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南
米
の
ア
ン
デ
ス
音
楽
に
合
わ
せ
て
体
を
揺
ら
し
、手
拍
子
を
す
る

お
客
さ
ん
。10
月
30
日
に
紅
谷
町
ま
ち
か
ど
広
場（
紅
谷
町
12
―21
）で
、

外
国
籍
市
民
ら
が
開
い
た
ワ
ー
ル
ド
フ
ェ
ア
で
は
、民
族
音
楽
を
演
奏
し

た
り
、母
国
料
理
を
販
売
し
た
り
し
て
、母
国
の
文
化
を
広
め
ま
し
た
。
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日本と故郷の架け橋に
「
同
僚
の
教
師
は
捕
ま
っ
て
し

ま
っ
た
」

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
は
１
９
７
５
年
に

社
会
主
義
体
制
に
移
行
し
、
新
体

制
に
な
じ
め
な
い
な
ど
の
理
由

で
、
多
く
の
国
民
が
難
民
と
し
て

国
外
に
脱
出
し
た
。
首
都
プ
ノ
ン

ペ
ン
で
中
学
校
の
教
師
を
し
て
い

た
楠
木
さ
ん
も
そ
の
一
人
。
１
９

９
０
年
、
電
車
や
自
動
車
を
乗
り

継
ぎ
、
3
日
間
掛
け
て
隣
国
タ
イ

へ
渡
っ
た
。
兄
は
米
国
、
弟
は
フ

ラ
ン
ス
へ
亡
命
。
そ
し
て
、
楠
木

さ
ん
は
妻
と
３
人
の
娘
を
カ
ン
ボ

ジ
ア
に
残
し
、
日
本
へ
―
―
。

　
「
同
じ
ア
ジ
ア
の
国
で
親
し
み

も
あ
る
し
、何
よ
り
安
全
」。同
年
、

タ
イ
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
を
経
て
、

東
京
都
品
川
区
に
あ
っ
た
国
際
救

援
セ
ン
タ
ー
を
訪
れ
た
。

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
い
た
当
時
は
日

本
語
に
触
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。
同
セ
ン
タ
ー
で
半
年
間
、
簡

単
な
日
本
語
と
習
慣
を
教
わ
っ
た

が
、
仕
事
を
す
る
に
は
不
十
分
だ

と
感
じ
た
。
日
常
生
活
に
苦
労
し

な
い
た
め
に
も
、
学
校
に
行
き
た

い
と
申
し
出
た
。
し
か
し
、
職
員

か
ら
返
っ
て
き
た
言
葉
は
期
待
を

裏
切
る
も
の
だ
っ
た
。「
あ
な
た
た

ち
は
勉
強
す
る
の
で
は
な
く
、
働

か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
」。
そ

の
言
葉
に
肩
を
落
と
し
た
。

　

１
９
９
１
年
、
同
セ
ン
タ
ー
の

紹
介
で
横
浜
市
に
あ
る
自
動
車
部

　
平
塚
で
暮
ら
す
楠く

す
の
き木

立り
つ
せ
い成

さ
ん
の
職
場
は
、自
宅
か
ら
車
で
約
40
分
ほ
ど
の
厚
木
市
の

郊
外
に
あ
る
。敷
地
内
に
並
ぶ
の
は
、カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
輸
出
す
る
中
古
バ
イ
ク
だ
。遠
く
か
ら

楠
木
さ
ん
を
呼
ぶ
声
が
し
た
。「
リ
ァ
セ
イ
」。カ
ン
ボ
ジ
ア
に
い
た
こ
ろ
の
名
前
だ
。

品
工
場
に
就
職
し
た
。
日
本
語
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
難
し

く
、
工
場
内
の
作
業
は
と
て
も
暑

い
。
言
葉
の
違
い
、
職
場
環
境
の

変
化
、
慣
れ
な
い
寮
生
活
…
…
。

戸
惑
い
は
大
き
か
っ
た
。「
カ
ン
ボ

ジ
ア
に
比
べ
て
、
日
本
の
生
活
は

快
適
で
し
ょ
？
」。
同
僚
の
言
葉

に
困
惑
し
が
ら
も
笑
顔
を
返
す
し

か
な
か
っ
た
。

　
「
仕
事
や
生
活
す
る
た
め
に
は

し
っ
か
り
と
し
た
教
育
を
受
け
る

べ
き
だ
」。
通
学
へ
の
思
い
は
捨

て
き
れ
ず
、
働
き
な
が
ら
横
浜
市

に
あ
る
定
時
制
高
校
に
４
年
間

通
っ
た
。大
学
受
験
も
考
え
た
が
、

生
活
の
た
め
に
は
仕
事
を
優
先
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
大
学
受
験

は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

休
日
に
は
平
塚
に
住
む
カ
ン
ボ

ジ
ア
人
の
友
人
の
家
を
訪
れ
た
。

友
人
と
他
愛
も
な
い
話
を
す
る
時

間
は
、
寂
し
さ
を
忘
れ
る
唯
一
の

ひ
と
時
。
田
ん
ぼ
や
畑
が
あ
る
平

塚
の
風
景
は
ど
こ
か
故
郷
に
似
て

い
て
心
が
安
ら
い
だ
。

「
平
塚
に
引
っ
越
し
て
来
い
よ
」

　

