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１ 箕面市
み の お し

における国際化
こくさいか

施策
し さ く

の経過
け い か

 

（１）あゆみ 

 箕面市
み の お し

で本格的
ほんかくてき

な国際
こくさい

交 流
こうりゅう

事業
じぎょう

が開始
か い し

されたのは、１９８７年
     ね ん

（昭和
しょうわ

６２年
   ねん

）か

らです。同年
どうねん

に「箕面市
み の お し

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

懇談会
こんだんかい

」が設置
せ っ ち

され、国際
こくさい

交 流
こうりゅう

事業
じぎょう

の推進
すいしん

にあ

たっての基本的
きほんてき

な考え方
かんが かた

が整理
せ い り

されました。 

 その基本的
きほんてき

な考え方
かんが かた

に基づき
も と   

、様々
さまざま

な国際
こくさい

交 流
こうりゅう

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

してきましたが、社会
しゃかい

情 勢
じょうせい

や箕面市
み の お し

を取り巻く
と り ま く

状 況
じょうきょう

の変化
へ ん か

により、１９９１年
     ね ん

（平成
へいせい

３年
ねん

）３月
が つ

に箕面市
み の お し

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

施策
し さ く

検討
けんとう

懇話会
こんわかい

から、財団
ざいだん

法人
ほうじん

設立
せつりつ

による国際
こくさい

交 流
こうりゅう

事業
じぎょう

の推進
すいしん

、海外
かいがい

都市
と し

交 流
こうりゅう

及び
およ  

市民
し み ん

の海外
かいがい

派遣
は け ん

交 流
こうりゅう

、国際
こくさい

交 流
こうりゅう

活動
かつどう

の拠点
きょてん

施設
し せ つ

整備
せ い び

などの具体的
ぐたいてき

な施策
し さ く

を盛り込んだ
も  こ   

「箕面市
み の お し

における今後
こ ん ご

の国際
こくさい

施策
し さ く

のあり方
   かた

について」提言
ていげん

を受けました
う     

。

そして、１９９２年
     ね ん

（平成
へいせい

４年
 ね ん

）６月
が つ

に国際
こくさい

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

を設立
せつりつ

しました。 

 １９９４年
      ね ん

（平成
へいせい

６年
  ねん

）４月
が つ

には、国際化
こくさいか

施策
し さ く

を体系化
たいけいか

し、「だれもがいきいき

と暮らせる
く    

まちに～開かれた
ひ ら     

地域づくり
ち い き    

・地球
ちきゅう

の問題
もんだい

を足
あし

もとから見つめて
み   

～地域
ち い き

を超えた
こ   

交 流
こうりゅう

と 協 力
きょうりょく

」をめざした「箕面市
み の お し

国際化
こくさいか

推進
すいしん

指針
し し ん

（以下
い か

「旧指針
きゅうししん

」とい

います。）」を策定
さくてい

しました。 

この旧指針
きゅうししん

に基づき
もと   

、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが地球
ちきゅう

市民
し み ん

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として相互
そ う ご

理解
り か い

と

自覚
じ か く

を深め
ふ か  

、地域
ち い き

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で地球
ちきゅう

規模
き ぼ

の人類的
じんるいてき

課題
か だ い

に対する
たい   

取組
とりくみ

を進める
す す   

ことをめ

ざし、国際
こくさい

交 流
こうりゅう

事業
じぎょう

を展開
てんかい

してきました。そして、１９９５年
      ね ん

（平成
へいせい

７年
  ねん

）にニュ

ージーランド・ハット市
し

と国際
こくさい

協 力
きょうりょく

都市
と し

提携
ていけい

を、２００３年
ねん

（平成
へいせい

１５年
   ねん

）には

メキシコ・クエルナバカ市
し

と国際
こくさい

友好
ゆうこう

都市
と し

提携
ていけい

を盟約
めいやく

しました。 

１９９７年
     ね ん

（平成
へいせい

９年
  ねん

）には、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

施策
し さ く

懇話会
こんわかい

が設置
せ っ ち

され、日本人
にほんじん

市民
し み ん

と

等しく
ひと   

行 政
ぎょうせい

サービスが保障
ほしょう

されたまちづくりについて検討
けんとう

がなされ、翌年
よくとし

１０月
   がつ

に
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同懇話会
どうこんわかい

から「箕面市
み の お し

における外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に関する
か ん   

施策
し さ く

のあり方
   かた

について－だれも

が住みやすい
す    

箕面
み の お

をめざして－」が提言
ていげん

されました。 

 １９９８年
     ね ん

（平成
へいせい

１０年
  ね ん

）には、旧指針
きゅうししん

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

について、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の生活
せいかつ

実態
じったい

や意見
い け ん

を把握
は あ く

するため、１６歳
  さ い

以上
いじょう

の外国人
がいこくじん

登録者
とうろくしゃ

全員
ぜんいん

に対して
た い   

アンケート

