
１
－
は
じ
め
に

　
現
在
、
横
浜
市
に
は
韓
国
・
朝
鮮
人
約
一
万
五
千

人
を
は
じ
め
と
し
て
世
界
百
二
十
数
カ
国
か
ら
約
四

万
七
千
人
の
外
国
人
が
在
住
し
て
お
り
ま
す
。
横
浜

市
立
の
学
校
に
通
う
外
国
人
児
童
生
徒
は
、
韓
国
・

朝
鮮
人
を
は
じ
め
中
国
・
ベ
ト
ナ
ム
・
フ
ィ
リ
ピ
ン

な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
、
ブ
ラ
ジ
ル
・
ペ
ル
ー
な
ど
南
米

諸
国
か
ら
の
転
入
も
年
々
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の

内
、
韓
国
・
朝
鮮
人
児
童
生
徒
は
四
割
を
占
め
て
い

ま
す
。
今
後
も
ま
す
ま
す
多
く
の
外
国
か
ら
の
子
ど

も
た
ち
が
、
横
浜
の
学
校
で
日
本
の
子
ど
も
た
ち
と

共
に
学
ぶ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
韓
国
・
朝
鮮
人
を
中
心
と
し
た
在
日
外

国
人
児
童
生
徒
の
市
立
学
校
で
の
教
育
に
つ
い
て
と

り
あ
げ
ま
す
。

２

在
日
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
の
自
立
と

悩
み

①
－
通
称
名
で
通
う
現
実

　
市
立
学
校
に
通
う
外
国
人
児
童
生
徒
の
う
ち
、
本

名
で
は
な
く
日
本
名
＝
通
称
名
を
使
用
し
て
い
る
児

童
生
徒
は
、
小
学
校
で
七
四
％
、
中
学
校
で
八
一
％

お
り
、
そ
の
殆
ど
が
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
で
す
。
こ

の
現
実
は
、
通
称
名
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
、

私
た
ち
日
本
人
社
会
の
中
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。

　
多
く
の
場
合
、
子
ど
も
た
ち
は
、
生
活
の
中
で
、

民
族
へ
の
偏
見
を
実
感
し
た
り
、
親
か
ら
被
差
別
の

体
験
を
聞
か
さ
れ
て
い
て
、
な
か
な
か
本
名
を
出
せ

ま
せ
ん
。
韓
国
・
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て

し
ま
わ
な
い
か
、
い
つ
も
び
く
び
く
し
た
り
、
本
名

を
名
の
る
と
友
達
が
み
ん
な
離
れ
て
い
っ
て
孤
立
し

て
し
ま
わ
な
い
か
と
悩
み
ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
二

世
の
保
護
者
の
次
の
よ
う
な
話
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。

　
　
「
私
は
大
学
二
年
生
の
時
か
ら
本
名
を
名
の
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
通
称
名
だ
っ
た
が
、
朝

