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母語で喜怒哀楽を
文化的背景に配慮した
在日コリアン老人ホーム「故郷の家」

金
キ ム

 春
チュン

男
ナ ム

大阪府立大学プロジェクト研究教員

「故郷の家」は、おもに在日コリアン一世のために、日本社会で老いを迎えるための老人ホームとして、

馴
な じ

染み育ったことば、文化や食生活を提供している。

異なる文化的・社会的環境のなかでエスニックな文化的背景に配慮しようとする高齢者介護からの学びは大きい。

「
や
っ
ぱ
り
、
韓
国
語
が
混
じ
る
ん
で
す
よ
。
途
中
で

重
要
な
単
語
が
韓
国
語
で
あ
っ
た
り
す
る
と
こ
っ
ち
が
、

勝
手
に
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
り
し
て
困
る
ん
で
す
。」

こ
れ
は
在
日
コ
リ
ア
ン
認
知
症
高
齢
者
施
設
で
介
護

支
援
者
か
ら
聞
い
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
事
実
、
い
ま
ま
で

日
本
語
を
不
自
由
な
く
使
っ
て
い
た
人
も
老
う
に
つ
れ
次

第
に
日
本
語
を
わ
す
れ
韓
国
語
へ
シ
フ
ト
し
は
じ
め
る
場

合
が
多
い
と
い
う
。
こ
と
ば
だ
け
で
は
な
い
。
習
慣
も
食

事
も
若
い
と
き
の
好
み
が
泉
の
ご
と
く
わ
き
あ
が
っ
て
き

て
、
周
囲
の
人
と
文
化
的
摩
擦
が
生
じ
が
ち
な
よ
う
だ
。

高
齢
化
す
る
コ
リ
ア
ン
一
世
の
介
護
施
設

日
本
の
朝
鮮
半
島
植
民
地
支
配
に
由
来
す
る
在
日
コ

リ
ア
ン
の
歴
史
は
一
〇
〇
年
に
も
お
よ
ぶ
。
第
二
次
世

界
大
戦
期
来
日
し
た
コ
リ
ア
ン
の
子
孫
が
四
、
五
世
に

ま
で
世
代
を
か
さ
ね
る
一
方
、
本
国
で
幼
少
期
を
す
ご

し
た
あ
と
日
本
で
辛
苦
に
た
え
生
き
抜
い
て
き
た
当
の

一
世
は
高
齢
期
を
迎
え
て
い
る
。
日
本
人
に
く
ら
べ
、

家
族
の
絆き

ず
な
の
強
い
コ
リ
ア
ン
社
会
に
お
い
て
も
、
核
家

族
化
、
伴
侶
と
の
死
別
、
子
ど
も
の
転
勤
な
ど
で
一
人

暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
高
齢
者
が
増
え
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
故
郷
に
帰
る
に
帰
れ
な
い
コ
リ
ア
ン
一
世
に

と
っ
て
、
家
庭
以
外
で
同
胞
同
士
が
安
心
し
て
生
活
で

き
る
環
境
を
補
償
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
後
半
、
在
日
高
齢
者
の
孤
独
死
が
相
次