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。その際
さい

には、４か国語
  こ く ご

（日本語
に ほ ん ご

、韓国
かんこく

・朝鮮語
ちょうせんご

、中国語
ちゅうごくご

、英語
え い ご

）

のアンケート用紙
よ う し

を用意
よ う い

し、１７か国語
    こ く ご

で表記
ひょうき

した調査
ちょうさ

趣旨
し ゅ し

を同封
どうふう

するほか、必要
ひつよう

に

応じて
お う   

聞き取り
き  と  

調査
ちょうさ

も行う
おこな 

など、より多く
お お  

の外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の意見
い け ん

を集 約
しゅうやく

できるよう

努めました
つ と       

。 

 ２００１年
    ね ん

（平成
へいせい

１３年
  ね ん

）３月
 が つ

には、これまでの旧指針
きゅうししん

の精神
せいしん

を引き継いだ
ひ  つ   

「箕面市
み の お し

国際化
こくさいか

推進
すいしん

計画
けいかく

」を定めて
さ だ   

、「誰
だれ

もが住み
す  

よく、多文化
た ぶ ん か

がいきづくまち」の実現
じつげん

を図る
は か  

ために様々
さまざま

な取組
とりくみ

を進めて
す す   

きました。また同年
どうねん

には市
し

議会
ぎ か い

において、１９９４年
     ね ん

（平成
へいせい

６年
ねん

）１０月
  が つ

の「定 住
ていじゅう

外国人
がいこくにん

に対する
たい   

地方
ち ほ う

選挙
せんきょ

への参政権
さんせいけん

など、人権
じんけん

保障
ほしょう

の

確立
かくりつ

に関する
か ん   

要望書
ようぼうしょ

決議
け つ ぎ

」の採択
さいたく

に続き
つづ  

、「永 住
えいじゅう

外国人
がいこくじん

の地方
ち ほ う

選挙
せんきょ

における参政権
さんせいけん

の付与
ふ よ

を求める
もと   

意見書
いけんしょ

」が議決
ぎ け つ

され、国
くに

に対して
たい   

永 住
えいじゅう

外国人
がいこくじん

への地方
ち ほ う

参政権
さんせいけん

付与
ふ よ

を

要望
ようぼう

しました。 

 ２００６年度
ね ん ど

（平成
へいせい

１８年度
  ね ん ど

）から５年間
  ねんかん

を計画
けいかく

期間
き か ん

とした「第２期
だ い  き

箕面市
み の お し

国際化
こくさいか

推進
すいしん

計画
けいかく

」では、「外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の人権
じんけん

の尊 重
そんちょう

」「多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」「市民
し み ん

主体
しゅたい

の国際化
こくさいか

活動
かつどう

の促進
そくしん

」の３つの基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

に基づき
も と   

、国際
こくさい

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

と協 働
きょうどう

しなが

ら国際化
こくさいか

施策
し さ く

を推進
すいしん

してきました。 

 

（２）年 表
ねんぴょう

 

１９７８年
      ね ん

 ・ 箕面市
み の お し

人権
じんけん

啓発
けいはつ

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

を設立
せつりつ
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（昭和
しょうわ

５３年
  ね ん

） 

１９８０年 

（昭和５５年） 

・ 北摂
ほくせつ

七市
な な し

職 員
しょくいん

共同
さいよう

採用
さいよう

試験
し け ん

において全職種
ぜんしょくしゅ

の国籍
こくせき

条 項
じょうこう

を

撤廃
てっぱい

 

１９８２年 

（昭和５７年） 

・ 「人権
じんけん

問題
もんだい

に関する
か ん   

市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

」を実施
じ っ し

（以降
い こ う

５年
 ね ん

毎
ごと

に実施
じ っ し

） 

１９８６年 

（昭和６１年） ・ 「箕面市
み の お し

非核
ひ か く

平和
へ い わ

都市
と し

宣言
せんげん

」を採択
さいたく

 

１９８７年 

（昭和６２年） 

・ 箕面市
み の お し

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

検討
けんとう

懇談会
こんだんかい

を開催
かいさい

 

・ ホストファミリー事業
じぎょう

を開始
か い し

 

１９８８年 

（昭和６３年） 

・ 「箕面
み の お

生活
せいかつ

ガイドブック」（日英
にちえい

併記
へ い き

）を発行
はっこう

 

・ 箕面市
み の お し

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

基金
き き ん

を設置
せ っ ち

 

・ 箕面市
み の お し

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

友
とも

の会
かい

が発足
ほっそく

 

１９８９年 

（平成
へいせい

元年
がんねん

） 

・ 箕面市
み の お し

人権
じんけん

啓発
けいはつ

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

・在日
ざいにち

韓国
かんこく

・朝鮮人
ちょうせんじん

問題
もんだい

啓発
けいはつ

研 究
けんきゅう

部会
ぶ か い

が発足
ほっそく

 

１９９０年 

（平成２年） 

・ 箕面市
み の お し

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

ボランティア制度
せ い ど

を設置
せ っ ち

 