鮮
国
籍
で
あ
る
こ
と
は
周
囲
の
人
た
ち
は
知
っ
て
い

た
よ
う
だ
。
本
名
を
名
の
る
ま
で
に
は
、
差
別
発
言

を
受
け
た
り
、
同
和
問
題
や
歴
史
の
授
業
で
朝
鮮
の

こ
と
を
学
習
す
る
日
は
欠
席
し
た
り
、
受
験
票
に
書

か
れ
た
本
名
を
友
達
に
見
ら
れ
る
の
を
恐
れ
た
り
と
、

平
坦
な
道
の
り
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
大
学
で
韓
国

人
の
サ
ー
ク
ル
に
入
り
、
他
の
人
た
ち
と
触
れ
る
こ

と
に
よ
り
考
え
方
が
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
本

名
を
知
ら
れ
る
こ
と
の
つ
ら
さ
よ
り
、
隠
す
こ
と
の

つ
ら
さ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
」

　
通
称
名
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
民
族
を
隠
し
、

あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
出
せ
な
い
こ
と
で
す
。
本
名

を
名
の
る
こ
と
は
、
差
別
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
も

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
名
前
の
こ
と
で
か
ら

一
　
特
集
・
外
国
人
に
開
か
れ
た
都
市
を
目
指
し
て
④
安
心
し
て
学
ぶ

か
わ
れ
た
り
、
い
じ
め
を
受
け
た
り
し
ま
す
。
そ
の

た
め
に
傷
つ
き
、
心
を
閉
ざ
し
、
時
に
は
不
登
校
に

追
い
や
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
迎
え
る
進
学
や
就
職

の
と
き
、
あ
る
い
は
結
婚
の
と
き
差
別
を
受
け
は
し

な
い
か
と
、
自
分
の
将
来
に
不
安
を
感
じ
た
り
し
ま

す
。
人
生
の
重
大
事
で
あ
る
「
働
く
、
結
婚
す
る
」

時
に
受
け
る
差
別
で
、
在
日
の
若
者
が
生
き
る
希
望

を
ど
れ
ほ
ど
削
が
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
社
会

に
根
強
く
残
る
民
族
に
対
す
る
偏
見
・
差
別
、
社
会

保
障
・
国
籍
条
項
・
参
政
権
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

の
中
で
、
在
日
と
し
て
自
立
し
て
生
き
て
い
く
た
め

の
悩
み
や
不
安
を
秘
め
て
、
在
日
外
国
人
の
児
童
生

徒
は
通
学
し
て
い
る
の
で
す
。

②
－
在
日
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
悩
み

　
通
称
名
か
本
名
か
の
問
題
は
、
単
に
「
呼
び
名
」

を
変
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
差
別
に
か
か
わ

る
問
題
で
あ
り
、
在
日
と
し
て
の
生
き
方
に
か
か
わ
っ

た
問
題
で
す
。
帰
化
を
含
め
た
「
同
化
」
と
民
族
性

を
保
持
し
よ
う
と
す
る
「
異
化
」
と
の
間
を
揺
れ
動

く
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
で
す
。
世
代
交
代

が
進
む
中
で
、
そ
れ
へ
の
姿
勢
は
、
多
様
化
し
て
お

り
ま
す
。
あ
る
中
学
生
が
人
権
作
文
で
、
こ
の
よ
う

に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
　
「
私
は
在
日
韓
国
人
で
す
。
し
か
も
日
本
で
生
れ

育
ち
、
韓
国
へ
行
っ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
言
葉
も

１
－
は
じ
め
に

２
－
在
日
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
の
自
立
と

　
　
悩
み

３
‐
「
内
な
る
国
際
化
」
と
民
族
共
生
を

　
　
目
指
す
教
育
の
課
題

４
－
お
わ
り
に
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ま
た
、
そ
の
よ
う
な
偏
見
・
差
別
の
体
験
を
乗
り
越

え
て
、
韓
国
・
朝
鮮
人
と
し
て
の
自
覚
と
誇
り
を
取

り
戻
し
て
い
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

③
｜
「
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
」
の
子
ど
も
た
ち

し
ゃ
べ
れ
な
い
在
日
韓
国
人
で
す
。
朝
鮮
が
日
本
の

植
民
地
だ
っ
た
時
に
、
祖
父
母
は
日
本
に
連
れ
て
こ

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
自
身
は
「
韓
国
人
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
、
実
感
が
わ
き
ま
せ
ん
。