１
９
９
５
年
、
友
人
の
紹
介
で

平
塚
市
内
の
会
社
に
転
職
し
た
の

を
機
に
、
平
塚
に
移
り
住
ん
だ
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
残
し
て
い
た
家
族

も
日
本
に
呼
び
寄
せ
、
再
び
取
り

戻
し
た
幸
せ
な
時
間
。
子
ど
も
た

ち
の
成
長
、
妻
が
作
る
カ
ン
ボ
ジ

ア
料
理
…
…
。
そ
の
後
、
長
男
が

生
ま
れ
、
２
０
０
5
年
に
は
一
家

で
日
本
国
籍
を
取
得
。
充
実
し
た

日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
２
０
０
８
年
に
起

き
た
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響

か
ら
、
２
０
１
１
年
に
会
社
を
リ

ス
ト
ラ
さ
れ
る
こ
と
に
。
カ
ン
ボ

ジ
ア
人
の
友
人
た
ち
も
職
を
失
っ

た
。
失
意
の
中
、
前
を
向
く
意
欲

を
か
き
立
て
た
の
は
家
族
の
存 ﹁日本で働いていくためにはもっと知識が必要﹂と

楠木さん

海外にいる母や兄弟も集まり夕食にカンボジア料理を囲む。楠木さん（写真左から３番目）にとって心が休まるひと時

↓

慣
れ
な
い

日
本
の
生
活

支
え
て
く
れ
た

家
族
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本
の
学
生
生
活
は
毎
日
が
新
鮮

日

　市内には２０１６年９月末時点で7０カ国、４,３８２
人の外国籍市民が暮らす。１９８０年には5０２人
だった外国籍市民は１９９０年代前半に入ると急
激に増えていった。
　増加の要因は主に二つ。一つは、バブル期
の好景気で多くの日本人が大企業に就職した
ことによる、単純労働者の減少だ。この穴を
埋めたのが、日本語が話せる日系ブラジル人
だった。自動車工場などが多い平塚に多くの
日系人が移り住んだ。
　もう一つの要因は、インドシナ難民の定住
だ。１９75年にベトナム戦争が終結。ベトナム・
ラオス・カンボジアのインドシナ３国では、
新政治体制が発足し、体制になじめない多く
の方が国外へ脱出した。大和市にあった大和
定住促進センターは多くのインドシナ難民を
受け入れた。その後、インドシナ難民の一部

は、平塚市横内にある県営住宅に入居した。
　外国籍市民は少しずつ増え、２００４年６月に
は5,０６６人にまで増えた。しかし、２００８年の
リーマンショック、２０１１年の東日本大震災の
影響で多くの外国籍市民が帰国した。現在は
最盛期と比べると約１３.5㌫減少、ブラジル人
は約半数にまで減っている。

上位４言語が約６０㌫を占める
　外国籍市民を言語別で見ると中国語が
１９．３㌫と最も多い。続いてフィリピンの
タガログ語が１7.３㌫、ブラジルのポルト
ガル語が１４.5㌫、ボリビアなどのスペイ
ン語が９.１㌫と続く。英語を公用語とす
る市民は１４カ国と多いが、全体の割合は
わずか３.８㌫にとどまる。

　「『中野さんって外国籍市民の知り合いが多くて、どこの国の人だ
か分からないね』って言われます」。市通訳・翻訳ボランティアバン
クのコーディネーターを務める中野恵子さんはほほ笑む。
　１９９９年に発足した同ボランティアバンク、通称「Ｓ

す い ん ぐ
ＷＩＮＧ」は、市役

所の外国籍市民相談での通訳や公的機関が発行する情報などの翻訳
をしている。現在は日本語が堪能な外国籍市民や外国語を話す日本
人ら、８言語57人がボランティアとして登録している。
　中野さんは１９９２年に、今も続く日本語教室（5面囲み）の土台とな

る教室を開くなど外国籍市民を支援してき
た。「当時は騒音やごみの出し方など外国籍
市民と地元住民の間にはトラブル続きでし
た」。互いの話し合いには、中野さんも同
席して理解を求めた。「外国籍の方が『住ん
でよかった』と思えるまちは、きっとさま
ざまな文化・習慣・立場の違いにお互いが
心を配れる多文化共生のまちなのではない
でしょうか」と力を込める。

　
「
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
漢
字
な

ど
、
日
本
の
文
化
に
興
味
が
あ
り

ま
し
た
。
来
日
し
て
高
性
能
な
機

械
を
見
て
か
ら
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
に

興
味
を
持
ち
ま
し
た
」と
目
を
輝

か
せ
る
の
は
東
海
大
学
工
学
部
２

年
生
の
ラ
イ
ラ
さ
ん
。

　

２
０
１
３
年
に
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ

ビ
ア
か
ら
留
学
し
た
ラ
イ
ラ
さ
ん
。

日
本
語
を
学
び
な
が
ら
、
ロ
ボ
ッ

ト
工
学
を
学
べ
る
大
学
を
探
し
た
。

２
０
１
５
年
、
市
内
に
キ
ャ
ン
パ

ス
の
あ
る
東
海
大
学
に
入
学
し
、

現
在
は
精
密
工
学
な
ど
を
学
ん
で

い
る
。

　

