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当たり前に語れる社会を作りたい
ベトナムルーツの子どもたちとのかかわりから

朴
パ ク

 洋
ヤ ン ヘ ン

幸
特定非営利活動法人トッカビ代表

大阪府八尾市で在日コリアンを支えるために活動を始めた特定非営利活動法人トッカビ。

その名は朝鮮の民衆のなかで親しまれ、育まれてきた空想動物「トッカビ」に由来する。

地域の多民族化に伴い、さまざまな相談を受けるようになったが、彼らの悩みには国籍にかかわらず共通点が見られる。

在日コリアンへの支援から学んだ経験がここでは引き継がれている。

活
動
の
輪
を
広
げ
る
ト
ッ
カ
ビ

大
阪
平
野
の
中
部
、
大
阪
市
の
東
南
部
に
隣
接
す
る

八や

お尾
市
は
、
約
二
七
万
の
人
口
の
う
ち
六
七
〇
〇
人
が
外

国
籍
住
民
で
あ
る
。
こ
れ
は
市
人
口
の
二
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
で
、
全
国
の
平
均
値
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
ま
わ
っ

て
お
り
、
外
国
人
市
民
の
集
住
度
も
比
較
的
高
い
。

そ
の
八
尾
市
で
一
九
七
四
年
、
ト
ッ
カ
ビ
は
日
本
で
生

ま
れ
育
っ
た
在
日
コ
リ
ア
ン
の
子
ど
も
た
ち
が
、
差
別
に

負
け
ず
、
自
分
の
豊
か
な
ル
ー
ツ
を
肯
定
的
に
受
け
と
め

な
が
ら
生
き
ら
れ
る
社
会
を
め
ざ
し
て
活
動
を
開
始
し
た
。

そ
れ
ま
で
外
国
籍
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
韓
国
・
朝

鮮
籍
者
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
多
民
族

化
が
進
行
し
、
国
籍
別
に
見
る
と
、
中
国
約
一
五
〇
〇
人
、

ベ
ト
ナ
ム
約
八
五
〇
人
が
占
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
れ

と
と
も
に
、
ト
ッ
カ
ビ
の
活
動
も
さ
ま
ざ
ま
な
外
国
人
市

民
を
対
象
と
す
る
方
向
へ
広
が
っ
て
き
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
八
尾
市
に
は
大
阪
府
内
で
一
番
ベ
ト
ナ
ム

人
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
一
九
七
五
年
の
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
終
結
以
後
、
難
民
と
し
て
わ
た
っ
て
来
た
人
た
ち

が
、
定
住
促
進
セ
ン
タ
ー
で
過
ご
し
た
後
、
市
内
三
カ
所

に
あ
る
「
雇
用
促
進
住
宅
」
と
そ
の
周
辺
に
居
住
し
始
め
、

徐
々
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
広
が
り
を
見
せ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
ト
ッ
カ
ビ
に
は
、
日
本
語
に
不

自
由
な
ベ
ト
ナ
ム
人
か
ら
相
談
が
多
く
よ
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
対
応
で
き
る

ス
タ
ッ
フ
を
置
い
て
か
ら
は
、「
病
院
へ
つ
い
て
来
て
ほ

し
い
」「
保
育
所
に
子
ど
も
を
入
れ
た
い
」「（
市
役
所
か

ら
届
い
た
郵
便
が
）
何
か
教
え
て
ほ
し
い
」
等
々
、
相
談

件
数
は
急
激
に
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
の
開
講
―
保
護
者
の
願
い

こ
う
し
た
な
か
、
あ
る
と
き
ベ
ト
ナ
ム
語
を
忘
れ
て
い

く
子
ど
も
と
の
意
思
の
疎
通
に
悩
む
親
か
ら
、
子
ど
も
に

ベ
ト
ナ
ム
語
を
教
え
て
も
ら
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
だ
ろ
う

か
と
相
談
を
も
ち
か
け
ら
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
語
が
第
一
言

語
で
あ
る
親
の
も
と
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
で
も
、
日

本
語
社
会
の
な
か
で
次
第
に
日
本
語
が
主
流
に
な
る
。
幼

少
時
た
と
え
ベ
ト
ナ
ム
語
能
力
が
あ
っ
た
子
ど
も
も
、
年

齢
が
進
む
に
つ
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
語
を
忘
れ
て
し
ま
う
と

い
っ
た
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
ト
ッ
カ
ビ
で
は
保

護
者
の
要
望
に
応
え
る
た
め
に
、
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
毎

週
土
曜
日
ベ
ト
ナ
ム
人
教
師
を
む
か
え
ベ
ト
ナ
ム
語
教
室

を
開
講
し
た
。
こ
れ
は
現
在
も
続
い
て
い
る
が
、
そ
の
様

子
を
す
こ
し
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。

開
講
当
初
、
六
歳
だ
っ
た
ホ
ア
さ
ん
（
現
在
中
学
一
年

生
）
は
、「
ず
っ
と
日
本
に
い
た
ら
ベ
ト
ナ
ム
語
を
忘
れ

る
か
ら
」
と
い
う
母
親
の
心
配
が
動
機
と
な
っ
て
参
加
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ホ
ア
さ
ん
同
様
、
開
講
当
初
か
ら
通