祖
国
や
民
族
に
つ
い
て
と
り
た
て
て
意
識
し
た
こ
と

も
な
い
の
で
す
。
ご
く
自
然
に
受
け
と
め
て
い
た
の

で
す
。
で
す
が
、
私
に
は
唯
一
、
韓
国
人
で
あ
る
と

い
う
証
明
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
の
名
前
で
す
。

（
中
略
）
弟
は
小
学
校
一
年
生
の
時
に
、
一
番
仲
の

良
い
友
達
に
自
分
が
韓
国
人
で
あ
る
こ
と
を
打
ち
明

け
た
そ
う
で
す
。
相
手
は
す
か
さ
ず
『
そ
れ
な
ら
帰

れ
ば
い
い
じ
ゃ
ん
』
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
、
う
い

う
言
葉
に
は
、
や
り
き
れ
な
い
寂
し
さ
、
口
惜
し
さ

を
感
じ
ま
す
。
私
も
弟
も
自
分
が
名
の
ら
な
け
れ
ば
、

人
は
日
本
人
だ
と
思
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
位
自
然
に

生
活
し
て
い
ま
す
し
、
と
け
込
ん
で
い
ま
し
た
。
こ

れ
が
本
当
に
い
い
の
か
は
疑
問
で
す
。
私
は
韓
国
人

で
す
。
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
日
本
で
生
活
し
て
い
く
こ

と
に
な
っ
て
も
、
私
は
韓
国
人
で
す
。
日
本
の
中
で

韓
国
人
と
し
て
生
き
て
い
く
わ
け
で
す
。
私
か
韓
国

人
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
高
校
や
大
学
、
社
会

生
活
へ
進
む
に
つ
れ
て
自
分
が
ど
う
生
き
て
い
く
か

に
つ
い
て
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
ゆ
く
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
（
以
下
略
）
」

　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
生
ま
れ
、
日
本
の
学
校
と

生
活
文
化
の
中
で
育
ち
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
日
本

で
暮
ら
す
で
あ
ろ
う
三
世
・
四
世
の
児
童
生
徒
が
、

「
在
日
」
と
し
て
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
、

ま
さ
に
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
て
葛
藤

し
ま
す
。
周
囲
の
お
と
な
や
子
ど
も
た
ち
の
無
知
や

偏
見
に
よ
っ
て
、
心
を
傷
つ
け
ら
れ
、
「
在
日
」
に

生
ま
れ
た
こ
と
に
誇
り
を
も
て
ず
、
民
族
に
対
し
て

マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
さ
れ
た
り
し
ま
す
。

　
一
九
七
〇
～
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
中
国
帰
国
者
、

ア
ジ
ア
か
ら
の
難
民
や
就
労
者
、
南
米
か
ら
日
系
人

の
就
労
者
等
の
増
加
に
よ
り
、
横
浜
市
立
学
校
で
も

「
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
在
日
外
国
人
の
子

ど
も
た
ち
が
増
加
し
、
在
日
外
国
人
児
童
生
徒
の
半

数
を
超
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
、
親

も
子
ど
も
た
ち
も
日
本
語
が
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
せ
ん
。

市
立
学
校
で
は
「
国
際
教
室
」
や
「
日
本
語
教
室
」

を
設
け
、
日
本
語
教
育
・
日
本
文
化
の
学
習
・
生
活

指
導
な
ど
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
も
や

は
り
子
ど
も
た
ち
は
自
立
に
悩
み
、
ま
た
、
同
化
と

異
化
の
間
で
揺
れ
る
の
で
す
。
ま
ず
、
「
こ
と
ば
の

壁
」
に
悩
み
ま
す
。
「
小
学
校
の
一
・
二
年
生
ぐ
ら

い
ま
で
ぜ
ん
ぜ
ん
先
生
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
勉
強
も
全
然
分
か
ら
な
か
っ

