

留学, 20.7%

技術・ 人文知識・

国際業務, 13.0%

家族滞在, 10.4%

特別永住者, 8.1%

その他, 22.0%

東京都の在留外国人内訳（ 在留資格別）
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（3）区の状況 
① 在留外国⼈の⼈⼝ 

 世田谷区内の在留外国人は、平成20（2008）年のリーマンショック前後と平成23

（2011）年の東日本大震災以降に一時的に減少しましたが、再度増加を続け、平成30

（2018）年1月1日現在では総人口900,107人のうち19,931人となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：世田谷区統計書（各年1月1日） 
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 東京都23区内の外国人人口の割合は、新宿区が12.40%ともっとも高く、世田谷区

は2.21%で23区中第23位です。しかし、実数では、23区中第10位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳（2018年1月1日） 

順位  外国人人口 総人口 比率 

東京都総数 521,500  13,637,348 3.82% 

区部 439,959  9,396,595  4.68% 

1 新宿区 42,428  342,297  12.40% 

2 豊島区 29,010  287,111  10.10% 

3 荒川区 18,564  214,644  8.65% 

4 港区 19,522  253,639  7.70% 

5 台東区 14,862  196,134  7.58% 

6 北区 20,954  348,030  6.02% 

7 中野区 17,956  328,683  5.46% 

8 江東区 27,898  513,197  5.44% 

9 江戸川区 33,457  695,366  4.81% 

10 千代田区 2,813  61,269  4.59% 

11 渋谷区 10,241  224,680  4.56% 

12 文京区 9,887  217,419  4.55% 

13 葛飾区 20,730  460,423  4.50% 

14 墨田区 12,063  268,898  4.49% 

15 中央区 6,991  156,823  4.46% 

16 板橋区 24,719  561,713  4.40% 

17 足立区 29,726  685,447  4.34% 

18 品川区 12,234  387,622  3.16% 

19 大田区 22,860  723,341  3.16% 

20 目黒区 8,521  276,784  3.08% 

21 杉並区 16,352  564,489  2.90% 

22 練馬区 18,240  728,479  2.50% 

23 世田谷区 19,931  900,107  2.21% 

 市部 80,364  4,156,737  1.93% 

 町村部 1,177  84,016  1.40% 

 

順位  外国人人口 総人口 比率 

東京都総数 521,500  13,637,348 3.82% 

 区部 439,959  9,396,595  4.68% 

1 新宿区 42,428  342,297  12.40% 

2 江戸川区 33,457  695,366  4.81% 

3 足立区 29,726  685,447  4.34% 

4 豊島区 29,010  287,111  10.10% 

5 江東区 27,898  513,197  5.44% 

6 板橋区 24,719  561,713  4.40% 

7 大田区 22,860  723,341  3.16% 

8 北区 20,954  348,030  6.02% 

9 葛飾区 20,730  460,423  4.50% 

10 世田谷区 19,931  900,107  2.21% 

11 港区 19,522  253,639  7.70% 

12 荒川区 18,564  214,644  8.65% 

13 練馬区 18,240  728,479  2.50% 

14 中野区 17,956  328,683  5.46% 

15 杉並区 16,352  564,489  2.90% 

16 台東区 14,862  196,134  7.58% 

17 品川区 12,234  387,622  3.16% 

18 墨田区 12,063  268,898  4.49% 

19 渋谷区 10,241  224,680  4.56% 

20 文京区 9,887  217,419  4.55% 

21 目黒区 8,521  276,784  3.08% 

22 中央区 6,991  156,823  4.46% 

23 千代田区 2,813  61,269  4.59% 

 市部 80,364  4,156,737  1.93% 

 町村部 1,177  84,016  1.40% 

 

23区の在留外国人の割合 23区の在留外国人の実数 
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② 国籍別外国人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 在留資格別外国⼈数 

 

 

 

 

  

中国, 26.9%

韓国, 21.2%

米国, 
7.8%

台湾, 4.6%

フィ リ ピン , 4.2%

ベト ナム, 3.8%

英国, 3.8%

フランス , 2.7%

インド , 2.4%

ネパール, 2.4%

その他, 20.2%

世田谷区の在留外国人内訳（ 国籍別）
 世田谷区の在留外国人内訳（国籍

別）では、26.9%が中国、21.2%が韓国

となり、この2国籍で半数近くを占め

ます。外国人の国籍数は、135か国（そ

の他・無国籍含む）あります。国や都

と比べ、米国・英国が上位にきている

ことが特徴として挙げられます。 

 

出典：住民基本台帳（2018年1月1日） 

 

永住者, 25.0%

留学, 17.2%

技術・ 人文知

識・ 国際業務, 
13.6%

特別永住

者, 10.0%

家族滞在, 8.9%

日本人の配偶者

等, 7.7%
その他, 17.6%

世田谷区の在留外国人内訳（ 在留資格別）
 世田谷区の在留外国人内訳（在留

資格別）では、25.0%が永住者、17.2%

が留学となり、この2分類を合わせ

ると約42%となります。区内には13

の大学があることからも、国と比べ

留学が上位にきていることが特徴と

して挙げられます。 

 

出典：住民基本台帳（2018年1月1日） 
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④ 年齢階級別⼈⼝ 

年齢 日本人 外国人 総人口 

0～9歳 72,863 98.8% 881 1.2% 73,744 

10～19歳 66,412 98.3% 1,160 1.7% 67,572 

20～29歳 105,025 94.7% 5,920 5.3% 110,945 

30～39歳 137,409 96.6% 4,869 3.4% 142,278 

40～49歳 155,306 97.9% 3,405 2.1% 158,711 

50～59歳 120,467 98.3% 2,094 1.7% 122,561 

60～69歳 89,098 98.9% 949 1.1% 90,047 

70～79歳 73,757 99.5% 405 0.5% 74,162 

80歳以上 59,839 99.6% 248 0.4% 60,087 

合計 880,176 97.8% 19,931 2.2% 900,107 

出典：住民基本台帳（2018年1月1日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人と外国人の人口を年齢別にみると、日本人は40代が最も多くなっています

が、外国人は20代が最も多く、区内の20代の5%を占めています。 
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⑤ これまでの取組み 

世田谷区では、これまでも外国人や外国にルーツをもつ子どもたちの生活支援に向

けた様々な取組みを進めてきました。平成4（1992）年度からは、外国人等が基礎的

な日本語を習得するために、青少年交流センター池之上青少年会館において、外国人

向けの日本語教室をスタートさせました。また、平成15（2003）年度からは、世田

谷区立梅丘中学校内に、「帰国・外国人教育相談室」を開設し、「帰国・外国人・生徒

指導支援校（区内小学校3校・中学校1校）」との連携のもと、帰国・外国人児童・

生徒の教育や相談指導の充実を図っています。（平成13（2001）年度から平成17（2005）

年度までは、文部科学省の指定事業として実施。） 

また、近年の訪日外国人旅行者及び在住外国人の増加や、東京2020大会に向けた

気運の高まりを踏まえ、平成28（2016）年4月には、多文化共生を推進する専管組

織として国際課を新設し、取組みの拡充に努めています。 

平成28（2016）年度には、世田谷区在住の日本人と外国人による、地域の国際化

を考える意見交換会を実施しました。また、平成29（2017）年度には、意見交換会

に加え、外国人を支援するボランティアの養成として、多文化ボランティア講座と日

本語サポーター講座を開催しました。さらに、日本語を母語としない方に、必要とす

る地域の情報を正しく理解してもらうため、「多言語表記及び情報発信の手引き」を

策定しました。 

平成30（2018）年4月には、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共

生を推進する条例」を施行し、この条例に基づき、区民、事業者と共に、多文化共生

を推進しています。 

 

 

 

  



 

15 
 

  

第2章 計画の概要 

※「外国人」の定義について 

 本計画における「外国人」は、条例第８条第６号に掲げる「外国人等」同様、外国

人、日本国籍を有する外国出身者等を含みます。 
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1. 計画の位置づけ 
（1）計画の位置づけ 

この計画は、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条

例」第9条に定める、多文化共生施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画

です。「世田谷区基本構想」「世田谷区基本計画」に示されたビジョンや基本方針と整

合を図りつつ、「世田谷区新実施計画」等他の行政計画と補完・連携しあうものとし

て位置づけます。 

また、この計画は「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進す

る条例」第9条1項に基づき「世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会」の意

見を聴き、「国際化推進委員会」による全庁的な検討を行うとともに、区民意見募集

等で幅広い区民の意見・要望を尊重し反映しています。第9条2項に基づき、毎年一

回、行動計画に基づく施策の実施状況を公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

世田谷区基本構想 

世田谷区基本計画 

世田谷区新実施計画（後期） 

個別計画 

（仮称）世田谷区 

多文化共生プラン 
世田谷区第二次 

男女共同参画プラン 

世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例 

 

