
津 山 市 多 文 化 共 生 推 進 指 針
つ や ま し た ぶ ん か き ょ う せ い す い し ん し し ん

「多文化共生」とは、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な
た ぶ ん か きょうせい こ く せ き み ん ぞ く こ と ひ と び と た が ぶ ん か て き

違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員と
ち が み と あ た い と う か ん け い き ず ち い き し ゃ か い こ う せ い い ん

して共に生きていくことです。
と も い

令和３（２０２１）年３月
れ い わ ねん がつ

津 山 市
つ やま し

（案）
あ ん
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第１章 多文化共生推進指針の基本的事項
だ い しょう た ぶ ん か き ょ う せ い す い し ん し し ん き ほ ん て き じ こ う

１ 策定の趣旨
さくてい し ゅ し

社会経済のグローバル化、少子高齢化、人口減少など、社会環境が激しく変動する中、わが
しゃかいけいざい か しょうし こ う れ い か じんこうげんしょう しゃかいかんきょう はげ へんどう なか

国では、国内の深刻な人手不足を補うため、平成３１（２０１９）年４月に「出入国管理及
くに こくない しんこく ひ と で ぶ そ く おぎな へいせい ねん がつ しゅつにゅうこくかん り およ

び難民認定法（入管法）」が改正され、新たな在留資格「特定技能」が加わりました。そのこ
なんみんにんていほう にゅうかんほう かいせい あら ざいりゅう し か く とくてい ぎ のう くわ

とにより、外国人労働者の幅広い受け入れが可能となり、特定技能資格を中心に在留外国人
がいこくじんろうどうしゃ はばひろ う い か の う とくてい ぎ のう し かく ちゅうしん ざいりゅうがいこくじん

が急増しました。今後も、日本で働き生活する外国人はますます増加すると予想されていま
きゅうぞう こ ん ご に ほ ん はたら せいかつ がいこくじん ぞ う か よ そ う

す。

津山市内においても同様に、労働力を外国人に頼る企業が増加しています。令和２（２０
つ や ま し ない どうよう ろうどうりょく がいこくじん たよ きぎょう ぞ う か れ い わ

２０）年１月１日現在の津山市における外国人登録者数は、３６カ国、９８９人で、本市の
ねん がつ にちげんざい つ や ま し がいこくじんとうろくしゃすう か こ く にん ほん し

総人口の０.９８％を占めており、直近５年間で２６０人増加しています。国籍に関しては
そうじんこう し ちょっきん ねんかん にん ぞ う か こくせき かん

「ベトナム」、在留資格では「技能実習」が最も多くなっています。
ざいりゅう し か く ぎ の う じっしゅう もっと おお

このように本市でも国際化が進む中、生活習慣の違いを互いに理解し合い、地域の一員と
ほ ん し こ く さ い か すす なか せいかつしゅうかん ちが たが り か い あ ち い き いちいん

して、共に幸せに暮らすことができるまちづくりを、市民や民間団体、企業などが取り組ん
とも しあわ く し み ん みんかんだんたい きぎょう と く

でいくことがさらに求められています。
もと

一方、交流人口については、岡山空港に、中国、韓国、台湾、香港からの直行便が運航
いっぽう こうりゅうじんこう おかやまくうこう ちゅうごく かんこく たいわん ほんこん ちょっこうびん うんこう

し、本市でも、医療・観光インバウンド客誘致の取組を行っており、外国人観光客に対応す
ほ ん し いりょう かんこう きゃくゆうち とりくみ おこな がいこくじんかんこうきゃく たいおう

るための多言語化も求められています。
た げ ん ご か もと

また、平成２７（２０１５）年９月の国連総会において、令和１２（２０３０）年を年限
へいせい ねん がつ こくれんそうかい れ い わ ねん ねんげん

とする１７の国際目標である「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が全会一致で採択されまし
こくさいもくひょう じ ぞ く か の う かいはつもくひょう ぜんかい い っ ち さいたく

た。政府は、「ＳＤＧｓ実施指針」において、あらゆる人々が活躍する社会を優先課題の分野
せ い ふ じ っ し し し ん ひとびと かつやく しゃかい ゆうせん か だ い ぶん や

の1つとしています。また、「誰ひとり取り残さない」とのキーワードで表現される「包摂
だれ と のこ ひょうげん ほうせつ

性」はＳＤＧｓの基本理念であり、政府が優先課題に取り組む際、主要原則の１つとして、
せい き ほ ん り ね ん せ い ふ ゆうせん か だ い と く さい しゅようげんそく
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分野を問わず適用することとしています。このことを受け、国の「地域における多文化共生
ぶ ん や と てきよう う くに ち いき た ぶん か きょうせい

推進プラン」が改訂されたところです。
すいしん かいてい

こうした状況を踏まえ、本市の行うべき国際化に向けた取組を、総合的・計画的に推進す
じょうきょう ふ ほ ん し おこな こ く さ い か む とりくみ そうごうてき けいかくてき すいしん

るため、そして、「誰ひとり取り残さないまち」を目指し、このたび「津山市多文化共生推進
だれ と のこ め ざ つ や ま し た ぶん か きょうせいすいしん

指針」を策定しました。
し し ん さくてい

２ これまでの取組について
とりくみ

本市では、昭和６１（１９８６）年４月に国際交流窓口を設置し、平成元（１９８９）年
ほ ん し しょうわ ねん がつ こくさいこうりゅうまどぐち せ っ ち へいせいがん ねん

３月には国際化の指針として「津山市の国際化の方向」を策定しました。
がつ こ く さ い か し し ん つ や ま し こ く さ い か ほうこう さくてい

また、平成１０（１９９８）年３月には、当時の急速な国際化に対応した「津山市国際化
へいせい ねん がつ と う じ きゅうそく こ く さ い か たいおう つ や ま し こくさい か

推進プラン」を策定し、“国際的な視野をもった人づくり”“外国人が暮らしやすいまちづく
すいしん さくてい こくさいてき し や ひと がいこくじん く

り”“世界と交流するまちづくり”“国際化を推進する体制づくり”の４つの柱を設け、在住
せ か い こうりゅう こ く さ い か すいしん たいせい はしら もう ざいじゅう

外国人を対象とした日本語教室の開設、４か国語（英語・中国語・ポルトガル語・スペイン
がいこくじん たいしょう に ほ ん ご きょうしつ かいせつ こ く ご え い ご ちゅうごくご ご

語）による「生活ガイドブック」を作成しました。
ご せいかつ さくせい

その後、平成１９（２００７）年２月に「新津山市国際化推進プラン」を策定し、“地球市
ご へいせい ねん がつ し ん つ や ま し こ く さ い か すいしん さくてい ちきゅう し

民として誰もが共に働き、共に暮らせるまち津山”を基本理念としながら、友好交流都市サ
みん だれ とも はたら とも く つ や ま き ほ ん り ね ん ゆうこうこうりゅう と し

ンタフェ市との交流や日本語教室の開催を活発に行ってきました。
し こうりゅう に ほ ん ご きょうしつ かいさい かっぱつ おこな
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３ 基本理念（目指すべき姿）
き ほ ん り ね ん め ざ すがた

多様性を尊重し、あらゆる人が活躍する多文化共生のまち 津山
た よ う せ い そんちょう ひと かつやく た ぶ ん か きょうせい つ や ま

「多文化共生」とは、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、
た ぶ ん か きょうせい こくせき みんぞく こと ひとびと たが ぶ ん か て き ちが みと あ

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です。
たいとう かんけい きず ち い き しゃかい こうせいいん とも い

津山市では、年々外国人市民が増加しており、様々な国籍の外国人が地域で暮らしていま
つ や ま し ねんねんがいこくじん し み ん ぞ う か さまざま こくせき がいこくじん ち い き く

す。日本人市民も外国人市民もそれぞれが持つ魅力や個性、多様性を活かし、あらゆる人が
に ほ ん じ ん し み ん がいこくじん し み ん も みりょく こ せ い た よ う せ い い ひと

活躍できるまちづくりを進めていきます。
かつやく すす

４ 推進すべき施策の方向性
すいしん し さ く ほうこうせい

①コミュニケーション支援
し え ん

日々の生活に必要な情報を多言語（やさしい日本語を含む）で提供するとともに、日
ひ び せいかつ ひつよう じょうほう た げ ん ご に ほ ん ご ふく ていきょう に

本や外国の言語や文化を学習する機会を設けるように努めていきます。
ほん がいこく げ ん ご ぶ ん か がくしゅう き か い もう つと

②安全・安心に暮らすための生活支援
あんぜん あんしん く せいかつ し え ん

外国人市民が地域で安心して生活できるよう日本の生活ルールや防災について学習す
がいこくじん し み ん ち い き あんしん せいかつ に ほ ん せいかつ ぼうさい がくしゅう

る機会の提供、生活環境の整備に努めていきます。
き かい ていきょう せいかつかんきょう せ い び つと

③意識啓発と社会参画支援
い し き けいはつ しゃかいさんかく し え ん

学校教育や生涯教育を通じて、異文化に対する関心、理解を高めるための活動を進
がっこうきょういく しょうがいきょういく つう い ぶ ん か たい かんしん り か い たか かつどう すす

め、わが国や郷土の歴史、文化に対する理解を深めるとともに国際感覚を持った人づく
くに きょうど れ き し ぶ ん か たい り か い ふか こくさいかんかく も ひと

りを進めていきます。
すす

④地域活性化の推進やグローバル化への対応
ち い き か っ せ い か すいしん か たいおう

急速に進展するグローバル化に対応し、その恩恵を地域にもたらすため、外国人市民
きゅうそく しんてん か たいおう おんけい ち い き がいこくじん し み ん

の知見やノウハウを活用し、地域活性化の推進・グローバル化への対応を進めていきま
ち けん かつよう ち い き か っ せ い か すいしん か たいおう すす

す。
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5 体系図
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1 コミュニケーション支援
し え ん

2 安全・安心に暮らすための
あんぜん あんしん く

生活支援
せいかつし え ん

３ 意識啓発と社会参画支援
い し きけいはつ しゃかいさんかくし え ん

４ 地域活性化の推進やグロ
ち い き か っ せ い か すいしん

ーバル化への対応
か たいおう

推進項目
すいしんこうもく

①行 政 情 報の多言語化と情報伝達ルートの確保
ぎょうせいじょうほう た げ ん ご か じょうほうでんたつ かくほ

②多言語案内表示の普及・わかりやすい公共サインの
た げ ん ごあんないひょうじ ふきゅう こうきょう

設置
せっち

基本理念
き ほ ん り ね ん

推進すべき施策の方向性
すいしん し さ く ほうこうせい

③日本の文化・習 慣を学ぶ機会の提 供
にほん ぶんか しゅうかん まな きかい ていきょう

④日本語教育の推進
に ほ ん ごきょういく すいしん

⑥津山市の魅力発信
つ や ま し みりょくはっしん

⑦暮らしの環 境整備
く かんきょうせいび

⑧教 育・子育て体制の充 実
きょういく こ そだ たいせい じゅうじつ

⑨税・医療・福祉等の制度に関する多言語での情報提供
ぜい いりょう ふくしとう せいど かん た げ ん ご じょうほうていきょう

⑩労働環境の整備
ろうどうかんきょう せいび

⑪災害対策・災害時支援の充 実
さいがいたいさく さいがいじしえん じゅうじつ

⑬地域社会に対する多文化共生の意識啓発
ちいきしゃかい たい た ぶ ん かきょうせい いしきけいはつ

⑭小・中学校における国際理解教 育の推進
しょう ちゅうがっこう こくさいりかいきょういく すいしん

⑮外国人市民の地域社会への参加促進
がいこくじんしみん ちいきしゃかい さんかそくしん

⑯市民が主体となって 行 う多文化共 生や国際交 流
しみん しゅたい おこな た ぶ ん かきょうせい こくさいこうりゅう

活動の支援
かつどう しえん

⑰地域活性化の推進やグローバル化への対応
ち い きかっせいか すいしん か たいおう

⑤外国語や外国文化を学ぶ機会の提供
がいこくご がいこくぶ ん か まな き か い ていきょう

⑫感染症流行時における対応
かんせんしょうりゅうこう じ たいおう
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第２章 津山市の外国人市民の推移及び多文化共生の現状
だ い しょう つ や ま し が い こ く じ ん し み ん す い い お よ た ぶ ん か き ょ う せ い げ ん じ ょ う