講
義
で
は
専
門
用
語
も
多
く
、

理
解
で
き
な
い
言
葉
も
多
い
と
い

う
。「
教
授
は
時
『々
分
か
る
？
』と

聞
い
て
く
れ
ま
す
が
、
分
か
ら
な

く
て
も
恥
ず
か
し
く
て『
分
か
る
』

と
答
え
ち
ゃ
い
ま
す
」と
は
に
か

む
。
自
宅
に
帰
る
と
、
分
か
ら
な

か
っ
た
日
本
語
を
英
語
に
翻
訳
し

て
勉
強
し
て
い
る
。

母
国
と
日
本
の
家
族

　
「Today first announcem

e
nt about national pension

（
今
日
最
初
の
お
知
ら
せ
は
国
民

年
金
に
つ
い
て
で
す
）」。
マ
イ
ク

に
向
か
っ
て
滑
ら
か
な
英
語
を
話

す
ラ
イ
ラ
さ
ん
。
毎
週
火
曜
日
午

後
７
時
に
Ｆ
Ｍ
湘
南
ナ
パ
サ
で
放

在
だ
っ
た
。「
大
丈
夫
。
あ
な
た

な
ら
す
ぐ
仕
事
は
見
つ
か
る
し
、

み
ん
な
協
力
し
て
く
れ
る
」。
力

強
い
妻
の
言
葉
。
落
ち
込
ん
で
い

る
暇
は
な
か
っ
た
。

　
「
も
っ
と
仕
事
に
生
か
せ
る
技

術
を
身
に
つ
け
よ
う
」。
そ
の
思

い
か
ら
通
い
始
め
た
、
秦
野
市
に

あ
る
県
立
西
部
総
合
職
業
技
術
校

の
自
動
車
整
備
コ
ー
ス
。
勉
強
を

し
な
が
ら
給
料
を
も
ら
え
る
、
望

ん
だ
環
境
だ
っ
た
。
自
分
よ
り
20

歳
以
上
も
離
れ
た
若
者
ら
と
一
緒

に
学
ぶ
毎
日
。
自
動
車
整
備
士
の

資
格
を
は
じ
め
、
２
年
間
で
、
お

よ
そ
15
の
資
格
を
取
得
し
た
。
し

が
必
要
な
外
国
籍
市
民
の
た
め

に
、
市
か
ら
の
依
頼
で
通
訳
を
し

て
い
る
。
ま
た
、
在
日
カ
ン
ボ
ジ

ア
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
副
理
事
長
と

し
て
、
２
０
０
０
人
以
上
の
カ
ン

ボ
ジ
ア
人
技
能
実
習
生
ら
を
支

援
。不
当
労
働
な
ど
の
問
題
に
は
、

企
業
と
の
仲
介
の
た
め
に
全
国
を

駆
け
回
っ
て
い
る
。「
助
け
が
な
い

と
生
き
て
い
け
な
い
」。
日
本
の

生
活
に
苦
労
す
る
技
能
実
習
生
の

姿
に
、
来
日
し
た
当
時
の
自
分
を

重
ね
る
。

　
「
平
塚
は
第
２
の
ふ
る
さ
と
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
も
っ
と
平
塚
の
い

い
と
こ
ろ
を
広
め
た
い
」。
11
月

５
日
・
６
日
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の

プ
ノ
ン
ペ
ン
で
初
め
て
七
夕
ま
つ

り
が
開
か
れ
た
。モ
チ
ー
フ
と
な
っ

た
の
は
平
塚
の
七
夕
ま
つ
り
。
実

行
委
員
会
の
副
会
長
を
務
め
た
楠

木
さ
ん
は
、
日
本
と
カ
ン
ボ
ジ
ア

の
パ
イ
プ
役
と
し
て
尽
力
し
た
。

　

難
民
と
し
て
日
本
に
移
り
住
ん

で
26
年
間
、
日
本
で
働
き
、
子
ど

も
を
育
て
、
生
活
す
る
姿
は
、
日

本
人
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
。「
来
日

し
て
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
学
校

の
先
生
に
支
え
て
も
ら
っ
た
。
で

も
今
は
自
分
が
支
え
る
立
場
に

な
っ
て
い
る
」。
こ
れ
か
ら
も
、

日
本
人
と
外
国
籍
の
方
が
共
存
で

き
る
よ
う
に
貢
献
し
て
い
く
。

送
す
る「
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ナ
パ
サ
」で
は
、
市
通
訳
・
翻
訳

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
ン
ク
の
方
ら

が
、
市
内
の
地
域
情
報
を
7
言
語

で
発
信
し
て
い
る
。
ラ
イ
ラ
さ
ん

は
、
今
年
４
月
か
ら
英
語
を
担
当

す
る
。「
ス
タ
ジ
オ
で
は
い
ろ
ん
な

国
の
人
が
集
ま
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
言
葉
で
話
し
て
い
ま
す
。
で
も