 

  

2014年度～2023年度 

2018年度～2021年度 

2019年度～2023年度 2017年度～2026年度 



 

17 
 

（2）計画の期間 

世田谷区基本計画の終期と合わせ、平成31（2019）年度から平成35（2023）年度

を計画の期間とします。 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

          

          

          

          

 

 

 

 
  

2022年度～2023年度 

（仮称）世田谷区多文化共生プラン 

世田谷区基本計画 

新実施計画（前期） 新実施計画（後期） 新実施計画（調整） 

世田谷区第二次男女共同参画プラン 

2014年度～2023年度 

2014年度～2017年度 2018年度～2021年度 

2019年度～2023年度 

2017年度～2026年度 



 

18 
 

2. 計画の基本理念・基本方針 
（1）基本理念 

「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、 

安心・安全に暮らせる 多文化共生のまち せたがや」 

 

（2）基本方針 
 

基本方針1  地域社会における活躍の推進 【条例第8条（8）及び（9）】 

 
外国人等は、地域社会の一員として様々な活動に参加し、地域社会に貢献しうる存

在です。外国人等が地域課題を捉え、発信したり、日本人と共に参画する機会をつく

ります。 

 

基本方針2  誰もが安心して暮らせるまちの実現 【条例第8条（6）及び（7）】 

 
言語や文化の違いによる生活上の不便や不安を解消できるように、多言語（やさし

い日本語を含む）での情報提供や日本語学習の支援、及び生活全般にわたっての支援

を行います。 

 

基本方針3  多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消【条例第8条（8）及び（10）】 

 
誰もが多様な文化についての理解を深める機会をつくるとともに、人権に関する意

識の醸成等を通じ、外国人等への偏見や差別の解消を目指します。 

 

（3） 数値目標 

多文化共生施策が充実していると思う区民の割合 
 

直近の状況 

（2017年度） 

目標値 

（2021年度末） 

目標値 

（2023年度末） 

33.2% 80% 80%以上 
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3. 計画の体系  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 基本方針 施策  

推進体制 

【世田谷区】 

○国際化推進委員会  

○国際化推進協議会（※一部、外部委員含む） 

【条例に基づく区長の附属機関】 

○男女共同参画・多文化共生推進審議会 

□男女共同参画推進部会 □多文化共生推進部会 

○男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会 

【区民・関係団体・関係機関】 

○区民 ○事業者 ○大学 ○国際交流団体 ○大使館 等 

誰
も
が
共
に
参
画
・
活
躍
で
き
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
安
心
・
安
全
に
暮
ら
せ
る 
多
文
化
共
生
の
ま
ち 

せ
た
が
や 

基本方針１ 
 
 
 
 

基本方針３ 
 
 
 
 

基本方針２ 
 
 
 
 

多文化共生の地域交流促進 

外国人の区政参画推進 

【重点】地域活動への参加促進 

外国人への日本語支援 

行政情報の多言語化等の推進 

【重点】生活基盤の充実 

災害等に対する備えの充実 

ＩＣＴを活用した環境整備 

多文化共生を目指した学校教育の充実 

多文化共生・国際交流活動団体の支援 

地域社会における 

活躍の推進 

誰もが安心して暮ら

せるまちの実現 

多文化共生の 

意識づくり及び 

偏見・差別の解消 

不当な差別的取扱いへの対応 

 【重点】多様な文化を受け入れる意識の醸成 

基本理念 
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4. 重点施策 
 

① 基本方針 1に基づく重点施策 ＝ 地域活動への参加促進 

外国人が地域活動に参加することは、日本人・外国人双方にとって多文化共生の意

識が広がり、お互いを理解することにつながります。外国人が町会・自治会などの地

域コミュニティやボランティア活動に参加することで、新たな視点や発見が期待され、

外国人の方々が能力を発揮することで地域社会における自らの存在意識も高まります。

以上から「地域活動への参加促進」を重点施策と位置づけます。 

 

 

 

② 基本方針 2に基づく重点施策 ＝ 生活基盤の充実 

 外国人が安心して地域で生活するためには、行政情報をはじめとした生活に係る

様々な事柄についての情報が容易に得られ、困ったときにはいつでも相談ができる環

境が必要です。さらに、区民と行政が協働して教育、住宅、就労など、生活全般にわ

たっての支援を充実させることで、安心して暮らせるまちが実現します。以上から「生

活基盤の充実」を重点施策と位置づけます。 

 

 

 

③ 基本方針 3に基づく重点施策 ＝ 多様な⽂化を受け⼊れる意識の醸成 

すべての区民が活躍できる多文化共生社会の実現には、交流活動などを通じて文

化・習慣等の違いを知り、外国人と日本人が相互に理解し、受け入れる意識の醸成が

必要です。お互いの文化や習慣等に対する相互理解が深まることで、誤解や偏見が解

消され、多文化共生社会を実現することができます。以上から「多様な文化を受け入

れる意識の醸成」を重点施策と位置づけます。 
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第3章 施策に沿った事業展開 
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1. 基本方針 1 : 地域社会における活躍の推進 
① 多⽂化共⽣の地域交流促進 

地域住民との相互理解を深めるための様々な交流事業の開催や、外国人が地域で活

躍できる場をつくることにより、地域の多文化共生を推進します。 

 

事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

トライアングルフェスタの実施 烏山総合支所地域振興課、 

児童課 
上智大学祖師谷国際交流会館と連携して、烏山地域でのお祭りを実施し、地

域の絆と国際交流を深めます。 

三茶de大道芸の実施 
文化・芸術振興課 国内外約 50のグループ等による大道芸を実施し、外国人及び区内外から集

う人々との交流を通じ、ふれあいの和を広げます。 

せたがや国際メッセの実施 

国際課 区内大使館や大学、国際交流団体等と連携し、ブース出展やステージイベン

ト、体験コーナー等を実施し、誰もが気軽に多様な文化に触れられる機会を

作ります。 

国際交流ラウンジの実施 

国際課 区内大学に通う留学生が、各テーマに対する母国と日本との比較をプレゼン

テーションし、そのテーマについて留学生を交えた参加者間でシェアをする

ことで、異文化理解を促進します。 

English Tableの実施 

国際課 区内大学に通う留学生と、各テーマに対して英語でコミュニケーションを図

ることで、日本人が英語に親しむ機会を作るとともに、参加者間での交流を

深めます。 

★多文化体験コーナー「Touch the World」の開設 

教育指導課 
子どもたちが体験的に楽しく外国語を学ぶとともに、外国人を含めた様々な

区民が気軽に立ち寄り、多様な文化に触れ、交流することができる多文化体

験コーナー「Touch the World」を開設することで、子どもたちの外国語や

異文化への関心を高め、国際理解を推進します。 
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② 地域活動への参加促進【重点】 

外国人が地域住民の一人として地域社会に参加・活躍できるように、地域コミュニ

ティやボランティア活動への参加を促進します。 

 
事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

★町会・自治会など地域活動団体に対する理解促進 
市民活動・生涯現役推進課、 

国際課 外国人にも分かりやすいやさしい日本語やルビ等を活用したチラシを配布

するなど、地域活動について周知、啓発に取り組みます。 

★「おたがいさまbank」への登録促進 
市民活動・生涯現役推進課、 

国際課 
「おたがいさまbank」とは、社会福祉法人世田谷ボランティア協会と連携し

て構築したボランティア人材バンクです。外国人が参加するイベント等にお

いて、積極的に登録の促進を図ります。 

外国人ボランティアの活用拡大 
国際課 外国人との意見交換会など、様々な機会を捉え、通訳等のボランティアとし

て活躍できる場を広げます。 

  

  

  

  

 
③ 外国人の区政参画推進 

外国人の区政への参画を促し、意見をまちづくりに反映することができる仕組みづ

くりを推進します。 

 
事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

★各会議体等における外国人の参画促進 
関係各課 

関係各課に各会議体等への外国人の参画を促します。 

区民意識調査（外国人含む）の実施 
広報広聴課 

年に1度実施する区民意識調査において、外国人の声を区政に反映します。 

外国人との意見交換会の実施 
国際課 

外国人の意見を聞くために、外国人を交えた意見交換会を実施します。 

★外国人向けアンケート調査の実施 
国際課 外国人の意見を聞くために、外国人との意見交換会と併せ、アンケート調査

を実施します。 
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2. 基本方針 2 : 誰もが安心して暮らせるまちの実現 
① 外国人への日本語支援 