１ 市の総人口の推移と総人口に占める外国人市民の割合の推移
し そうじんこう す い い そうじんこう し がいこくじん し み ん わりあい す い い

①外国人市民数の推移
がいこくじん し み ん すう す い い

津山市の外国人登録者数は、平成２７（２０１５）年の７２９人から毎年増加し、令和２
つ や ま し がいこくじんとうろくしゃすう へいせい ねん にん まいとし ぞ う か れい わ

（２０２０）年１月１日現在、３６カ国９８９人が、本市で生活しています。
ねん がつ にちげんざい か こ く にん ほ ん し せいかつ

各年1月1日時点 単位：人
かくねん がつ にちじてん た ん い にん

単位：人
た ん い にん

ねん

H22年
ねん

H23年
ねん

H24年
ねん

H25年
ねん

H26年
ねん

H27年
ねん

H28年
ねん

H29年
ねん

H30年
ねん

H31年
ねん

R2年
がいこくじん とうろく しゃ すう にん

外国人登録者数（人） 912 860 806 773 743 729 760 773 816 847 989
つやまし そうじんこう にん

津山市総人口（人） 108,721 108,009 107,299 106,556 105,531 104,723 103,939 102,949 102,254 101,467 100,666
たい じんこうひ

対人口比（％） 0.83 0.79 0.75 0.72 0.7 0.69 0.73 0.75 0.79 0.83 0.98

【資料：津山市市民窓口課】
しりょう つ やまししみんまどぐち か
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②国籍別外国人市民数と割合（令和２年１月１日時点）
こくせきべつがいこくじん し み ん すう わりあい れ い わ ねん がつ にち じ て ん

国籍別外国人数は、ベトナムが３３５人（３３．９％）と最も多く、中国１９６人（１
こくせきべつがいこくじんずう にん もっと おお ちゅうごく にん

９．８％）、韓国１２５人（１２．６％）、フィリピン１０１人（１０．２％）と続きます。
かんこく にん にん つづ

※小数点第2桁目を四捨五入しています。この関係でそれぞれの
しょうすうてんだい けた め ししゃごにゅう かんけい

割合の合計が 100％にならない場合があります。
わりあい ごうけい ば あ い

③在留資格別外国人市民数と割合（令和２年１月１日時点）
ざいりゅう し か く べつがいこくじん し み ん すう わりあい れ い わ ねん がつ にち じ て ん

外国人市民の在留資格は、技能実習が３４３人（３４．７％）と最も多く、永住者２４
がいこくじん し み ん ざいりゅう し か く ぎ の う じっしゅう にん もっと おお えいじゅうしゃ

８人（２５．１％）、特別永住者１１８人（１１．９％）と続きます。
にん とくべつえいじゅうしゃ にん つづ

※小数点第2桁目を四捨五入しています。この関係でそれぞれの
しょうすうてんだい けた め ししゃごにゅう かんけい

割合の合計が 100％にならない場合があります。
わりあい ごうけい ば あ い

【資料：津山市市民窓口課】
しりょう つやまししみんまどぐち か

【資料：津山市市民窓口課】
しりょう つやまししみんまどぐち か
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２ 小・中学校における外国人児童・生徒の在籍状況
しょう ちゅうがっこう がいこくじん じ ど う せ い と ざいせきじょうきょう

令和２（２０２０）年５月１日現在、本市では８つの小・中学校で、１４名の外国人の児
れ い わ ねん がつ にちげんざい ほ ん し しょう ちゅうがっこう めい がいこくじん じ

童・生徒が学んでいます。
どう せ い と まな

３ 外国語指導助手（ALT）
が い こ く ご し ど う じょしゅ

令和２年度から小学校英語教育が必修となり、英会話・国際理解教育の充実が必要とされ
れ い わ ね ん ど しょうがっこう え い ご きょういく ひっしゅう え い か い わ こくさい り か い きょういく じゅうじつ ひつよう

ています。本市では、小・中学校全３５校を７グループに分け、７名のＡＬＴを全小・中学
ほ ん し しょう ちゅうがっこうぜん こう わ めい ぜんしょう ちゅうがっ

校へ配置しています。
こう は い ち

４ アメリカ合衆国サンタフェ市およびオランダ王国ライデン市との交流
がっしゅうこく し おうこく し こうりゅう

サンタフェ市との交流は、平成１１（１９９９）年１０月に友好交流都市になりました。
し こうりゅう へいせい ねん がつ ゆうこうこうりゅう と し

平成１８（２００６）年には、サンタフェ市長が４月１５日を『姉妹都市津山の日』と宣言
へいせい ねん しちょう がつ にち し ま い と し つ や ま ひ せんげん

しています。これまで両市は、中学生・高校生を中心とした相互の訪問団派遣などを行い、
りょうし ちゅうがくせい こうこうせい ちゅうしん そ う ご ほうもんだん は け ん おこな

交流を重ねています。
こうりゅう かさ

令和元（２０１９）年には、友好交流都市２０周年を迎え、その記念事業として、サンタ
れ い わ がん ねん ゆうこうこうりゅう と し しゅうねん むか き ね ん じぎょう

フェ市のアーティストを津山市に招待してコンサートをするなど、ＰＲイベントを開催しま
し つ や ま し しょうたい かいさい

した。

また、オランダ王国ライデン市との交流は、津山藩出身の津田真道と津和野藩出身の西周
おうこく し こうりゅう つ や ま はんしゅっしん つ だ ま み ち つ わ の はんしゅっしん にしあまね

の二人が、幕末の同時期に法学や経済学を学んだ、ライデン大学のフィッセリング教授の旧
ふ た り ばくまつ ど う じ き ほうがく けいざいがく まな だいがく きょうじゅ きゅう

宅に、平成９（１９９７）年１０月、本市と津和野町の共同事業として顕彰プレートを設置
たく へいせい ねん がつ ほ ん し つ わ の ち ょ う きょうどうじぎょう けんしょう せ っ ち

したことに始まります。
はじ

平成１６（２００４）年には、津山城築城４００年記念事業の一環として開催した「世界
へいせい ねん つやまじょうちくじょう ねん き ね ん じぎょう いっかん かいさい せ かい

地方都市十字路会議」において、サンタフェ市長、ライデン副市長、ベルサイユ副市長、高
ち ほう と し じ ゅ う じ ろ か い ぎ しちょう ふくしちょう ふく し ちょう たか

山市長、津和野町長が一堂に会し、「歴史資産を活かしたまちづくり」について意見交換をし
やましちょう つ わ の ちょうちょう いちどう かい れ き し し さ ん い い けんこうかん
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モナコ公国
こうこく

ました。

平成２２（２０１０）年３月１９日には、津山洋学資料館がライデン市にあるシーボルト
へいせい ねん がつ にち つ や ま ようがくしりょうかん し

ハウスと友好提携館を締結し、今後の情報共有や交流を誓いました。
ゆうこうていけいかん ていけつ こ ん ご じょうほうきょうゆう こうりゅう ちか

５ モナコ公国との交流
こうこく こうりゅう

本市は東京２０２０オリンピック・パラリンピック
ほ ん し とうきょう

で、モナコ公国と大会中や大会終了後の交流を行い
こうこく たいかいちゅう たいかいしゅうりょう ご こうりゅう おこな

ます。モナコ公国は武道と縁が深い国であり、武道が
こうこく ぶ ど う えん ふか くに ぶ ど う

盛んな津山市と共通点があります。これを機に、モナ
さか つ や ま し きょうつうてん き

コ公国との交流を深めていきたいと考えています。
こうこく こうりゅう ふか かんが

６ インバウンドなど観光誘客環境整備事業
かんこうゆうきゃくかんきょう せ い び じぎょう

多言語音声ガイドシステム「つやま声ナビ」の運用を開始しました。市内観光スポットで
た げ ん ご おんせい こえ うんよう か い し し な い かんこう

このシステムを使うと、展示物などに貼ってあるＱＲコードを読み取ることで、多言語で解
つか て ん じ ぶ つ は よ と た げ ん ご かい

説を聞くことができます。現在、日本語、英語、韓国語、中国語（簡体・繁体）、一部オラン
せつ き げんざい に ほ ん ご え い ご か ん こ く ご ちゅうごくご かんたい はんたい い ち ぶ

ダ語に対応しています。
ご たいおう

７ 民間医療機関での医療インバウンドコーディネーターの採用
みんかんいりょう き か ん いりょう さいよう

津山中央病院は人間ドックや陽子線治療に力を入れており、増加する医療インバウンド観
つ や ま ちゅうおうびょういん にんげん よ う し せんちりょう ちから い ぞ う か いりょう かん

光客に対応するために、中国人医師をコーディネーターとして採用しています。
こうきゃく たいおう ちゅうごくじん い し さいよう

８ 観光イベントなど情報発信事業・シティプロモーション戦略事業
かんこう じょうほうはっしんじぎょう せんりゃくじぎょう

平成３０（２０１８）年度、令和元（２０１９）年度は台湾をメインターゲットにしたプ
へいせい ね ん ど れ い わ がん ねん ど たいわん

ロモーションを行い、津山の魅力を感じてもらうショートムービーや台湾の雑誌への記事掲
おこな つ や ま みりょく かん たいわん ざ っ し き じ けい
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載、観光プロモーションムービーを作りました。現在でも YouTube にて配信しています。
さい かんこう つく げんざい はいしん

９ つやまロボットコンテスト国際大会
こくさいたいかい

この大会は、毎年開催され、自作ロボットの性能を競います。平成２８年度からは、タ
たいかい まいとしかいさい じ さ く せいのう きそ へいせい ね ん ど

イ、シンガポールといった海外からチームを招へいし、津山高専の学生と合同チームを組む
かいがい しょう つ や まこうせん がくせい ごうどう く

など、ものづくりが好きな若者たちが国を超えて交流しています。
す わかもの くに こ こうりゅう

１０ 国際協力・国際貢献
こくさいきょうりょく こくさいこうけん

本市は、民間の国際交流団体、「津山国際交流の会」や「青年海外協力隊岡山県ＯＶ会」と
ほ ん し みんかん こくさいこうりゅうだんたい つ や ま こくさいこうりゅう かい せいねんかいがいきょうりょくたいおかやまけん かい

ともに、「津山と世界を結ぶ会」を作り、平成２（１９９０）年から独立行政法人国際協力機
つ や ま せ か い むす かい つく へいせい ねん どくりつぎょうせいほうじんこくさいきょうりょく き

構（ＪＩＣＡ）のプログラムで外国人の青年を招へいする取組を行っています。
こう がいこくじん せいねん しょう とりくみ おこな

１１ 日本語教室
に ほ ん ご きょうしつ

ボランティア団体「津山にほんごの会」による日本語教室が市内４会場で毎週実施されて
だんたい つ や ま かい に ほ ん ご きょうしつ し な い かいじょう まいしゅう じ っ し

います。ここ数年は技能実習生の受講者が増加し、日本語の習得のほか、生活面での相談な
すうねん ぎ の う じっしゅうせい じゅこうしゃ ぞ う か に ほ ん ご しゅうとく せいかつめん そうだん

ど、本市で暮らす外国人のサポートの場にもなっています。
ほ ん し く がいこくじん ば

令和元（２０１９）年６月に「日本語教育の推進に関する法律」が公布・施行され、その
れ い わ がん ねん がつ に ほ ん ご きょういく すいしん かん ほうりつ こ う ふ し こ う