み
ん
な
家
族
み
た
い
で
、
会
え
る

こ
と
が
う
れ
し
い
」と
ほ
ほ
笑
む
。

持
ち
前
の
笑
顔
と
明
る
い
性
格

で
、
メ
ン
バ
ー
か
ら
は
娘
の
よ
う

に
可
愛
が
ら
れ
て
い
る
。

　
「
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に

帰
っ
た
と
き
、
日
常
会
話
で

日
本
語
が
出
て
き
た
り
、
あ

い
さ
つ
の
と
き
に
お
辞
儀
を

し
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。

と
き
ど
き
自
分
が
日
本
人
の

よ
う
な
気
が
し
ま
す
」と
笑

顔
の
ラ
イ
ラ
さ
ん
。
卒
業
後

は
日
本
で
就
職
し
、
学
ん
だ

技
術
で
家
族
を
助
け
た
い
と

話
す
。「
忙
し
そ
う
に
す
る
お

母
さ
ん
を
助
け
る
た
め
に
、

家
事
を
手
伝
う
ロ
ボ
ッ
ト
を

作
り
た
い
で
す
」と
家
族
を

思
い
や
る
。

か
し
、
卒
業
が
近
づ
く
中
、
内
定

は
決
ま
ら
な
い
。
50
歳
を
超
え
る

自
分
を
雇
っ
て
く
れ
る
会
社
は
ど

こ
に
も
な
か
っ
た
。

「
仕
事
が
決
ま
ら
な
い
な
ら
自
分

で
立
ち
上
げ
る
し
か
な
い
」

　

会
社
設
立
に
は
、
土
地
や
資
金

な
ど
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
。
そ

れ
で
も
日
本
で
出
会
っ
た
学
校
の

先
生
ら
の
助
け
も
あ
っ
て
、
２
０

１
３
年
に「
新
富
士
商
事
」を
厚
木

市
に
設
立
。
資
格
を
生
か
し
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
で
人
気
の
あ
る
、
バ
イ

ク
な
ど
の
日
本
製
品
を
修
理
し
て

輸
出
す
る
。「
休
み
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
で
も
自
分
よ
り
も
大
変
な
外

国
籍
の
方
は
も
っ
と
い
る
」。

　

仕
事
の
傍
ら
、
2
年
前
か
ら
始

め
た
平
塚
市
通
訳
・
翻
訳
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
バ
ン
ク
の
活
動
。
手
続
き

通訳も務める楠木さん

イベントで司会をする
中野さん

﹁平塚の暮らしは日本文化に吸い込まれるよ
うで楽しい﹂とライラさん

誰 に と っ て も 暮 ら し や す い ま ち に

9 0 年 代前半に急増した外国籍市民

↓

次ページで地域の支援を紹介

東
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日系ブラジル人・
インドシナ難民らが移住

市内外国籍人口の推移

リーマンショック・
東日本大震災が
起こる

その他
ラオス語
英語
ベトナム語

カンボジア語

韓国・朝鮮語

スペイン語

タガログ語

中国語

ポルトガル語

こ
れ
か
ら
は

支
え
る
立
場
に

2016年9月末現在
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ぶ
。「
外
国
籍
の
お
客
さ
ん
の
ご
要

望
で
少
し
ず
つ
増
え
て
い
き
、
今

で
は
300
品
目
に
も
な
り
ま
し
た
」。

他
の
店
舗
で
取
り
扱
っ
て
い
な
い

品
々
が
並
ぶ
理
由
は
、
お
店
を
構

え
る
横
内
地
区
の
客
層
に
あ
る
。

　

１
９
７
７
年
に
創
業
し
た
同

店
。
創
業
当
初
は
精
肉
な
ど
し
か

置
い
て
い
な
い
お
店
だ
っ
た
。
し

か
し
、
１
９
８
０
年
代
前
半
か
ら

横
内
に
外
国
籍
市
民
が
増
え
た
影

響
で
、
取
扱
品
目
も
増
え
て
い
っ

た
。「『
母
国
の
料
理
を
作
り
た
く

て
も
、
お
肉
も
調
味
料
も
、
ど
こ

の
お
店
に
も
置
い
て
な
い
の
』と

い
う
お
客
さ
ん
の
声
が
あ
っ
た
ん

で
す
。『
じ
ゃ
あ
う
ち
が
何
と
か

「
ワ
ン
ワ
ン
！　

犬
は
ど
れ
か
な
？
」

「
は
い
！　

こ
れ
！
」

　

漢
字
が
書
か
れ
た
カ
ル
タ
を
勢

い
よ
く
手
で
は
じ
く
児
童
。
元
気

な
声
が
響
き
渡
る
教
室
は
、
多
く

の
国
旗
や
民
芸
品
で
彩
ら
れ
て
、

少
し
見
慣
れ
な
い
風
景
だ
。

　