外国人が地域社会で自立した生活を送るために必要な日本語を習得できるよう、学

習機会を拡充させるほか、必要に応じて日本語の支援を行います。 

 
事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

☆外国人向け日本語クラスの拡充 
国際課 日本語を初めて学ぶ外国人に対し、日常生活会話程度の日本語を習得する機

会の拡充を図ります。 

せたがや日本語サポーター講座の実施 
国際課 日本語支援のボランティア活動を考えている区民を対象に、日本語をサポー

トするうえでの役立つ基礎知識が学べる講座を実施します。 

外国人児童・生徒に対する日本語指導等補助員の派遣 
教育指導課 外国人の児童・生徒に対して日本語指導及び生活習慣の指導補助を行いま

す。 

外国人等児童・生徒の保護者に対する通訳の派遣 
教育指導課 外国人の児童・生徒の保護者に対して、通訳を派遣し、通学上不可欠な事項

等、子どもの教育指導に関わる話し合いを円滑に進めます。 
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② ⾏政情報の多⾔語化等の推進 

 外国人が地域社会で生活していくうえで必要となる情報や、公共施設など、多くの

区民が利用する場所のサイン等について、多言語化を推進するとともに、「やさしい

日本語」やルビの普及に努めます。 

 
事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

☆各種行政冊子、チラシ等の多言語化 関係各課 

☆公共施設館名表示の多言語化 
各総合支所（ただし世田谷総合支

所分は総務課庁舎管理係） 

「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」の活用促進 

国際課 日本語を母語としない方にどのように情報を届けるか、必要とする地域の情

報を正しく理解してもらうか、情報を発信する担当者に向けての考え方を整

理した「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」の活用を促進します。 

職員向け「やさしい日本語」研修等の実施 

研修担当課 

国際課 

「やさしい日本語」とは、普通の日本語よりも簡単で、外国人にも分かりや

すく、情報を発信する日本人にも使いやすいように考案された日本語のこと

です。各職場において、「やさしい日本語」で対応できるよう、「世田谷区多

言語表記及び情報発信の手引き」を活用し、職員向けに研修を実施します。 

☆区広報板の多言語化 地域行政課 

☆街区表示板、街区案内図の多言語化 住民記録・戸籍課 

施設名表示（総合運動場・総合運動場温水プール・千歳

温水プール、総合運動場駐車場）の多言語化 
スポーツ推進課 

館内での多言語アナウンス（総合運動場・総合運動場温

水プール・千歳温水プール）の実施 
スポーツ推進課 

喫煙場所標識、路上喫煙禁止路面標示シートの多言語化 環境計画課 

☆公園施設利用案内の多言語化 公園緑地課 

☆区道案内標識、区道通称名板の多言語化  土木計画課、工事第一課、工事第二課 
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③ 生活基盤の充実【重点】 

外国人が行政・生活情報を入手し、地域生活で生じる様々な問題について相談でき

るように、生活相談のための窓口を運営するとともに、教育、住宅、就労など、地域

で暮らすうえで必要不可欠な生活基盤の充実を図ります。 

 
事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

外国人相談窓口の運営 
世田谷総合支所地域振興課 日常生活や区政に関する相談・情報提供など、英語、中国語での相談窓口を運

営します。 

国際化推進事業協力員制度 

国際課 外国語の能力や、国際的知識等をもつ職員が協力員となり、各職場で外国語で

の対応が必要となったとき、協力員が所属をこえて、通訳などの対応や、国際

交流に関する職務に対応します。 

★留学生の活動支援事業の実施 
国際課 国際交流団体と協働し、日本で学び日本で就職したい留学生に対し、日本での

働き方や生活習慣、マナーなどを学ぶ機会を提供します。 

外国人学校児童･生徒保護者補助金支援制度 
子ども育成推進課 外国人学校（東京朝鮮学園、東京韓国学園、東京中華学校）に在籍する児童・

生徒の保護者に対して、学費の一部を補助します。 

高齢者・障害者・ひとり親世帯の外国人へのお部屋探しサポート 
住宅課 不動産団体の協力で、民間賃貸住宅の空き室情報の提供や様々なアドバイスを

行います。 

高齢者・障害者・ひとり親世帯の外国人への保証会社紹介制度（滞納家賃一時立替制度） 
住宅課 民間賃貸住宅の新規・更新契約時に保証人がいない方を対象に保証会社を紹介

します。 

帰国・外国人児童・生徒のための教育相談室の運営 
学務課 帰国・外国人相談室・支援校（小学校 3校・中学校1校）連携のもと、帰国・

外国人児童・生徒の教育や相談指導を行います。 
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④ 災害等に対する備えの充実 

平常時から外国人に対する防災訓練や防災情報の提供を行うとともに、災害発生時

に地域社会において適切かつ迅速な対応ができる体制の整備を推進します。 

 
事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

外国人向け防災教室の実施 
各総合支所地域振興課、 

国際課 外国人が災害に対する基礎知識を学習できるように、地域の日本語教室と連

携し、防災教室を実施します。 

地域の防災訓練への外国人の参加促進 各総合支所地域振興課 

国際課 様々な機会を捉え、外国人に対して地域の防災訓練への積極的な参加を呼び

かけます。 

外国人にも配慮した避難所運営マニュアルの見直し 
災害対策課 避難所運営組織向けに作成する避難所運営マニュアルについて、外国人避難

者も想定し、やさしい日本語等を活用した見直しを進めます。 

「災害時区民行動マニュアル」（マップ版）多言語版の配布 
災害対策課 多言語で作成した、防災情報を含んだ世田谷区全図及び地震対策についての

マニュアルを、各窓口にて配布します。 

☆広域避難場所標識の多言語化 災害対策課 

「外国人支援担当」非常配備態勢の指定 災害対策課 

国際課 外国人に適切な支援が行えるように、外国人災害情報センターや、各支所に

外国人災害時情報窓口を設置し、必要な支援を行います。 
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⑤ ＩＣＴを活用した環境整備 

 情報ツールの発達と普及を踏まえ、外国人も容易に情報にアクセスできる有効な手

段としてICT等を幅広く活用し、情報が取得しやすい環境を整えます。 

 
事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

デジタルブック（カタログポケット）による情報発信 
広報広聴課 区のおしらせ「せたがや」を多言語対応の無料アプリケーション「カタログ

ポケット」により配信します。 

ホームページの多言語表示及び自動翻訳サービスの運営 
広報広聴課 

区のホームページを多言語に自動で翻訳できるサービスを運営します。 

☆外国人向けホームページの充実 
広報広聴課 区のホームページのリニューアルに伴い、関係各課で作成した多言語冊子、

チラシ等を集約する外国人向けページの充実を図ります。 

外国人向けSNS「Pick up Setagaya」による情報発信 
国際課 留学生や大学生による、区内のおすすめスポットの取材等を通じて、世田谷

での滞在や生活の魅力を記事にし、SNSにて発信します。 

タブレット端末等の活用促進 
国際課、都市デザイン課 

各窓口でのタブレットや自動翻訳機器の活用の促進を図ります。 

まち歩きアプリ「世田谷ぷらっと」による情報発信 

産業連携交流推進課 Google翻訳機能（英語・中国語・ハングル・スペイン語・フランス語・ポ

ルトガル語）が附属されたスマートフォン用アプリ「世田谷ぷらっと」によ

り、観光情報を発信します。 
観光情報サイト「エンジョイ！SETAGAYA」による情報発信 
区内のお薦め「まち歩きコース」の紹介をはじめ、「イベント情報」、「観光

スポット」、季節感やトレンドを反映した「特集記事」など、様々な角度か

ら世田谷の魅力を多言語（英語、中国語、ハングル）で発信します。 

産業連携交流推進課 

☆公衆無線LAN環境の整備拡充 政策企画課、情報政策課、 

災害対策課、 

市民活動・生涯現役推進課、

調整担当課、 

産業連携交流推進課 

現在、区内の一部で利用が可能な、公衆無線 LANサービス「SETAGAYA Free 

Wi-Fi」のアクセスポイントを拡充します。 

★世田谷デジタルミュージアムによる情報発信 

生涯学習・地域学校連携課 

区の歴史文化に関するウェブサイト「（仮称）世田谷デジタルミュージアム」

を通じた情報発信を推進します。区内の文化財や郷土資料館の収蔵資料など

の紹介、区内のまち歩きの際に地域の文化財の案内など、ＩＣＴ技術を活用

するとともに、多言語化したコンテンツを設け、外国人向けに世田谷の歴史

や文化、身近な文化財についての魅力を伝えます。 
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3. 基本方針 3 : 多文化共⽣の意識づくり及び偏⾒・差別の解消 
① 多様な文化を受け⼊れる意識の醸成【重点】 

