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みんなで暮らしやすいまちに
～多文化共生のまちづくりに向けて～

特集

国際課多文化共生推進室 ☎231-9653

　
多
文
化
共
生
と
は
、
国
籍
や
民

族
の
異
な
る
人
々
が
、
互
い
の
文

化
の
違
い
を
認
め
合
い
、
対
等
な

関
係
を
築
こ
う
と
し
な
が
ら
、
共

に
生
き
て
い
く
こ
と
で
す
。

　
日
本
で
は
、
少
子
高
齢
化
に
よ

り
、
人
口
が
減
少
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
人
手
不
足
解
消
の
た
め
、

外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
拡

大
す
る
な
ど
の
国
の
施
策
で
外
国

人
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
下
関
市
に
も
、
水
産
加
工
業
な

ど
の
産
業
を
支
え
る
貴
重
な
人
材

と
し
て
、
技
能
実
習
生
が
多
く
来

日
し
、
市
内
で
生
活
す
る
外
国
人

住
民
は
増
え
て
い
ま
す
。

　
共
に
下
関
で
暮
ら
す
住
民
と
し

て
、
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
に
す
る

に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
、
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
を
踏
ま
え
て
ご

紹
介
し
ま
す
。　

〇日本人と一緒に紅葉狩りや、ボランティア活動に参加でき
るイベントの開催を！
〇お知らせ文章などの日本語が難しい。
〇外国人に役立つ情報の周知を。病院や医療情報が不足して
いる。
〇外国人同士の交流会などがあれば。

Citizen’s voice　　　　～多文化共生アンケートより～

外国人の声

市内の国籍別外国人住民数
（2020年9月末現在）

〇外国人住民の受け入れが増え、住み慣れた生活環境が変わ
っていくのが不安。

〇市や日本の経済も支えてくれる貴重な人材に対して、きち
んと支援をしてあげることは大切。

〇下関での習慣、生活ルールなどを説明し、お互いの言葉や
文化の共有を。

日本人の声
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M
ulticultural coexistence 　

下
関
市
彦
島
の
西
端
に
、
全
国

で
唯
一
の
ふ
く
専
門
の
卸
売
市
場

「
南
風
泊
市
場
」が
あ
り
ま
す
。
市

場
の
あ
る
彦
島
西
山
地
区
に
は
水

産
加
工
団
地
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら

ふ
く
を
は
じ
め
、
魚
の
加
工
品
な

ど
が
海
外
や
国
内
各
地
に
届
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
彦
島
西
山
地
区
に
あ
る
ヤ

マ
モ
水
産
で
は
、
中
国
か
ら
の
実

習
生
７
人
が
、
下
関
の
水
産
加
工

技
術
を
学
ん
で
い
ま
す
。

　
実
習
生
の
１
人
、
郭か

く
建け
ん
峰ほ
う
さ
ん

は
、
２
０
１
９
年
に
中
国
か
ら
来

日
。
日
本
に
来
る
前
は
、
水
産
加

工
会
社
で
働
い
た
り
、
小
さ
な
屋

台
を
出
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

中
国
で
は
ふ
く
食
・
流
通
が
一

時
期
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、 

最
近
に
な
っ
て
一
部
解
禁
さ
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
郭
さ
ん
は「
中
国 

で
た
く
さ
ん
ふ
く
が
食
べ
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
の
で
は
」と
思
い
、
ふ

く
加
工
の
本
場
で
あ
る
下
関
で
の

実
習
を
希
望
し
ま
し
た
。「
加
工
技

術
を
身
に
着
け
、
母
国
に
貢
献
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

水
産
加
工
技
術
の
習
得
の

た
め
に
海
外
か
ら
下
関
へ

　
郭
さ
ん
が
実
習
を
し
て
い
る
会

社
で
は
、ふ
く
を
刺
身
に
し
た
り
、

い
ろ
い
ろ
な
魚
を
加
工
し
た
り
し

て
い
ま
す
。

　
郭
さ
ん
の
毎
日
の
仕
事
は
、
あ

ら
か
じ
め
作
っ
た
実
習
計
画
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
ま
す
。
毎
日
決
ま

っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
今
は
、
ど
ん
な
作
業
の
時
に
ど

の
よ
う
な
包
丁
を
使
う
か
、
ど
の

よ
う
に
魚
を
さ
ば
く
か
と
い
っ
た

こ
と
や
、
魚
の
塩
蔵
の
仕
方
な
ど

を
勉
強
し
て
い
ま
す
。

　
郭
さ
ん
に
実
習
の
感
想
を
伺
い

ま
し
た
。「
日
本
人
の
仕
事
に
対
す

る
真
剣
さ
や
、
み
ん
な
が
団
結
し

会
社
や
下
関
に

貢
献
し
た
い

郭さんの１日

て
協
力
し
合
う
姿
勢
が
素
晴
ら
し

い
と
思
い
ま
し
た
。
文
化
は
違
っ

て
も
共
通
の
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

言
葉
が
十
分
で
な
く
て
も
、
気
持

ち
は
伝
わ
っ
て
い
る
、
心
も
通
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
今
、
会
社