横
内
小
学
校
で
は
、
外
国
籍
や

日
本
国
籍
取
得
者
ら
の
児
童
に
、

漢
字
や
算
数
な
ど
を
教
え
る
国
際

教
室
を
開
い
て
い
る
。「
日
常
会
話

が
で
き
る
子
ど
も
も
、
学
習
言
語

と
な
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
簡
単

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
は
理
解

で
き
て
い
る
よ
う
で
、
で
き
て
い

な
い
部
分
も
多
く
あ
り
ま
す
」と
国

際
教
室
の
専
任
教
諭
、
土
居
た
か

ね
先
生
は
話
す
。
家
庭
で
使
わ
な

い
言
葉
や
熟
語
、
文
章
問
題
な
ど
、

外
国
籍
児
童
に
は
高
い「
言
葉
の

壁
」が
あ
る
。

　

51
人
の
児
童
が
通
う
国
際
教
室

は
、
１
～
４
人
程
度
の
班
に
分
か

れ
て
週
１
～
６
時
間
、
個
人
の
学

習
の
進
み
具
合
に
合
わ
せ
て
勉
強

す
る
。３
人
の
専
任
教
諭
の
他
に
、

外
国
語
を
話
せ
る
６
人
の
日
本
語

指
導
協
力
員
が
、月
に
１
～
４
回
、

派
遣
さ
れ
て
い
る
。

　
「
日
本
語
を
話
せ
な
い
保
護
者

の
中
に
は
、
子
ど
も
に
母
国
語
を

学
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
方
も
多
く

い
ま
す
」。
外
国
語
を
話
せ
る
教

員
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
当
す
る

外
国
語
を
交
え
な
が
ら
教
え
て
い

る
。
ま
た
、
各
家
庭
に
届
け
る
行

事
な
ど
の
便
り
は
、
６
言
語
に
翻

訳
し
て
配
っ
て
い
る
。「
土
曜
日
参

観
な
ど
の
行
事
は
保
護
者
に
伝
わ

ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
も

私
た
ち
教
員
だ
け
で
な
く
、
子
ど

も
た
ち
が
親
に
教
え
て
い
る
ん
で

す
」と
ほ
ほ
笑
む
。

個
性
を
尊
重
し
て

　

同
小
学
校
で
は
、
各
国
の
児
童

ら
の
集
会
な
ど
行
事
を
開
い
て
、

母
国
の
文
化
に
親
し
み
を
持
つ
機

会
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　

年
に
１
度
の
国
際
交

流
週
間
で
は
、
外
国
に

ル
ー
ツ
の
あ
る
児
童
ら

が
、
母
国
紹
介
の
ビ
デ

オ
を
制
作
し
て
給
食
時

に
流
し
た
り
、
全
校
児

童
で
、
外
国
の
遊
び
を

し
た
り
し
て
い
る
。
紹

介
ビ
デ
オ
で
は
、
民
話
の
劇
や
読

み
聞
か
せ
、
ク
イ
ズ
な
ど
、
そ
れ

ぞ
れ
が
趣
向
を
凝
ら
し
て
各
国
の

文
化
を
伝
え
て
い
る
。「
集
会
が
終

わ
っ
た
後
、
日
本
育
ち
の
外
国
に

つ
な
が
り
が
あ
る
子
ど
も
が『
自

分
の
生
ま
れ
た
国
に
行
っ
て
み
た

い
な
』と
話
し
て
い
ま
し
た
。
外

国
に
興
味
を
持
つ
子
ど
も
も
い
て

う
れ
し
い
で
す
ね
」と
土
居
先
生

は
笑
顔
を
見
せ
る
。

　

同
小
学
校
で
は
、
全
校
児
童
数

の
約
20
㌫
に
あ
た
る
児
童
が
外
国

に
つ
な
が
る
。「
外
国
に
ル
ー
ツ
の

あ
る
児
童
が
、
市
内
で
最
も
多
く

在
学
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち

に
は
当
た
り
前
の
環
境
な
ん
で

す
」と
話
す
土
居
先
生
。「
日
本
人

の
子
ど
も
か
ら
も『
毎
日
、
校
内

放
送
で
外
国
語
の
あ
い
さ
つ
し
て

み
た
ら
、
み
ん
な
覚
え
ら
れ
る
ん

じ
ゃ
な
い
？
』と
い
う
提
案
が
あ

り
ま
し
た
。
み
ん
な
自
然
に
共
生

す
る
意
識
が
芽
生
え
て
い
る
ん
で

す
ね
」と
ほ
ほ
笑
む
。

　

外
国
籍
児
童
ら
は
学
年
が
上
が

る
に
つ
れ
て
、
家
庭
で
の
母
国
料

理
や
、
親
に
勉
強
を
教
え
て
も
ら

え
な
い
不
満
が
出
て
く
る
こ
と
も

あ
る
と
い
う
。「
ま
だ
ま
だ
問
題
が

あ
り
ま
す
。
で
も
子
ど
も
た
ち
は

当
た
り
前
の
よ
う
に
日
本
に
な
じ

み
、学
校
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

国
籍
で
見
る
の
で
は
な
く
て
、
一

横
内
小
学
校（
横
内
２
６
８
７
）

芽
生
え
る
共
生
の
意
識

『これからも大変なこともありますが、国際教室で過ごした思い出を忘れないでほしいです」と土居先生（写真左から2番目）

↓

人
の
人
間
と
し
て
見
る
こ
と
が
大

事
な
ん
だ
と
、
み
ん
な
が
自
然
に

気
付
い
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
」と

期
待
を
込
め
る
。

笑
む
。

　