・ 箕面市
み の お し

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

施策
し さ く

検討
けんとう

懇話会
こんわかい

を開催
かいさい

（翌年
よくねん

３月
 が つ

提言
ていげん

） 

１９９２年 

（平成４年） 

・ メキシコ・モレロス大学
だいがく

箕面
み の お

研 修
けんしゅう

の受入
うけいれ

開始
か い し

 

・ （財
ざい

）箕面市
み の お し

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

を設立
せつりつ

 

・ 「箕面市
み の お し

在日
ざいにち

外国人
がいこくじん

教 育
きょういく

の指針
し し ん

（在日
ざいにち

韓国
かんこく

・朝鮮人
ちょうせんじん

教 育
きょういく

か

らの出 発
しゅっぱつ

）」を策定
さくてい

 

１９９３年 

（平成５年） 

・ 「箕面
み の お

生活
せいかつ

ガイドブック」（日英
にちえい

併記
へ い き

）改訂版
かいていばん

を発行
はっこう

 

・ 「みのおセッパラム」を開催
かいさい

 

・ 「箕面市
み の お し

人権
じんけん

宣言
せんげん

」を採択
さいたく
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１９９４年 

（平成６年） 

・ 「箕面市
み の お し

国際化
こくさいか

推進
すいしん

指針
し し ん

」を策定
さくてい

 

・市
し

議会
ぎ か い

で「定 住
ていじゅう

外国人
がいこくにん

に対する
た い   

地方
ち ほ う

選挙
せんきょ

への参政権
さんせいけん

など、人
にん

 

権
けん

保障
ほしょう

の確立
かくりつ

に関する
か ん   

要望
ようぼう

決議
け つ ぎ

」を採択
さいたく

 

・ 箕面市
み の お し

人権
じんけん

国際化
こくさいか

施策
し さ く

推進
すいしん

市民
し み ん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

（９月
 が つ

提言
ていげん

） 

１９９５年 

（平成７年） 

・「箕面
み の お

生活
せいかつ

ガイドブック」（日英
にちえい

併記
へ い き

）改訂版
かいていばん

を発行
はっこう

 

・「箕面市
み の お し

公 共
こうきょう

施設
し せ つ

における外国語
がいこくご

表記
ひょうき

マニュアル」を作成
さくせい

 

・ ハット市
し

と国際
こくさい

協 力
きょうりょく

都市
と し

提携
ていけい

を盟約
めいやく

 

１９９７年 

（平成９年） ・ 箕面市
み の お し

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

施策
し さ く

懇話会
こんわかい

を設置
せ っ ち

（翌年
よくとし

１０月
  が つ

提言
ていげん

） 

１９９８年 

（平成１０年） 

・ 「箕面
み の お

生活
せいかつ

ガイドブック」（日英
にちえい

併記
へ い き

）改訂版
かいていばん

を発行
はっこう

 

・ 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

 

１９９９年 

（平成１１年） ・ ハット市
し

に「ハット・箕面
み の お

友好
ゆうこう

ハウス」開設
かいせつ

 

２０００年 

（平成１２年） ・ 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

ネットワーク会議
か い ぎ

の開催
かいさい
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２００１年 

（平成１３年） 

・ 「箕面市
み の お し

国際化
こくさいか

推進
すいしん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

 

・ 市
し

議会
ぎ か い

が「永 住
えいじゅう

外国人
がいこくじん

の地方
ち ほ う

選挙
せんきょ

における参政権
さんせいけん

の付与
ふ よ

を

求める
も と   

意見書
いけんしょ

」を議決
ぎ け つ

、国
くに

に対して
た い   

永 住
えいじゅう

外国人
がいこくじん

への地方
ち ほ う

参政権
さんせいけん

付与
ふ よ

を要望
ようぼう

 

・ 「箕面
み の お

生活
せいかつ

ガイドブック」（日英
にちえい

併記
へ い き

）改訂版
かいていばん

を発行
はっこう

 

２００２年 

（平成１４年） ・ 「箕面市
み の お し

国際化
こくさいか

推進
すいしん

計画
けいかく

実施
じ っ し

計画
けいかく

」を策定
さくてい

 

２００３年 

（平成１５年） 

・ 「箕面市
み の お し

人権
じんけん

のまち条 例
じょうれい

」制定
せいてい

（４月
 が つ

施行
せ こ う

） 

・ メキシコ・クエルナバカ市
し

と国際
こくさい

友好
ゆうこう

都市
と し

提携
ていけい

を盟約
めいやく

 

２００５年 

（平成１７年） ・ 国際
こくさい

協 力
きょうりょく

都市
と し

提携
ていけい

１０周年
  しゅうねん

記念
き ね ん

事業
じぎょう

 

２００６年 

（平成１８年） 

・ 「第２期
だ い  き

箕面市
み の お し

国際化
こくさいか

推進
すいしん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

 

・ 箕面市
み の お し

市制
し せ い

施行
し こ う

５０周年
   しゅうねん

記念
き ね ん

式典
しきてん

 

２００７年 

（平成１９年） ・ モレロス大学
だいがく

箕面
み の お

研 修
けんしゅう

受入
うけいれ

１５周年
   しゅうねん

記念
き ね ん

事業
じぎょう

 