’
た
。
連
絡
帳
も
写
す
だ
け
で
意
味
が
分
か
ら
な
い
か

ら
、
ず
っ
と
忘
れ
物
を
し
て
い
た
。
」
こ
れ
は
、
あ

る
市
立
中
学
校
の
教
師
が
集
め
た
生
徒
の
声
で
す
。

　
そ
れ
で
も
や
が
て
、
当
初
の
「
ピ
ア
ス
を
し
て
登

校
す
る
」
と
か
「
授
業
中
む
や
み
に
歩
き
回
る
」
と

い
っ
た
こ
と
も
な
く
な
り
、
日
常
会
話
と
し
て
の
日

本
語
に
は
不
自
由
し
な
く
な
り
ま
す
が
、
教
科
の
日

本
語
が
不
十
分
な
た
め
教
科
学
習
に
つ
い
て
い
け
な

か
っ
た
り
、
学
習
意
欲
を
な
く
し
た
り
、
高
校
入
試

な
ど
進
路
に
つ
い
て
は
大
き
な
困
難
と
不
安
を
抱
え

ま
す
。

　
ま
た
、
言
葉
の
問
題
は
学
習
上
の
問
題
に
と
ど
ま

ら
ず
、
子
ど
も
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
関
連

し
ま
す
。
日
本
語
を
習
得
す
る
一
方
で
、
母
国
語
は

確
実
に
忘
れ
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
日
本
語
が
ほ
と

ん
ど
話
せ
な
い
親
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う

す
れ
、
生
活
習
慣
や
も
の
の
考
え
方
に
つ
い
て
も
親

子
間
の
ト
ラ
ブ
ル
も
起
こ
り
ま
す
。

　
し
か
も
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
「
日
本
化
す

る
こ
と
」
は
あ
る
意
味
で
自
己
喪
失
に
つ
な
が
り
ま

す
。
次
の
声
は
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
ま
す
。

　
　
「
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
中
学
校
で
学
び
ま
し
た
が
、

僕
は
何
か
を
失
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

素
直
さ
、
ま
じ
め
さ
、
そ
し
て
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ
る

こ
と
が
薄
れ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」

　
母
国
の
よ
う
に
率
直
な
物
言
い
を
す
る
と
「
日
本

的
で
な
い
」
と
疎
外
さ
れ
、
逆
に
日
本
の
習
慣
に
合

わ
せ
る
努
力
を
す
る
と
、
こ
ん
ど
は
「
自
分
ら
し
さ
」

の
喪
失
を
経
験
す
る
の
で
す
。

　
　
「
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
」
の
子
ど
も
た
ち
も
「
オ
ー
ル

ド
カ
マ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
子

ど
も
た
ち
も
「
二
つ
の
文
化
を
内
在
し
て
、
よ
り
充

実
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
存
在
」
で
あ
り
、

地
域
社
会
を
築
ぐ
一
員
と
し
て
共
に
存
在
す
る
こ
と

が
、
日
本
の
文
化
を
よ
り
豊
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る

と
い
う
視
野
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
は
学
校
、

教
師
、
学
級
の
子
ど
も
た
ち
、
保
護
者
、
地
域
住
民

み
ん
な
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

３

「
内
な
る
国
際
化
」
と
民
族
共
生
を

目
指
す
教
育
の
課
題

①
－
内
な
る
国
際
化

　
戦
後
五
十
年
を
経
て
、
日
本
の
国
際
化
が
叫
ば
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
国
々
と
の
共
生
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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ま
た
、
在
日
外
国
人
と
り
わ
け
韓
国
・
朝
鮮
人
の
歴

史
を
踏
ま
え
、
内
な
る
国
際
化
の
具
体
化
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
日
本
人
に
は
、
い
ま
だ
に
ア
ジ
ア
に
対

