


多民族国家
シンガポールを垣間みて

　イギリスに植民地化された1819年、シンガポールの住民は150人ほどだった。200年後の
今日、約550万人（外国人居住者含め）となり、ほとんどの人が19世紀以降の移民の末

まつえい

裔。
　マレーシアとインドネシアに挟まれた、マレー半島南端の国。その名は、サンスクリット語
で「ライオンのまち」。東京23区より少し広い面積。アジア太平洋地域でいちばん高い人口密
度。外国人比率は約39％。観光客は人口の約３倍に及ぶ。本誌トピックス（P.50）で、シン
ガポールの多民族国家、海外労働者問題について紹介している。
　“FINE　CITY”と呼ばれるシンガポールには、快適さとは別に、「罰金」という意味もある。



　シンガポールは、原則として国民が給料の２割（個人が20%、経営者が17%で計37%）を、
CPF（Central Provident Fund：中央積立年金）と呼ばれる強制貯蓄制度によって、国の管理下に
ある個々人の口座に積み立てることが義務付けられている。
　この制度は老後対策の貯蓄としてはじまったが、年金、医療、住宅購入など国が認める用途
に限って引き出せる。個人ごとに貯め、個人ごとに使う。しかし、その貯蓄積立の範囲内で支
払えない、とくに医療費などでは、差額を埋める「メディファンド」という制度もある。
　写真は、チャイナタウンのビル高層階にある図書館で昼間を過ごす高齢者。



　シンガポールでは、高校卒業時から大学を卒業するまでのあいだに、男性には２年の兵役義
務がある。家賃が高く、保育料も、半日で月10万円を越すところも多い。待機児童という事
情はないが、両親が働き支払い能力があるか、祖父母世代に頼るしくみが常態化している。祖
父母の近くで公営住宅を購入する場合の割引制度などもある。
　公営住宅は永住権をもつ者の購入は認められているが、外国人は認められていない。また、
メイド制度が残っており、フィリピン、インドネシア、ミャンマーから、メイドを月５〜６万
円程度で雇う優遇制度もある。写真はベイサンズの美術館周辺を散歩する保育園児たち。



　夜のシンガポールをトライショー（人力車）で観光した。中心街のブギス地区のアルバート
センターから出発。30分程度だが、颯爽とした雰囲気を味わえる。もともと、日本の人力車
が中国、台湾へ広がり、東南アジアにも伝わったもので、華人が持ち込んだと言われている。
　シンガポールに行かれたら、ぜひ、体験されてみてはどうだろうか。なお、直接出発地で申
し込むと大人１人39シンガポールドルで乗れる。観光業者に頼むとけっこう高い。
 （写真･文　下野祇園）
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子どもの権利が守ら
れる社会をめざして
　

　堀
ほりかわ

川　愛
あい

さんこどものみかたプロジェクト事務局長
沖縄県子ども総合研究所　所長

全
国
の
子
ど
も
の
貧
困
率
が
七
人
に
一
人
な
の
に
対
し
、
沖
縄
の
子
ど
も
は
三
人
に
一
人
が
困
窮
状
態
に

あ
り
ま
す
（
二
〇
一
五
年
沖
縄
県
調
査
よ
り
）。

沖
縄
の
県
民
所
得
は
全
国
平
均
の
約
七
割
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
こ
ち
ら
で
暮
ら
し
て
み
て
、

私
自
身
の
手
取
り
は
、
東
京
時
代
の
こ
ろ
の
そ
れ
よ
り
も
、
三
分
の
一
へ
と
激
減
し
ま
し
た
。

正
社
員
で
あ
っ
て
も
二
〇
万
円
を
超
え
る
仕
事
を
見
つ
け
る
の
は
む
ず
か
し
く
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と
も

な
る
と
、
そ
の
き
び
し
さ
は
い
っ
そ
う
増
し
ま
す
。
パ
ー
ト
非
正
規
の
時
給
が
九
〇
〇
円
と
仮
定
し
（
沖
縄

で
は
こ
れ
も
高
い
ほ
う
で
す
）、
こ
れ
で
一
日
八
時
間
働
い
て
も
七
二
〇
〇
円
。
月
に
二
〇
日
出
勤
し
て
も

一
四
万
四
〇
〇
〇
円
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。
二
二
日
出
勤
で
も
、
一
五
万
八
四
〇
〇
円
。
フ
ル
タ
イ
ム
で
働

い
て
も
こ
の
状
況
で
す
。
こ
こ
か
ら
社
会
保
険
料
な
ど
が
天
引
き
さ
れ
、
手
元
に
は
一
三
万
円
弱
が
残
る
か

残
ら
な
い
か
、
と
い
う
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

お
お
か
た
の
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
み
な
さ
ん
は
、パ
ー
ト
か
非
正
規
に
従
事
し
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、

子
ど
も
が
急
な
病
気
で
お
休
み
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
そ
の
分
賃
金
は
減
り
ま
す
し
、
先
日
の
よ
う
な
大
型
連

