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多文化共生へ多文化共生へ
時代は変わる時代は変わる
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日本人も外国人も、安心して暮らせる「多文化共
生」のまちづくりを進めている浜松市。しかし、日
本語能力が不十分な外国人や、「外国人とはコ
ミュニケーションがとれなくて不安」と思っている
日本人が多くいるなど、まだ解決すべき課題も多
いのが現状です。そうした課題を克服し、日本人
と外国人が互いに活

い

かし合う社会へ。今、わたし
たちは「チェンジ」するべき時を迎えています。

特 集

す
」。
同
セ
ン
タ
ー
の
山
本
茂
之
セ
ン
タ
ー
長

は
、
笑
顔
を
見
せ
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
語
り

ま
す
。

　

同
セ
ン
タ
ー
の
事
業
の
柱
は
、
①
外
国
人

市
民
を
対
象
と
し
た
日
本
語
講
座
、
②
外
国

人
市
民
の
日
本
語
学
習
を
支
援
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
養
成
講
座
、
③
外

国
人
支
援
者
の
た
め
の
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
講
座
、
④
外

国
人
市
民
・
日
本
人
市
民

が
異
文
化
に
触
れ
る
多
文

化
体
験
講
座
―
の
4
点
。

こ
の
う
ち
外
国
人
市
民
を

対
象
と
し
た
日
本
語
講
座

で
は
、
日
本
語
レ
ベ
ル
が

初
級
か
ら
中
級
の
人
向
け

の「
は
じ
め
て
の
日
本
語
」

「
日
常
生
活
の
た
め
の
日

本
語
」や
、
中
級
〜
上
級
レ

ベ
ル
の
人
向
け
の「
わ
い

わ
い
ク
ラ
ス
」、
リ
ト
ミ
ッ

ク
や
絵
本
読
み
聞
か
せ
な

ど
を
体
験
し
な
が
ら
子
ど

も
と
一
緒
に
日
本
語
を
勉

強
す
る「
親
子
ク
ラ
ス
」が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
多
文
化
体
験
講
座

は
、
外
国
人
市
民
の「
雄

　

西
区
雄
踏
町
宇
布
見
の
旧
雄
踏
町
役
場

を
改
修
し
、
2
0
1
0
年
1
月
に
オ
ー
プ
ン

し
た
浜
松
市
外
国
人
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
。

外
国
人
の
た
め
の
日
本
語
講
座
、
外
国
人
に

日
本
語
を
教
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

な
ど
の
拠
点
と
し
て
、
開
設
か
ら
ほ
ぼ
1
年

が
た
ち
ま
し
た
。「
そ
の
間
、
う
れ
し
か
っ
た

の
は
地
元
の
皆
さ
ん
の
協
力
の
輪
が
徐
々
に

広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
す
ね
。
最
近
、
地

元
の
皆
さ
ん
を
中
心
と
す
る
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ

ク
ラ
ブ
が
結
成
さ
れ
、
当
セ
ン
タ
ー
の
活
動

を
盛
り
上
げ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
当

セ
ン
タ
ー
の
玄
関
を
花
で
飾
っ
て
く
れ
る
地

域
の
花
愛
好
家
な
ど
、
積
極
的
に
協
力
し
て

く
れ
る
人
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
セ
ン
タ
ー

の
円
滑
な
運
営
に
は
地
元
の
理
解
が
欠
か
せ

な
い
だ
け
に
、
非
常
に
心
強
く
思
っ
て
い
ま

踏
歌
舞
伎
」体
験
や
、
冠
婚
葬
祭
と
い
っ
た
日

本
の
生
活
習
慣
な
ど
多
彩
な
内
容
。
こ
の
ほ

か
、
地
元
住
民
と
の
情
報
交
換
や
、
市
民
協

働
に
よ
る
交
流
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。「
地

域
の
皆
さ
ん
の
支
援
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協

力
に
よ
り
、
当
セ
ン
タ
ー
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
講

座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
受
講
者
数
は
、
こ

れ
ま
で
に
延
べ
3
0
0
0
人
に
達
し
、
受
講

者
の
国
籍
は
日
本
、ブ
ラ
ジ
ル
、ペ
ル
ー
、フ
ィ

リ
ピ
ン
な
ど
お
よ
そ
20
カ
国
に
上
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
セ
ン
タ
ー
2
階
に
は
南
米
系
外

国
人
学
校
の
ム
ン
ド
・
デ
・
ア
レ
グ
リ
ア
学
校

も
入
居
。
今
後
、よ
り
多
く
の
人
に
セ
ン
タ
ー

の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」。

　