中では「日本語教育を受ける機会の最大限の確保」などが基本理念となっており、今後ます
なか に ほ ん ご きょういく う き か い さいだいげん か く ほ き ほ ん り ね ん こ ん ご

ます日本語教育の場の充実が求められています。
に ほ ん ご きょういく ば じゅうじつ もと

日本語教室
に ほ ん ご きょうしつ
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１２ アンケート調査
ちょうさ

日本人市民と外国人市民の多文化共生に関する意識や考え、経験を知るために、「津山市多
に ほ ん じ ん し み ん がいこくじん し み ん た ぶ ん か きょうせい かん い し き かんが けいけん し つ や ま し た

文化共生推進に係るアンケート」を実施しました。
ぶん か きょうせいすいしん かか じ っ し

○日本人市民向けアンケート
に ほ ん じ ん し み ん む

対 象 津山市在住の１８歳以上の日本人市民
たい しょう つ や ま し ざいじゅう さいいじょう に ほ ん じ ん し み ん

男女３１０人（住民基本台帳から無作為抽出）
だんじょ にん じゅうみん き ほ ん だいちょう む さ く い ちゅうしゅつ

有効回答数 １０３件
ゆうこう かいとうすう けん

○外国人市民向けアンケート
がいこくじん し み ん む

対 象 ①津山市在住の１８歳以上の外国人市民
たい しょう つ や ま し ざいじゅう さいいじょう がいこくじん し み ん

男女５００人（住民基本台帳から無作為抽出）
だんじょ にん じゅうみん き ほ ん だいちょう む さ く い ちゅうしゅつ

②津山市内日本語教室の生徒（全教室に案内）
つ や ま し ない に ほ ん ご きょうしつ せ い と ぜんきょうしつ あんない

※アンケート案内文は日本語、やさしい日本語、英語で対応
あんないぶん に ほ ん ご に ほ ん ご え い ご たいおう

アンケートフォームは日本語、英語で対応
に ほ ん ご え い ご たいおう

有効回答数 ９２件
ゆうこう かいとうすう けん

※アンケート集計結果については、別添資料を参照してください。（Ｐ.２０～）
しゅうけい け っ か べってんしりょう さんしょう
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１３ 課題
か だ い

アンケート調査の結果、様々な課題がみえてきました。
ちょうさ け っ か さまざま か だ い

①やさしい日本語のすすめ
に ほ ん ご

外国人市民の多くは、日本人市民が感じているよりも日本語を理解し、話すことができる
がいこくじん し み ん おお に ほ ん じ ん し み ん かん に ほ ん ご り か い はな

人が多いことがわかりました。（Ｐ.２８）
ひと おお

英語やベトナム語といった外国語で情報を提供することも大切ですが、少し工夫をして、
え い ご ご が い こ く ご じょうほう ていきょう たいせつ すこ く ふ う

「やさしい日本語」を使うことも外国人市民に伝えられる方法の１つです。
に ほ ん ご つか がいこくじん し み ん つた ほうほう

②文化・習慣の理解
ぶ ん か しゅうかん り か い

日本人市民が、「外国人市民に望むこと」では「日本での生活ルールを守ってほしい」「日
に ほ ん じ ん し み ん がいこくじん し み ん のぞ に ほ ん せいかつ まも に

本の文化や習慣を理解してほしい」という意見が多くみられます。（Ｐ.２５）
ほん ぶん か しゅうかん り か い い け ん おお

国籍の違う市民が互いに気持ち良く生活するために、日本の文化や習慣についての学習機
こくせき ちが し み ん たが き も よ せいかつ に ほん ぶん か しゅうかん がくしゅう き

会を提供する必要があることがわかります。
かい ていきょう ひつよう

③災害情報の提供
さいがいじょうほう ていきょう

外国人市民のうち、「地震、台風、洪水などの時にどうすれば良いか知らない人」が３５.
がいこくじん し み ん じ し ん たいふう こうずい とき よ し ひと

９％いることがわかりました。（Ｐ.３５）

命に関わる重要な情報を得られるよう、防災情報の多言語化や災害時の外国人市民への
いのち かか じゅうよう じょうほう え ぼうさいじょうほう た げ ん ご か さいがい じ がいこくじん し み ん

情報伝達方法の改善、被災状況・支援ニーズの把握などの情報収集の仕組づくりに努める
じょうほうでんたつほうほう かいぜん ひ さ い じょうきょう し え ん は あ く じょうほうしゅうしゅう し くみ つと

必要があります。
ひつよう

④多文化を認め合う共生できるまちづくり
た ぶ ん か みと あ きょうせい

多文化共生の地域づくりは「多文化共生」という言葉の意味について理解することから始
た ぶ ん か きょうせい ち い き た ぶ ん か きょうせい こ と ば い み り か い はじ

まります。しかし、日本人市民の中で、その言葉の意味までを知っている人は半数以下でし
に ほ ん じ ん し み ん なか こ と ば い み し ひと はんすう い か

た。（Ｐ.２４）
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また、日本人市民は「多文化共生のまちづくりを進めるために、自分ができると思うこ
に ほ ん じ ん し み ん た ぶ ん か きょうせい すす じ ぶ ん おも

と」は「あいさつなど声をかけあい気軽に会話する」という回答が最も多く、外国人市民
こえ き が る か い わ かいとう もっと おお がいこくじん し みん

も「同じ地域で日本人と生活していくうえで、大切なこと」は「あいさつや言葉をかわす」
おな ち い き に ほ ん じ ん せいかつ たいせつ こ と ば

が最も多いことから、簡単な日常会話が多文化共生への一歩に繋がっていくと考えられま
もっと おお かんたん にちじょう か い わ た ぶ ん か きょうせい いっ ぽ つな かんが

す。（Ｐ.２５、Ｐ.３８）

外国人市民が自信を持ってコミュニケーションをとれるようになるためにも、日本語を
がいこくじん し み ん じ しん も に ほ ん ご

習得することは重要であり、日本語教室の開催は今後ますます重要な取組となっていきま
しゅうとく じゅうよう に ほ ん ご きょうしつ かいさい こ ん ご じゅうよう とりくみ

す。
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第３章 推進すべき施策の方向性
だ い しょう す い し ん し さ く ほ う こ う せ い

前章の課題を踏まえ、市では次の方向性で施策を進めていきます。
ぜんしょう か だ い ふ し つぎ ほうこうせい し さ く すす

１ コミュニケーション支援
し え ん

日々の生活に必要な情報を多言語（やさしい日本語を含む）で提供するとともに、日本や
ひ び せいかつ ひつよう じょうほう た げ ん ご に ほ ん ご ふく ていきょう に ほ ん

外国の言語や文化を学習する機会を設けるように努めていきます。
がいこく げ ん ご ぶ ん か がくしゅう き か い もう つと

推進項目
すいしんこうもく

内容
ないよう

関係部署
かんけいぶ し ょ

1 行政情報の多言語化と情報伝
ぎょうせいじょうほう た げ ん ご か じょうほうでん

達ルートの確保
たつ か く ほ

必要な行政情報を多言語で
ひ つよう ぎょうせいじょうほう た げ ん ご

提供
ていきょう

全課
ぜ ん か

市のホームページや広報紙
し こう ほう し

の多言語化
た げ ん ご か

秘書広報室（広報）
ひ し ょ こうほうしつ こうほう

市の窓口部署への多言語翻
し まど ぐち ぶ し ょ た げ ん ご ほん

訳機能のある機器の設置
やく き のう き き せ っ ち

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

2 多言語案内表示の普及・わかり
た げ ん ご あんないひょうじ ふきゅう

やすい公共サインの設置
こうきょう せ っ ち

市内の公共施設の案内板や
し な い こうきょう し せ つ あんないばん

道路案内標識などの多言語
ど う ろ あん ないひょうしき た げ ん ご

化
か

観光振興課
かんこう し ん こ う か

歴史まちづくり推進室
れ き し すいしんしつ

土木課
ど ぼ く か

都市計画課
と し け い か く か

3 日本の文化・習慣を学ぶ機会の
に ほ ん ぶ ん か しゅうかん まな き か い

提供
ていきょう

日本の文化、ルールや習慣に
に ほ ん ぶ ん か しゅうかん

ついての学習機会の提供
がくしゅう き か い ていきょう

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

生涯学習課
しょうがいがくしゅうか

次世代育成課
じ せ だ い い く せ い か

４ 日本語教育の推進
に ほ ん ごきょういく すいしん

日本語教室の運営支援
に ほ ん ご きょうしつ うんえい し え ん

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

日本語ボランティア講師の
に ほ ん ご こ う し

スキルアップ研修実施
けんしゅう じ っ し

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

5 外国語や外国文化を学ぶ機会
が い こ く ご がいこ く ぶ ん か まな き か い

の提供
ていきょう

外国語や外国の文化や習慣
が い こ く ご がいこく ぶ ん か しゅうかん

についての学習機会を提供
がくしゅう き か い ていきょう

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

生涯学習課
しょうがいがくしゅうか

６ 津山市の魅力の発信
つ や ま し みりょく はっしん

津山市観光協会などの関係
つ や ま し か んこうきょうかい かんけい

機関と連携した海外や外国
き かん れ んけい かい がい がいこく

人観光客への魅力発信
じんかんこうきゃく みりょくはっしん

観光振興課
かんこう し ん こ う か
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２ 安全・安心に暮らすための生活支援
あんぜん あんしん く せいかつ し え ん

外国人市民が地域で安心して生活できるよう日本の生活ルールや防災について学習する機
がいこくじん し み ん ち い き あんしん せいかつ に ほ ん せいかつ ぼうさい がくしゅう き

会の提供、生活環境の整備に努めていきます。
かい ていきょう せいかつかんきょう せ い び つと

推進項目
すいしんこうもく

内容
ないよう

関係部署
かんけいぶ し ょ

７ 暮らしの環境整備
く かんきょう せ い び

外国人市民にとってわかり
が いこくじん し み ん

やすい生活ガイドブックの
せ いかつ

作成（やさしい日本語、英語
さくせい に ほ ん ご えい ご

など）

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

相談窓口を設置し、生活しや
そうだんまどぐち せ っ ち せいかつ

すい環境を整備
かんきょう せ い び

環境生活課
かんきょうせ い か つ か

防犯や交通ルールなどを学
ぼ うはん こ うつう まな

ぶ機会の提供
き か い ていきょう

環境生活課
かんきょうせ い か つ か

町内会や子ども会への加入
ちょうないかい こ かい かにゅう

促進
そくしん

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

８ 教育・子育て体制の充実
きょういく こ そだ たいせい じゅうじつ

教育や子育て情報の多言語
きょういく こ そ だ じょうほう た げん ご

化
か

学校教育課
がっこうきょういくか

健康増進課
けんこう ぞ う し ん か

子育て推進課
こ そだ す い し ん か

こども保育課
ほ い く か

９ 税・医療・福祉等の制度に関す
ぜい いりょう ふ く し とう せ い ど かん

る多言語での情報提供
た げ ん ご じょうほうていきょう

税金
ぜいきん

税制課
ぜ い せ い か

納税課
の う ぜ い か

課税課
か ぜ い か

健康診断や健康相談、母子保
けんこうしんだん けんこうそうだん ぼ し ほ

健、予防接種
けん よ ぼ う せっしゅ

健康増進課
けんこう ぞ う し ん か

国民健康保険や国民年金、後
こくみんけんこう ほ け ん こくみんねんきん こう

期高齢者医療
き こうれいしゃいりょう

市民窓口課
し み ん まどぐち か

医療保険課
いりょう ほ け ん か

福祉
ふ く し

生活福祉課
せいかつ ふ く し か

障害福祉課
しょうがい ふ く し か

高齢介護課
こうれい か い ご か

10 労働環境の整備
ろうどうかんきょう せ い び

ハローワークなどと連携し
れんけい

た就業支援
しゅうぎょう し え ん

仕事・移住支援室
し ご と いじゅう し え ん し つ

11 災害対策・災害時支援の充実
さいがいたいさく さいがい じ し え ん じゅうじつ

防災情報、防災マニュアル、
ぼうさいじょうほう ぼうさい

災害発生時のＳＮＳや地域
さ い がいはっ せい じ ち い き

内放送などの多言語化
ないほうそう た げ ん ご か

危機管理室
き き か ん り し つ

外国人市民に対する防災学
が いこくじん し み ん たい ぼう さいがく

習や防災訓練などの実施
しゅう ぼうさいくんれん じ っ し

危機管理室
き き か ん り し つ
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３ 意識啓発と社会参画支援
い しきけいはつ しゃかいさんかくし え ん