タ
シ
ロ
で
研
修
を
始
め
て
２
年

目
に
な
る
中
国
出
身
の
リ
ョ
ウ
・

イ
イ
さ
ん
。
来
日
す
る
前
に
３
カ

月
間
、
日
本
語
を
学
ん
だ
が
、
当

初
は
う
ま
く
伝
わ
ら
ず
、
戸
惑
っ

た
と
い
う
。「
日
本
人
の
先
輩
は
と

て
も
親
切
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。

今
は
不
自
由
な
く
生
活
で
き
て
い

ま
す
」と
リ
ョ
ウ
さ
ん
。「
日
本
の

方
は
製
品
を
と
て
も
厳
し
く
検
査

し
ま
す
。
中
国
に
は
な
い
、
良
い

と
こ
ろ
で
す
」と
、
将
来
は
研
修

で
学
ん
だ
製
品
検
査
な
ど
の
知
識

を
生
か
し
た
仕
事
に
就
き
た
い
と

意
気
込
む
。

　

田
城
社
長
は
勉
強
熱
心
な
実
習

生
の
姿
に
驚
か
さ
れ
る
と
い
う
。

「
彼
ら
は
働
く
意
欲
が
強
過
ぎ
る

の
で
、
少
し
休
ん
だ
ら
と
、
心
配

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
現
代

の
日
本
は
仕
事
の
面
で
恵
ま
れ
て

い
ま
す
が
、
今
働
け
て
い
る
こ
と

が
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
気

付
か
せ
て
く
れ
ま
す
」と
熱
を
込

め
る
。

将
来
の
受
験
に
は
漢
字
の
学
習
が
大
事

実
習
生
の
活
力
が
刺
激
に

株
式
会
社
タ
シ
ロ（
入
野
284
―
１
）

　

板
金
加
工
な
ど
を
す
る
タ
シ
ロ

は
、
５
人
の
中
国
人
技
能
実
習
生

を
受
け
入
れ
て
い
る
。
技
能
実
習

生
や
受
け
入
れ
る
企
業
を
支
援
す

る
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ（
国
際
研
修
協
力

機
構
）を
利
用
し
て
、
２
０
０
６

年
か
ら
延
べ
30
人
の
技
能
実
習
生

を
受
け
入
れ
て
き
た
。「
働
き
出
し

た
当
初
は
、
日
本
語
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
苦
労
し
ま
す
が
、

み
ん
な
20
歳
代
前
半
と
若
く
、
の

み
込
み
が
早
い
で
す
ね
」と
田
城

裕
司
社
長
は
話
す
。

　

技
能
実
習
生
の
中
に
は
、
母
国

の
徴
兵
制
で
厳
し
い
環
境
を
経
験

し
た
と
い
う
方
も
。「
過
酷
な
環
境

を
経
験
し
た
技
能
実
習
生
は
、
忍

耐
力
や
行
動
力
が
高
い
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
彼
ら
の
仕
事
ぶ
り
は
日

本
人
の
社
員
に
も
い
い
刺
激
に
な

り
ま
す
よ
」と
田
城
社
長
。

母
国
で
生
か
す
日
本
の
技
術

　

技
能
実
習
制
度
は
、
長
時
間
労

働
や
賃
金
不
払
い
な
ど
、
人
権
問

題
に
発
展
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く

な
い
。

　

タ
シ
ロ
は
海
外
に
事
業
所
を
持

つ
日
本
企
業
と
連
携
。
３
年
間
の

研
修
を
終
え
て
、
母
国
に
帰
国
し

た
技
能
実
習
生
の
就
職
に
も
つ
な

げ
て
い
る
。

　
「
初
め
て
受
け
入
れ
た
研
修
生

は
、
現
在
は
中
国
で
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
日
本
語

も
話
せ
る
の
で
、
パ
イ
プ
役
と
し

て
頑
張
っ
て
い
ま
す
よ
」と
ほ
ほ

「
今
日
は
豚
バ
ラ
が
安
い
で
す
よ
。

い
か
が
で
す
か
？
」

「
じ
ゃ
あ
100
㌘
く
だ
さ
い
」

　

横
内
に
あ
る
精
肉
店「
肉
の

ユ
ー
ダ
イ
」。
お
い
し
そ
う
な
和

牛
や
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
が
並
ぶ
店

内
は
、
店
員
と
お
客
さ
ん
の
会
話

が
響
く
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲

気
。
し
か
し
、
並
ぶ
商
品
の
中
に

は
珍
し
い
も
の
も
…
…
。

　
「
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
何
だ

と
思
い
ま
す
？
」。
代
表
の
佐
藤

聡
一
さ
ん
が
取
り
出
し
た
の
は
約

2
㌕
も
あ
る
冷
凍
さ
れ
た
ア
ヒ

ル
。
そ
の
他
に
も
内
臓
や
外
国
語

で
記
さ
れ
た
調
味
料
な
ど
、
バ
ラ

エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
商
品
が
並

肉
の
ユ
ー
ダ
イ（
横
内
３
７
８
５
―
４
）

世
界
共
通
の
笑
顔
の
源

丁寧に板金に穴を開けるリョウさん

地域の中の

多文化共生
　異なる文化を認め合い、同じ市民として
対等の関係で生活できる多文化共生社会を
目指す平塚市。地域にはそれぞれの文化が
　集まり、小さな世界が広がっている。
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真
）が
あ
る