さ
て
、
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
て
い
る
講
座
は

ど
の
よ
う
な
内
容
な
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

教
室
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て

い
た
の
は
日
本
人
向
け
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
講

座
。
先
生
は
、
日
本
の
学
校
に
子
ど
も
を
通

わ
せ
て
い
る
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
母
親
の
グ

ル
ー
プ「
セ
メ
ン
チ
・
パ
ラ
・
オ
・
フ
ト
ゥ
ー
ル（
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
で
将
来
の
種
）」の
メ
ン
バ
ー
で
す
。

　
「
セ
メ
ン
チ
」は
、
子
ど
も
た
ち
の
よ
り
よ
い

未
来
を
創つ

く

り
上
げ
よ
う
と
2
0
1
0
年
4
月

に
結
成
。
メ
ン
バ
ー
は
外
国
人
児
童
生
徒
就

学
サ
ポ
ー
タ
ー
な
ど
の
仕
事
を
し
な
が
ら
、
夜

は
セ
ン
タ
ー
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
教
え
て
い

ま
す
。

　

講
座
の
受
講
者
は
公
立
学
校
の
日
本
人
教

員
な
ど
。
こ
こ
で
学
ん
だ
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を

ブ
ラ
ジ
ル
人
児
童
・
生
徒
ら
の
支
援
に
役
立

て
よ
う
と
、
み
ん
な
真
剣
な
表
情
で
す
。
こ

の
よ
う
な
場
か
ら
、
多
文
化
共
生
へ
の「
将
来

の
種
」が
育
っ
て
い
く
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

地
元
と
情
報
交
換
し

市
民
協
働
で
交
流
活
動

ポルトガル語会話の教材ビデオなどを用いた「セメンチ」の講座

将
来
の「
種
」を
育
て
る
人
々

センターの運営状況を語る山本茂
之センター長
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一
方
、
こ
ち
ら
は
中
区
海
老
塚
二
丁
目
の

浜
松
市
南
部
公
民
館
。
こ
こ
で
開
か
れ
て
い

る
の
は
、
浜
松
に
住
む
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
を
中
心

と
し
た
グ
ル
ー
プ「
フ
ィ
リ
ピ
ノ
・
ナ
ガ
イ
サ（
ナ

ガ
イ
サ
は
タ
ガ
ロ
グ
語
で
仲
間
）」に
よ
る
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
た
め
の
日
本
語
教
室
。
ま

だ
日
本
に
来
た
ば
か
り
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
、

在
日
年
数
の
長
い
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
先
輩
や

日
本
人
が
日
本
語
や
日
本
の
生
活
習
慣
を
教

え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
の
テ
ー
マ
は「
薬
局
で
の
医
薬
品
の

買
い
方
」。
薬
の

種
類
や
説
明
書

に
漢
字
で
書
い

て
あ
る
用
法
、
用

量
を
理
解
す
る

た
め
の
勉
強
で

す
。
講
師
は
、
日

本
語
、
タ
ガ
ロ
グ

語
、
英
語
を
使
っ

て
生
徒
た
ち
に
い

ろ
い
ろ
な
質
問

を
投
げ
か
け
ま

す
。「
食
前
、
食

後
の
意
味
は
？

分
か
っ
た
人
は
手

を
挙
げ
て
！
足
で

も
い
い
よ（
笑
）」

と
、
教
室
内
に
は

笑
顔
が
絶
え
ま

せ
ん
。

　

こ
の
教
室
の

受
講
者
の
中
に

は
、
日
本
で
生
活

す
る
上
で
の
不

安
や
悩
み
を
抱
え
た
人
も
多
い
た
め
、
日
本

語
を
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
生
活
相
談
の
要

素
も
取
り
入
れ
て
い
る
の
が
特
色
で
す
。

　
「
ナ
ガ
イ
サ
」代
表
の
中
村
グ
レ
イ
ス
さ
ん

は
語
り
ま
す
。「
わ
た
し
た
ち
の
活
動
の
き
っ

か
け
は
、
16
年
ほ
ど
前
、日
本
人
男
性
と
結
婚

し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
が
集
ま
り
、
一
緒
に

日
本
語
や
日
本
文
化
の
勉
強
を
始
め
た
こ
と

で
し
た
。
そ
の
後
も
来
日
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人

が
増
え
、
先
輩
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
講
師
と
い
う

立
場
で
、
そ
の
人
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ
う

に
な
っ
た
ん
で
す
。
わ
た
し
た
ち
の
願
い
は
、

後
輩
た
ち
が
日
本
の
社
会
で
自
立
し
、
充
実

し
た
生
活
を
送
る
こ
と
。『
大
丈
夫
だ
よ
』と
言

い
な
が
ら
、
背
中
を
押
し
て
あ
げ
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
」。

　

ま
た
、「
ナ
ガ
イ
サ
」で
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の

小
・
中
学
生
に
対
す
る「
ジ
ュ
ン
ト
ス
南
部
教

室
」で
学
習
支
援
も
行
っ
て
い
ま
す
。
南
部
公

民
館
の
別
の
1
室
で
は
、日
本
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
や
日
本
で
高
校
ま
で
進
学
し
た
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
生
徒
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
に
寄
り
添
い
、