学校教育や生涯教育を通じて、異文化に対する関心、理解を高めるための活動を進め、わ
がっこうきょういく しょうがいきょういく つう い ぶ ん か たい かんしん り か い たか かつどう すす

が国や郷土の歴史、文化に対する理解を深めるとともに国際感覚を持った人づくりを進めて
くに きょうど れ き し ぶ ん か たい り か い ふか こくさいかんかく も ひと すす

いきます。

避難所での多言語表示や
ひ な ん し ょ た げ ん ご ひ ょ う じ

相談窓口の設置
そうだんまどぐち せ っ ち

危機管理室
き き か ん り し つ

12 感染症流行時における対応
かんせんしょうりゅうこう じ たいおう

新型コロナウイルス感染症
し んがた かんせんしょう

など、感染症に関する多言語
かんせんしょう かん た げ ん ご

での情報提供
じょうほうていきょう

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

推進項目
すいしんこうもく

内容
ないよう

関係部署
かんけいぶ し ょ

13 地域社会に対する多文化共
ち い き しゃかい たい た ぶん か きょう

生の意識啓発
せい い し き けいはつ

多文化共生や国際理解に関す
た ぶ ん か きょうせい こくさい り か い かん

る資料・情報の提供、イベント
しりょう じょうほう ていきょう

や講座の開催
こ う ざ かいさい

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

生涯学習課
しょうがいがくしゅうか

人権啓発課
じんけんけいはつ か

外国の慣習や食文化を学ぶ機
がいこく かんしゅう しょくぶ んか まな き

会の提供
かい ていきょう

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

生涯学習課
しょうがいがくしゅうか

人権啓発課
じんけんけいはつ か

14 小・中学校における国際理
しょう ちゅうがっこう こくさい り

解教育の推進
かいきょういく すいしん

国際理解教育や外国語教育の
こくさい り か い きょういく が い こ く ご きょういく

推進による多文化共生の教育
すい しん た ぶ ん か きょうせい きょういく

の実施
じ っ し

学校教育課
がっこうきょういくか

外国語指導助手（ＡＬＴ）の配
が い こ く ご し ど う じょしゅ はい

置の充実
ち じゅうじつ

学校教育課
がっこうきょういくか

さまざまな国の献立を取り入
くに こんだて と い

れ、食を通じた国際理解を行
しょく つう こくさい り か い おこな

う学校給食の実施
がっこうきゅうしょく じ っ し

保健給食課
ほ け ん きゅうしょくか

15 外国人市民の地域社会への
がいこくじ ん し み ん ち い き しゃかい

参加促進
さん か そくしん

外国人市民の地域活動（行事や
がいこくじん し み ん ち い き かつどう ぎょうじ

イベント）への参加推進
さ ん か すいしん

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

関係課
かんけい か

審議会や委員会などへの外国
し ん ぎ か い い い ん か い がいこく

人市民の参加
じん し み ん さ ん か

行財政改革推進室
ぎょうざいせいかいかくすいしんしつ

関係課
かんけい か
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４ 地域活性化の推進やグローバル化への対応
ち い きかっせいか すいしん か たいおう

急速に進展するグローバル化に対応し、その恩恵を地域にもたらすため、外国人市民の知
きゅうそく しんてん か たいおう おんけい ち い き がいこくじん し み ん ち

見やノウハウを活用し、地域活性化の推進・グローバル化への対応を進めます。
けん かつよう ち い き か っ せ い か すいしん か たいおう すす

施策の推進に当たっては、次の 2点に留意して、進めていきます。
し さ く すいしん あ つぎ りゅうい すす

①庁内の横断的な連携を図る
ちょうない おうだんてき れんけい はか

庁内の横断的な連絡調整を行い、情報交換の場として各部局の連携を図るための定期的
ちょうない おうだんてき れんらくちょうせい おこな じょうほうこうかん ば かくぶきょく れんけい はか て い き て き

な会議を開催します。
か い ぎ かいさい

②多様な主体との連携を図る
た よ う しゅたい れんけい はか

庁内での連携をはじめ、市民、市民団体、事業者、民間団体、国・県・周辺市町村などと連携
ちょうない れんけい し み ん し み ん だんたい じぎょうしゃ みんかんだんたい くに けん しゅうへんしちょうそん れんけい

を図り、役割分担をしながら進めます。
はか やくわりぶんたん すす

ネットワークの構築により多文化共生のまちづくりに向けて、それぞれの持つ情報や人的
こうちく た ぶ ん か きょうせい む も じょうほう じんてき

資源の活用を拡大することができます。
し げ ん かつよう かくだい

16 市民が主体となって行う多
し み ん しゅたい おこな た

文化共生や国際交流活動の
ぶん か きょうせい こく さいこうりゅうかつど う

支援
し えん

サンタフェ市との交流事業の
し こうりゅうじぎょう

支援
し え ん

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

その他国際交流活動団体の活
た こくさいこうりゅうかつどう だんたい かつ

動支援
どう し え ん

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

推進項目
すいしんこうもく

内容
ないよう

関係部署
かんけいぶ し ょ

17 地域活性化の推進やグロー
ち い き かっせいか すいしん

バル化への対応
か たいおう

外国人市民の知識やノウハウ
がいこくじん し み ん ち し き

の活用を図る
かつよう はか

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

関係課
かんけい か

国際交流サポートネットの外
こくさいこうりゅう がい

国人ボランティアの登録者を
こく じん とうろく しゃ

増やし、外国人市民による外国
ふ がいこくじん し み ん がいこく

人支援のためのボランティア
じん し えん

活動を推進
かつどう すいしん

地域づくり推進室
ち い き すいしんしつ

関係課
かんけい か
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■用語の説明
よ う ご せ つ め い

用語
よ う ご

用語説明
よ う ご せつめい

多文化共生
た ぶ ん か きょうせい

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
こくせき みんぞく こと ひとびと たが ぶ ん か て き みと

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
あ たいとう かんけい きず ち い き しゃかい こうせいいん

して共に生きていくこと。（出典：総務省「多文化共生の推進に
とも い しゅってん そうむしょう た ぶ ん か きょうせい すいしん

関する研究会報告書」）
かん けんきゅうかいほうこくしょ

グローバル化
か

経済活動や人々の行動が地球的規模、地球的視野で行われる
けいざいかつどう ひとびと こうどう ちきゅうてき き ぼ ちきゅうてき し や おこな

ようになること。

出入国管理及び難民認定法
しゅつにゅうこく か ん り およ なんみんにんていほう

（入管法）
にゅうかんほう

外国人の入国・上陸・在留・出国・退去強制、日本人の出国・
がいこくじん にゅうこく じょうりく ざいりゅう しゅっこく たいきょきょうせい に ほ ん じ ん しゅっこく

帰国、難民の認定などについて規定する法律
き こ く なんみん にんてい き て い ほうりつ

インバウンド 訪日外国人観光客
ほうにちがいこくじんかんこうきゃく

特定技能／技能実習
とくてい ぎ の う ぎ の う じっしゅう

外国人労働者用の在留資格
がいこくじんろうどうしゃよう ざいりゅう し か く

医療インバウンド
いりょう

医療目的の訪日外国人観光客
いりょうもくてき ほうにちがいこくじんかんこうきゃく

多言語
た げ ん ご

２つ以上の言語が並存すること。各国の公用語のほか、「や
いじょう げ ん ご へいぞん かっこく こ う よ う ご

さしい日本語」を含む。
に ほ ん ご ふく

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
じ ぞ く か の う かいはつもくひょう

持続可能でより良い世界を目指す国際目標。17のゴールと
じ ぞ く か の う せ か い め ざ こくさいもくひょう

169 のターゲットから構成され、地球上の誰ひとり取り残
こうせい ちきゅうじょう だれ と のこ

さないことを誓っている。
ちか

市民
し み ん

津山市内で生活する人あるいは働く・勉強するすべての人
つ や ま し ない せいかつ ひと はたら べんきょう ひと

外国人市民
がいこくじん し み ん

津山市に生活拠点を有する外国籍の市民
つ や ま し せいかつきょてん ゆう がいこくせき し み ん

地球市民
ちきゅう し み ん

国籍や言語、習慣などの違いを超えた地球に暮らす一員とし
こくせき げ ん ご しゅうかん ちが こ ちきゅう く いちいん

て、地球的視野をもって行動できる人を象徴的に「地球市民」
ちきゅうてき し や こうどう ひと しょうちょうてき ちきゅう し み ん

と表現する。
ひょうげん

青年海外協力隊岡山県ＯＶ会
せいねんかいがいきょうりょくたいおかやまけん かい

青年海外協力隊経験者の組織で、開発途上国の社会的・経済
せいねんかいがいきょうりょくたいけいけんしゃ そ し き かいはつとじょうこく しゃかいてき けいざい

的発展に対する技術協力の重要性の啓発や世界中の人々と
てきはってん たい ぎじゅつきょうりょく じゅうようせい けいはつ せかいじゅう ひとびと

の相互理解を促進するためのボランティア活動などを行う。
そ う ご り か い そくしん かつどう おこな

青年招へい事業
せいねんしょう じぎょう

（独）国際協力機構が開発途上国を対象に実施する技術
ど く こく さ い きょうりょくき こ う かい は つと じょ う こく たいしょう じ っ し ぎじゅつ

協力。開発途上国の青年を専門分野別にわが国に招く事業
きょうりょく かいはつとじょうこく せいねん せんもん ぶ ん や べつ くに まね じぎょう

やさしい日本語
に ほ ん ご

簡単な表現で、外国人にも分かりやすい日本語
かんたん ひょうげん がいこくじん わ に ほ ん ご

（例）災害が起こったときには
れい さいがい お

「今朝８時10分頃、関東地方を中心に広範囲で強い地震が
け さ じ ぷんごろ かんとう ち ほ う ちゅうしん こ う は ん い つよ じ し ん

ありました。大きな地震のあとには必ず余震があります。引
おお じ し ん かなら よ し ん ひ

き続き厳重に注意してください。」
つづ げんじゅう ちゅうい

⇒「今日の朝８時10分、関東地方で大きい地震がありまし
き ょ う あさ じ ぷん かんとう ち ほ う おお じ し ん

た。大きい地震のあとには余震（あとからくる地震）があり
おお じ し ん よ し ん じ し ん

ます。気を付けてください。」
き つ
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■別添資料（アンケート調査結果）
べ っ て ん し り ょ う ち ょ う さ け っ か

調査結果の見方
ちょうさ け っ か み か た

・回答結果は小数点第2桁目を四捨五入しています。この関係で、単回答（複数の選択肢から１つだけを
かいとう け っ か しょうすうてんだい けた め ししゃごにゅう かんけい たんかいとう ふくすう せ ん た く し

選ぶ形式）の合計値がちょうど「100.0」にならない場合があります。
えら けいしき ご う け い ち ば あ い

・複数回答（2つ以上の回答を選ぶ形式）における割合についての単位はパーセントとしています。この
ふくすうかいとう いじょう かいとう えら けいしき わりあい た ん い