う
テ
ィ
さ
ん
（
現
在
中
学
三
年
生
）
は
、「（
教
室
が
）
ベ

ト
ナ
ム
人
を
受
け
入
れ
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
な
あ
と
思

う
」
と
話
す
。
教
室
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
家
族
で

の
会
話
が
増
え
、「
こ
ん
な
こ
と
ば
を
知
っ
て
い
る
の
か
」

と
驚
か
れ
た
り
、
自
分
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
を
両
親
が

話
し
て
い
る
と
「
そ
れ
っ
て
ど
ん
な
意
味
？
」
と
尋
ね
る

よ
う
に
も
な
っ
た
と
い
う
。
ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
が
、
単
に

言
語
能
力
を
高
め
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
同
じ
ベ
ト
ナ
ム

人
の
「
居
場
所
」
を
め
ざ
し
て
き
た
こ
と
が
現
在
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ベ
ト
ナ
ム
語
教
室
の
活
力
は
今
、
ホ
ア
さ
ん
と
テ
ィ
さ

ん
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
八
尾
に
は
「
八
尾
ベ
ト
ナ

ム
人
会
」
と
い
う
ベ
ト
ナ
ム
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
（
一

九
九
八
年
設
立
）
が
あ
り
、
三
年
前
か
ら
中
秋
節
を
九
月

に
開
催
し
て
い
る
。
そ
こ
で
二
人
が
中
心
と
な
っ
て
、
ベ

ト
ナ
ム
の
民
話
を
ベ
ト
ナ
ム
語
で
披
露
し
た
の
だ
。
し
っ

か
り
話
す
ベ
ト
ナ
ム
語
に
驚
い
た
ベ
ト
ナ
ム
人
保
護
者
が
、

自
分
の
子
ど
も
も
通
わ
せ
始
め
、
今
で
は
ベ
ト
ナ
ム
語
教

室
の
生
徒
獲
得
に
一
役
買
っ
て
く
れ
て
い
る
。

今
二
人
は
、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
紙
芝
居
作
り
に
と
り
か

か
っ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
ル
ー
ツ
の
子
ど
も
が
多
い
小
学

校
や
保
育
所
な
ど
で
、
ベ
ト
ナ
ム
語
に
ふ
れ
て
も
ら
う
た

め
に
読
み
聞
か
せ
を
し
て
ま
わ
り
た
い
と
い
う
。
二
人
は
、

ベ
ト
ナ
ム
語
な
ど
語
学
力
を
身
に
つ
け
、
将
来
は
国
を
こ

え
て
活
躍
す
る
こ
と
を
夢
見
て
い
る
。

自
分
の
ル
ー
ツ
を
語
れ
る
社
会

そ
ん
な
二
人
だ
が
、
出
自
に
関
し
て
悩
み
が
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
テ
ィ
さ
ん
は
、
中
学
校
入
学
時
か
ら
日
本

名
を
用
い
、
ま
わ
り
に
は
自
分
を
日
本
人
だ
と
言
っ
て
い
た

と
い
う
。「
ベ
ト
ナ
ム
人
だ
か
ら
い
じ
め
ら
れ
た
ら
ど
う
し

よ
う
」
と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
事
実
ホ
ア
さ

ん
は
学
校
で
「
お
前
は
、
ベ
ト
ナ
ム
人
」
と
言
わ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。
今
で
は
周
囲
の
理
解
も
あ
っ
た
こ
と
で
そ
の
不
安

も
な
く
な
り
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ
る
こ
と
を
隠
さ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
験
や
思
い
を
抱
く
の
は
二
人
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
名
を
も
じ
ら
れ
た
り
、

ベ
ト
ナ
ム
へ
帰
れ
と
言
わ
れ
た
り
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ

る
こ
と
を
嫌
だ
と
感
じ
て
い
る
子
は
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で

日
本
名
を
名
乗
り
、
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な

い
よ
う
に
ふ
る
ま
う
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
在
日
コ
リ
ア
ン

の
子
ど
も
た
ち
が
た
ど
っ
た
歴
史
と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
。

ト
ッ
カ
ビ
は
、
今
ま
で
、
コ
リ
ア
ン
の
子
ど
も
た
ち
が
同

じ
立
場
で
集
う
場
を
通
じ
て
、
コ
リ
ア
ン
で
あ
る
こ
と
へ
の

自
信
と
肯
定
感
を
育
ま
せ
て
き
た
が
、
同
時
に
コ
リ
ア
ン
で

あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
進
路
や
就
労
か
ら
排
除
し
よ
う
と

す
る
社
会
へ
も
働
き
か
け
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
運
動
は
ベ

ト
ナ
ム
の
子
ど
も
た
ち
に
も
必
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
る
。

「
日
本
国
籍
に
な
っ
て
も
、
自
分
の
ル
ー
ツ
が
ベ
ト
ナ
ム
に
あ

る
こ
と
は
言
っ
て
い
き
た
い
」
と
テ
ィ
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、

子
ど
も
た
ち
が
外
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
こ
と
を
隠
さ
ず
、
当

た
り
前
に
語
れ
る
社
会
の
実
現
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

日本語café。比較的、日本語理解力が進んで
いる人たちを対象として、お茶を楽しみながら
ゲームやお話をして日本語を学ぶ。毎月１回開催
（2011年７月15日）

紙芝居作りの様子。アイデアを
出し合うティさん、ホアさん

八尾国際交流野遊祭。出会い・交流・
共生をキャッチフレーズに、毎年10月に
開催。コミュニティのベトナムや中国等
の外国人が舞台や出店で活躍してくれて
いる（2010年10月30日）

ベトナム語教室に通う仲間の関係性を
深めるための交流会（2008年７月26日）