ほ
ぼ
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
さ
ま
ざ
ま
な
教
科
を

教
え
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
学
習
支
援
を
行
う
背
景
に
つ
い

て
、「
ナ
ガ
イ
サ
」の
日
本
人
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

半
場
和
美
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
話
し
ま
す
。

　
「
4
年
ほ
ど
前
か
ら
、
日
本
在
住
の
フ
ィ
リ

ピ
ン
人
が
母
国
か
ら
自
分
の
子
ど
も
を
呼
び

寄
せ
る
ケ
ー
ス
が
急
に
増
え
ま
し
た
。
特
に

最
近
、
市
内
の
小
・
中
学
校
に
転
入
し
て
く
る

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
児
童
・
生
徒
の
数
は
、
ブ
ラ

ジ
ル
人
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
多
い
と
聞
い
て
い

ま
す
。
週
末
は
、
わ
た
し
た
ち
の
日
本
語
教

室
に
親
子
で
参
加
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。『
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ス
タ
ッ
フ
が
い

る
強
み
を
生
か
し
、
家
族
単
位
で
サ
ポ
ー
ト
し

て
ほ
し
い
』と
い
う
強
い
ニ
ー
ズ
が
あ
る
ん
で

す
。
大
切
な
の
は
、
当
事
者
だ
け
で
不
安
や

悩
み
を
抱
え
込
ま
な
い
こ
と
。
そ
の
た
め
に

も
、
地
域
の
日
本
人
の
幅
広
い
協
力
を
得
ら

れ
る
よ
う
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
大
切
に

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

さ
ら
に
グ
レ
イ
ス
さ
ん
が
続
け
ま
す
。「
わ

た
し
た
ち
の
仲
間
が
孤
立
し
な
い
よ
う
、一
人

で
も
多
く
の
地
域
の
人
が
目
を
向
け
て
く
だ

さ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
」。

ル
を
知
ら
な
い

外
国
人
に
は
丁

寧
に
説
明
し
、

ル
ー
ル
を
守
ら
な

い
日
本
人
に
は

『
ダ
メ
だ
よ
！
』と

厳
し
く
言
う
こ

と
で
、
ト
ラ
ブ
ル

は
な
く
な
り
ま

し
た
ね
」

　

ま
た
、
土
屋
さ

ん
は
地
域
の
外

国
人
と
日
本
人

の
融
和
を
図
る

た
め
、
昨
年
夏
に

ユ
ニ
ー
ク
な
行
事

を
企
画
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
地

区
の
夏
祭
り
に

ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ン

バ
を
取
り
入
れ
た
こ
と
。
地
元
の
ダ
ン
ス
指

導
者
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
サ

ン
バ
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
当
日
は
、
子

ど
も
た
ち
の
サ
ン
バ
に
大
人
の
日
本
人
、
外

国
人
も
加
わ
っ
て
、
大
き
な
踊
り
の
輪
が
広

が
っ
た
そ
う
で
す
。

　
「
大
切
な
の
は『
外
国
人
だ
か
ら
』と
い
う

特
別
な
意
識
を
持
た
な
い
こ
と
。
日
本
人
に

接
す
る
よ
う
に
、
外
国
人
の
顔
を
見
た
ら
笑

顔
で
あ
い
さ
つ
す
れ
ば
い
い
の
で
す
。
そ
う

す
れ
ば
、
相
手
は『
自
分
は
受
け
入
れ
ら
れ
て

る
ん
だ
』と
思
い
、
自
然
と
日
本
社
会
に
溶
け

込
ん
で
く
れ
ま
す
よ
」。
普
段
か
ら
普
通
に

相
手
と
接
し
、
自
然
体
で
お
互
い
を
受
け
入

れ
合
う
。
そ
れ
が
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
の

世
界
共
通
の
知
恵
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
「
わ
た
し
は〝
共
生
〞と
い
う
言
葉
が
あ
ま
り

好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
だ
か
、
違
う
者
同

士
が
一
緒
に
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
か
ら

ね
。
日
本
人
だ
っ
て
外
国
人
だ
っ
て
、
同
じ
人

間
。
お
互
い
自
然
に
溶
け
込
ん
で
い
け
る
よ

う
、
人
間
対
人
間
の
付
き
合
い
を
す
る
の
が

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
共

生
の
代
わ
り
に『
一
緒
に
や
ら
ま
い
か
！
』と

言
っ
て
る
ん
で
す
よ
」。
そ
う
言
っ
て
豪
快
に

笑
う
の
は
、
遠
州
浜
第
三
自
治
会（
南
区
）の

土
屋
武
司
会
長
で
す
。

　