場合、回答は有効回答数全体に対して各々の割合を示すものであり、各選択肢の回答を合計しても
ば あ い かいとう ゆうこうかいとうすうぜんたい たい おのおの わりあい しめ かくせんたく し かいとう ごうけい

「100.0」にはなりません。

・本計画における「n」「ＳＡ」「ＭＡ」は、それぞれ次の内容を示します。
ほんけいかく つぎ ないよう しめ

「ｎ」＝サンプル数（有効回答数） 「ＳＡ」＝単回答 「ＭＡ」＝複数回答
すう ゆうこうかいとうすう たんかいとう ふくすうかいとう

● 津山市多文化共生推進に係る日本人市民向けアンケート調査
つ や ま し た ぶ ん か きょうせいす い し ん か か に ほ ん じ ん し み ん む ちょう さ

目 的 本調査は日本人市民の多文化共生に関する意識や考え、
もく てき ほんちょうさ に ほ ん じ ん し み ん た ぶ ん か きょうせい かん い し き かんが

経験を知るために実施した。
けいけん し じ っ し

調 査 対 象 津山市在住の１８歳以上の日本人市民
ち ょ う さ たいしょう つ や ま し ざいじゅう さいいじょう に ほ ん じ ん し み ん

男女３１０人（住民基本台帳から無作為抽 出）
だんじょ にん じゅうみん き ほ んだいちょう む さ く い ちゅうしゅつ

調 査 方 法 アンケート実施の案内⇒郵送
ち ょ う さ ほ う ほ う じ っ し あんない ゆうそう

アンケートの回答⇒アンケートフォーム
かいとう

※一部希望者にアンケート用紙送付
い ち ぶ き ぼ う し ゃ よ う し そ う ふ

調 査 期 間 令和２年７月３日～７月３１日
ち ょ う さ き か ん れ い わ ねん がつ にち がつ にち

回 収 結 果 有効回答数 １０３件（回答率３３．２％）
か い し ゅ う け っ か ゆうこうかいとうすう けん かいとうりつ

１．あなたご自身のことについて
じ し ん

１－１ 何歳ですか？
なんさい

回答者の年齢は、「５０代」が２４．３％と最も高く次
かいとうしゃ ねんれい だい もっと たか つ

いで「６０代」が２０．４％となっています。調査対象を
だい ちょうさたいしょう

１８歳以上と設定したため、「１０代」は１．９％と低くな
さいいじょう せってい だい ひく

っています。

１－２ 性別はどちらですか？
せいべつ

回答者の性別は、「女性」が「男性」よりも多く、
かいとうしゃ せいべつ じょせい だんせい おお

６０．２％となっています。

調

査

概

要

ち
ょ
う

さ

が
い

よ
う

ＳＡ（ｎ103）

ＳＡ（ｎ103）
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2．外国人との関わりについて
がいこくじん かか

２－１ どのような状 況で外国人と接しますか？（あてはまるものすべてに〇）
じょうきょう がいこくじん せっ

回答者の６０．２％が「ほとんど接することはない」と回答しており、市内に９８９名の外国人市民が
かいとうしゃ せっ かいとう し な い めい がいこくじん し み ん

居住しているにも関わらず、回答者の半数以上が接する機会がないという結果になっています。
きょじゅう かか かいとうしゃ はんすういじょう せっ き か い け っ か

２－１で「その他」は具体的に何ですか？
た ぐ た い て き なん

・コンビニで働いているが、客に外国人がいる。
はたら きゃく がいこくじん

・年2回ほど国際交流事業に参加している。
ねん かい こくさいこうりゅうじぎょう さ ん か

・同じアパートに東南アジア系の若い人達が住んでいる。
おな とうなん けい わか ひとたち す

・接客業のため客として来店する。
せっきゃくぎょう きゃく らいてん

・知人の友人が外国人なのでその方に会うことがあったり、インド料理を食べに行ったらインド人の
ち じ ん ゆうじん がいこくじん かた あ りょうり た い じん

店員さんを見るが、それ以外日常で出会うことがない。
てんいん み い が いにちじょう で あ

・各地の観光地で話をする機会が多い。
か く ち か ん こ う ち はなし き か い おお

・子どもの習い事で外国人の先生と話をすることがある。
こ なら ごと がいこくじん せんせい はなし

・バイト先に食事に来る。
さき しょくじ く

・家族の知人に外国人がおり、たまに会うことがある。
か ぞ く ち じ ん がいこくじん あ

２－２ 今までに、近くに住む外国人との関係で困った経験がありますか？（１つに〇）
いま ちか す がいこくじん かんけい こま けいけん

回答者の９５．１％が困った経験が「な
かいとうしゃ こま けいけん

い」と回答しています。
かいとう

95.1%

4.9%

0.0% 50.0% 100.0%

ない（98人）

ある（5人）

MA（ｎ103）

ＳＡ（ｎ103）

10.7%

11.7%

2.9%

3.9%

1.0%

12.6%

6.8%

4.9%

60.2%

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

その他（11人）

見かけるが、話をしたことはない（12人）

学校、語学学校、公民館の講座、塾などで外国人の
先生の授業を受けている（3人）

近所に住んでいてたまに話をする外国人がいる（4人）

サークル、習い事の仲間に外国人がいる（1人）

職場や学校に外国人がいる（13人）

親しくしている外国人の友人・知人がいる（7人）

家族・親族に外国人がいる（5人）

ほとんど接することはない（62人）
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２－２で「ある」と回答した方は具体的に何ですか？
かいとう かた ぐ た い て き なん

・同じアパートにいた時に、何度言っても勝手に人の駐車場に来客がとめる。
おな とき な ん ど い か っ て ひと ちゅうしゃじょう らいきゃく

・細かい言葉が通じない。
こま こ と ば つう

・マナーが悪い。
わる

・雇用関係において、国により考え方の相違がある。
こ よ う かんけい くに かんが かた そ う い

２－３ 同じ地域で外国人と生活していくうえで、大切なことは何だと思いますか？（あてはまるものす
おな ち い き がいこくじん せいかつ たいせつ なん おも

べてに〇）

回答者の６５．０%が「あいさつや言葉をかわす」と回答しており、特別に難しいことではなく「あい
かいとうしゃ こ と ば かいとう とくべつ むずか

さつ」という、ちょっとしたことが一番大切だと感じている人が多いということがわかります。
いちばんたいせつ かん ひと おお

２－３で「その他」は具体的に何ですか？
た ぐ た い て き なん

・こちらは、交流する覚悟があったとしても、外国人はどうなのかと思う。
こうりゅう か く ご がいこくじん おも

・そもそも言葉が通じるかどうか。
こ と ば つう

２－４ 外国人にとって魅力を感じる津山のこと・ものは何だと思いますか？（あてはまるものすべてに
がいこくじん みりょく かん つ や ま なん おも

〇）

回答者の４５．６％が
か い と う し ゃ

「自然」と回答しており、東京
し ぜ ん かいとう とうきょう

や大阪など大都市などにはな
おおさか だ い と し

い中山間地域ならではの豊か
ちゅうさんかんち い き ゆた

な自然を魅力と感じている人
し ぜ ん みりょく かん ひと

が多いということがわかりま
おお

す。

MA（ｎ103）

MA（ｎ103）

1.9%

58.3%

21.4%

57.3%

65.0%

2.9%

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

その他（2人）

先入観を持たない（60人）

交流会や地域コミュニティに参加し、意見交換する（22人）

生活習慣や文化、宗教の違いをお互いに理解する（59人）

あいさつや言葉をかわす（67人）

特にない（3人）

5.8%

14.6%

26.2%

26.2%

37.9%

35.0%

45.6%

15.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

その他（6人）

人（15人） 

文化・風習（27人）

街並み（27人）

食べ物（39人）

歴史的建造物（36人）

自然（47人）

特にない（16人）
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２－４で「その他」は具体的に何ですか？
た ぐ た い て き なん

・体験（作州がすり）
たいけん さくしゅう

・働き口があること
はたら ぐち

・温泉、銭湯
おんせん せんとう

・災害の少なさ（住みやすさ）、都心・観光地へのアクセスが意外と良い。
さいがい すく す と し ん か ん こ う ち い が い よ

（鳥取・神戸・大阪・広島）
とっとり こ う べ おおさか ひろしま

・井の中の蛙大海を知らずで外から見ないと津山の良さがわからないと思う。
い なか かわずだいかい し そと み つ や ま よ おも

・移り住んだばかりでわからない。
うつ す

２－５ ２－４で該当がある場合、具体的には何（どこ）ですか？
がいとう ば あ い ぐ た い て き なん

１位 鶴山公園（鶴山の桜） １５名
い かくざんこうえん かくざん さくら めい

２位 城東地区（城東むかし町、洋学資料館） １１名
い じょうとう ち く じょうとう まち ようがくしりょうかん めい

３位 牛肉料理（ホルモンうどん、煮こごり、千恵鍋） １０名
い ぎゅうにくりょうり に ち え なべ めい

その他

・衆楽園
しゅうらくえん

・滝（横野滝、津山近隣も含めて）
たき よ こ の たき つ や ま きんりん ふく

・夏まつり（花火・踊り）、秋まつり（だんじり、獅子練り）
なつ はな び おど し し ね

・武家屋敷跡、作楽神社
ぶ け や し き あと さく ら じんじゃ

・神伝流（水泳）
しんでんりゅう すいえい

・宮川朝市
みやがわあさいち

・文化センター、グリーンヒルズ
ぶ ん か

・正月、節分、花見、お盆、祭りなどの行事や風習
しょうがつ せつぶん は な み ぼん まつ ぎょうじ ふうしゅう

・四季折々の風景・花
し き おりおり ふうけい はな

・ふしぎの博物館、鉄道館（転車台）、博物館など
はくぶつかん てつどうかん てんしゃだい はくぶつかん

・加茂、阿波
か も あ ば

・弥生住居跡（古墳）
や よ いじゅうきょあと こ ふ ん

・津山の銘菓、新高梨、アンジェのケーキ、ＮＩＣＯスムージー、ピオーネ、自然薯
つ や ま め い か にいたかなし じ ね ん じ ょ

・Ｂ’ｚ稲葉さん
い な ば

・加茂マラソン
か も

・津山の人（親切）
つ や ま ひと しんせつ

・星や空気が綺麗
ほし く う き き れ い

・城西（城西ロマン館、作州民芸館）、寺町などの風情
じょうさい じょうさい かん さくしゅうみんげいかん てらまち ふ ぜ い



- ２４ -

３．多文化共生についての取組について
た ぶ ん か きょうせい とりくみ

３－１ 多文化共生という言葉を知っていましたか？（１つに〇）
た ぶ ん か きょうせい こ と ば し

回答者の５７．３％が「言葉
かいとうしゃ こ と ば

も意味も分からない」「言葉は
い み わ こ と ば

知っているが、意味はわからな
し い み

い」と回答しており、多文化
かいとう た ぶ ん か

共生が市民に浸透していない
きょうせい し み ん しんとう

ことがわかります。

３－２ 津山市は多文化共生ができていると思いますか？（１つに〇）
つ や ま し た ぶ ん か きょうせい おも

回答者の６６％が「わからな
かいとうしゃ

い」と回答しており、３－１の
かいとう

回答結果からも、言葉の意味が
かいとう け っ か こ と ば い み

わからないことがこの結果に
け っ か

関係していることが推察でき
かんけい すいさつ

ます。

３－３ 津山市は多文化共生を進めていくべきだと思いますか？（１つに〇）
つ や ま し た ぶ ん か きょうせい すす おも

回答者の６５％が「わからな
かいとうしゃ

い」と回答しており、３－１の
かいとう

回答結果からも、言葉の意味が
かいとう け っ か こ と ば い み

わからないことがこの結果に
け っ か

関係していることが推察でき
かんけい すいさつ

ます。

65.0%

6.8%

28.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

わからない（67人）

思わない（7人）   

思う（29人）    

66.0%

31.1%

2.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

わからない（68人）

出来ていない（32人）

出来ている（3人）

ＳA（ｎ103）

ＳA（ｎ103）

ＳA（ｎ103）

37.9%

19.4%

42.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

言葉も意味もわからない（39人）

言葉は知っているが、
意味は知らない（20人）

言葉も意味も知っている（44人）
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３－４ 多文化共生のまちづくりを進めるために、自分ができると思うことは何ですか？（あてはまる
た ぶ ん か きょうせい すす じ ぶ ん おも なん