２０１１年 

（平成２３年） 

・ 「箕面市
み の お し

人権
じんけん

のまち推進
すいしん

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」を策定
さくてい

 

・ 「新箕面市
し ん み の お し

人権
じんけん

教 育
きょういく

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」を策定
さくてい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕面
み の お

生活
せいかつ

ガイドブック 
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２ 指針
し し ん

策定
さくてい

の経過
け い か

 

 今回
こんかい

の指針
し し ん

策定
さくてい

に際して
さ い   

、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

のニーズを把握
は あ く

するため、国際
こくさい

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

と

協 働
きょうどう

し、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

当事者
とうじしゃ

や国際化
こくさいか

活動
かつどう

団体
だんたい

等
とう

との意見
い け ん

交換会
こうかんかい

を３回
 か い

実施
じ っ し

しました。 

また、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

や外国人
がいこくじん

市民
し み ん

、その支援者
しえんしゃ

等
とう

で構成
こうせい

する指針
し し ん

策定
さくてい

アドバイザー

会議
か い ぎ

では、意見
い け ん

交換会
こうかんかい

で聴 取
ちょうしゅ

した意見
い け ん

をもとに現 状
げんじょう

と課題
か だ い

の整理
せ い り

を行いました
おこな      

。 

さらに、箕面市
み の お し

人権
じんけん

行 政
ぎょうせい

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

会議
か い ぎ

などでの検討
けんとう

を経て
へ  

、素案
そ あ ん

を作成
さくせい

・公開
こうかい

し、

パブリックコメントによって幅広く
はばひろ  

意見
い け ん

を求めまし
もと      

た。 

 

 

３ 指針
し し ん

策定
さくてい

アドバイザー（ 略
りゃく

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハット・箕面
み の お

友好
ゆうこう

ハウス 
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４ 箕面
み の お

市民
し み ん

の人権
じんけん

に関する
か ん   

市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

 

（２００９年
     ね ん

（平成
へいせい

２１年
  ね ん

）９月
  がつ

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

報告書
ほうこくしょ

より抜粋
ばっすい

） 

 

＜問
とい

24＞ あなたは、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

が日本
に ほ ん

で生活
せいかつ

していることに対して
た い

、日頃
ひ ご ろ

どのよ

うに思います
お も     

か（〇はそれぞれ 1 つだけ）。 

 そ
う
思
う

お

も  
ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ
う
思
う 

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な
い 

そ

う

思

わ

な
い 

無
回
答

む
か
い
と
う 

① 外国人
がいこくじん

が増える
ふ   

と治安
ち あ ん

や風紀
ふ う き

が悪く
わ る  

なる 
8.2% 17.3% 

36.6

% 

14.8

% 

19.2

% 
3.8% 

② 外国人
がいこくじん

の労働者
ろうどうしゃ

が増える
ふ   

と、日本人
に ほ ん じ ん

の
働く
はたら 

場
ば

がなくなっていく 
6.9% 19.7% 

33.4

% 

15.4

% 

20.1

% 
4.5% 

③ 日本
に ほ ん

で生活
せいかつ

をしている限り
か ぎ  

は、日本
に ほ ん

に
なじむよう努め

つ と  

るべきだ 
30.8% 41.8% 

15.0

% 
4.7% 3.8% 3.8% 

④ 外国人
がいこくじん

が自国
じ こ く

のことば（母語
ぼ ご

）や歴史
れ き し

などを学ぶ
ま な  

ことは、大切
たいせつ

なことだ 
41.5% 39.1% 

11.8

% 
1.7% 1.4% 4.5% 

⑤ 日本
に ほ ん

の国際化
こ く さ い か

にとってよいことだ 30.1% 37.6% 
23.4

% 
2.5% 2.3% 4.1% 

8.2

6.9

30.8

41.5

30.1

17.3

19.7

41.8

39.1

37.6

36.6

33.4

15.0

11.8

23.4

14.8

15.4

19.2

20.1

4.7

1.7

2.5

3.8

1.4

2.3

4.5

3.8

4.5

3.8

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外国人が増えると治安や風紀が悪くなる　　　　　　　

外国人の労働者が増えると、日本人の働く場がな
くなっていく　　　　

日本で生活をしている限りは、日本になじむよう努
めるべきだ　　　　　

外国人が自国のことば（母語）や歴史などを学ぶこ
とは、大切なことだ

日本の国際化にとってよいことだ　　　　　　　　　　　　

　そう思う 　どちらかといえばそう思う

　とちらともいえない 　どちらかといえばそう思わない
　そう思わない 　無回答

外国人の労働者が増えると、日本人の働く場が
なくなっていく

外国人が自国のことば（母語）や歴史などを
学ぶことは、大切なことだ

外国人が増えると治安や風紀が悪くなる

日本で生活をしている限りは、日本になじむよう
努めるべきだ

日本の国際化にとってよいことだ
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＜問
とい

25＞ あなたは、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとって、特
とく

に問題
もんだい

があると思う
お も  

のはどのような

ことですか（○は 3333 つつつつまで）。 

 