土
屋
さ
ん
は
平
成
14
年
に
同
自
治
会
の
副

会
長
に
就
任
し
、
17
年
か
ら
会
長
を
務
め
て

い
ま
す
。
長
年
、
地
域
を
ま
と
め
て
き
た
土

屋
さ
ん
に
よ
る
と
、
遠
州
浜
地
区
に
外
国
人

が
多
く
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
今
か
ら
15

年
ほ
ど
前
の
こ
と
だ
と
い
い
ま
す
。
当
時
、
市

内
の
工
場
で
は
人
手
不
足
が
深
刻
に
な
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
か
ら
大
勢
の

外
国
人
が
働
き
に
来
て
、
遠
州
浜
地
区
な
ど

に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

外
国
人
の
急
増
で
、
ま
ず
問
題
に
な
っ
た

の
は
ゴ
ミ
の
分
別
で
し
た
。
南
米
な
ど
で
は

ゴ
ミ
分
別
の
習
慣
が
な
く
、
間
違
っ
た
ゴ
ミ
の

出
し
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
人
住
民

と
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
の
で
す
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
土
屋
さ
ん
は

外
国
人
と
日
本
人
の
双
方
に「
ル
ー
ル
を
守
る

こ
と
」を
徹
底
し
て
訴
え
ま
し
た
。

　
「
ゴ
ミ
を
分
別
し
な
い
外
国
人
は
け
し
か
ら

ん
と
怒
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
外
国
人
に
日

本
社
会
の
ル
ー
ル
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と

が
先
決
。
だ
っ
て
、
サ
ッ
カ
ー
の
ル
ー
ル
し
か

知
ら
な
い
人
に
野
球
の
ル
ー
ル
を
分
か
れ
と

言
っ
て
も
無
理
で
し
ょ
う
？
そ
れ
に
、
日
本
人

の
中
に
も
ゴ
ミ
を
分
別
せ
ず
に
出
す
人
も
い

て
、
こ
っ
ち
は
ル
ー
ル
を
分
か
っ
た
上
で
や
っ

て
る
ん
だ
か
ら
余
計
に
始
末
が
悪
い
。
ル
ー

外国人市民の相談に乗る土屋武司会長（正面右）

代表の中村グレイスさん（左）と、半場和美さん

日
本
人
も
外
国
人
も

サ
ン
バ
で
フ
ィ
ー
バ
ー

先
輩
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
が

後
輩
の〝
自
立
〞を
支
援

互
い
に
触
れ
合
い
、溶
け
込
も
う

外国人が参加して大いに盛り上がった昨年の夏祭り

医薬品の説明で笑顔のはじける「ナガイサ」の日本語教室
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分
自
身
も
差
別
や
偏
見
と
無
縁
で
は
な
い〝
一・

五
世
〞だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

　
「
日
本
社
会
で
不
自
由
な
く
生
き
て
い
け
る

よ
う
に
」と
、両
親
に「
日
本
人
」と
し
て
育
て
ら

れ
、
日
本
の
小
・
中
学
校
、
高
校
、
専
門
学
校

を
卒
業
し
た
ひ
ょ
う
ま
さ
ん
。
数
年
前
に
日
本

国
籍
も
取
得
し
ま
し
た
が
、
心
の
中
に
は
常
に

葛か
っ
と
う藤

が
あ
り
ま
し
た
。「
生
ま
れ
た
場
所
は
ベ
ト

ナ
ム
で
、
生
活
習
慣
や
価
値
観
も『
ベ
ト
ナ
ム

人
』の
部
分
が
多
い
。
で
も
、日
本
語
し
か
し
ゃ

べ
れ
な
い
し
、
ベ
ト
ナ
ム
の
こ
と
は
あ
ま
り
知

ら
な
い
。
自
分
は
一
体
、何
人
だ
!?
」。

　