ものすべてに〇）

回答者の６６．０％が「あいさつなど声をかけあい気軽に会話をする」と回答しており、少しの勇気を
かいとうしゃ こえ き が る か い わ かいとう すこ ゆ う き

出して、あいさつなどの声かけをすることは自分にもできるのではないかと考えている方が多いことが
だ じ ぶ ん かんが かた おお

わかります。この後に出てくる外国人市民アンケートにも結果を載せていますが、私たちが考えている
あと で がいこくじん し み ん け っ か の わたし かんが

よりも多くの外国人市民が日本語を理解しており、あいさつからコミュニケーションが始まることが期待
おお がいこくじん し み ん に ほ ん ご り か い はじ き た い

されます。

３－４で「その他」は具体的に何ですか？
た ぐ た い て き なん

・価値観を固定させる教育をやめる。
か ち か ん こ て い きょういく

・子どもたちが外国語や外国人と触れ合う機会が日常的になれば大人が関わる場面も増えると思うの
こ が い こ く ご がいこくじん ふ あ き か い にちじょうてき お と な かか ば め ん ふ おも

で、子どもを挟んでの交流の方が大人が緊張せず楽に交流できるのではないか。
こ はさ こうりゅう ほう お と な きんちょう らく こうりゅう

・先入観や偏見を排除して関わる。（相手の立場になって）
せんにゅうかん へんけん はいじょ かか あ い て た ち ば

３－５ 多文化共生のまちづくり推進のために、外国人に望むことは何ですか？（あてはまるものすべ
た ぶ ん か きょうせい すいしん がいこくじん のぞ なん

てに〇）

回答者の７１．８%が「日本での生活ルールを守ってほしい」と回答しており、日本人市民においても
かいとうしゃ に ほ ん せいかつ まも かいとう に ほ ん じ ん し み ん

住むところが違えばルールが違うように、外国人市民にも最初に住み始める際に、一般的なルールを伝え
す ちが ちが がいこくじん し み ん さいしょ す はじ さい いっぱんてき つた

ることが、皆が気持ちよく生活できる地域づくりへの重要なポイントだと考えられます。
みな き も せいかつ ち い き じゅうよう かんが

MA（ｎ103）

MA（ｎ103）

1.9%

5.8%

28.2%

24.3%

23.3%

66.0%

16.5%

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

その他（2人）

通訳や日本語教室などボランティア活動を行う（6人）

外国語を学ぶ（29人） 

外国人と話し合いや交流の場を設ける（25人） 

外国人と互いの生活習慣やルールについて話し合う（24人）  

外国人とあいさつなど声をかけあい気軽に会話する（68人）  

特にない（17人）  

1.0%

19.4%

19.4%

28.2%

28.2%

32.0%

71.8%

58.3%

4.9%

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

その他（1人）

津山（日本）のことを情報発信してほしい（20人）

自治会・地域の役割を担ってほしい（20人）

母国語や文化を紹介してほしい（29人）

地域の行事やイベントなどに参加してほしい（28人） 

日本語を理解できるように努めてほしい（33人）

日本での生活ルールを守ってほしい（74人）

日本の文化や習慣などを理解してほしい（60人）

特にない（5人）
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３－５で「その他」は具体的に何ですか？
た ぐ た い て き なん

・マナーの悪さが気になる。
わる き

３－６ 多文化共生のまちづくりを進めるために市が力を入れるべきことは何だと思いますか？（あて
た ぶ ん か きょうせい すす し ちから い なん おも

はまるものすべてに〇）

「生活や観光の情報を多言語化する」が４４．７％と一番多く、次いで「外国人観光客の受け入れ体制
せいかつ かんこう じょうほう た げ ん ご か いちばんおお つ がいこくじんかんこうきゃく う い たいせい

を整備する」が４３．７％。市民が外国人観光客の受け入れを期待していることが考えられます。
せ い び し み ん がいこくじんかんこうきゃく う い き た い かんが

３－６で「その他」は具体的に何ですか？
た ぐ た い て き なん

・観光客としての外国人、一般市民としての外国人、労働者としての外国人etc を区別した対応
かんこうきゃく がいこくじん いっぱん し み ん がいこくじん ろうどうしゃ がいこくじん く べ つ たいおう

・外国人と津山市民が触れ合う機会をつくる。（イベント、交流会など）
がいこくじん つ や ま し みん ふ あ き か い こうりゅうかい

・受け入れる市民の側の意識を向上させる改善
う い し み ん がわ い し き こうじょう かいぜん

・欧米とアジア系では受け入れ側の差別意識を感じる。
おうべい けい う い がわ さ べ つ い し き かん

・知名度の向上
ち め い ど こうじょう

・外国語教室の開催（ネットなどでの無償化）
が い こ く ごきょうしつ かいさい むしょう か

・市が外国人の受け入れを推進するのであれば、受け入れた外国人がらみのトラブルも市が責任を持っ
し がいこくじん う い すいしん う い がいこくじん し せきにん も

て全て解決すべき。
すべ かいけつ

・具体的に何かイベントや体制を作るのではなく、「外国人だから」という日本人特有の意識をかえ
ぐ た い て き なに たいせい つく がいこくじん に ほ ん じ んとくゆう い し き

る働きかけが必要。
はたら ひつよう

・外国人の方に対する接客力の向上
がいこくじん かた たい せっきゃくりょく こうじょう

・津山の人間が津山の事をもっと知る事だと思うが・・自分でも津山の事を詳しく知らないと思う。
つ や ま にんげん つ や ま こと し こと おも じ ぶ ん つ や ま こと くわ し おも

・「市民の海外派遣や留学生の受け入れ」と「外国人観光客の受け入れ体制整備」は、今は、コロナの
し み ん かいがい は け ん りゅうがくせい う い がいこくじんかんこうきゃく う い たいせいせ い び いま

影響で、難しいが、この先できるようになれば、とても良い事だと思う。
えいきょう むずか さき よ こと おも

・日本での生活習慣を理解してもらうために市が力を入れて外国人に理解してもらう働きをする。
に ほ ん せいかつしゅうかん り か い し ちから い がいこくじん り か い はたら

・職場の紹介
しょくば しょうかい

・海外の人への偏見が酷いのでそこを何とかしないと難しい。また、県外人に対しても偏見を持っ
かいがい ひと へんけん ひど なん むずか けんがいじん たい へんけん も

ている人が多い。
ひと おお

MA（ｎ103）

12.6%

29.1%

43.7%

37.9%

44.7%

31.1%

31.1%

5.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他（13人）

外国の文化や生活を津山市民に紹介する（30人）

外国人観光客の受け入れ体制を整備する（45人）  

市民の海外派遣や留学生を受け入れる（39人）

生活や観光の情報を多言語化する（46人）  

外国人の意見をまちづくりに反映する（32人）

日本語教室を開催する（32人）  

特にない（6人）  
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● 津山市多文化共生推進に係る外国人市民向けアンケート調査
つ や ま し た ぶ ん か きょうせいす い し ん か か がいこくじん し み ん む ち ょ う さ

目 的 本調査は外国人市民の多文化共生に関する意識や考え、
もく てき ほんちょうさ がいこくじん し み ん た ぶ ん か きょうせい かん い し き かんが

経験を知るために実施した。
けいけん し じ っ し

①無作為抽 出アンケート（日本語及び英語）
む さ く い ちゅうしゅつ に ほ ん ご およ え い ご

調 査 対 象 津山市在住の１８歳以上の外国人市民
ち ょ う さ たいしょう つ や ま し ざいじゅう さいいじょう がいこくじん し み ん

男女５００人（住民基本台帳から無作為抽 出）
だんじょ にん じゅうみん き ほ んだいちょう む さ く い ちゅうしゅつ

調 査 方 法 アンケート実施の案内⇒郵送
ち ょ う さ ほ う ほ う じ っ し あんない ゆうそう

アンケートの回答⇒アンケートフォーム
かいとう

※一部希望者にアンケート用紙送付
い ち ぶ き ぼ う し ゃ よ う し そ う ふ

調 査 期 間 令和２年７月３日～８月１７日
ち ょ う さ き か ん れ い わ ねん がつ にち がつ にち

回 収 結 果 有効回答数 ８３件（回答率）１６.７％
か い し ゅ う け っ か ゆうこうかいとうすう けん かいとうりつ

②日本語教室生徒アンケート（日本語及び英語）
に ほ ん ご きょうしつ せ い と に ほ ん ご およ え い ご

調 査 対 象 津山市内日本語教室の生徒（全教室に案内）
ち ょ う さ たいしょう つ や ま し ない に ほ ん ご きょうしつ せ い と ぜんきょうしつ あんない

調 査 方 法 アンケートフォーム
ち ょ う さ ほ う ほ う

調 査 期 間 令和２年７月２１日～８月１４日
ち ょ う さ き か ん れ い わ ねん がつ にち がつ にち

回 収 結 果 有効回答数 ９件
か い し ゅ う け っ か ゆうこうかいとうすう けん

１．あなたご自身のことについて
じ し ん

１－１ 何歳ですか？
なんさい

回答者の年齢は、「３０代」が３４．８％と最も多
かいとうしゃ ねんれい だい もっと おお

く、次いで「２０代」が３２．６％となっています。
つ だい

調査対象を１８歳以上と設定したため、「１０代」は
ちょうさたいしょう さいいじょう せってい だい

１．１％と低くなっています。
ひく

１－２ 性別はどちらですか？
せいべつ

回答者の性別は、「女性」と「男性」がほぼ同数とな
かいとうしゃ せいべつ じょせい だんせい どうすう

っています。

ＳA（ｎ92）

ＳA（ｎ92）

調

査

概

要

ち
ょ
う

さ

が
い

よ
う

1.1%

4.3%

8.7%

17.4%

34.8%

32.6%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

無回答（1人）

60代（4人）

50代（8人）

40代（16人）

30代（32人）

20代（30人）

10代（1人）

1.1%

50.0%

48.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

無回答（1人）

女性（46人）

男性（45人）
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２ 日本語でのコミュニケーションについて
に ほ ん ご