お
肉
は
あ
り

ま
す
か
？
』

と
い
う
問
い

合
わ
せ
が
多

く
あ
り
ま

す
。」と
佐
藤
さ
ん
。

　

ハ
ラ
ー
ル
マ
ー
ク
が
つ
い
た
食

材
は
イ
ス
ラ
ム
法
上
、
食
べ
る
こ

と
を
許
さ
れ
た
食
材
の
こ
と
。
イ

ス
ラ
ム
教
は
、
豚
肉
な
ど
を
食
べ

る
こ
と
を
禁
じ
、
牛
や
鶏
も
家
畜

の
餌
や
屠と

畜ち
く

で
厳
密
な
ル
ー
ル
を

守
っ
て
い
な
い
と
食
べ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。「
多
様
な
お
肉
を
仕
入

れ
て
、
多
く
の
方
の
需
要
に
応
え

ら
れ
る
よ
う
に
準
備
し
て
い
ま

す
」と
胸
を
張
る
佐
藤
さ
ん
。「
お

客
さ
ん
は
探
し
て
い
る
お
肉
が
見

つ
か
っ
た
と
き
に『
こ
ん
な
近
く

に
売
っ
て
い
た
ん
だ
』と
う
れ
し

そ
う
な
顔
を
し
ま
す
。
そ
の
笑
顔

を
見
る
こ
と
が
私
の
喜
び
で
も
あ

り
ま
す
ね
」と
ほ
ほ
笑
む
。

し
ま
し
ょ
う
』と
仕
入
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
」と
佐

藤
さ
ん
は
力
を
込
め
る
。

　

同
店
で
販
売
さ
れ
て
い
る
牛
の

胃
袋「
ハ
チ
ノ
ス
」も
お
客
さ
ん
か

やさしい日本語を活用して

『これからも大変なこともありますが、国際教室で過ごした思い出を忘れないでほしいです」と土居先生（写真左から2番目）

　「外国籍の方が分かるように話すことは、窮屈
なことかもしれませんが、短い文でゆっくり話す
ことが大切です」と話すのは県立国際言語文化ア
カデミアの坂

ばん

内
ない

泰子さん。９月に市職員を対象に
開いた研修では『やさしい日本語で伝える』をテー
マに講師を務めた。「外国籍の方はいざ定住しよう
としても、制度を学ぶ場がありません。公共機関
の窓口などで、制度が理解できないと『自分は何

も分からない』という感覚に陥る方もいます」と坂内さんは危惧する。
　外国籍の方が平塚に来た背景は情勢不安定・出稼ぎ・結婚・留学な
ど。近年では技能実習生も増えている。多くの国で公用語として使わ
れる英語を、母国語とする外国籍市民の割合は、およそ４㌫にとどま
る（３面上グラフ）。「英語が伝わらない外国籍市民がほとんどです。な
らば日本語で上手く伝えるすべを身に付けなくてはなりません」と訴
える坂内さん。「国籍関係なく、のびのびと生活できるように支援して
いきたいですね」と期待を込める。

「
簡
単
な
単
語
で
」と
坂
内
さ
ん

↓

ら
の
要
望
で
仕
入
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
商
品
。
日
本
人
に
は
な
じ

み
が
な
か
っ
た
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
で

は
家
庭
料
理「
ト
リ
ッ
パ
」と
い
う

煮
込
み
料
理
の
食
材
と
し
て
好
ま

れ
て
い
る
。
今
で

は
、
日
本
人
の
お

客
さ
ん
も
焼
き
肉

の
食
材
と
し
て
好

ん
で
買
っ
て
い
く

と
い
う
。「
外
国
籍

の
方
は
ス
ー
プ
一

つ
に
し
て
も
牛
肉

の
骨
か
ら
作
り
ま

す
。
お
肉
を
上
手

に
使
い
切
る
調
理

法
は
勉
強
に
な
り
ま
す
ね
」と
佐

藤
さ
ん
は
感
心
す
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
要
望
に
対
応

　
「
外
国
籍
の
方
は
親
族
の
つ
な

が
り
を
大
事
に
し
て
い
て
、
子
ど

も
の
誕
生
日
に
は
親
戚
が
集
ま
っ

て
パ
ー
テ
ィ
ー
を
し
ま
す
。
そ
の

度
に
家
族
で
来
店
し
て
、
た
く
さ

ん
の
お
肉
を
買
っ
て
い
き
ま
す

ね
」。
伊
勢
原
市
か
ら
３
人
の
子

ど
も
を
連
れ
、
来
店
し
た
リ
ュ
ウ

さ
ん
夫
婦
は
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
６

年
前
に
日
本
に
移
り
住
ん
だ
。「
こ

こ
は
安
く
て
、
い
ろ
ん
な
食
材
も

あ
っ
て
、そ
れ
に
お
い
し
い
で
す
」

と
笑
顔
。
一
週
間
分
の
お
肉
が

入
っ
た
大
き
な
袋
を
手
に
、
お
店

を
後
に
し
た
。

　