で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
気
が
か
り
な
の
は
、
コ
ロ
ナ

で
後
輩
が
日
本
に
入
国
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
で
す
。
一
方
で
日
本

か
ら
出
国
し
た
実
習
生
が
い
る
の

で
、
人
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

下
関
の
ふ
ぐ
を
全
国
の
消
費
者
へ

届
け
ら
れ
る
か
個
人
的
に
心
配
で

す
。
実
習
が
終
わ
る
と
き
が
近
づ

い
て
き
ま
し
た
。
最
後
に
、
会
社

や
下
関
に
貢
献
し
て
、
３
年
間
の

実
習
を
成
功
裏
に
終
わ
ら
せ
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
」

プライベート
タイム

睡眠

実習

6：00
起床
7：00
出社

15：30
退社

就寝
23：00

実習後は
釣りをするのが
楽しみです。
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❶実習生の集い。家族に会えない寂しさを紛らわすことができればと、旧正月に合わせて毎年、下関食品流
通協同組合が開催。会社ごとに実習生が出し物をします。西山町自治会の皆さんも、日本舞踊を踊ってくだ
さいました。　❷前西山町自治会長の加納政二さん。海外で働いているとき、地元の祭りなどに誘ってもら
ったそうです。　❸トリコロキューブ。西山町自治会のみなさんと実習生が一緒になってゲームを楽しみます。

　
「
実
習
生
の
ご
み
出
し
が
う
ま

く
い
っ
て
い
な
い
、
自
転
車
の
乗

り
方
の
マ
ナ
ー
が
悪
い
」と
い
う

苦
情
が
あ
っ
た
の
で
、
祭
り
の
次

は
ご
み
の
出
し
方
や
自
転
車
の
乗

り
方
の
講
習
で
す
。

　
当
初
実
習
生
は
、住
民
か
ら「
マ

ナ
ー
が
悪
い
」と
い
う
目
で
見
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
交
流
を
し
て
断

然
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　
町
内
の
一
斉
清
掃
で
は
、
実
習

生
が
参
加
し
て
く
れ
、
住
民
と
一

緒
に
汗
を
か
き
、
ふ
れ
あ
い
が
生

ま
れ
ま
し
た
。

　
国
勢
調
査
の
と
き
も
、
ど
こ
に

ど
ん
な
実
習
生
が
い
る
か
把
握
で

き
て
い
た
の
で
、
調
査
が
ス
ム
ー

ズ
に
進
み
ま
し
た
。

　
「
今
は
実
習
生
と
住
民
の
ト
ラ
ブ

ル
の
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ

り
ま
せ
ん
。
実
習
生
は
あ
い
さ
つ

も
よ
く
し
て
く
れ
ま
す
。
実
習
生

か
ら『
下
関
に
来
て
よ
か
っ
た
』と

思
っ
て
も
ら
え
る
の
が
一
番
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
交
流
を
し
て
い
き
た

い
で
す
」と
加
納
さ
ん
は
笑
顔
で
話

し
ま
す
。

　

彦
島
西
山
町
自
治
会
に
は
約

１
１
２
０
世
帯
が
加
入
し
て
い
ま

す
。
企
業
会
員
は
64
社
で
、
そ
の

う
ち
約
３
割
の
会
社
に
技
能
実
習

生
が
い
ま
す
。

　
あ
る
日
、
実
習
生
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
い
る
下
関
食
品
流
通
協
同
組