２－１ あなたは日本語がどれくらいできますか？（１つに〇）
に ほ ん ご

「話す」、「聞く」、「読む」、「書く」の全てについて、ほとんど出来ないと回答した人はいずれの項目で
はな き よ か すべ で き かいとう ひと こうもく

も最も少なく、日本語を理解している外国人市民が多いことがわかりました。
もっと すく に ほ ん ご り か い がいこくじん し み ん おお

（１）話す
はな

（２）聞く
き

（３）読む
よ

（４）書く
か

ＳA（ｎ92）

ＳA（ｎ92）

ＳA（ｎ92）

ＳA（ｎ92）

1.1%

4.3%

30.4%

37.0%

27.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

無回答（1人）

ほとんど話せない（4人）

少し話せる（28人）

日常会話ができる（34人）

自分の意見を正確に伝えることが
できる （25人）

5.4%

43.5%

30.4%

20.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

ほとんど読めない（5人）

ひらがなまたはカタカナの文章が
読める（40人）

簡単な漢字交じりの文章が
読める（28人） 

新聞が読める（19人）

2.2%

34.8%

42.4%

20.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

ほとんど聞きとれない（2人）

少し聞きとれる（32人）

日常会話はだいたい聞きとれる（39人）

テレビの日本語のニュースが理解
できる（19人）

8.7%

34.8%

34.8%

21.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

ほとんど書けない（8人）

ひらがなまたはカタカナの文章が書ける（32人）

簡単な漢字交じりの文章が書ける（32人）

漢字を使って文章が書ける（20人）
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38.0%

5.6%

8.5%

12.7%

35.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

自分で勉強している（27人）

友人・知人に教えてもらう（4人）

家族に教えてもらう（6人）

職場で教えてもらう（9人） 

日本語教室（25人）

1.1%

1.1%

26.1%

58.7%

13.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

無回答（1人）

いま勉強していないし、今後も勉強するつもりはない（1人）

いま勉強していないが、今後、勉強したい（24人）

いま勉強している（54人）

日本語がよくわかるので、勉強する必要がない（12人）

２－２ あなたは日本語を勉強していますか？（１つに〇）
に ほ ん ご べんきょう

「いま勉強している」と「いま勉強していないが、今後、勉強したい」と回答した人が、８４．８％
べんきょう べんきょう こ ん ご べんきょう かいとう ひと

と多く、日本語を学習できる環境づくりが求められることがわかります。
おお に ほ ん ご がくしゅう かんきょう もと

２－２で「いま勉強している」と答えた方にうかがいます。
べんきょう こた かた

２－３ どのように日本語を勉強しますか？方法を教えてください。（１つに〇）
に ほ ん ご べんきょう ほうほう おし

「自分で勉強している」人が３８．０％と最も多く、次に「日本語教室」が３５．２％です。「自分で勉強
じ ぶ ん べんきょう ひと もっと おお つぎ に ほ ん ご きょうしつ じ ぶ ん べんきょう

している」人の中には、日本語教室の存在を知らない人や場所や時間が合わない人がいて、通えていない
ひと なか に ほ ん ご きょうしつ そんざい し ひと ば し ょ じ か ん あ ひと かよ

人もいるのではないかと推測します。
ひと すいそく

※回答者が７１名おり、２－２で「いま勉強している」と答えた方以外の方も回答しています。
かいとうしゃ めい べんきょう こた かたい が い かた かいとう

ＳA（ｎ92）

ＳA（ｎ71）
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２－２で「いま勉強していないが、今後、勉強したい」または「いま勉強していないし、今後も勉強す
べんきょう こ ん ご べんきょう べんきょう こ ん ご べんきょう

るつもりはない」と答えた方にうかがいます。
こた かた

２－４ 勉強していない理由を教えてください。（あてはまるものすべてに〇）
べんきょう り ゆ う おし

「勉強する時間がない」と回答した人が６４．０％と最も多く、次に「日本語を教えてくれる場所が
べんきょう じ か ん かいとう ひと もっと おお つぎ に ほ ん ご おし ば し ょ

わからない」が４８．０％です。日本語教室をＰＲすると同時に、講師の人数確保やその育成に力を入
に ほ ん ご きょうしつ ど う じ こ う し にんずう か く ほ いくせい ちから い

れる必要があります。
ひつよう

２－４の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

・先生がいないので自分で勉強している。
せんせい じ ぶ ん べんきょう

・日本語が難しく、自分で勉強が出来ない。
に ほ ん ご むずか じ ぶ ん べんきょう で き

・オンライン学習
がくしゅう

・仕事をしているので、時間が取れる時に教えてくれる先生が欲しい。自分のレベルに合った先生を探
し ご と じ か ん と とき おし せんせい ほ じ ぶ ん あ せんせい さが

している。

・どこで学習できるのかわからない。
がくしゅう

・仕事をしており、自分で勉強したり、家族や同僚、フィリピンの友人からなど、日本語を勉強する
し ご と じ ぶ ん べんきょう か ぞ く どうりょう ゆうじん に ほ ん ご べんきょう

方法はたくさんある。
ほうほう

・以前グリーンヒルズで勉強していたから会話ができる。
い ぜ ん べんきょう か い わ

・日本に来た時、日本語教室に通った。
に ほ ん き とき に ほ ん ご きょうしつ かよ

ＭA（ｎ25）

28.0%

4.0%

8.0%

48.0%

28.0%

64.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他（7人）

母国の言葉だけで生活できる（1人）

そのうち母国に帰る（2人） 

日本語を教えてくれる場所がわからない（12人）

勉強するお金がない（7人）  

勉強する時間がない（16人） 
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３ 津山市の魅力について
つ や ま し みりょく

３－１ 外国人観光客にとって津山の魅力は何だと思いますか？（１つに〇）
がいこくじんかんこうきゃく つ や ま みりょく なん おも

日本人市民アンケートと同様に、「自然」が４１．３％と最も多く、津山の「自然」が豊かなところを魅力
に ほ ん じ ん し み ん どうよう し ぜ ん もっと おお つ や ま し ぜ ん ゆた みりょく

として情報発信していくことで外国からの観光客にＰＲに繋がることが考えられます。
じょうほうはっしん がいこく かんこうきゃく つな かんが

3－1の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

・温泉をもっと開発したほうが良いかもしれないです。
おんせん かいはつ よ

・この質問は意味がない。津山には多くの側面があり、それぞれの側面が、それぞれの人を魅了してい
しつもん い み つ や ま おお そくめん そくめん ひと みりょう

るから。

・ほとんどの外国人は、大阪や東京を経験したいと思っている。しかし、本当の日本の経験をしたい人
がいこくじん おおさか とうきょう けいけん おも ほんとう に ほ ん けいけん ひと

は津山を楽しむことができる。
つ や ま たの

・犯罪がない。
はんざい

・津山の人々
つ や ま ひとびと

・自分の仕事があり、親せきが住んでいるところだから。
じ ぶ ん し ご と しん す

３－２ ３－１で該当がある場合、具体的には何（どこ）ですか？（複数回答あり）
がいとう ば あ い ぐ た い て き なん ふくすうかいとう

１位 鶴山公園（津山城） １３名
かくざんこうえん つやまじょう めい

２位 衆楽園 ３名
しゅうらくえん めい

その他
た

・自然博物館、グリーンヒルズ
し ぜ ん はくぶつかん

・阿波、加茂の自然
あ ば か も し ぜ ん

・戸川町、田町
と が わ ま ち た ま ち

ＳA（ｎ92）

17.4%

31.5%

25.0%

13.0%

25.0%

27.2%

41.3%

17.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他(16人)

人(29人)

文化・風習(23人)

街並み(12人)

食べ物(23人) 

歴史的建造物(25人)

自然(38人) 

特にない(16人)  
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6.5%

38.0%

23.9%

42.4%

31.5%

21.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他(6人)

多言語対応のガイドがいない(35人)

言葉がわからない(22人)

交通・移動手段(39人)

観光スポットがわからない(29人)

特にない(20人)

・公園（神楽尾公園など）、温泉
こうえん か ぐ ら お こうえん おんせん

・災害が少ない（地震、洪水など）
さいがい すく じ し ん こうずい

・人が親切
ひと しんせつ

・食事がおいしい
しょくじ

・緑が多い（木がたくさんある）、景色が美しい、桜
みどり おお き け し き うつく さくら

・まつり（ごんご祭り、秋まつり）
まつ あき

・川を散歩してリラックス
かわ さ ん ぽ

３－３ 外国人観光客が津山市を訪れて困ることは何だと思いますか？（あてはまるものすべてに〇）
がいこくじんかんこうきゃく つ や ま し おとず こま なん おも

「交通・移動手段」が４２．４％と最も多く、移動の不便さが感じられます。次に「多言語対応のガイ
こうつう い ど う しゅだん もっと おお い ど う ふ べ ん かん つぎ た げ ん ご たいおう

ドがいない」が３８．０％であり、観光施設の多言語対応が必要と感じられます。
かんこう し せ つ た げ ん ご たいおう ひつよう かん

3－3の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

・基本的に英語でのサポートがない。
き ほ ん て き え い ご

・外国に知られていない。日本に来たら、有名なところに行ってみたい。大阪、東京、京都など。津山
がいこく し に ほ ん き ゆうめい い おおさか とうきょう きょうと つ や ま

もこのようになれば観光客が来ると思う。
かんこうきゃく く おも

・大阪心斎橋、通天閣とか、京都お寺、懐石料理とか、有名ですね、津山もこんな感じになれば観光客
おおさかしんさいばし つうてんかく きょうと てら かいせきりょうり ゆうめい つ や ま かん かんこうきゃく

が来るんじゃないかと思う。
く おも

・食事
しょくじ

・本当の情報
ほんとう じょうほう

・何もない
なに

・お客さんに対して、喜びが見えない。
きゃく たい よろこ み

・滞在場所
たいざい ば し ょ

ＭA（ｎ92）



- ３３ -

5.4%
5.4%

13.0%
38.0%

54.3%
35.9%

55.4%
20.7%
18.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

手に入れる方法がわからない(5人)

その他(5人)

日本語教室などボランティア団体(12人)

職場や学校(35人)

日本人の友人・知人(50人)

家族・親戚(33人)

インターネット・スマートフォン・ＳＮＳ(51人)

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ(19人)

津山市の広報誌(17人)

6.5%

12.0%

10.9%

35.9%

51.1%

52.2%

10.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

その他(6人)

市役所(11人)

日本語教室などボランティア団体(10人)

職場や学校(33人) 

日本人の友人・知人(47人)

家族・親せき(48人)  

特に相談しない(10人)

４ 生活情報について
せいかつ じょうほう

４－１ あなたは生活に必要な情報をどこから得ていますか？（あてはまるものすべてに〇）
せいかつ ひつよう じょうほう え

「インターネット・スマートフォン・ＳＮＳ」が５５．４%と最も多く、紙面での情報についても、
もっと おお し め ん じょうほう

多言語対応かつスマートフォンからも見ることができるようにすることで、より多くの方に情報を届け
た げ ん ご たいおう み おお かた じょうほう とど

ることができると考えられます。
かんが

4－1の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

・ウィーチャット

・図書館
と し ょ か ん

・（手に入れて）ない
て い

・中国人の友人
ちゅうごくじん ゆうじん

・日本に住む同じ出身国の友だち
に ほ ん す おな しゅっしんこく とも

４－２ あなたが困ったときに誰に相談しますか？（あてはまるものすべてに〇）
こま だれ そうだん

「家族・親せき」が５２．２%と最も多く、次に「日本人の友人・知人」が５１．１%です。一方で、
か ぞ く しん もっと おお つぎ に ほ ん じ ん ゆうじん ち じ ん いっぽう

「特に相談しない」という回答も１０．９％あり、そういった人が相談できる窓口の情報を発信する必要
とく そうだん かいとう ひと そうだん まどぐち じょうほう はっしん ひつよう

があります。

ＭA（ｎ92）

ＭA（ｎ92）
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5.4%
46.7%

27.2%
42.4%

35.9%
30.4%

53.3%
47.8%

32.6%
57.6%

54.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他(5人)

地域のイベント(43人)

津山市の観光情報(25人)

仕事の情報(39人)
病院の場所(33人)

子育てや学校の情報(28人)

健康保険の情報(49人)

年金の情報(44人)

ゴミ出しなど生活のルール(30人)
税金の情報(53人)

災害情報(50人) 