同
店
の
評
判
は
口
コ
ミ
で
広
ま

り
、
県
外
か
ら
も
多
く
の
外
国
籍

の
お
客
さ
ん
が
来
店
す
る
と
い

う
。「『
ハ
ラ
ー
ル
マ
ー
ク（
右
下
写

市
外
か
ら
も
多
く
の
常
連
客
が
訪
れ
る

地域の中の

多文化共生
　異なる文化を認め合い、同じ市民として
対等の関係で生活できる多文化共生社会を
目指す平塚市。地域にはそれぞれの文化が
　集まり、小さな世界が広がっている。

　世界の料理紹介や音楽、民族衣装のファッションショーなどを楽
しみながら、お互いの国の文化を理解し、交流・親睦を深めましょう。
　12月11日（日）午後1時～４時。青少年会館（浅間町12―４1）。200人（先
着順）。中学生以上1,000円・小学生500円。
募　直接、11月21日（月）から、松原分庁舎1階の文化・交流課☎25―
2520へ。参加費と引き換えに前売り券をお渡しします。

みんなで楽しもうかい

外
がい
国
こく
版
ばん
市
し
民
みん
生
せい
活
かつ
ガイドブック　平

ひら

塚
つか

のまちの情
じよう

報
ほう

や受
う

けられるサービ
スを８言

げん

語
ご

に翻
ほん

訳
やく

し、本
ほん

館
かん

1階
かい

の市
し

民
みん

課
か

などにあります。
ラジオ（FM湘

しよう
南
なん
ナパサ78.3㍋㌹）　①インタナショナル・ナパサ　７言

げん

語
ご

で地
ち

域
いき

情
じよう

報
ほう

を発
はつ

信
しん

しています。毎
まい

週
しゆう

火
か

曜
よう

日
び

、午
ご

後
ご

７時
じ

～８時
じ

②防
ぼう

災
さい

インフォメーション多
た

言
げん

語
ご

放
ほう

送
そう

　5言
げん

語
ご

で防
ぼう

災
さい

情
じよう

報
ほう

を発
はつ

信
しん

していま
す。毎

まい

週
しゆう

月
げつ

～金
きん

曜
よう

日
び

、午
ご

後
ご

5時
じ

４0分
ふん

ごろ～5時
じ

４5分
ふん

。
外
がい
国
こく
籍
せき
市
し
民
みん
相
そう
談
だん
　スペイン語

ご

は火
か

曜
よう

日
び

。ポルトガル語
ご

は水
すい

曜
よう

日
び

。時
じ

間
かん

は午
ご

前
ぜん

９時
じ

～正
しよう

午
ご

・午
ご

後
ご

1時
じ

～４時
じ

。本
ほん

館
かん

5階
かい

の市
し

民
みん

情
じよう

報
ほう

・相
そう

談
だん

課
か

。
通
つう
訳
やく
・翻

ほん
訳
やく
　市

し

役
やく

所
しよ

の依
い

頼
らい

で、窓
まど

口
ぐち

相
そう

談
だん

の通
つう

訳
やく

をしたり、通
つう

知
ち

書
しよ

など
の翻

ほん

訳
やく

をしたりします。
　　問　文

ぶん

化
か

・交
こう

流
りゆう

課
か

☎25―2520

生
せい

活
かつ

をサポート

日本語を学びながら情報共有
　市国際交流協会が開く日本語教室には、毎回5～10人程度、技能実
習生や主婦らが通う。「子どもに勉強を教えたい」「日本のゲームや漫画
を理解したい」と通う理由もさまざま。「皆さん共通していることは真
面目で、勉強熱心です。自転車で４0分かけて通う方もいるくらいです
よ」と話すのは同協会の会員で、講師を務める菅原由美子さん。
　菅原さんをはじめ、外国語を話せる講師も多いが、教室では日本語
でイラストを交えながら教えている。「日本語で教えることが何より早
く覚えられますからね」と力を込める。
　今年1月に夫の仕事の都合で中国から引っ越したオウ・ブンさんは、
教室に通って半年がたつ。「教室で学んでから、買い物も1人でできる
ようになりました」と喜ぶオウさん。「言葉だけではなくて、文化や生
活も勉強できるし、いろんな国の友達もできました」と笑顔を見せる。
　通う外国籍の方にとって、同教室は情報共有の場所でもある。菅原

さんは「病院など
の手続きや携帯電
話の請求など、日
常生活の相談事を
受けることもあり
ます。みんなで助
け合って解決でき
る相談もあるの
で、もっと私たち
を頼ってほしいで
すね」とほほ笑む。

日本語教室　場所は松原分庁舎（天沼７―８）や市民活動センター（八重咲
町３ー３JAビルかながわ2階）です。日程など、詳しくは市ウェブをご覧
ください。

「日本の文化も学べる」と話すオウさん（写真左）