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

防災
ぼうさい

など生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

が手
て

に入り
は い  

にくいこと 
３９．１％ 

就 職
しゅうしょく

や仕事
し ご と

の内容
ないよう

、待遇
たいぐう

などで不利
ふ り

な扱い
あつか 

を受ける
う   

こと 
３２．５％ 

日本語
に ほ ん ご

を学ぶ
ま な  

場
ば

が十 分
じゅうぶん

でないこと 
２７．３％ 

 

 

＜結果
け っ か

の概要
がいよう

＞ 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に関して
か ん   

 

 

 「外国人
がいこくじん

が増える
ふ   

と治安
ち あ ん

や風紀
ふ う き

が悪く
わ る  

なる」「外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

が増える
ふ   

と、日本人
にほんじん

の

働く
はたら 

場
ば

がなくなっていく」と思う
お も  

（「そう思う
お も  

」「どちらかといえばそう思う
お も  

」を選択
せんたく

した）人
ひと

は、25.5％と 26.6％、思わない
お も     

（「そう思わない
お も     

」「どちらかといえばそ

う思わない
お も    

」を選択
せんたく

した）人
ひと

は、34.0％と 35.5％、「どちらともいえない」人
ひと

は 36.6％

と 33.4％と、思う
お も  

人
ひと

の割合
わりあい

はやや少ない
す く   

が三
さん

様
よう

に見解
けんかい

が分かれて
わ   

いる。 

 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

は、「日本
に ほ ん

で生活
せいかつ

している限り
か ぎ  

は、日本
に ほ ん

になじむよう努める
つ と   

べきだ」

26.8

27.3

39.1

21.9

32.5

4.9

13.1

18.0

2.3

13.4

6.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

地域社会に受け入れられにくいこと

日本語を学ぶ場が十分でないこと

保健・医療・防災などの生活に必要
な情報が手に入りにくいこと

住宅を借りにくいこと

就職や仕事の内容、待遇などで不

利な扱いを受けること

結婚に際して周囲が反対すること

学校の受け入れ体制が十分でない
こと

駅や公共機関、ショッピング施設な
どで外国語表示がないこと

その他

特にない

無回答

(%)

就職や仕事の内容、待遇などで

不利な扱いを受けること

学校の受け入れ体制が十分でない
こと

駅や公共機関、ショッピング施設
などで外国語表示がないこと

保健・医療・防災などの生活に必要
な情報が手に入りにくいこと
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と思う
おも  

人
ひと

が 72.6％で、「外国人
がいこくじん

が自国
じ こ く

のことば（母語
ぼ ご

）や歴史
れ き し

などを学ぶ
ま な  

ことは、

大切
たいせつ

なことだ」と思う
お も  

人
ひと

が 80.6％となっており、社会
しゃかい

生活
せいかつ

の中
なか

では「郷
ごう

に入って
い   

は

郷
ごう

に従え
したが 

」となるが、個人
こ じ ん

のアイデンティティを大切
たいせつ

にすることはよいことだと大半
たいはん

の人
ひと

が認識
にんしき

していることがうかがえる。 

 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

にとって、特
とく

に問題
もんだい

があると思う
お も  

こととしては、「保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・防災
ぼうさい

な

どの生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

が手
て

に入りにくい
は い       

こと」が 39.1%、「 就 職
しゅうしょく

や仕事
し ご と

の内容
ないよう

、

待遇
たいぐう

などで不利
ふ り

な扱い
あつか 

を受ける
う   

こと」が 32.5%、「日本語
に ほ ん ご

を学ぶ
ま な  

場
ば

が十 分
じゅうぶん

でないこ

と」が 27.3%、「地域
ち い き

社会
しゃかい

に受け入れられにくい
う  い       

こと」が 26.8%、「住 宅
じゅうたく

を借りにくい
か    

こと」が 21.9%、「駅
えき

や公 共
こうきょう

機関
き か ん

、ショッピング施設
し せ つ

などで外国語
がいこくご

表示
ひょうじ

がないこと」

が 18.0%とされている。 

 従って
した   

、このような結果
け っ か

から、多言語
た げ ん ご

による生活
せいかつ

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

などの取組
とりくみ

が、今後
こ ん ご

も引き続き
ひ  つ づ  

必要
ひつよう

とされている。 
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５ 箕面市
み の お し

人権
じんけん

宣言
せんげん

・関連
かんれん

条 例
じょうれい

など 

（１）箕面市
み の お し

人権
じんけん

宣言
せんげん

 