多様な文化を理解し合える交流イベント等を開催し、区民一人ひとりが互いの文化

について相互理解を深め、人権を尊重し合いながら共に暮らしていける多文化共生の

意識づくりを推進します。 

 
事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

トライアングルフェスタの実施（再掲） 烏山総合支所地域振興課、児童課 

職員自主研修の支援 
研修担当課 

語学講座・他国交流講座等の自己研鑽の機会を提供します。             

職員向け人権研修の実施 研修担当課 

人権・男女共同参画担当課 職員の人権意識の啓発を図るため、人権研修を実施します。 

三茶de大道芸の実施（再掲） 文化・芸術振興課 

せたがや国際メッセの実施（再掲） 国際課 

国際交流ラウンジの実施（再掲） 国際課 

English Tableの実施（再掲） 国際課 

せたがや多文化ボランティア講座の実施 
国際課 外国人と関わる活動を考えている方を対象に、外国人の生活について学ぶこ

とができる講座を実施します。 

せたがやの魅力再発見ツアーの実施 国際課、 

産業連携交流推進課 
日本人と外国人が共に世田谷の魅力を感じることのできるまち歩きツアーを

実施します。 

人権啓発イベントの実施 
人権・男女共同参画担当課 人権に対する正しい知識の普及啓発を図るため、区民・事業者と共に人権啓

発イベントを実施します。 

アメリカ選手団と区民との交流事業の実施 
オリンピック・パラリンピ

ック担当課 
東京2020大会期間中に大蔵運動場等でキャンプを実施するアメリカ選手団と

区民との交流事業などを展開するとともに、アメリカ選手が大会で活躍でき

るように応援します。 

ホストタウン交流イベントの実施 

調整担当課 アメリカの文化・芸術・教育等を軸としたイベントを開催し、区がアメリカ

合衆国のホストタウンであることをＰＲします。また、東京2020大会におい

て、区民がアメリカ選手を応援する気運を醸成します。 

★外国人おもてなしセミナーの実施 

産業連携交流推進課 外国人観光客の受け入れ環境整備を目的として、外国人の食文化・マナー・

習慣・会計などへの理解促進を図るためのセミナーを、区内商店街向けに実

施します。 

★観光ボランティアガイド事業の実施 
産業連携交流推進課 多くの観光客に世田谷の魅力を伝えるため、観光ボランティアガイドを育成

し、観光案内業務を実施します。 

外国人向け接客ツールの利用啓発 
外国人が安心して店舗等を利用できるよう、区内商店街等に外国人接客マニ

ュアルや指差しメニュー等の接客ツールの利用を啓発します。 
産業連携交流推進課 

★多文化体験コーナー「Touch the World」の開設（再掲） 教育指導課 



 

30 
 

② 多文化共生を目指した学校教育の充実 

幼少期から外国語に親しむ機会を増やすとともに、多文化共生についての意識を醸

成させるため、児童・生徒を対象として、外国語教育の充実や、多文化共生の視点に

立った国際理解教育を推進します。 

 
事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

☆海外派遣等を通じた国際交流事業の拡充 
国際課、教育指導課 現地の日常生活を体験し、異文化への理解を深めることを目的とした海外派遣

事業について、これまでの姉妹都市に加え、新たな都市との交流を目指します。 

国際理解教育の充実 

教育指導課 様々な国や地域の人々との交流や多文化に触れる機会を拡充するなど、国際化

の進展に対応し、児童・生徒の国際理解を深め、世界の人々と共に生きていく

ことのできる資質・能力の基礎の育成を図ります。 

小学校「外国語」への対応 
教育指導課 学習指導要領の改訂に伴う小学校高学年における外国語活動の教科化及び中学

年への外国語活動の導入に対する適切な対応を図ります。 

多様な手法による英語教育の充実 
教育指導課 急速に進展する国際化を踏まえ、児童・生徒が英語に親しみながら、多様な手

法により英語による実践的なコミュニケーション能力の育成を図ります。 

★多文化体験コーナー「Touch the World」の開設（再掲） 教育指導課 
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③ 多文化共生・国際交流活動団体の支援 

多文化共生・国際交流団体の活動を活性化させるとともに、多くの人に広く知って

もらい、地域社会の協力を得ることができるように、団体の認知度向上を図ります。 

 
事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

国際平和交流基金助成による団体支援 
国際課 国際平和交流基金を活用し、区民の自主的な多文化共生・国際交流活動団体を

支援します。 

せたがや国際活動団体ガイドブックの配布 
国際課 区内で活動する国際交流団体の活動内容を区民に紹介し、周知を図るとともに、

国際交流活動に興味のある区民と団体をつなげます。 
  
  

 

④ 不当な差別的取扱いへの対応 

多文化共生施策に対する、区民または事業者からの苦情や意見の申立て、相談等に

対応します。 
 

事業名（取組内容）★…新規 ☆…拡充 所管課 

男女共同参画・多文化共生施策に対する苦情相談・申立て等への対応 
国際課 

人権・男女共同参画担当課 男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会において、多文化共生施策に対する

区民または事業者からの苦情や意見の申立て、相談等に対応します。 
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4. 推進体制 
 

多文化共生施策を推進していくためには、計画に基づく施策の実施状況を調査、検

証し、達成状況を確認し、次年度へ繋げていく必要があります。毎年、施策の実施状

況を男女共同参画・多文化共生推進審議会に報告するとともに、区民及び事業者等に

対し施策への理解と協力を求めていきます。 

① 男⼥共同参画・多⽂化共⽣推進審議会 

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」第１０条

に基づく区長の附属機関です。委員は、男女共同参画・多文化共生に関する見解を有

する方の中から区長が委嘱します。区の男女共同参画・多文化共生施策に関し、多様

な視点から議論を行う必要があるため、幅広い分野から委員を選出します。また、区

民による意見が反映されるよう、委員の一部を区民から公募するなど、区民参加の機

会を確保します。 

 

② 男⼥共同参画推進部会 

 男女共同参画・多文化共生推進審議会のもと、男女共同参画に関する事項その他の

専門的事項について、調査審議します。 

 

③ 多文化共生推進部会 

 男女共同参画・多文化共生推進審議会のもと、多文化共生に関する事項その他の専

門的事項について、調査審議します。 

 

④ 男⼥共同参画・多⽂化共⽣苦情処理委員会 

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」第１１条

～第１２条に基づく区長の附属機関です。委員は、男女共同参画・多文化共生に関す

る深い見識を有する方や法律の専門家です。苦情等申し立てがあり、区長が意見を聞

く必要があると認めた場合に開催します。 

 

⑤ 国際化推進委員会 

生活文化部を所管する副区長を委員長とし、部長級職員を委員として構成し、世田

谷区の国際化の推進に関することについて、検討します。 

 

⑥ 国際化推進協議会 

生活文化部長を会長とし、関係所管の課長級職員を委員として構成し、世田谷区の

国際化施策について、検討・作業を行い、適宜、国際化推進委員会に報告します。会

長は、必要があると認めるときは、学識経験者2名以内、英語、中国語又は韓国語を

母語とする区民各1名から意見を求めることができます。 
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推進体制図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係各課 

 

○個別事業等における 

多文化共生の取組み 

○毎年度、自己評価を実施 

諮問 

世田谷区 

答申 

条例に基づく区長の附属機関 

区民・関係団体・関係機関 

連携協働による多文化共生施策の推進 

男女共同参画・ 

多文化共生推進審議会 
 

【構成員：学識経験者、関係団体、公募区民】 
 

 
 

 

 

行動計画の調査・審議 

男女共同参画推進部会 

 

【審議会会長の指名する部会長及び委員】 

 

男女共同参画に関する事項の 

調査審議 

多文化共生推進部会 

 

【審議会会長の指名する部会長及び委員】 

 

多文化共生に関する事項の 

調査審議 

男女共同参画・多文化共生 

苦情処理委員会 
 

【構成員：学識経験者、弁護士】 

 

苦情の申立等に対する調査・審議 

※申立があり、区長が必要と認めた 

場合に開催 

国際化推進委員会 

 

【委員長：担任副区長、構成員：部長級職員】 

 

区の国際化推進に関することの検討 

国際化推進協議会 

 

【委員長：生活文化部長、構成員：課長級職員】 

※一部外部委員含む 

 