4－2の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

・職場の雇用主
しょくば こ よ う ぬ し

・銀行
ぎんこう

・岡山県産業技術協同組合
おかやまけんさんぎょうぎじゅつきょうどうくみあい

・中国人の友人
ちゅうごくじん ゆうじん

・日本に住む同じ出身国の友人・知人
に ほ ん す おな しゅっしんこく ゆうじん ち じ ん

４－３ あなたが必要とする生活情報は何ですか？（あてはまるものすべてに〇）
ひつよう せいかつじょうほう なん

「税金の情報」が５７．６%と最も多く、次に「災害情報」が５４．３％と続きます。
ぜいきん じょうほう もっと おお つぎ さいがいじょうほう つづ

4－3の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

・日本人も含めて、みんながこれらの情報を必要としていると思いませんか？
に ほ ん じ ん ふく じょうほう ひつよう おも

・銀行
ぎんこう

・外国人を受け入れ、保証人がいらないアパート
がいこくじん う い ほしょうにん

・保証人がいらない賃貸か分譲の家
ほしょうにん ちんたい ぶんじょう いえ

５ 子育てや教育について
こ そ だ きょういく

５－１ あなたには１８歳以下の子どもがいますか？（１つに〇）
さい い か こ

「いない」が６４．１%です。

ＭA（ｎ92）

ＳA（ｎ92）

1.1%

64.1%

34.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

無回答（1人）

いない（59人）

いる（32人）
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53.1%

12.5%

37.5%

28.1%

6.3%

21.9%

34.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

困っていることはない（17人）

その他（4人）

子どもの将来の仕事が心配だ（12人） 

親同士のコミュニケーションが難しい（9人）

友だちができない（2人）  

いじめにあう（7人）

学校や保育園などの情報がわからない（11人）

５－１で「いる」と回答した方にうかがいます。
かいとう かた

５－２ 子育てや学校について困っていることは何ですか？（あてはまるものすべてに〇）
こ そ だ がっこう こま なん

「困っていることはない」が５３．１％と多いものの、「子どもの将来が心配だ」という回答もあり、
こま おお こ しょうらい しんぱい かいとう

積極的な情報提供や相談窓口の案内が求められていると考えられます。
せっきょくてき じょうほうていきょう そうだんまどぐち あんない もと かんが

5－2の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

・学校の情報が知りたい。
がっこう じょうほう し

・学校の役員のやり方がわかりにくいので難しい。
がっこう やくいん かた むずか

・資料の内容が理解できず、答えるのに大変時間がかかる。
しりょう ないよう り か い こた たいへんじ か ん

・学校や保育園からの資料が理解できない。私の子どもは小学生で、自分が外国人なので、学校の仕
がっこう ほ い く え ん しりょう り か い わたし こ しょうがくせい じ ぶ ん がいこくじん がっこう し

組や学校で使われている要件や条件がわからない。
くみ がっこう つか ようけん じょうけん

６ 防災・災害について
ぼうさい さいがい

６－１ 地震・台風・洪水などの時、どうすれば良いか知っていますか？（１つに〇）
じ し ん たいふう こうずい とき よ し

「知らない」が３５．９%であり、
し

緊急事態の際に、どのように動けばよ
きんきゅうじ た い さい うご

いかを知らない人がゼロになるように、
し ひと

情報提供や学習する機会を設ける必要
じょうほうていきょう がくしゅう き か い もう ひつよう

があります。

ＭA（ｎ32）

ＳA（ｎ92）

35.9%

64.1%

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

知らない(33人)

知っている(59人)  
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2.2%

40.2%

43.5%

46.7%

27.2%

23.9%

22.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他（2人）

津山市の相談窓口、仮設住宅や資金貸付など（37人）  

避難所での生活ルール（40人）

災害の大きさや避難場所の情報（43人）

地域の防災訓練（25人）

パンフレット（22人）

特にない（21人）  

1.1%
20.7%

35.9%
50.0%

6.5%
12.0%

69.6%
13.0%

47.8%
3.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他（1人）

津山市防災メール（19人）  

職場・学校の人（33人）

友人・知人（46人）

市役所（6人）

新聞（11人） 

インターネット・スマートフォン・パソコン（64人）

ラジオ（12人）

テレビ（44人） 

特にない（3人）  

６－２ 地震や台風などの災害が発生したとき、あなたはどこから情報を入手しますか？（あてはまる
じ し ん たいふう さいがい はっせい じょうほう にゅうしゅ

ものすべてに〇）

「インターネット・スマートフォン・パソコン」が６９．６％と最も多く、ホームページやフェイスブ
もっと おお

ックなどを通じてのやさしいにほんごや多言語での情報発信が有効ということがわかります。
つう た げ ん ご じょうほうはっしん ゆうこう

6－2の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

・母国に帰ったときに家族に聞く。
ぼ こ く かえ か ぞ く き

６－３ 災害のとき母国語でどのような支援を望みますか（あてはまるものすべてに〇）
さいがい ぼ こ く ご し え ん のぞ

災害に関する情報を日本語と同時に、やさしい日本語や多言語で発信することが大切で、そういった
さいがい かん じょうほう に ほ ん ご ど う じ に ほ ん ご た げ ん ご はっしん

情報は日本人市民だけでなく、外国人市民も必要としていることが改めて認識できます。
じょうほう に ほ ん じ ん し み ん がいこくじん し み ん ひつよう あらた にんしき

6－3の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

⇒記述なし
きじゅつ

ＭA（ｎ92）

ＭA（ｎ92）
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4.3%
21.7%

33.7%
18.5%

75.0%
35.9%
40.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他（4人）

日本語教室などで日本の先生の授業を受けている（20人）

近所住んでいて、たまに話をする日本人がいる（31人）

サークル、習い事の仲間に日本人がいる（17人）

職場や学校に日本人がいる（69人）

親しくしている日本人の友人がいる（33人）

家族・親戚が日本人である（37人）  

７ 地域社会との関わりについて
ち い き しゃかい かか

７－１ どのような状 況で日本人と接しますか？（あてはまるものすべてに〇）
じょうきょう に ほ ん じ ん せっ

「職場や学校に日本人がいる」が７５．０%と最も多い。在留資格に技能実習生が多いことからもわ
しょくば がっこう に ほ ん じ ん もっと おお ざいりゅう し か く ぎ の うじっしゅうせい おお

かるように、仕事のために来日された方が多いことが要因と考えられます。
し ご と らいにち かた おお よういん かんが

7－1の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

・近所の日本人との会話がなぜかない。
きんじょ に ほ ん じ ん か い わ

・特別永住者なので、日本人とほとんど同じ生活をしてきているので、周りは日本人しかいない。家族
とくべつえいじゅうしゃ に ほ ん じ ん おな せいかつ まわ に ほ ん じ ん か ぞ く

も私以外は帰化して日本人。
わたしい が い き か に ほ ん じ ん

・私は地域コミュニティの中でとても活発に活動している。会議、清掃、行事などに参加している。
わたし ち い き なか かっぱつ かつどう か い ぎ せいそう ぎょうじ さ ん か

・スーパーで何かを買うときや市役所に行くとき。
なに か し や く し ょ い

７－２ 今までに、近くに住む日本人との関係で困った経験がありますか？（１つに〇）
いま ちか す に ほ ん じ ん かんけい こま けいけん

「ない」が８５．９%と多くなっています。
おお

７－２で「ある」と回答した方にうかがいます。
かいとう かた

７－３ 具体的にはどのようなことですか？（記入してください）
ぐ た い て き きにゅう

・特別永住者で、子どもの頃は祖父母の影響で家の中では微妙に母国の習慣があり、子どもなので
とくべつえいじゅうしゃ こ ころ そ ふ ぼ えいきょう いえ なか びみょう ぼ こ く しゅうかん こ

それが普通（常識）だと思っていて、大人になってから自分の常識が大丈夫なのか？ と自信が
ふ つ う じょうしき おも お と な じ ぶ ん じょうしき だいじょうぶ じ し ん

なく困ることがある。
こま

1.1%

85.9%

13.0%

0.0% 50.0% 100.0%

無回答（1人）

ない（79人）

ある（12人）        

ＭA（ｎ92）

ＳA（ｎ92）
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4.3%

38.0%

33.7%

26.1%

44.6%

31.5%

39.1%

8.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他（4人）

外国の文化や生活を津山市民に紹介（35人）

外国人観光客の受け入れ体制の整備（31人）

市民の海外派遣や留学生の受け入れ（24人）

生活や観光の情報の多言語化（41人）

外国人の意見をまちづくりに反映（29人）

日本語教室の開催（36人）

特にない（8人）  

3.3%

20.7%

25.0%

57.6%

64.1%

13.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他(3人)

先入観を持たない(19人)  

交流会や地域コミュニティに参加し、意見交換をする(23人)

生活習慣や文化、宗教の違いをお互いに理解する(53人)

あいさつや言葉をかわす(59人)

特にない(12人)  

・職場で不快に感じることがある。特に彼ら（日本人）が言っていることが理解できず、そのことに
しょくば ふ か い かん とく かれ に ほ ん じ ん い り か い

より怒られる時。
おこ とき

・性格が合わないこと
せいかく あ

７－４ 同じ地域で日本人と生活していくうえで、大切なことは何だと思いますか？（あてはまるものす
おな ち い き に ほ ん じ ん せいかつ たいせつ なん おも

べてに〇）

「あいさつや言葉をかわす」が６４．１％と最も多く、日本人市民アンケ-トと同じ結果となりました。
こ と ば もっと おお に ほ ん じ ん し み ん おな け っ か

７－４の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

・ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ

・私の経験では、私が日本文化に馴染むように頑張れば、私の近所の人たちが私を同じ仲間だと扱
わたし けいけん わたし に ほ ん ぶ ん か な じ がん ば わたし きんじょ ひと わたし おな な か ま あつか

うようになる。

・私たちが理解できなかった時にも、怒らず、馬鹿にしないことを希望する。
わたし り か い とき おこ ば か き ぼ う

７－５ 多文化共生のまちづくりを進めるために市が力を入れるべきことは何だと思いますか？（あて
た ぶ ん か きょうせい すす し ちから い なん おも

はまるものすべてに〇）

「生活や観光の情報の多言語化」や「日本語教室の開催」という特に市内在住者に向けてのものと、
せいかつ かんこう じょうほう た げ ん ご か に ほ ん ご きょうしつ かいさい とく し な いざいじゅうしゃ む

「外国人観光客の受け入れ体制の整備」という外国からの来客に向けてのものの両方の充実が求められ
がいこくじんかんこうきゃく う い たいせい せ い び がいこく らいきゃく む りょうほう じゅうじつ もと

ていることがわかります。

ＭA（ｎ92）

ＭA（ｎ92）
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7－5の「その他」の内容を教えてください。
た ないよう おし

・私の考えでは、日本に住む外国人は日本の習慣や文化に従って生活すべきである。日本人は外国人
わたし かんが に ほ ん す がいこくじん に ほ ん しゅうかん ぶ ん か したが せいかつ に ほ ん じ ん がいこくじん

（の習慣や文化）に従って生活する必要はない。問題は日本人が外国人を「違うもの」として扱う
しゅうかん ぶ ん か したが せいかつ ひつよう もんだい に ほ ん じ ん がいこくじん ちが あつか

こと、例えばこういったアンケートをするように。
たと

・津山を世界に発信、世界を津山へ発信
つ や ま せ か い はっしん せ か い つ や ま はっしん

・私たちが回答しなければならないような、特に「重要な書類」（市役所の書類や銀行の書類）につい
わたし かいとう とく じゅうよう しょるい し や く し ょ しょるい ぎんこう しょるい

て多言語サポートをする外国人がより住みやすい市。アパートを探していたり、家を買うときに外国
た げ ん ご がいこくじん す し さが いえ か がいこく

人だからといって拒否されることがない市
じん き ょ ひ し

・場所においては、アパートを探したり、家を借りたり買うときに代理店や人々から、仕事においては、
ば し ょ さが いえ か か だ い り て ん ひとびと し ご と

職場での昇進も正社員になる時も拒否される。
しょくば しょうしん せいしゃいん とき き ょ ひ
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津山市多文化共生推進指針
つ や ま し た ぶ ん か きょうせい す い し ん し し ん

令和３年３月 日策定
れ い わ ねん がつ にち さくてい

津山市地域振興部地域づくり推進室
つ や ま し ち い き し ん こ う ぶ ち い き すいしんし つ

岡山県津山市山北５２０
おかやまけん つ や ま し やまきた
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