 わたしたち、みのお市民
 し み ん

は、みどり豊か
ゆ た  

なわたしたちの街
まち

をこよなく愛して
あ い   

いま

す。この街
まち

に住み
す  

、この街
まち

で暮らす
く   

すべての市民
し み ん

がだれひとりとして「人権
じんけん

」を

踏みにじられ
ふ     

、涙
なみだ

をこぼすことがあってはならないと願って
ね が   

います。わたしたちは

そのために、引き
ひ  

も切らず
き   

に続く
つ づ  

「にんげんを否定
ひ て い

する」ことがらに、しっかりと

向き合い
む  あ  

それをなくすために行動
こうどう

したいと考えて
かんが   

います。このように愛する
あい   

こと、

願う
ね が  

こと、考える
かんが   

こと、行動
こうどう

することは、みのお市民
し み ん

のたからかな誇り
ほ こ  

です。わた

しのために・あなたのために・みんなのために、にんげんの街
まち

みのおを育てます
そ だ     

。日本
にっぽん

国
こく

憲法
けんぽう

のこころ、市民
し み ん

の風
かぜ

で、ここ箕面市
み の お し

を「人権
じんけん

の街
まち

」として宣言
せんげん

します。 

平成
へいせい

５年
 ね ん

（１９９３年
     ね ん

）１２月
  が つ

２２日
  に ち

   箕面市
み の お し

 

 

（２）箕面市
み の お し

まちづくり理念
り ね ん

条 例
じょうれい

 

（１９９７年
ねん

（平成
へいせい

９年
ねん

）箕面市条例第
みのおしじょうれいだい

４号
ごう

） 

第
だい

１ 章
しょう

 総則
そうそく

  

（目的
もくてき

) 