区の国際化施策の検討及び作業 

指示・確認 

指示・確認 報告 

報告 

連携・協働 

【区民 事業者 大学 国際交流団体 大使館 等】 
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1. 世⽥⾕区多様性を認め合い男⼥共同参画と多⽂化共⽣を推進する条例 
 

世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第７条） 

 第２章 基本的施策等（第８条・第９条） 

 第３章 世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会（第１０条） 

 第４章 苦情処理（第１１条・第１２条） 

 第５章 雑則（第１３条） 

 附則 

 個人の尊厳を尊重し、年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、多様性を認め合い、自

分らしく暮らせる地域社会を築くことは、国境及び民族の違いを越えて私たち人類の目指すべき

方向である。また、一人ひとりの違いを認め合うことが、多様な生き方を選択し、あらゆる活動

に参画し、及び責任を分かち合うことができる社会の実現につながる。 

 世田谷区は、こうした理念を区、区民及び事業者で共有し、一体となって男女共同参画及び多

文化共生を推進することにより、多様性を認め合い、人権を尊重する地域社会を実現することを

目指し、この条例を制定する。 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画及び多文化共生の推進に関し、基本となる理念を定め、区、

区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画及び多文化共生を推進する施策（以

下「男女共同参画・多文化共生施策」という。）の基本的な事項を定めることにより、男女共同参

画社会及び多文化共生社会を形成し、もって全ての人が多様性を認め合い、人権が尊重される社

会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 性別等にかかわらず、全ての人が、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができることをいう。 

(2) 多文化共生 全ての人が、国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的違いを認め合い、対等

な関係を築こうとしながら、共に生きていくことをいう。 

(3) 性別等 生物学的な性別及び性自認（自己の性別についての認識をいう。以下同じ。）並び

に性的指向（どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。以下同じ。）をいう。 

(4) 区民 区内に居所、勤務先又は通学先を有する者をいう。 

(5) 事業者 区内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。 

(6) 性的マイノリティ 性自認、性的指向等のあり方が少数と認められる人々をいう。 

(7) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、交際相手等の親密な関係にある者又はあった者の

間で起こる暴力（これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行動を含む。）のことをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画及び多文化共生を推進するための基本理念（以下「基本理念」という。）は、

次のとおりとする。 

(1) 全ての人が、多様性を認め合い、人権が尊重され、尊厳を持って生きることができる。 

(2)  全ての人が、自らの意思に基づき個性及び能力を発揮し、多様な生き方を選択することがで

きる。 

(3)  全ての人が、あらゆる分野の活動においてともに参画し、責任を分かち合う。 

（区の責務） 

第４条 区は、基本理念にのっとり、男女共同参画・多文化共生施策を総合的かつ計画的に実施

する責務を有する。 
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２ 区は、男女共同参画・多文化共生施策の実施に当たっては、区民及び事業者の協力を得ると

ともに、国、他の地方公共団体その他関係機関等と連携協力して取り組むものとする。 

（区民の責務） 

第５条 区民は、基本理念を踏まえ、男女共同参画及び多文化共生について理解を深め、あらゆ

る分野の活動において、男女共同参画社会及び多文化共生社会の形成に寄与するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 区民は、区が実施する男女共同参画・多文化共生施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念を踏まえ、男女共同参画及び多文化共生について理解を深め、その

事業活動及び事業所の運営において、男女共同参画社会及び多文化共生社会の形成に向けた必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 事業者は、区が実施する男女共同参画・多文化共生施策に協力するよう努めなければならな

い。 

（性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる差別の解消等） 

第７条 何人も、性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別的

取扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない。 

２ 何人も、公衆に表示する情報について、性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化

的違いによる不当な差別を助長することのないよう留意しなければならない。 

   第２章 基本的施策等 

（基本的施策） 

第８条 男女共同参画・多文化共生施策は、次に掲げるものを基本とする。 

(1) 固定的な性別役割分担意識の解消 

(2) ワーク・ライフ・バランス（個人の仕事と生活の調和を図ることをいう。）に係る取組の推

進 

(3) ドメスティック・バイオレンスの根絶 

(4) 性別等の違いに応じた心及び身体の健康支援 

(5) 性的マイノリティの性等の多様な性に対する理解の促進及び性の多様性に起因する日常生

活の支障を取り除くための支援 

(6) 外国人、日本国籍を有する外国出身者等（以下「外国人等」という。）への情報の多言語化

等によるコミュニケーション支援 

(7) 外国人等が安心して安全に暮らせるための生活支援 

(8) 外国人等との交流の促進等による多文化共生の地域づくりの推進 

(9) 外国人等の社会参画及び社会における活躍を推進するための支援 

(10) 国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる偏見又は不当な差別の解消 

２ 区長は、前項に定める基本的施策を効果的に推進するため、必要な教育又は啓発を積極的に

行うものとする。 

（行動計画） 

第９条 区長は、男女共同参画・多文化共生施策を総合的かつ計画的に推進するため、行動計画

を策定し、これを公表するものとする。 

２ 区長は、行動計画の策定に当たっては、あらかじめ次条に規定する世田谷区男女共同参画・

多文化共生推進審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 区長は、毎年１回、行動計画に基づく施策の実施状況を公表するものとする。 

   第３章 世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会 

（世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会） 

第１０条 男女共同参画・多文化共生施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査

審議するため、区長の附属機関として、世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 行動計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画・多文化共生施策の推進に関し区長が必要と認める

事項 
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３ 審議会は、学識経験者、区内に住所を有する者その他必要があると認める者のうちから区長

が委嘱する委員１５名以内をもって組織する。 

４ 前項の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

５ 審議会に、男女共同参画、多文化共生に関する事項その他の専門的事項を調査審議するため

又は調査審議を効率的に行うため、部会を置くことができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

   第４章 苦情処理 

（苦情の申立て等） 

第１１条 区民又は事業者は、男女共同参画・多文化共生施策に関する事項について、区長に対

し苦情若しくは意見の申立て又は相談をすることができる。 

２ 区長は、前項の規定による申立て又は相談（以下「苦情の申立て等」という。）を受けたとき

は、速やかに調査等を行い、必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。この場合において、

区長は、必要と認めるときは、次条に規定する世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員

会に諮問し、その意見を聴くものとする。 

（世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会） 

第１２条 苦情の申立て等について、公正かつ適切に処理するため、区長の附属機関として、世

田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会（以下「苦情処理委員会」という。）を置く。 

２ 苦情処理委員会は、前条第２項の規定による区長の諮問に応じ、苦情の申立て等について調

査審議し、区長に対して意見を述べるものとする。 

３ 苦情処理委員会は、男女共同参画及び多文化共生に関し、深い理解と識見を有する者のうち

から区長が委嘱する委員３名以内をもって組織する。 

４ 前項の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

５ 苦情処理委員会は、審議のため必要があると認めたときは、関係職員その他の関係人の出席

を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、苦情処理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 

   第５章 雑則 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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2. 世⽥⾕区多様性を認め合い男⼥共同参画と多⽂化共⽣を推進する条例施⾏規則 
  
 
   世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例（平

成３０年３月世田谷区条例第１５号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定める

ものとする。 

（世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会の委員） 

第２条 条例第１０条第１項に規定する世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会（以下「審

議会」という。）の委員は、次のとおりとする。 

 ⑴ 学識経験のある者 ６名以内 

 ⑵ 区内に住所を有する者、関係団体等の代表及び関係行政機関の職員９名以内（審議会の会

長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（審議会の招集） 

第４条 審議会は、会長が招集する。 

（審議会の会議） 

第５条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、会長の決すると

ころによる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、意見を聴くことが

できる。 

４ 審議会を傍聴しようとする者は、会長に申し出るものとする。 

（審議会の部会） 

第６条 条例第１０条第５項の規定に基づき、審議会に部会を置く。 

２ 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 

４ 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、部会の調査審議の経過及び結果を審議会に

報告する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長の指名する者

がその職務を代理する。 

６ 部会の議事の定足数及び表決数については、前条第１項及び第２項の規定を準用する。 

（苦情の申立て等の手続） 

第７条 条例第１１条第１項の苦情若しくは意見の申立て又は相談（以下「苦情の申立て等」と

いう。）をしようとする者は、苦情の申立てをしようとする場合にあっては苦情申立書（第１号様

式）を、意見の申立て又は相談をしようとする場合にあっては意見申立・相談書（第２号様式）

を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、苦情の申立て等のうち、苦情又は意見の申立てに係る処理を終了したときは、苦情