休
で
は
手
取
り
は
い
っ
き
に
激
減
し
、
あ
っ
と
い
う
間
に
生
活
が
困
窮
し
ま
す
。
こ
れ
は
全
国
ど
こ
で
も
同

じ
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
、
正
社
員
で
あ
っ
て
も
事
務
職
で
あ
れ
ば
、
月
給
一
六
万
円
程
度
が
相
場
な
の
で
、
正
規
・
非

正
規
の
ど
ち
ら
で
も
き
び
し
い
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
沖
縄
は
給
料
が
安
く
て
も
、
物
価
が
安
い
か
ら
な
ん
と
か
な
る
ん
で
し
ょ
う
？
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も

多
々
あ
り
ま
す
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
口
が
集
中
し
て
い
る
那
覇
市
の
消
費
者
物
価
指
数
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は
、
全
国
平
均
よ
り
高
い
の
で
す
。
さ
ら
に
沖
縄
の
地
価
は
年
々
上
昇
し
て
お
り
、
そ
れ
に
と
も
な
い
家
賃

も
ど
ん
ど
ん
あ
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。
南
国
で
あ
た
た
か
く
て
、
物
価
が
安
く
て
家
も
安
く
住
め
て
、
と
い

う
の
は
残
念
な
が
ら
イ
メ
ー
ジ
上
の
話
で
し
か
な
い
の
で
す
。

ひ
と
り
親
世
帯
で
養
育
費
を
も
ら
っ
て
い
る
割
合
も
、
全
国
よ
り
も
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
所
得
が
低
い

方
が
多
く
、
支
払
い
能
力
自
体
が
な
い
こ
と
も
理
由
で
は
あ
り
ま
す
が
、
沖
縄
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
離

婚
家
庭
の
養
育
費
問
題
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
の
協
議
や
取
り
決
め
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と

を
痛
感
し
ま
す
。

今
後
養
育
費
は
、
保
護
者
の
離
婚
時
の
給
与
額
か
ら
算
定
す
る
の
で
は
な
く
、
第
三
者
機
関
が
物
価
ス
ラ

イ
ド
な
ど
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
た
う
え
で
、
子
ど
も
の
成
長
に
か
か
る
一
般
的
な
費
用
を
算
出
し
、
毎
月
の

養
育
額
を
算
定
す
べ
き
で
す
。
そ
の
養
育
費
が
所
得
に
見
合
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
保
護
者
に
貸
し
付
け
る

制
度
や
し
く
み
な
ど
を
つ
く
り
、
子
ど
も
が
保
護
者
の
現
在
の
所
得
に
関
わ
ら
ず
、
安
心
し
て
育
つ
し
く
み

を
つ
く
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

こ
の
四
月
に
立
ち
上
げ
た
「
こ
ど
も
の
み
か
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
は
、
子
ど
も
の
権
利
を
き
ち
ん
と
守

れ
る
社
会
づ
く
り
を
め
ざ
し
、
こ
う
し
た
養
育
費
問
題
に
も
と
り
く
み
、
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
笑
顔
で
育
っ
て
い
け
る
社
会
づ
く
り
の
た
め
に
、
ひ
と
り
親
で
も
安
心
し
て
生

活
で
き
る
た
め
に
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
一
つ
ひ
と
つ
て
い
ね
い
に
、
こ
れ
か
ら
も
日
々
邁ま
い
し
ん進

し
て
い

き
ま
す
。

ほりかわ　あい

味の素株式会社、株式会社オリエンタルランドでの勤務、フリーラ
ンスライターを経て、2013年から現在まで沖縄大学地域研究所 特
別研究員とともに、2014年からは沖縄県子ども総合研究所 所長も
つとめる。2018年には「こどものみかたプロジェクト」を立ち上げ、
共同代表として子ども緊急シェルターの運営・支援相談をスタート
させる。沖縄県子ども調査（小中学生）アンケート（2015）、沖縄
県子どもの貧困率算出（2015）、沖縄県高校生調査アンケート（2016）、
沖縄県未就学児調査アンケート（2017）などの調査に関わり、『沖
縄子どもの貧困白書』（2017年、かもがわ出版）を出版。
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数
年
前
に
飛
行
機
内
で
イ
ヤ
ホ
ン
か
ら
『
紙
の
ピ
ア
ノ
』
と
い
う
歌
が
流
れ
て
き
ま
し
た
。
第
三
六
回
日
本
作
詞
大
賞
最
優
秀
新

人
賞
受
賞
作
品
（
二
〇
〇
三
年
）
で
、
佐さ
の
げ
ん
ざ
え
も
ん
い
ち
も
ん

野
源
左
衛
門
一
文
の
作
詞
、
伊
藤
薫
の
作
曲
で
、
川
野
夏
美
の
歌
で
す
。
同
じ
二
〇
〇
三

年
に
は
、
フ
ジ
子
・
ヘ
ミ
ン
グ
が
松
永
順
平
原
作
で
『
紙
の
ピ
ア
ノ
の
物
語
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
絵
本
を
講
談
社
か
ら
出
し
て
い