第１条
だい じょう

 この条 例
じょうれい

は、市
し

の目指す
め ざ  

まちづくりの理念
り ね ん

を明らか
あ き   

にすることによって、

基本的
きほんてき

人権
じんけん

と良 好
りょうこう

な環 境
かんきょう

を大切
たいせつ

にする風土
ふ う ど

をはぐくみ、市
し

及び
お よ  

市民
し み ん

が協 働
きょうどう

して

まちづくりを推進
すいしん

することを目的
もくてき

とする。 

 （まちづくり規範
き は ん

） 

第２条 市
し

及び
お よ  

市民
し み ん

は、前 条
ぜんじょう

の目的
もくてき

を達成
たっせい

するため、次
つぎ

に掲げる
か か   

規範
き は ん

に基づき
も と   

、そ

れぞれの役割
やくわり

と責務
せ き む

に応じ
お う  

、行動
こうどう

するよう努める
つ と   

ものとする。 

一
いち

 まちづくりは、すべての人
ひと

の基本的
きほんてき

人権
じんけん

の尊 重
そんちょう

のもとに進める。 

二
に

 まちづくりは、市
し

と市民
し み ん

との信頼
しんらい

を深める
ふか   

ことにより進める
す す   

。 

三
さん

 まちづくりは、市民
し み ん

相互
そ う ご

の信頼
しんらい

及び
お よ  

社会
しゃかい

連帯
れんたい

を深める
ふ か   

ことにより進め
す す  

る。 

四
よん

 まちづくりは、文化
ぶ ん か

の多様性
たようせい

を尊 重
そんちょう

して進める
す す   

。 
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五
ご

 まちづくりは、地球
ちきゅう

環 境
かんきょう

保全
ほ ぜ ん

の視点
し て ん

から進め
す す  

る。 

六
ろく

 まちづくりは、都市
と し

の個性
こ せ い

を表 現
ひょうげん

するものとして進める
す す   

。 

第２章 市民
し み ん

主体
しゅたい

のまちづくり 

（まちづくりの主体
しゅたい

） 

第３条 市民
し み ん

は、まちづくりの主体
しゅたい

であって、まちづくりに参加
さ ん か

することにおいて

平 等
びょうどう

であり、市民
し み ん

相互
そ う ご

に協 働
きょうどう

するとともに、市
し

と協 働
きょうどう

してまちづくりの推進
すいしん

に

努める
つ と   

ものとする。 

 （市民
し み ん

参加
さ ん か

のまちづくり） 

第４条 市長
しちょう

は、市民
し み ん

がまちづくりに参加
さ ん か

することができるように、その条 件
じょうけん

の

整備
せ い び

及び
お よ  

情 報
じょうほう

の公開
こうかい

に努める
つ と   

ものとする。 

２ 市長
しちょう

は、個性
こ せ い

豊か
ゆ た  

で活 力
かつりょく

に満ちた
み   

地域
ち い き

社会
しゃかい

の形成
けいせい

を図る
は か  

ため、自主
じ し ゅ

・自立
じ り つ

のま

ちづくりに努める
つ と   

ものとする。 

第３章 健康
けんこう

と福祉
ふ く し

のまちづくり 

（健康
けんこう

と福祉
ふ く し

のまちづくり） 

第５条 市
し

及び
お よ  

市民
し み ん

は、福祉
ふ く し

の向 上
こうじょう

を図る
は か  

ため、地域
ち い き

社会
しゃかい

における市民
し み ん

の社会
しゃかい

連帯
れんたい

を深める
ふ か   

よう努める
つ と   

ものとする。 

２ 市長
しちょう

は、市民
し み ん

の健康
けんこう

増進
ぞうしん

、生活
せいかつ

援助
えんじょ

及び
お よ  

社会
しゃかい

参加
さ ん か

を進める
す す   

とともに、都市
と し

環 境
かんきょう

整備
せ い び

に当たって
あ    

は、市民
し み ん

に心理的
しんりてき

及び
お よ  

物理的
ぶつりてき

障 壁
しょうへき

を感じさせない
か ん        

まちづくりに

努める
つ と   

ものとする。 

第４章 文化
ぶ ん か

創造
そうぞう

のまちづくり 

 （文化
ぶ ん か

創造
そうぞう

のまちづくり） 

第６条
だい じょう

 市民
し み ん

は、感動
かんどう

を分かち合える
わ   あ   

文化
ぶ ん か

創造
そうぞう

のまちづくりに努める
つ と   

ものとする。 

２ 市民
し み ん

は、市民
し み ん

生活
せいかつ

に潤い
うるお 

と豊かさ
ゆ た   

をもたらす自然
し ぜ ん

の恵み
め ぐ  

及び
お よ  

歴史
れ き し

の継 承
けいしょう

並び
な ら  

に

伝統
でんとう

文化
ぶ ん か

の保護
ほ ご

及び
お よ  

継 承
けいしょう

に努める
つ と   

ものとする。 

（文化
ぶ ん か

創造
そうぞう

の支援
し え ん

） 

第７条 市長
しちょう

は、市民
し み ん

の文化
ぶ ん か

創造
そうぞう

を活性化
かっせいか

するために生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

の機会
き か い

の増大
ぞうだい

を

図る
は か  

よう努める
つ と   

ものとする。 

２ 市長
しちょう

は、市民
し み ん

の文化
ぶ ん か

創造
そうぞう

に係る
かか  

活動
かつどう

に対して
た い   

必要
ひつよう

な支援
し え ん

をすることができる。 

第５章 地球
ちきゅう

環 境
かんきょう

を視野
し や

に入れた
い   

まちづくり 

 （環 境
かんきょう

と調和
ちょうわ

と共 生
きょうせい

） 

第８条 市
し

及び
お よ  

市民
し み ん

は、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の負荷
ふ か

によって環 境
かんきょう

が損なわれる
そ こ      

ことのないよ

うに負荷
ふ か

の低減
ていげん

に努める
つ と   

とともに、環 境
かんきょう

と調和
ちょうわ

し、及び
お よ  

共 生
きょうせい

するまちづくりに

努める
つ と   

ものとする。 

第６章 個性
こ せ い

あるまちづくり 

 （自然
し ぜ ん

との調和
ちょうわ

） 
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第９条 市
し

及び
お よ  

市民
し み ん

は、自然
し ぜ ん

との調和
ちょうわ

を図りながら
は か      

、安全
あんぜん

かつ快適
かいてき

な 住
じゅう

環 境
かんきょう

の形成
けいせい

及び
お よ  

個性
こ せ い

あるまちづくりに努める
つ と   

ものとする。 

 （多世代
た せ だ い

の共 生
きょうせい

） 

第１０条 市
し

及び
お よ  

市民
し み ん

は、地域
ち い き

産 業
さんぎょう

及び
お よ  

文化
ぶ ん か

の活性化
かっせいか

並び
な ら  

に市民
し み ん

の利便性
りべんせい

の向 上
こうじょう

を図り
は か  

、多世代
た せ だ い

が共 生
きょうせい

する躍動感
やくどうかん

あふれるまちづくりに努める
つ と   

ものとする。 

第７章 安全
あんぜん

なまちづくり 

 （安全
あんぜん

なまちづくり） 

第１１条 市長
しちょう

は、災害
さいがい

、事故
じ こ

、公害
こうがい

、犯罪
はんざい

等
とう

の緊
きん

急時
きゅうじ

における危機
き き

対応
たいおう

の体制
たいせい

を整備
せ い び

することにより、市民
し み ん

の生命
せいめい

及び
お よ  

財産
ざいさん

を守る
ま も  

とともに、都市
と し

としての安全性
あんぜんせい

及び
お よ  

安定性
あんていせい

の向 上
こうじょう

に努める
つ と   

ものとする。 

２ 市民
し み ん

は、緊 急
きんきゅう

時
じ

の市民
し み ん

互助
ご じ ょ

が機能
き の う

するための社会
しゃかい

連帯
れんたい

の醸 成
じょうせい

に努める
つ と   

ものと

する。 

附
ふ

 則
そく

 

この条 例
じょうれい

は、平成
へいせい

９年
 ね ん

４月
 が つ

１日
ついたち

から施行
し こ う

する。 

 

 

（３）箕面市市民参加条例
みのおししみんさんかじょうれい

 