又は意見の申立て処理結果通知書（第３号様式）により当該苦情又は意見の申立てをした者に対

し通知するものとする。 

（世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会の委員長） 

第８条 条例第１２条第１項に規定する世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会（以

下「苦情処理委員会」という。）に委員長を置く。 

２ 委員長は委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、苦情処理委員会を代表し、会務を総理する。 
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４ 委員長に事故があるときは、苦情処理委員会に属する委員のうちから、あらかじめ委員長の

指名する委員がその職務を代理する。 

（苦情処理委員会の招集） 

第９条 苦情処理委員会は、委員長が招集する。 

（苦情処理委員会の会議） 

第１０条 苦情処理委員会は、委員２人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

（年次報告） 

第１１条 区長は、毎年度１回、苦情の申立て等の処理状況について審議会に報告するものとす

る。 

（庶務） 

第１２条 審議会及び苦情処理委員会の庶務は、生活文化部人権・男女共同参画担当課において

処理する。 

（委任） 

第１３条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する 
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3. 法務省によるアンケート調査結果 

 平成29（2017）年6月の、公益財団法人 人権教育啓発推進センターによる「平

成28年度 法務省委託調査研究事業 外国人住民調査」のうち、世田谷区内の調査

結果を抜粋の上、全国の調査結果と比較すると以下のようになっています。なお、全

国の回答者数は4,252人、うち世田谷区の回答者数は120人となっています。 

 

① 日本社会での活動について 

世田谷区の回答者の通学状況（学校）についてみると、現在学校に通っている人は

17.5%、通っていない人は、過去に通学したことがある人を含めると50.9%でした。

また、就業状況（仕事）についてみると、69.2%が現在日本国内で働いており、過去

に働いたことがある人を含めると81.7%の人が日本国内で就業経験があることになり

ます。 

全国では、現在学校に通っている人は12.9％、通っていない人は、過去に通学し

たことがある人を含めると50.1％で、就業状況（仕事）については64.8％が現在日

本国内で働いており、過去に働いたことがある人を含めると81.7％の人が日本国内

で就業経験があることになります。通学・就業とも世田谷区が全国より多くなってい

ます。 

 

【日本社会での活動について】 

  

現在、通学（仕事）し

ている（割合） 

以前、日本で通学（仕

事）していたが、今は

通学（仕事）していな

い（割合） 

日本で通学（仕事）し

たことはない 

（割合） 

無回答 

（割合） 

合計 

(割合) 

世田谷区 学校 21(17.5%) 41(34.2%) 20(16.7%) 38(31.7%) 120(100.0%) 

仕事 83(69.2%) 15(12.5%) 11(9.2%) 11(9.2%) 120(100.0%) 

全国 学校 548(12.9%) 1129(26.6%) 1001(23.5%) 1574(37.0%) 4252(100.0%) 

仕事 2756(64.8%) 720(16.9%) 326(7.7%) 450(10.6%) 4252(100.0%) 
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② ⽇本語での会話⼒ 

世田谷区の回答者の「日本語での会話力」をみると、「日常生活に困らない程度に

会話できる」人と「日本人と同程度に会話できる」がそれぞれ25.8%でした。また、

「仕事や学業に差し支えない程度に会話できる」人も30.8%となっており、これらを

合わせると82.4%となっています。一方、「日本語での会話はほとんどできない」人

は12.5%でした。 

 全国では、「日常生活に困らない程度に会話できる」人が29.7％、「日本人と同程

度に会話できる」人が29.1％、「仕事や学業に差し支えない程度に会話できる」人も

23.4％となっており、これらを合わせると82.2％で、世田谷区とほぼ同等の結果と

なりました。一方、「日本語での会話はほとんどできない」人は10.4％に留まりまし

た。 

 

【日本語での会話力】 

 
 

  

29.1%

25.8%

23.4%

30.8%

29.7%

25.8%

10.4%

12.5%

2.5%

0.8%

5.0%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

N=4252

世田谷区

N=120

日本人と同程度に会話できる 仕事や学業に差し支えない程度に会話できる

日常生活に困らない程度に会話できる 日本語での会話はほとんどできない

その他 無回答
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③ 普段の生活での日本⼈とのつき合いの程度 

この設問では複数の回答を認めており、1人当たり平均3.3の項目に○印をつけて

います。 

世田谷区において、日本人とのかかわりが少ないとみられる「日本人の知り合いは

いないし、つき合ったこともない」と答えた人は0.8%と低くなっていました。また、

「日本人とあいさつ程度のつき合いはある（あった）」は54.2%となっており、半数

以上の人は日本人と何らかのかかわりを持っていることがうかがえます。 

一方、日本人とのつき合いの程度が高いとみられる「一緒に働いている（働いてい

た）」は73.3%と多く、「友人としてつき合っている（つき合っていた）」も65.0%を占

めています。 

このほか、集団の場で日本人とつき合う「学校で一緒に勉強している（していた）」

が44.2%、「その他、地域のグループなどで一緒に活動している（していた）」が20.8%、

「国際交流のグループで一緒に活動している（していた）」が18.3%でした。 

全国では、1人当たり平均2.9の項目に○印を付けており、「一緒に働いている（働

いていた）」以外は、いずれも世田谷区より低い割合となりました。 

 

【あなたは、普段の生活で日本人とのつき合いがあります（ありました）か？（複数

回答）】 

 
 

 

  

74.3%

35.0%

59.1%

41.8%

12.5%

17.9%

42.3%

1.6%

2.8%

2.4%

73.3%

44.2%

65.0%

50.0%

18.3%

20.8%

54.2%

0.8%

2.5%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

一緒に働いている（働いていた）

学校で一緒に勉強している（していた）

友人としてつき合っている（つき合っていた）

自分または親せきが、日本人と結婚して日本に住んでいる（住ん

でいた）

国際交流のグループで一緒に活動している（していた）

その他、地域のグループなどで一緒に活動している（していた）

日本人とあいさつ程度のつき合いはある（あった）

日本人の知り合いはいないし、つき合ったこともない

その他

無回答

世田谷区（N=120） 全国（N=4252）
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④ 日本の町内会・自治会について 

日本には、地域に「町内会」や「自治会」という住民組織がありますが、このよう

な住民組織の存在を知っている人は世田谷区において51.7%で、知らない人の48.3%

を上回りました。全国においても知っている人は58.5％で知らない人の40.1％を上

回りましたが、全国に比べて世田谷区は町内会・自治会を知らない外国人が多い結果

になりました。 

 

【町内会・自治会があることを知っていますか？】 

 

 

 

  

58.5%

51.7%

40.1%

48.3%

1.4%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

N=4252

世田谷区

N=120

知っている 知らない 無回答
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⑤ 過去 5年の間に、⽇本で住む家を探した際の経験 

世田谷区で過去5年間に日本で住む家を探した経験のある人66人（回答者の55.0%）

のうち、「外国人であることを理由に入居を断られた」経験のある人は50.0%、「日本

人の保証人がいないことを理由に断られた」経験のある人は40.9%、「『外国人お断り』

と書かれた物件を見たので、あきらめた」経験のある人は40.9%でした。 

一方、全国で過去5年間に日本で住む家を探した経験のある人2,044人（回答者の

48.1％）のうち、「外国人であることを理由に入居を断られた」経験のある人は39.3％、

「日本人の保証人がいないことを理由に入居を断られた」経験のある人は41.2％、

「『外国人お断り』と書かれた物件を見たので、あきらめた」経験のある人は26.8％

でした。 

「日本人の保証人がいないことを理由に入居を断られた」については全国とほぼ変

わりませんが、「外国人であることを理由に入居を断られた」「『外国人お断り』と書

かれた物件を見たので、あきらめた」経験のある人は世田谷区の方が多い結果となり

ました。 

 

【（「ある」と答えた方）次のような経験をしたことがありますか？】 

 

 

  

50.0%

39.3% 40.9% 41.2% 40.9%

26.8%

45.5%
52.5% 50.0% 48.4% 47.0%

56.8%

4.5%
8.2% 9.1% 10.4% 12.1%

16.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

世田谷区 全国 世田谷区 全国 世田谷区 全国

外国人であることを理由に入居を断られ

た

日本人の保証人がいないことを理由に

入居を断られた

『外国人お断り』と書かれた物件を見た

ので、あきらめた

世田谷区：N=66 全国：N=2044ある ない 無回答
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⑥ 過去 5年の間に、⽇本で仕事を探したり、働いたりしたときの経験 