合
の
翟よ

う
さ
ん
か
ら「
外
国
人
に
日
本

語
を
教
え
て
も
ら
え
な
い
か
」と
自

治
会
に
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

　
当
時
自
治
会
長
を
し
て
い
た
加

納
さ
ん
は
、
水
産
加
工
業
の
仕
事

で
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
に
行
っ
て
い

た
経
験
か
ら「
日
本
語
は
教
え
ら
れ

な
い
が
、
地
元
の
人
と
交
流
し
、

実
習
生
が
祖
国
に
帰
る
と
き
に
良

い
思
い
出
を
持
っ
て
帰
っ
て
も
ら

い
た
い
」と
思
っ
た
そ
う
で
す
。

　
自
治
会
内
で
協
議
し
、
婦
人
部

が
中
心
と
な
り
、
実
習
生
の
世
話

人
委
員
会
が
発
足
。「
話
し
合
い
の

中
で
、
西
山
地
区
の
祭
り
に
出
て

も
ら
っ
て
は
ど
う
か
と
い
う
案
が

出
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
実
習
生

に
会
い
、
平
家
踊
り
の
練
習
を
始

め
、
祭
り
に
出
て
も
ら
っ
た
の
が

交
流
の
始
ま
り
で
す
」

実
習
生
と
平
家
踊
り
を

下
関
で
良
い
思
い
出
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
。

交
流
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

下関食品流通協同組合 翟
よう

　淑
しゅく

君
くん

 さん

下関食品流通協同組合は、下関市で中国人やベトナム人の技能実習生の受け入
れをサポートしています。
技能実習生は生活の面での不自由がたくさんあります。
私たちもサポートしていますが、市民の皆さんも、ぜひ外国人に温かい言葉を
かけてあげてください。私は中国人ですが、一人で子どもを抱えて不安なとき、
日本人に声をかけてもらって温かい気持ちになりました。
行政には、実習生と市民との交流を取り次いでほしいと思っています。

サポートする立場から

❸❸ ❷❷

❶❶



5 市報しものせき　令和３年　８月号

基本理念 「多文化共生が拓
ひら

く下関市の未来」
これまで、市では防災教室やごみ出しの多言語カレン
ダー作成など、外国人が住みやすいまちづくりに取り組
んできました。
今年3月、近年の技能実習生や留学生の増加を背景に、
これまでの国際化施策に「多文化共生」の視点を加えた
計画を策定しました。
以下の３つの基本目標のもと、日本人も外国人も暮らし
やすい地域づくりを推進していきます。
【基本目標】
❶国際化に対応した人材育成
❷国際交流の促進
❸多文化共生のまちづくり

み
ん
な
で
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
に

市
の
取
り
組
み

■にほんご多文化ひろば

■しものせき国際交流ねっと
講座や料理を通して、互いの国の
文化習慣を知り、より安心して暮ら
せる地域づくりを目指しています。

■問石井由利子さん　☎ 090-2000-6521

■外国人に日本語を教える会

外国人を支援したい人のための勉
強会と、外国人のための日本語教
室を月に一度開催しています。

■問當房詠子さん　☎ 080-3874-5404

学習者がレベルに応じたクラスで
日本語を学び、コミュニティの一
員となるように支援しています。

■問杉原賢治さん　☎ 090-5706-2503

外国人に日本語を教える会 
代表 杉原賢治 さん

外国人は、国ごとにコミュニティをつくろ
うとするので、もっと日本人から話しかけ
たり交流したりしてほしいと思います。
外国人が日本語をうまく話せなくても、
しっかり聞いて、ゆっくり話してあげま
しょう。外国人の皆さんが、1人でも多く
会に参加されるのを願っています。

下関市多文化共生・国際交流推進計画「やさしい日本語」を共通語に

　民間での取り組み

◀詳しくは
　QRコードから

　

今
年
３
月
、
市
で
は「
多
文
化

共
生
・
国
際
交
流
推
進
計
画
」を

策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
計
画
の
取

り
組
み
の
一
つ「
市
民
に
対
す
る

多
文
化
共
生
の
意
識
啓
発
・
醸
成
」

の
た
め
、
６
月
に
は
多
文
化
共
生

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

今
後
も
、
外
国
人
住
民
に
対
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
生
活
の

支
援
、
外
国
人
住
民
の
地
域
社
会

へ
参
画
促
進
と
多
様
性
を
活
用
し

た
地
域
の
魅
力
創
出
に
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。

　
下
関
市
国
際
課
の
白
野
主
任
に

伺
い
ま
し
た
。「
外
国
人
を
温
か
い 

目
で
住
民
と
し
て
受
け
入
れ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
外
国
人
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
と
き
、

外
国
語
で
な
く
て
も
か
ま
い
ま
せ

ん
。
や
さ
し
い
日
本
語
を
ぜ
ひ
使

っ
て
く
だ
さ
い
。
自
分
ご
と
と
し

て
、外
国
人
に
市
民
と
し
て
接
し
、

交
流
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
、
市
民
み
ん
な
が
暮

ら
し
や
す
い
、
外
国
人
に
も
選
ば

れ
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が
る
と

思
い
ま
す
」

M
ulticultural coexistence 外

国
人
住
民
も
市
民
の
一
員

「やさしい日本語」とは、簡単な言葉や文
法を使って、普段使われている日本語を
外国人にもわかりやすく伝えられるよう
書き換えた日本語のことです。

多文化共生フォーラムしものせき

【ルール】
・主語と述語を明確に１文で短く
・漢字熟語や外来語を避ける
・二重否定を使わない
・漢字にふりがなをふる　など　

【例】
・土足厳禁です→くつをぬいでください
・公共交通機関でお越しください
　→バスか電車で来てください
・キャンセルしますか？→やめますか？