そ
ん
な
ひ
ょ
う
ま
さ
ん
は
、一
昨
年
か
ら
公
益

財
団
法
人
浜
松
国
際
交
流
協
会（
H
I
C
E
）

の「
多
文
化
教
育
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー（
進
行
役
）

養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」に
参
加
。
そ
の
中
で
学
び
、

考
え
、行
動
し
て
い
く
う
ち
に「
自
分
は
何
者
で
、

こ
れ
か
ら
何
を
し
て
い
く
べ
き
か
」が
だ
ん
だ
ん

と
見
え
て
き
ま
し
た
。

　
「
現
在
、
わ
た
し
は
市
内
の
縫
製
工
場
の
管

理
者
。
従
業
員
は
す
べ
て
中
国
人
女
性
で
、

彼
女
た
ち
に
い
か
に
気
持
ち
よ
く
働
い
て
も

ら
え
る
か
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。
将
来
の
夢

は
縫
製
と
デ
ザ
イ
ン
を
結
び
付
け
た
新
ビ
ジ

ネ
ス
に
挑
戦
す
る
こ
と
。
ま
た
、
先
日
、
高
校

生
に
向
け
て
話
を
し
ま
し
た
が
、
自
分
の
体
験

か
ら
い
ろ
い
ろ
考
え
た
こ
と
を
多
く
の
人
に

伝
え
る
活
動
に
も
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

続
い
て
は
重
井
ア
マ
ン
ダ
さ
ん
、
22
歳
。
7

歳
で
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
日
本
へ
来
て
、
湖
西
市
の

小
・
中
学
校
、
高
校
を
卒
業
。
名
古
屋
市
の

大
学
に
進
学
し
ま
し
た
が
、
2
年
生
で
休
学

し
、
現
在
は
市
内
の
工
場
で
働
い
て
い
ま
す
。

「
工
場
を
勤
務
先
に
選
ん
だ
の
は
、
工
場
で
働

く
外
国
人
が
ど
ん
な
状
況
か
知
り
た
か
っ
た

か
ら
。
工
場
勤
め
の
外
国
人
に『
ア
マ
ン
ダ
に

は
わ
た
し
た
ち
の
気
持
ち
は
分
か
ら
な
い
よ
』

と
言
わ
れ
、
じ
ゃ
あ
働
い
て
み
よ
う
！
と
思
っ

た
ん
で
す
」。

　

ア
マ
ン
ダ
さ
ん
は
、
両
親
と
は
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
で
会
話
し
ま
す
が
、
日
本
語
の
方
が
少
し
得

意
。
ま
た
妹
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
が
得
意
で
は
な

く
、
姉
妹
の
間
で
は
日
本
語
で
会
話
す
る
そ
う

で
す
。「
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な
外
国
生
ま
れ
の

子
ど
も
は
、
日
本
と
母
国
の
言
葉
や
文
化
が
中

途
半
端
に
身
に
付
く『
ダ
ブ
ル
リ
ミ
テ
ッ
ド
』と

い
う
状
態
に
な
り

が
ち
。
そ
う
な
ら

な
い
た
め
の
学
習

は
本
当
に
難
し
い

ん
で
す
」。

　

大
学
で
英
語

学
を
専
攻
す
る
ア

マ
ン
ダ
さ
ん
は
今

年
4
月
に
は
復

学
し
、
今
年
か
ら

必
須
化
す
る
小

学
校
英
語
を
見

据
え
教
員
資
格

を
取
得
し
た
い
と

考
え
て
お
り
、「
小

学
校
で
英
語
を

教
え
な
が
ら
、
外

国
人
の
子
ど
も
た

ち
を
サ
ポ
ー
ト
し

た
い
」と
話
し
て

い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
最
後

は
20
歳
に
な
っ
た

ば
か
り
の
阿
部
恵
美
子
さ
ん
。
日
本
人
の
父

と
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
母
の
間
に
生
ま
れ
た
浜

松
っ
子
で
す
。
い
つ
も
明
る
い
笑
顔
を
絶
や

さ
な
い
恵
美
子
さ
ん
で
す
が
、
過
去
に
は
つ

ら
い
経
験
も
あ
り
ま
し
た
。
6
歳
の
時
に
母

が
家
を
出
て
行
き
、
恵
美
子
さ
ん
は
父
と
暮

ら
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
や
が
て
父

と
の
折
り
合
い
が
悪
く
な
り
、
14
歳
の
時
、
恵

美
子
さ
ん
は
と
う
と
う
家
を
飛
び
出
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　
「
し
ば
ら
く
ア
パ
ー
ト
暮
ら
し
を
し
た
後
、
あ