ま
す
。

両
方
と
も
、
母
子
家
庭
で
ピ
ア
ノ
が
買
え
な
い
が
ピ
ア
ノ
が
ほ
し
い
、
ピ
ア
ノ
を
弾
き
た
い
、
と
い
う
少
女
の
思
い
を
母
親
が
受

け
止
め
て
、
紙
に
鍵
盤
を
描
い
て
、
少
女
が
奏
で
る
と
い
う
話
で
す
。
歌
は
、
母
子
家
庭
の
生
活
の
き
び
し
さ
と
優
し
い
母
親
の
愛

情
が
溢
れ
た
詩
で
し
た
。
絵
本
の
ほ
う
で
は
、
紙
の
鍵
盤
に
涙
が
落
ち
る
と
音
が
鳴
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
歌
の
ほ

う
は
、
実
際
に
は
鳴
ら
な
い
が
、
私
だ
け
に
は
聴
こ
え
て
い
た
と
。
そ
れ
は
母
の
声
だ
と
い
う
。

紙
の
ピ
ア
ノ
の
歌
は
私
の
記
憶
と
し
て
残
り
、
い
つ
か
本
誌
の
特
集
で
、
母
子
家
庭
の
願
い
や
思
い
、
見
守
り
や
支
え
、
制
度
か

ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
人
た
ち
を
制
度
に
結
び
つ
け
、
同
時
に
、
実
際
に
抱
え
て
い
る
問
題
を
一
緒
に
考
え
、
向
き
合
っ
て
い
る
活
動

を
掲
載
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
今
回
の
企
画
は
、
そ
の
思
い
を
、
四
月
か
ら
編
集
に
復
帰
し
た
申
佳
弥
が
担
当
し
、
具
体
化

し
て
、
こ
の
問
題
に
向
き
合
っ
て
い
る
、
苦
闘
し
、
協
働
し
て
い
る
人
た
ち
に
登
場
し
て
い
た
だ
き
、
特
集
と
し
て
出
せ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
ご
協
力
い
た
だ
い
た
み
な
さ
ん
に
、
本
当
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

特 集
『
紙
の
ピ
ア
ノ
』
が
流
れ
て
き
た

母
子
家
庭
の
生
活
と
願
い
に
向
き
合
う
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先
日
テ
レ
ビ
番
組
で
、
子
ど
も
の
非
行
問
題
に
つ
い
て
、
あ
る
脳
科
学
者
が
「
ド
ラ
ッ
グ
を
し
な
い
」「
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
を

し
な
い
」「
憲
法
を
守
る
」、
こ
の
三
つ
の
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
し
た
。「
憲
法
を
守
る
」
と
言
い
切
る

の
は
重
要
で
す
が
、
憲
法
か
ら
権
力
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
当
は
、
国
家
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
憲
法
に
何

が
書
か
れ
て
い
る
か
、
国
民
が
し
っ
か
り
と
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
と
う
ぜ
ん
で
す
。
し
か
し
、
現
実
社
会
は
憲
法
か
ら

乖か
い
り離

し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
む
し
ろ
ひ
ろ
が
っ
て
い
ま
す
。

本
年
三
月
号
ま
で
、「『
助
け
て
！
』
っ
て
言
っ
て
も
え
え
ね
ん
で
！
」（
徳
丸
ゆ
き
子
）
を
連
載
し
て
き
ま
し
た
。
助
け
て
！　

と
主
張
し
、
訴
え
る
こ
と
は
あ
た
り
ま
え
の
権
利
な
ん
で
す
。
子
ど
も
が
安
心
し
て
安
全
に
生
き
る
っ
て
、
過
ご
せ
る
っ
て
、
あ
た

り
ま
え
の
権
利
な
ん
で
す
。
日
本
国
憲
法
で
は
。

し
か
し
、
国
家
権
力
が
憲
法
に
ま
と
も
に
向
き
合
わ
ず
、
主
権
は
ど
こ
？　

と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
で
は
、

母
子
の
生
活
や
母
親
の
就
労
は
ま
と
も
に
は
解
決
し
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
耐
え
忍
ぶ
の
で
は
な
く
、
主
権
在
民
の
、
無
差

別
平
等
、
最
低
生
活
保
障
、
社
会
保
障
の
国
家
責
任
の
原
則
を
し
っ
か
り
と
果
た
さ
せ
る
ね
ば
り
強
い
運
動
と
、
疎
外
さ
れ
た
生
活

を
社
会
が
放
置
せ
ず
に
、
協
働
す
る
活
動
を
止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
自
己
責
任
と
世
帯
孤
立
を
強
い
ら
れ
る
母
子
の

生
活
に
寄
り
添
い
、
灯
り
を
と
も
す
人
た
ち
の
灯
台
の
存
在
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。 

（
編
集
主
幹
）