世田谷区で過去5年間に日本で仕事を探したり、働いたりしたことがある人は82

人で、回答者の68.3%を占めました。 

このうち、受けた差別として、「外国人であることを理由に解雇された」を挙げた

人が1.2%、「上司から外国人であることを隠すよう指示された」が3.7%、「勤務時間

や休暇時間などの労働条件が日本人より悪かった」が7.3%、「同じ仕事をしているの

に、賃金が日本人より低かった」が11.0%、「外国人であることを理由に就職を断ら

れた」が22.0%となっています。 

一方、全国では、過去5年間に日本で仕事を探したり、働いたりしたことがある人

は 2,788人で、回答者の65.6％を占め、このうち、受けた差別として、「外国人であ

ることを理由に就職を断られた」を挙げた人が25.0％、「同じ仕事をしているのに、

賃金が日本人より低かった」が19.6％、「外国人であることを理由に、昇進できない

という不利益を受けた」が17.1％、「勤務時間や休暇日数などの労働条件が日本人よ

り悪かった」が12.8％となっています。 

「上司から外国人であることを隠すよう指示された」を除くと、いずれも世田谷区

が全国より低い結果となりました。 

 

【（「ある」と答えた方）次のような経験をしたことがありますか？】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22.0%

11.0%

7.3%

15.9%

1.2%

3.7%

76.8%

82.9%

86.6%

79.3%

93.9%

90.2%

1.2%

6.1%

6.1%

4.9%

4.9%

6.1%

外国人であることを理

由に就職を断られた

同じ仕事をしているの

に、賃金が日本人より

低かった

勤務時間や休暇日数な

どの労働条件が日本人

より悪かった

外国人であることを理

由に、昇進できないとい

う不利益を受けた

外国人であることを理

由に解雇された

上司から外国人である

ことを隠すよう指示され

た

0.0% 50.0% 100.0%

ある

ない

無回答・不明

N＝82

 

25.0%

19.6%

12.8%

17.1%

4.4%

3.1%

65.6%

69.1%

74.5%

68.8%

80.7%

81.3%

9.4%

11.3%

12.8%

14.1%

14.9%

15.6%

外国人であることを理

由に就職を断られた

同じ仕事をしているの

に、賃金が日本人より

低かった

勤務時間や休暇日数な

どの労働条件が日本人

より悪かった

外国人であることを理

由に、昇進できないとい

う不利益を受けた

外国人であることを理

由に解雇された

上司から外国人である

ことを隠すよう指示され

た

0.0% 50.0% 100.0%

ある

ない

無回答・不明

N＝2788

世田谷区 全国 
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⑦ 過去 5年の間に、⽇本でお店やレストランなどへの⼊店やサービスの提供を断られ 
た経験 

世田谷区で過去5年の間に、日本でお店やレストランなどへの入店やサービスの提

供を断られた経験がある人は「たまにある」の12.5%でした。 

一方、全国では、過去5年の間に、日本でお店やレストランなどへの入店やサービ

スの提供を断られた経験がある人は「よくある」が0.4%、「たまにある」が5.8%で合

わせて6.2％となっており、世田谷区の方が多い結果となりました。 

 

【あなたは日本で過去 5 年の間に、外国人であることを理由に、お店やレストラ

ンなどへの 入店やサービスの提供を断られたことがありますか？】 

 

  

0.4%

0.0%

5.8%

12.5%

92.2%

85.8%

1.5%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

N=4252

世田谷区

N=120

よくある たまにある ない 無回答・不明
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⑧ 過去 5年の間に、⽇本で外国⼈であることを理由に侮辱されるなど差別的なことを
言われた経験 

世田谷区で過去5年間に、日本で外国人であることを理由に侮辱されるなどの差別

的なことを言われた経験のある人は、「よくある」が3.3%、「たまにある」が24.2%

で、合わせて27.5%に上っています。 

一方、全国では、過去5年間に日本で外国人であることを理由に侮辱されるなどの

差別的なことを言われた経験のある人は、「よくある」が2.7％、「たまにある」が

27.1％で、合わせて29.8％となり、世田谷区がやや低い結果となりました。 

 

【あなたは日本で過去 5 年の間に、外国人であることを理由に侮辱されるなど差別

的なこと を直接言われたことがありますか？】 

 

 

  

2.7%

3.3%

27.1%

24.2%

66.7%

69.2%

3.5%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

N=4252

世田谷区

N＝120

よくある たまにある ない 無回答・不明
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⑨ 過去 5年の間に、⽇本で経験した差別 

日本で、過去5年間に経験した差別について聞いたところ、世田谷区では、「知ら

ない人からジロジロ見られた」が46.7%（「よくある」と「たまにある」の合計）で

最も多く、次いで「バスや電車、ショッピングセンターなどの公の場で自分を避ける

ようにされた」が28.3%となりました。 

一方、全国では、「知らない人からジロジロ見られた」が31.7%で最も多く、次い

で「職場や学校の人々が外国人に対する偏見を持っていて、人間関係がうまくいかな

かった」が26.0%となりました。 

 

【あなたは日本で過去5年の間に、次のような経験をしたことがありますか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8%

2.5%

2.5%

6.7%

15.0%

7.5%

2.5%

4.2%

5.8%

1.7%

1.7%

1.7%

20.8%

10.0%

8.3%

20.0%

31.7%

20.8%

15.0%

20.8%

3.3%

3.3%

10.0%

2.5%

67.5%

82.5%

84.2%

67.5%

50.0%

66.7%

77.5%

69.2%

85.0%

88.3%

81.7%

89.2%

5.8%

5.0%

5.0%

5.8%

3.3%

5.0%

5.0%

5.8%

5.8%

6.7%

6.7%

6.7%

職場や学校の人々が外国人に対す

る偏見を持っていて、人間関係がう

まくいかなかった

職場・学校で、外国人であることを

理由にいじめを受けた

名前が日本人風でないことによって

嫌がらせを受けた

日本語がうまく使えないことで嫌が

らせを受けた

知らない人からジロジロ見られた

バスや電車、ショッピングセンターな

どの公の場で自分を避けるようにさ

れた

近所の住民になかなか受け入れて

もらえない

人に話しかけたが無視された

日本人との交際・結婚に際し、外国

人であることを理由に相手の親族

から反対された

日本人の家族や親族などから、自

分の子どもに出身国（地域）の文化

を教えてはいけないと言われた

日本人の家族や親族などから、出

身国（地域）やその文化について、

侮辱されたり、からかわれたりした

日本人の家族や親族などから、日

本人風の名前を名乗るように促さ

れた

0.0% 50.0% 100.0%

よくある

たまにある

ない

無回答

N＝120

 
 
 

3.4%

2.5%

2.1%

4.2%

8.1%

3.0%

2.0%

2.4%

2.8%

0.7%

1.2%

1.3%

22.6%

11.1%

7.9%

20.9%

23.6%

11.9%

11.2%

16.0%

6.1%

2.7%

7.9%

3.3%

66.7%

78.5%

81.7%

67.6%

60.5%

77.6%

79.0%

73.6%

80.6%

86.0%

81.0%

85.0%

7.3%

7.9%

8.3%

7.3%

7.8%

7.6%

7.7%

8.0%

10.4%

10.6%

9.8%

10.3%

職場や学校の人々が外国人に対す

る偏見を持っていて、人間関係がう

まくいかなかった

職場・学校で、外国人であることを

理由にいじめを受けた

名前が日本人風でないことによって

嫌がらせを受けた

日本語がうまく使えないことで嫌が

らせを受けた

知らない人からジロジロ見られた

バスや電車、ショッピングセンターな

どの公の場で自分を避けるようにさ

れた

近所の住民になかなか受け入れて

もらえない

人に話しかけたが無視された

日本人との交際・結婚に際し、外国

人であることを理由に相手の親族

から反対された

日本人の家族や親族などから、自

分の子どもに出身国（地域）の文化

を教えてはいけないと言われた

日本人の家族や親族などから、出

身国（地域）やその文化について、

侮辱されたり、からかわれたりした

日本人の家族や親族などから、日

本人風の名前を名乗るように促さ

れた

0.0% 50.0% 100.0%

よくある

たまにある

ない

無回答

N＝4252

世田谷区 全国 
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4. 区⺠への意⾒聴取結果 
① 区⺠意識調査 

区民意識調査とは、施策の立案・実施・検証にあたり、区民の皆様からの様々なご

意見やご要望を的確に把握するために、層化二段無作為抽出法により抽出した区内在

住で18歳以上の区民4000人を対象に毎年実施している調査です。 

平成29(2017)年5月に実施した区民意識調査では、多文化共生についての質問を

しており、その結果は以下のとおりです。 

 

(1) 区の多文化共生社会の実現に向けた施策の充実度 
 

 

 