る
教
会
の
ア
メ
リ
カ
人
牧
師
と
出
会
い
、
そ
の

家
族
の
一
員
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
か
ら
高

校
ま
で
進
学
さ
せ
て
も
ら
い
、
今
も
一
緒
に
暮

ら
し
て
い
ま
す
」。
温
か
な
家
庭
を
得
た
恵
美

子
さ
ん
は
、
一
時
、
関
係
の
悪
化
し
て
い
た
両

親
と
和
解
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、フ
ィ
リ
ピ
ン
、

日
本
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
三
つ
の
文
化
に
は
ぐ

く
ま
れ
た
結
果
、
今
の
自
分
が
あ
る
こ
と
に
気

付
い
た
と
い
い
ま
す
。「
わ
た
し
と
い
う
人
間
の

中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
言
語
や
文
化
と
い
う〝
カ

ラ
ー
〞が
あ
り
、
そ
れ
を
多
く
の
人
と
分
か
ち
合

え
ば
互
い
の
理
解
は
も
っ
と
深
ま
る
は
ず
。
現

在
、
わ
た
し
は
仕
事
を
し
て
い
ま
す
が
、
昨
年

は
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど

も
行
い
ま
し
た
。
今
後
も
そ
う
し
た
活
動
を
通

じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な〝
カ
ラ
ー
〞を
持
つ
人
た
ち

と
交
流
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」。
こ
の
よ
う
な

多
文
化
要
素
を
持
つ
若
者
た
ち
の
活
躍
で
、浜

松
は
も
っ
と
元
気
で
住
み
や
す
い
ま
ち
に
変

わ
っ
て
い
く
と
期
待
で
き
そ
う
で
す
。

「
何
を
話
し
て
い

る
か
分
か
ら
な
く

て
不
安
」と
思
う

こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。「
あ
れ
は
た

だ
、
母
国
語
で
お

し
ゃ
べ
り
し
た
い

だ
け
な
ん
で
す
よ
。

あ
る
と
き
、
夢
中

で
話
を
し
て
い
る

ブ
ラ
ジ
ル
人
の
子
た
ち
に
そ
ー
っ
と
近
づ
き
、話

の
内
容
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。
そ
し
た
ら『
悪

い
こ
と
を
し
た
人
は
神
さ
ま
か
ら
罰
を
受
け
る
。

だ
か
ら
、
い
っ
ぱ
い
い
い
こ
と
を
し
よ
う
ね
！
』

な
ん
て
話
し
て
る
ん
で
す（
笑
）。
そ
れ
を
聞
い

て
、
こ
の
子
た
ち
を
何
と
か
し
て
あ
げ
な
き
ゃ

い
け
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
」。

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
学
校
制
度
は
日
本
と
大
き
く

異
な
り
、
教
育
レ
ベ
ル
も
バ
ラ
バ
ラ
。
日
本
へ

来
て
も
学
校
の
ル
ー
ル
が
分
か
ら
ず
、
不
登
校

に
な
る
子
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
そ
う
し
た

文
化
の
違
い
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
よ
う
、
橋
渡

し
す
る
の
が
わ
た
し
た
ち
の
役
目
な
ん
で
す
」。

最
近
は
日
本
語
が
上
達
し
、
サ
ポ
ー
ト
を
必
要

と
し
な
い
子
も
増
え
て
い
ま
す
が
、
母
国
や
外

国
人
学
校
か
ら
転
入
し
て
く
る
子
も
い
ま
す
。

イ
ル
マ
さ
ん
た
ち
サ
ポ
ー
タ
ー
の
存
在
は
、こ
れ

か
ら
も
不
可
欠
と
い
え
そ
う
で
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
ち

つ
つ
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
日
本
で
生
活
し
、
成
長

し
た
若
者
た
ち
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
今
回
、

そ
れ
ぞ
れ
ル
ー
ツ
の
異
な
る
3
人
の
男
女
に
集

ま
っ
て
も
ら
い
、
い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
き
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
日
本
語
は
パ
ー
フ
ェ

ク
ト
。
果
た
し
て
、
ど
ん
な
発
言
が
繰
り
広
げ

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
は
ベ
ト
ナ
ム
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
高
橋

ひ
ょ
う
ま
さ
ん
、
28
歳
。
1
9
8
2
年
、ベ
ト
ナ

ム
戦
争
で
祖
国
を
去
っ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
と

し
て
、
生
後
3
カ
月
で
日
本
へ
来
ま
し
た
。「
両

親
は
日
本
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
数
多
く

の〝
痛
み
〞を
経
験
し
た
移
民
一
世
。
わ
た
し
は

そ
ん
な
両
親
の
苦
労
を
目
の
当
た
り
に
し
、
自

　

こ
れ
か
ら
の
新
し
い
多
文
化
共
生
社
会
を

築
い
て
い
く
上
で
大
切
な
こ
と
。
そ
れ
は「
若

い
世
代
」が
羽
ば
た
い
て
い
け
る
環
境
を
、
い
か

に
整
え
て
い
く
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
外

国
に
ル
ー
ツ
を
持
ち
な
が
ら
、
日
本
の
社
会
で

育
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
は
、
一
般
の
日
本
人
に

は
な
い
独
特
の
感
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
感
性

は
、
現
在
の
日
本
を
覆
う
閉へ

い
そ
く塞

感
に
風
穴
を
開

け
、
世
の
中
を
元
気
に
す
る
大
き
な
可
能
性
を

秘
め
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
う
し
た
可
能
性
を
花
開
か
せ
る
た
め
に
、

ま
ず
必
要
な
の
は
何
と
言
っ
て
も
教
育
で
す
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
な
ど
多
く
の

外
国
人
児
童
が
通
う
佐
鳴
台
小
学
校（
中
区

佐
鳴
台
）の
教
室
を
訪
ね
、
現
場
の
様
子
を
の

ぞ
い
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
こ
は
算
数
の
授
業
を
行
っ
て
い
る
5
年
生