（１９９７年
ねん

（平成
へいせい

９年
ねん

）箕面市条例第
みのおしじょうれいだい

５号
ごう

） 

 （目的
もくてき

） 

第１条 この条 例
じょうれい

は、まちづくりにおける市民
し み ん

参加
さ ん か

の基本的
きほんてき

な事項
じ こ う

を定める
さ だ   

ことに

より、市
し

と市民
し み ん

が協 働
きょうどう

し、地域
ち い き

社会
しゃかい

の発展
はってん

を図る
は か  

ことを目的
もくてき

とする。 

 （定義
て い ぎ

） 

第２条 この条 例
じょうれい

において「市民
し み ん

参加
さ ん か

」とは、市
し

の意思
い し

形成
けいせい

の段階
だんかい

から市民
し み ん

の意思
い し

が反映
はんえい

されること及び
お よ  

市
し

が事業
じぎょう

を実施
じ っ し

する段階
だんかい

で市
し

と市民
し み ん

が協 働
きょうどう

することをい

う。 

２ この条 例
じょうれい

において「協 働
きょうどう

」とは、市
し

と市民
し み ん

がそれぞれに果たす
は   

べき責任
せきにん

と役割
やくわり

を自覚
じ か く

し、相互
そ う ご

に補完
ほ か ん

し、 協 力
きょうりょく

することをいう。 

  

（市民
し み ん

参加
さ ん か

の推進
すいしん

に関する
か ん   

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第３条 市民
し み ん

参加
さ ん か

の推進
すいしん

は、市民
し み ん

のもつ豊か
ゆ た  

な社会
しゃかい

経験
けいけん

と創造的
そうぞうてき

な活動
かつどう

を通して
と お   

、市
し

と市民
し み ん

が協 働
きょうどう

して市民
し み ん

福祉
ふ く し

の向 上
こうじょう

と将 来
しょうらい

のより良い
よ  

まちづくりの実現
じつげん

を図る
は か  

ことを基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として行われる
おこな    

ものとする。 

２ 市民
し み ん

参加
さ ん か

は、地方
ち ほ う

自治
じ ち

の本旨
ほ ん し

に基づき
も と   

適正
てきせい

に運営
うんえい

されなければならない。 

 （市長
しちょう

の責務
せ き む

） 
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第４条 市長
しちょう

は、市民
し み ん

自ら
みずか 

がまちづくりについて考え
かんが 

、行動
こうどう

することができるよう

市民
し み ん

参加
さ ん か

の機会
き か い

の提 供
ていきょう

に努める
つ と   

とともに、市民
し み ん

参加
さ ん か

を円滑
えんかつ

に推進
すいしん

するための

行 政
ぎょうせい

情 報
じょうほう

の公開
こうかい

に努めなければ
つと        

ならない。 

 （市民
し み ん

の責務
せ き む

） 

第５条 市民
し み ん

は、市民
し み ん

参加
さ ん か

によるまちづくりの推進
すいしん

について、自ら
みずか 

の責任
せきにん

と役割
やくわり

を

自覚
じ か く

し、積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

に努める
つ と   

ものとする。 

 （会議
か い ぎ

公開
こうかい

の原則
げんそく

） 

第６条 市
し

の執行
しっこう

機関
き か ん

に置く
お  

附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

の会議
か い ぎ

は、規則
き そ く

で定める
さ だ   

場合
ば あ い

を除き
の ぞ  

、公開
こうかい

す

るよう努めなければ
つと        

ならない。 

 （委員
い い ん

の市民
し み ん

公募
こ う ぼ

） 

第７条 市
し

の執行
しっこう

機関
き か ん

は、市民
し み ん

の資格
し か く

において附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

の委員
い い ん

を任命
にんめい

しようとする

場合
ば あ い

は、その全部
ぜ ん ぶ

又
また

は一部
い ち ぶ

の委員
い い ん

を公募
こ う ぼ

により選考
せんこう

するよう努めなければ
つと         

ならな

い。 

２ 前項
ぜんこう

の公募
こ う ぼ

の方法
ほうほう

については、別
べつ

に定める
さ だ   

。 

 （市民
し み ん

投 票
とうひょう

の実施
じ っ し

） 

第８条 市長
しちょう

は、市民
し み ん

の意思
い し

を直 接
ちょくせつ

問う
と  

必要
ひつよう

があると認める
み と   

ときは、市民
し み ん

投 票
とうひょう

を

実施
じ っ し

することができる。 

２ 前項
ぜんこう

の市民
し み ん

投 票
とうひょう

の実施
じ っ し

に関し
か ん し

、投 票
とうひょう

に付す
ふ  

べき事項
じ こ う

、投 票
とうひょう

の期日
き じ つ

、投 票
とうひょう

資格者
しかくしゃ

、投 票
とうひょう

の方法
ほうほう

、投 票
とうひょう

結果
け っ か

の公 表
こうひょう

その他
  た

必要
ひつよう

な手続
てつづき

については、別
べつ

に条 例
じょうれい

で定める
さ だ   

。 

 （委任
い に ん

） 

第９条 この条 例
じょうれい

の施行
し こ う

に関し
か ん  

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、規則
き そ く

で定める
さ だ   

。 

附
ふ

 則
そく

 

この条 例
じょうれい

は、平成
へいせい

９年
 ね ん

４月
 が つ

１日
ついたち

から施行
し こ う

する。 