問 あなたは、「外国人と日本人が共に暮らす」という視点からみて、区の多文化

共生社会の実現に向けた施策が充実していると思いますか。（○は１つ） 

 

世田谷区には平成２９年４月１日現在、約１８，５００人（人口の約２．０

７％）の外国人の方が住んでおり、年々増加しています。また、平成２８年の

外国人旅行客が２，４００万人を超え、身近なところで外国人と接する機会は

増え、国際化への意識も大きく変わってきています。 

こうした状況を踏まえ、区は、外国人も日本人も共に活き活きと暮らすこと

ができる、「多文化共生」社会の実現を目指し、世田谷をさらに魅力あるまちに

するよう取り組んでいます。 

 

<調査結果> 

区の多文化共生社会の実現に向けた施策の充実度を聞いたところ、「どちらかと

いえばそう思わない」（44.7％）が４割半ばで最も高く、次いで「どちらかといえ

ばそう思う」（28.5％）が３割近くとなっている。 

◎ 「どちらかといえばそう思わない」が４割半ば 

そう思う

4.7%

どちらかとい

えばそう思う

28.5%

どちらかといえ

ばそう思わない

44.7%

そう思わない

17.8%

無回答

4.3%

(n=2,319)



 
 

51 
 

(2) さらに進めるべきだと思う多文化共生の取組み 
 

 

 

<調査結果> 

さらに進めるべきだと思う多文化共生の取組みについて聞いたところ、「多言語表記

の充実（案内表記や申請書、ポスターなどの多言語化など）」（49.2％）がほぼ５割で最

も高く、次ぐ「外国人が相談、提案できる場の充実（外国人向け相談会、意見交換・提

案会の実施）」（45.4％）は４割半ばとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたは、今後、区が多文化共生の取組みを充実させていくために、さらにどのよ

うな取組みを進めるべきだと思いますか（○はいくつでも） 

 

 

◎ 「多言語表記の充実（案内表記や申請書、ポスターなどの多言語化など）」がほぼ５割 
 

49.2 

45.4 

43.3 

28.3 

25.9 

21.3 

5.5 

4.4 

0 10 20 30 40 50 60

多言語表記の充実（案内表記や申請書、ポスターなど

の多言語化など）

外国人が相談、提案できる場の充実（外国人向け相談

会、意見交換・提案会の実施）

在住外国人と日本人との交流活動の充実（国際交流イ

ベントの開催、区民の交流活動への支援）

日本人と外国人が防災、子育て、教育など共通のテー

マで学習する場の設定（学習会、ワークショップを通…

日本語学習支援の充実（日本語教室などへの支援）

海外の様々な都市や住民との交流の充実（姉妹都市

など海外との交流）

その他の取り組み

不明

(n=2,319)

外国人が相談、提案できる場の充実（外国人向け

相談会、意見交換・提案会の実施）

日本語学習支援の充実（日本語教室などへの支援）

その他の取り組み

（％）

海外の様々な都市や住民との交流の充実

（姉妹都市など海外との交流）

無回答

在住外国人と日本人との交流活動の充実

（国際交流イベントの開催、区民の交流活動への支援）

多言語表記の充実（案内表記や申請書、

ポスターなどの多言語化など）

日本人と外国人が防災、子育て、教育など共通のテーマで

学習する場の設定（学習会、ワークショップを通じた交流）
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② 区政モニターアンケート結果 

 区政モニター制度は、区政に対する区民の積極的な意見、要望、提案等を体系的・継

続的に収集し、政策経営に反映させる制度として発足しました。区政モニターにご応募

をいただいた区内在住で18歳以上の区民200名を対象に年4回アンケートを実施してい

ます。 

平成29年11月24日～12月8日に行った区政モニターアンケートにおいて多文化共生

の促進について質問しており、その結果は以下の通りです。 

 

(1) 多文化共生について 
 「多文化共生」という言葉については、51.4%が「知っていた」と回答しました。 

 

問1 多文化共生という言葉を知っていましたか。（全員の方に(○は１つ)） 

 

 

(2) 外国人と接する機会について 
外国人との交流機会について複数回答で質問したところ、「外国人と接する機会はな

い・ほとんどない」の回答は45.7%となっており、区民の約半数は何らかの形で外国人と

接する機会があることがうかがえます。 

 

問2  あなたは日常生活の中で外国人と接する機会がありますか。（全員の方に(○は全

部)） 

 

 

 

 

 

51.4%

46.9%

1.7%

知っていた

知らなかった

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%N＝175

14.9%

19.4%

17.1%

15.4%

10.3%

45.7%

2.3%

近所に外国人が住んでいて挨拶程度はしている

仕事で外国人とつながりがある

自分や家族が通う学校等に外国人の先生や外国

人の児童・生徒がいる

留学、海外赴任等の経験から個人的なつきあい

がある

自分や親戚、知人が外国人と結婚して日本に住

んでいる

外国人と接する機会はない・ほとんどない

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%N＝175
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(3) 多文化共生のあり方について 
 多文化共生のために日本人と外国人の双方が行うべきことについて質問したところ、

「お互いの言葉や文化を学ぶ」が65.7%となっており、多くの区民が相互理解の重要性を

認識していることが伺えます。 

 

問3 日本人と外国人がともに暮らしやすい地域社会にするために、お互いがどのように   

すればよいと思いますか。（全員の方に(○は３つ)） 

 

 

(4)国際交流活動について 

 国際交流や外国人支援活動に携わっているかどうかを質問したところ、「はい」と回答

したのは13.2%に留まりました。 

 

問4 あなたは、国際交流や外国人支援に関する活動をしていますか。（全員の方に(○は   

１つ)）  

 

 

 

  

53.1%

44.6%

65.7%

36.6%

22.9%

1.1%

日本の生活ルールや習慣を守る

地域住民との交流や地域の活動に参加する

お互いの言葉や文化を学ぶ

生活の中で感じたことを話し合う

お互いの国・地域の魅力を国内外に発信する

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%N＝175

13.2%

85.7%

1.1%

はい →問５へ

いいえ →問６へ

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%N＝175
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(5)国際交流活動の内容について 

 国際交流や外国人支援に関する活動をしていると回答した人に対して、その活動の内

容を複数回答で質問したところ、「寄付などの国際支援活動」と「外国人との交流を目的

とした活動（スポーツ、文化活動等）」がいずれも52.2%でした。 

  

問5 どのような活動をしていますか。（問４で「はい」を選んだ方に(○は全部)） 

 

 

 

 

(6)国際交流活動を行わない理由について 

 国際交流や外国人支援に関する活動をしていないと回答した人に対してその理由を複

数回答で質問したところ、「時間に余裕がないから（仕事、育児、介護等）」が44.7%と最

も多くなりましたが、次いで「どのようにしたらよいか、わからないから」が42.0%、「情

報がない、少ないから」が40.0%となっており、国際交流に関する情報不足が要因として

うかがえます。 

 

問6 活動をしていない理由はなんですか。（問４でいいえを選んだ方に(○は３つ)） 

 

  

39.1%

52.2%

52.2%

26.1%

0.0%

ボランティア活動

寄付などの国際支援活動

外国人との交流を目的とした活動（スポーツ、文化

活動等）

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%N＝23

28.0%

3.3%

44.7%

6.7%

40.0%

20.0%

16.7%

42.0%

10.7%

6.7%

2.0%

言葉がわからないから

文化・習慣が違うから

時間に余裕がないから（仕事、育児、介護等）

費用がかかるから

情報がない、少ないから

仲間がいない、少ないから

活動場所や施設がないから

どのようにしたらよいか、わからないから

興味がないから

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%N＝150
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(7)多文化共生の実現に向けた取組みについて 

 区民が参加したいと思える取組みについて、複数回答で質問したところ、「国際イベン

ト（スポーツ、文化・芸術等）への参加」が51.3%と最も多く、次いで「在住外国人への

日本語学習支援やサポート」が46.7%、「在住外国人との意見交換会や交流会」が44.0%

となりました。 

 

問7 多文化共生の実現に向けた取組みとして、どんな活動に参加したいと思いますか。   

（全員の方に（○は３つ）） 

 

 
  

46.7%

26.7%

16.0%

44.0%

51.3%

17.3%

25.3%

7.3%

2.0%

在住外国人への日本語学習支援やサポート

在住外国人への、祭りや防災訓練など地域の活

動への参加の声かけ

多文化共生理解に向けた講演会やシンポジウム

在住外国人との意見交換会や交流会

国際イベント（スポーツ、文化・芸術等）への参加

姉妹都市との交流、サポート活動

海外の都市との様々な交流

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%N＝175
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