の
ク
ラ
ス
。
教
員
で
は
な
い
女
性
が
外
国
人
児

童
と
個
別
に
向
き
合
い
、
丁
寧
に
教
え
て
い
ま

す
。
こ
の
女
性
は
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
中
島
イ

ル
マ
・
雅
恵
さ
ん
。
日
本
人
男
性
と
結
婚
し
、

2
児
の
母
で
あ
る
イ
ル
マ
さ
ん
は
、
佐
鳴
台
小

な
ど
の
小
学
校
で
外
国
人
児
童
生
徒
就
学
サ

ポ
ー
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
、イ
ル
マ
さ
ん
が
受
け
持
っ
た
ク
ラ
ス

で
ブ
ラ
ジ
ル
人
児
童
は
3
人
。
い
ず
れ
も
、
ま

だ
日
本
の
小
学
校
に
編
入
し
た
ば
か
り
で
日

本
語
は
上
手
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
子
ど

も
た
ち
は
、
休
み
時
間
に
な
る
と
ブ
ラ
ジ
ル
人

同
士
で
集
ま
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
話
を
し
て

い
ま
す
。
そ
の
様
子
を
日
本
人
の
児
童
が
見
て

就
学
サ
ポ
ー
タ
ー
が

異
な
る
文
化
を
橋
渡
し

〝
カ
ラ
ー
〞を
分
か
ち
合
い

互
い
の
理
解
を
深
め
る

ニ
ュ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
期
待

休
み
時
間
に
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
子
ど
も
た
ち
と
談
笑
す
る

中
島
イ
ル
マ
さ
ん

児童と向き合い、じっくり指導します

小さいころの写真を手にする、左から重井アマンダさん、高橋ひょうまさん、阿部恵美子さん

多文化共生へ時代は変わる
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ま
ず
は
地
域
の
外
国
人
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
や
、
外
国
人
を
支
援

し
て
い
る
団
体
な
ど
に
働
き
か

け
、
外
国
人
の
親
に
不
就
学
の
要
因
な
ど
に

つ
い
て
直
接
聞
き
取
り
を
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
外
国
人
を
多
く
雇
用
し

て
い
る
企
業
の
協
力
も
必
要
に
な
っ
て
く
る

で
し
ょ
う
。
外
国
人
市
民
は
、
日
本
人
と
同

様
、
地
域
社
会
を
支
え
る
大
切
な
人
た
ち
。

そ
ん
な
人
た
ち
が
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め

の
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
全
体
で

支
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ
れ
に
は

当
然
、
あ
る
程
度
の
お
金
が
か
か
り
ま
す
が
、

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
展

開
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
の
中
で
、
土
台

と
な
る
の
は
何
と
い
っ
て
も
教
育
で
す
。
浜

松
市
で
は
、
定
住
資
格
を
持
つ
外
国
人
の
子

ど
も
た
ち
の「
不
就
学
ゼ
ロ
＝
全
員
就
学
」、

つ
ま
り
義
務
教
育
と
同
じ
状
態
に
な
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
外
国
人
の

親
に
子
ど
も
を
就
学
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
し

か
し
、
当
事
者
の
意
識
以
外
に
も
課
題
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
現
在
の
外
国
人
登
録
制

度
で
は
浜
松
に
外
国
人
の
子
ど
も
が
何
人
い

る
か
、
そ
の
就
学
状
況
は
ど
う
か
な
ど
居
住

実
態
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
こ
と
や
、
日

本
人
と
外
国
人
で
構
成
す
る
複
数
国
籍
世

帯
が
、
住
民
基
本
台
帳
法
と
外
国
人
登
録

法
と
い
う
二
つ
の
制
度
に
分
か
れ
て
登
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
が
サ
ポ
ー
ト

体
制
の
構
築
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳

に
外
国
人
も
記
載
さ
れ
る
よ
う
平
成
21
年

度
に
住
民
基
本
台
帳
法
が
改
正
さ
れ
、
24
年

度
に
施
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。
し
か
し
、
わ

れ
わ
れ
と
し
て
は
国
の
制
度
改
正
を
た
だ

待
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
今
、

不
就
学
の
子
を
放
置
す
れ
ば
、
そ
の
子
た
ち

は
数
年
後
、
一
度
も
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い

ま
ま
大
人
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
こ
の

た
め
浜
松
市
で
は
、
来
年
度
か
ら
不
就
学
ゼ

ロ
に
向
け
た
取
り
組
み
に
本
腰
を
入
れ
て
い

く
方
針
で
す
。

こ
の
お
金
は
社
会
を
安
定
化
さ
せ
、
優
れ
た

人
材
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
コ
ス
ト

と
考
え
る
べ
き
。
こ
れ
を
負
担
し
な
い
方
が
、

結
局
は
将
来
、
高
い
代
償
を
支
払
う
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
。
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
ぜ