い
で
い
た
。
異
国
で
迎
え
た
人
生
最
後
の
時
間
を
安
ら
か

に
過
ご
し
て
も
ら
い
た
い
と
、
尹ユ

ン

基ギ

氏
（
現
・
社
会
福
祉

法
人
こ
こ
ろ
の
家
族
理
事
長
）
が
朝
日
新
聞
に
寄
稿
し
た

韓
国
人
専
用
の
老
人
ホ
ー
ム
設
立
の
訴
え
が
注
目
を
よ
ん

だ
。
文
化
人
や
福
祉
専
門
家
た
ち
の
協
力
の
も
と
韓
日

両
国
か
ら
寄
付
が
集
ま
り
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
、
堺
市

に
最
初
の
在
日
コ
リ
ア
ン
の
た
め
の
老
人
ホ
ー
ム
「
故
郷

の
家
（
定
員
八
〇
名
）」
が
開
設
さ
れ
た
。

筆
者
は
一
三
年
前
韓
国
よ
り
来
日
し
、
在
日
コ
リ
ア

ン
の
高
齢
者
施
設
に
お
け
る
介
護
支
援
に
つ
い
て
の
研

究
を
お
こ
な
う
な
か
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
し

て
「
故
郷
の
家
」
で
働
き
な
が
ら
、
そ
の
実
情
を
つ
ぶ

さ
に
み
て
き
た
。
そ
こ
で
実
感
し
た
の
は
、
単
な
る
物

質
的
環
境
、
身
体
的
介
護
で
は
な
く
、
高
齢
者
の
安
ら

ぎ
に
と
っ
て
は
か
つ
て
親
し
ん
だ
文
化
環
境
が
い
か
に

大
切
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

高
齢
者
の
安
ら
ぎ
を
さ
さ
え
る
文
化
的
ケ
ア

「
故
郷
の
家
」
で
は
、
韓
国
食
を
提
供
し
、
韓
国
語
で

は
な
し
た
い
高
齢
者
に
は
で
き
る
だ
け
韓
国
語
で
は
な

し
か
け
る
。
文
化
を
配
慮
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
故

郷
の
生
活
を
再
現
す
る
た
め
の
年
中
行
事
も
盛
り
沢
山

だ
。
毎
月
の
誕
生
会
で
職
員
た
ち
が
韓
服
を
着
て
、
韓

国
式
の
挨
拶
（
ク
ン
ジ
ョ
ル
：
両
手
の
甲
を
お
で
こ
に
あ

て
て
、
ひ
ざ
を
つ
き
頭
を
下
げ
る
お
じ
ぎ
）
を
す
る
と
、

「
日
本
に
来
て
初
め
て
こ
の
よ
う
に
し
て
も
ら
っ
て
と
て

も
う
れ
し
い
！
」
と
感
動
の
涙
を
流
す
場
面
を
よ
く
目

に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
お
年
寄
り
の
感
謝
の
こ
と
ば
で

職
員
た
ち
は
逆
に
や
る
気
や
生
き
が
い
を
感
じ
る
と
口

を
揃
え
る
。

こ
の
点
、
特
に
、
韓
国
か
ら
の
研
修
生
は
、
日
本
の

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
た
ち
の
目
が
行
き
届
か
な
い
と
こ
ろ
を

補
っ
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
。
例
え
ば
、
夕
食
の
ひ
と

と
き
、
在
日
コ
リ
ア
ン
入
居
者
と
研
修
生
が
ゆ
っ
く
り

と
会
話
が
で
き
る
時
間
を
も
う
け
て
お
り
、
普
段
母
語

を
用
い
る
こ
と
の
少
な
い
コ
リ
ア
ン
入
居
者
に
と
っ
て

は
楽
し
い
時
間
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
の
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
た
ち
は
、
韓
国
か
ら
の
研
修
生
を
貴
重
な
存

在
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

一
方
で
、「
故
郷
の
家
」
は
地
域
と
の
つ
な
が
り
も
重

視
し
て
い
る
。
コ
リ
ア
ン
デ
ー
を
も
う
け
、
地
域
の

方
々
に
「
故
郷
の
家
」
や
韓
国
文
化
に
触
れ
て
も
ら
う

機
会
を
提
供
し
て
お
り
、
韓
国
の
食
べ
物
の
販
売
や
、

韓
国
の
伝
統
芸
術
の
公
演
、
民
族
衣
装
の
試
着
等
、
文

化
交
流
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
暮
ら
し
の
な
か

に
「
オ
ン
ド
ル
と
畳
、
ア
リ
ラ
ン
と
演
歌
、
キ
ム
チ
と

梅
干
」
な
ど
、
韓
国
と
日
本
の
文
化
を
取
り
入
れ
、
ど

ち
ら
に
も
対
応
で
き
る
の
は
「
故
郷
の
家
」
な
ら
で
は

の
特
徴
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

そ
の
後
も
こ
の
よ
う
な
在
日
コ
リ
ア
ン
高
齢
者
向
け

老
人
ホ
ー
ム
は
増
え
続
け
て
い
る
。
尹
理
事
長
は
そ
の

後
、
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
か
け
て
老
人

ホ
ー
ム
の
ほ
か
、
介
護
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
や
ケ
ア
ハ
ウ