し
て
偏
見
と
差
別
の
意
識
が
残
っ
て
い
ま
す
。
子
ど

も
の
け
ん
か
の
時
に
、
「
○
○
人
は
、
○
○
へ
帰
れ
」

な
ど
と
偏
見
に
満
ち
た
「
差
別
発
言
」
が
飛
び
出
す

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
人
の
世
代
の
偏
見
と
差
別
意

識
が
、
子
ど
も
の
中
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

　
内
な
る
国
際
化
と
は
、
私
た
ち
の
身
近
に
い
る
在

日
韓
国
・
朝
鮮
人
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
を
外
国

人
と
し
て
認
め
、
国
籍
・
民
族
の
違
い
を
認
め
合
い
、

自
立
と
共
生
の
人
間
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
で
す
。

こ
の
内
な
る
国
際
化
の
実
現
が
、
真
の
意
味
で
の
国

際
化
の
要
と
な
り
ま
す
。

②
－
市
立
学
校
に
お
け
る
共
生
を
目
指
す
教
育

　
現
在
、
横
浜
市
立
学
校
で
、
韓
国
・
朝
鮮
人
を
は

じ
め
、
中
国
・
ブ
ラ
ジ
ル
・
ベ
ト
ナ
ム
・
ペ
ル
ー
な

ど
約
四
十
カ
国
二
千
人
以
上
の
児
童
生
徒
が
日
本
人

児
童
生
徒
と
共
に
学
ん
で
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
、

お
互
い
の
存
在
と
意
見
を
認
め
合
い
、
協
力
し
合
う

関
係
を
学
校
の
中
に
創
り
だ
し
て
い
く
こ
と
は
、
お

互
い
の
心
を
豊
か
に
し
て
い
き
ま
す
。

　
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
が
自
分
の
民
族
や
文
化
に

誇
り
と
自
覚
を
も
ち
、
た
く
ま
し
く
生
き
て
い
く
力

を
身
に
付
け
、
ま
た
、
日
本
人
の
子
ど
も
た
ち
が
外

国
の
文
化
や
伝
統
を
理
解
し
、
文
化
を
共
有
す
る
こ

と
に
よ
り
、
国
際
性
豊
か
な
人
間
と
し
て
開
か
れ
た

心
を
も
つ
こ
と
、
人
間
と
し
て
個
性
を
認
め
合
い
、

支
え
合
っ
て
共
に
学
び
、
共
に
生
き
る
社
会
を
築
く

こ
と
は
、
日
本
の
国
際
化
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
な

課
題
と
い
え
ま
す
。

　
横
浜
市
で
は
、
市
内
の
小
・
中
学
校
で
在
日
韓
国
・

朝
鮮
人
に
対
す
る
差
別
発
言
や
差
別
事
件
な
ど
が
起

こ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
差
別
事
件
の
背
景
に
は
、

人
権
尊
重
に
対
す
る
認
識
や
民
族
に
関
す
る
歴
史
認

識
の
不
足
、
そ
し
て
、
潜
在
的
な
民
族
差
別
意
識
の

存
在
を
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
横
浜
市

教
育
委
員
会
は
民
族
差
別
の
解
消
と
共
生
の
教
育
を

め
ざ
し
て
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
に
「
外
国
人

（
主
と
し
て
韓
国
・
朝
鮮
人
）
に
か
か
わ
る
教
育
の

基
本
方
針
」
・
を
制
定
し
ま
し
た
。
民
族
差
別
の
解
消

と
民
族
共
生
を
目
指
す
教
育
の
創
造
は
国
際
化
の
課

題
で
あ
り
、
在
日
外
国
人
の
問
題
は
日
本
人
の
問
題

で
も
あ
り
ま
す
。

　
　
「
方
針
」
で
は
、
歴
史
へ
の
反
省
と
歴
史
・
文
化

の
正
し
い
理
解
等
を
通
じ
て
、
（
１
）
日
本
の
子
ど
も

た
ち
に
、
開
か
れ
た
心
を
も
っ
て
民
族
共
生
の
感
性

と
態
度
を
育
て
る
こ
と
。
（
２
）
在
日
外
国
人
の
子
ど

も
た
ち
に
は
、
自
分
を
隠
さ