ひ
こ
の
こ
と
を
理
解
し
、
ご
協
力
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
も
教
育
に
か
か
わ
る
こ
と
で

す
が
、
し
っ
か
り
と
し
た
教
育
を

受
け
た
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
が
成
長
し
、

優
れ
た
人
材
と
し
て
社
会
に
貢
献
し
て
い
け

ば
、
外
国
人
を
見
る
日
本
人
の
目
も
大
き
く

変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
今
年
生
ま
れ
た

子
が
成
人
す
る
20
年
後
の
社
会
で
は
、
外
国

人
が
多
方
面
で
活
躍
す
る
の
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
意
味
で
現
在
は
過
渡
期
と
い
え
ま
す

が
、
ア
ク
シ
ョ
ン
は
今
す
ぐ
に
で
も
開
始
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
人
の
外
国
人
へ

の
意
識
が
変
わ
る
こ
と
で
外
国
人
が
自
信
を

持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
優
れ
た
能
力
を
持
つ

外
国
人
が
よ
り
多
く
登
場
し
、
お
互
い
に
協

力
し
、
切
磋
琢
磨
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
よ

い
方
向
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
好
循

環
が
生
ま
れ
る
よ
う
、
行
政
と
し
て
最
大
限

の
努
力
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
は
昨
年
8
月
に
当
市
の

企
画
部
長
に
就
任
す
る
ま
で
総

務
省
に
勤
務
し
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
こ
ろ
に
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
平
成
20
年
9
月
に
起
き
た
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
す
ぐ
後
の
こ
と
。
当
時
、

わ
た
し
は
財
政
課
で
特
別
交
付
税
の
地
方

へ
の
配
分
を
担
当
し
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

で
悪
化
し
た
地
方
財
政
を
ど
う
や
っ
て
支
援

す
る
か
を
必
死
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の

大
き
な
柱
は
、
外
国
人
の
雇
用
問
題
を
含
む

多
文
化
共
生
へ
の
支
援
。
ま
ず
地
方
の
声

を
聞
い
て
制
度
構
築
の
参
考
に
し
よ
う
と
、

わ
た
し
が
真
っ
先
に
問
い
合
わ
せ
た
の
は
、

多
文
化
共
生
の
先
進
都
市
と
し
て
す
で
に

知
ら
れ
て
い
た
浜
松
市
で
し
た
。

　

わ
た
し
は
浜
松
市
の
担
当
課
職
員
に
電

話
で「
ど
ん
な
支
援
が
必
要
で
す
か
」と
聞
き

ま
し
た
。
す
る
と
、
こ
ん
な
答
え
が
返
っ
て

き
た
ん
で
す
。「
支
援
し
て
い
た
だ
け
る
の
は

大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
。
た
だ
、
当
市
は
す

で
に
独
自
の
対
策
を
考
え
、
実
行
に
移
そ
う

と
し
て
い
ま
す
」。
こ
の
返
答
に
わ
た
し
は

驚
き
ま
し
た
。
浜
松
市
の「
国
に
頼
り
き
ら

な
い
」と
い
う
心
意
気
は
大
し
た
も
の
だ
と

思
い
ま
し
た
し
、
多
文
化
共
生
の
先
進
度
も

極
め
て
高
い
と
実
感
し
ま
し
た
ね
。

平
成
2
年
の「
出
入
国
管
理
及

び
難
民
認
定
法（
入
管
法
）」改

正
以
降
、
外
国
人
定
住
者
の
数

は
急
速
に
増
え
ま
し
た
が
、
最
近
は
不
況
の

影
響
で
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
諸

外
国
の
例
を
見
る
と
、
一
度
定
住
し
た
外
国

人
は
最
後
ま
で
移
住
先
に
残
る
こ
と
が
多
く
、

わ
が
国
も
例
外
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
今

後
の
施
策
は
、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
考
え
て

企画部

神
ご う ど
門純一  部長

浜松市は、およそ80カ国の外国人
が住む全国有数の「外国人集住都
市」。これまで、他都市に先んずる
多文化共生行政を推進してきた実
績をベースに、今後、どのような施
策が必要でしょうか。企画部の神
門純一部長にポイントを聞きました。

A Q
浜
松
の
多
文
化
共
生

の
先
進
度
は
？

A Q
外
国
人
市
民
の

人
口
推
移
は
？

A Q
大
切
な
の
は
市
民
の

意
識
改
革
で
は
？

A Q
不
就
学
ゼ
ロ
へ
の

対
策
の
中
身
は
？
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図●平成2年以降の外国人市民の人口推移（浜松市、17年以前は合併前）

の
ここが訊

き

きたい

すべての住民の参加と
協働による多文化共生へ

「
多
文
化
共
生
」

外
国
人
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
た
も
ち
つ
き
大
会

多文化共生へ時代は変わる
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