ス
を
大
阪
、
神
戸
、
京
都
に
次
々
と
開
設
し
、
在
日
コ

リ
ア
ン
の
文
化
に
配
慮
し
つ
つ
、
在
日
コ
リ
ア
ン
と
日

本
人
の
共
生
ホ
ー
ム
と
し
て
運
営
し
て
い
る
。
今
度
の

目
標
は
、「
故
郷
の
家
・
東
京
」
の
建
設
だ
と
い
う
。

在
日
外
国
人
の
高
齢
者
施
設
の
モ
デ
ル
と
し
て

二
〇
〇
九
年
四
月
に
、「
故
郷
の
家
・
京
都
」
が
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

し
た
。
こ
れ
は
ケ
ア
ハ
ウ
ス
も
併
設
し
て
い
る
。
ケ
ア

ハ
ウ
ス
に
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
す
る
人

よ
り
比
較
的
に
健
康
な
人
が
多
い
。
ド
ラ
マ
の
よ
う
に

幼
い
こ
ろ
近
所
に
住
ん
で
い
た
人
と
偶
然
に
ケ
ア
ハ
ウ

ス
で
再
会
す
る
在
日
コ
リ
ア
ン
入
居
者
を
何
人
か
目
に

し
た
こ
と
が
あ
る
。
一
緒
に
笑
っ
た
り
、
怒
っ
た
り
し

な
が
ら
共
に
生
き
る
喜
び
を
感
じ
つ
つ
歳
を
と
っ
て
い

く
在
日
コ
リ
ア
ン
が
こ
こ
に
い
る
。

母
国
と
離
れ
て
生
活
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
、
個
人

や
家
族
の
支
援
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
的
お
よ
び
公
的
制

度
の
支
援
は
不
可
欠
で
あ
る
。
常
に
相
談
に
応
じ
て
く

れ
る
人
、
母
語
や
文
化
が
理
解
で
き
る
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
日
本
の
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
ク
教
育
に
お
い
て
、
外
国
出
身
者
へ
の
文
化
的

配
慮
や
異
文
化
理
解
を
通
じ
対
処
で
き
る
能
力
向
上
の

た
め
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ま
だ
あ
ま
り
お
こ
な
わ
れ
て
い

な
い
。
保
健
・
医
療
・
福
祉
専
門
職
者
た
ち
は
も
ち
ろ

ん
、
国
お
よ
び
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
多
文
化
サ
ー

ビ
ス
を
施
策
と
し
て
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
課
題
の

ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
新
し
い

あ
り
方
が
問
わ
れ
る
今
日
、
外
国
出
身
の
高
齢
者
を
対

象
と
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
再
考
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

今
日
、
日
本
の
外
国
人
登
録
者
は
二
二
〇
万
人
に
も

上
る
と
い
う
。
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
人
も
含
め
れ
ば

外
国
出
身
者
は
さ
ら
に
二
、
三
〇
万
人
は
ふ
え
よ
う
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
来
日
し
た
中
国
帰
国
者
、
イ
ン
ド

シ
ナ
難
民
の
な
か
に
も
そ
ろ
そ
ろ
高
齢
期
に
達
す
る
人

び
と
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
移
民
グ
ル
ー

プ
ご
と
の
介
護
や
ケ
ア
の
必
要
性
は
け
っ
し
て
コ
リ
ア

ン
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
す
で
に
二
〇
年
も
の
歴
史

を
へ
て
、
在
日
コ
リ
ア
ン
高
齢
者
を
対
象
と
し
て
運
営

さ
れ
て
き
た
「
故
郷
の
家
」
の
経
験
は
、
今
後
解
決
す

べ
き
課
題
も
ふ
く
め
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
に
多
く

の
学
び
を
提
供
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

※写真提供・故郷の家

開かれたホームとして、
家族と一緒に母の日の
おやつバイキング

毎日の食事は韓日のおいし
いメニューがいっぱい。キ
ムチ・梅干しはかかせない

定期的に来日する韓国からのボランティアたちとの交流。韓国アカデミー
少年少女合唱団の子どもたちと風船遊び（故郷の家・京都にて）

「故郷の家」　http://www.kokorono.or.jp