ず
、
民
族
の
誇
り
を
も
っ

て
自
立
し
て
い
く
よ
う
励
ま
す
こ
と
。
（
３
）
　
教
職

員
は
、
在
日
外
国
人
の
子
ど
も
や
保
護
者
の
思
い
と

願
い
を
自
分
の
も
の
と
し
て
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を

考
え
て
い
け
る
よ
う
、
自
己
変
革
す
る
こ
と
、
等
を

掲
げ
て
い
ま
す
。

４
一
お
わ
り
に

　
二
十
一
世
紀
は
「
人
権
の
世
紀
」
と
い
わ
れ
ま
す
。

こ
こ
二
、
三
年
の
間
に
「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条

約
」
の
国
内
発
効
、
「
国
連
人
権
教
育
の
十
年
」
の

開
始
、
「
人
種
差
別
撤
廃
条
約
」
の
批
准
な
ど
、
基

本
的
人
権
の
確
立
を
求
め
る
潮
流
の
高
ま
り
の
中
で
、

横
浜
市
は
国
際
文
化
都
市
を
目
指
し
て
「
ゆ
め
は
ま

一
特
集
・
外
国
人
に
開
か
れ
た
都
市
を
目
指
し
て
④
安
心
し
て
学
ぶ

2
0
1
0
プ
ラ
ン
」
の
具
現
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
は
、
日
本
人
も
在
日
外
国
人
も
地
域
社
会
を

築
く
同
じ
一
員
と
し
て
、
違
っ
て
当
た
り
前
の
視
点

を
も
っ
て
、
互
い
に
異
な
る
価
値
観
や
行
動
様
式
を

認
め
合
い
、
豊
か
な
国
際
性
を
身
に
付
け
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
特
に
、
教
育
の
果
た
す
役
割
は
大
き
く
、

横
浜
の
子
ど
も
た
ち
に
「
在
日
外
国
人
の
子
ど
も
た

ち
が
共
に
生
き
る
仲
間
で
あ
る
」
と
い
う
感
性
を
培

う
教
育
が
極
め
て
大
切
で
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

意
識
の
変
革
は
、
対
外
国
人
に
限
ら
ず
、
人
間
を
独

自
の
人
格
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
自
己
実
現
の
欲

求
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
み
る
人
間
理
解
に
つ
な
が

る
も
の
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
が
守
ら
れ
る

地
域
社
会
の
実
現
を
目
指
す
営
み
で
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
Λ
教
育
委
員
会
人
権
教
育
担
当
指
導
主
事
Ｖ

｢在日外国人(主として韓国・朝鮮人)にかかわる教育の基本方針｣の概略

　　　　　　　　　　　　平成3(1991)年　横浜市教育委員会制定

１　教育の課題

　　・国際文化都市を目指して～内なる国際化の課題

　　・内なる国際化と民族共生をめざす教育

２　歴史の反省

　　・植民地支配と同化教育への反省

　　　　韓国・朝鮮人が来往した歴史、関東大震災における朝鮮人虐殺

　　　　名前や言葉を奪う同化政策、戦後の民族教育、偏見と差別の現実

３　教育の創造

　　・心を開く　　　　　　　　　　　　　。

　　　　日本人の子どもたちに民族共生の感性を

　　　　在日外国人の子どもたちに母国・民族の誇りを

　　・歴史と文化に学ぶ

　　　　過去の反省にたった正しい歴史認識を

　　　　在日韓国・朝鮮人の歴史、名前の学習、

　　　　韓国・朝鮮の歴史・生活・文化、日本と韓国・朝鮮との交流史

　　・共に歩む

　　　　教職員の自己変革～在日外国人の思いや願いを自分のものとして

　　　　　　　　　　　　　在籍する子どもたちの教育を

４　教育環境の整備

　　・学校の役割、教育行政の役割

　　　　在日外国人と日本人児童生徒との相互敬愛・理解・協力

　　　　民族共生の実現をめざす教育、在日外国人の思いと願いを聞く、

　　　　交流促進、就学・進路保障、在日外国人採用、教職員研修研究

　　　　母国語や母国文化の学習機会、市民啓発、共生社会の創造

31●

う
。
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