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VOL.257/ August 2022 

会 場：県民交流センター 大研 1 

定 員：各 30 名ずつ（先着順） 

Email：kia6@kiaweb.or.jp 

1 

8/7(日) 9:30~12:00 

8/6(土) 14:00~17:00 

【問合せ・申込先】 

8/20(土) 11:00~12:00 

南九州市市民交流センターひまわり館 

トルコ文化紹介講座 in いちき串木野市 

099-221-6620 

8/27(土) 14:00~16:00 

県民交流センター3 階 大研修室 1 

参加費無料！要予約 

出水市役所 多目的ホール 
国分公民館 3 階 大会議室   

 
【問合せ・申込先】 

【問合せ・申込先】 

セミナー 

0996-63-4059 

ベトナム文化紹介講座 

 

かごしま県民 

交流センター 

で実施する 

講座のご案内 

中国文化紹介講座 

9/3(土)    9/19(祝) 

留学・ワーキングホリデー 

出水市観光交流課 

霧島市国際交流協会事務局 

0995-45-5111 

地域がつながる公募型国際理解講座 

In 南九州市 
英語絵本のよみかたり 

サウジアラビア文化紹介講座 in 大和村 
地域がつながる公募型国際理解講座 

セミナー 

大和村防災センター2 階 研修室 

県内各地 

で実施する 

講座のご案内 

in 出水市 

 

in 霧島市 

 

7/31(日) 14:00~16:00 8/7(日) 14:00~16:00 

対 象:３歳～小学生 

定 員：親子８組（応募多数の場合は抽選） 

参加費：無料 

 

対 象：市民に限らずどなたでも 

定 員：先着 20 名（要申込） 

参加費：無料 

 

いちき串木野市防災センター会議室 2 階 

対 象：大和村民 

定 員：先着 50 名（要申込） 

参加費：無料 

 【問合せ・申込先】 【問合せ・申込先】 

【問合せ・申込先】 

大和村企画観光課 0997-57-2117 川辺図書館 0993-58-3215 
いちき串木野市国際交流協会

0997-57-2117 

13:30~16:00    13:00~14:30 
県民交流センター  かごしま国際交流センター 

その他講座詳細や対象，申込方法等について

は，チラシや当協会 HP 等をご覧ください。 

【問合せ先】099-221-6620 
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鹿児島県の在住外国人の数は，年々増加傾向にあります。『国際交流ひろば』では， 

鹿児島で頑張る在住外国人の鹿児島での暮らし等についてご紹介しています。  

今回は，鹿児島市内で飲食店を経営しているイギリス出身の ペドリンハム リチャード さん にお話をうかがいました。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

飲食店経営（鹿児島市） 

ペドリンハム リチャード さん 

 

出身地について教えてください。 
 

生まれは，イギリスの Colwall（コル

ウォール）という小さい村です。イ

ギリス西部に位置していて，ロンド

ンから車で 2 時間半くらいです。

2000 人くらいの人口で，山の水が有名です。みんな水筒を持って，

湧き出る水を持って帰ります。高校生までコルウォールで過ごし，大

学はロンドンに行きました。（大学で環境を勉強） 

 

日本に来たきっかけは何ですか？ 
 

その後は，いろいろな国を周りましたね。アイルランド，カナダ，

アメリカ，メキシコ，グアテマラなどをバックパッカーで 2 年くらい。

その後一旦イギリスに帰って，ポーランドで１年過ごしました。そこ

では，英会話教室で働いたり，ツアーやイベント関係の仕事をしてい

ました。ツアーの仕事では日本からのお客さんもいて，日本人と友達

になりました。そのときにいつか日本に行きたいと思いました。 

 

現在，「Recife＆TEREZA」というお店をされていますが， 

名前の由来は何でしょう？ 
 

Recife と Tereza はどちらもブラジルの街の名前です。わたしはブ

ラジルにも４年住んでいましたが，人生の中でとても大事な国のひと

つです。“Recife”はブラジルの街の名前ですが，「サンゴ礁」という意

味もあります。サンゴ礁の形や彩りは，まるでいろいろな人の人生を

重ねたように多彩に思えて，そんなカラフルで楽しい雰囲気のお店を

作りたかったんです。 

“Tereza”も，ブラジルのリオの街，サンタテレザの名前からです。 

 

こちらは何レストランでしょうか？ 
 

わたしたちは“No community”と呼んでいます。うちは，ワインが

メインで，そのワインに合う料理を，国籍に関係なく，出しています。

ただ，ワインについては，ポルトガルワインが９割です。日本への輸

入ビジネスもやっています。 

 

ポルトガルワインのどういうところが良いと思いますか？ 
 

日本人に似合うワインだと思います。少し酸味があって味がデリケ

ート。僕は昔から音楽が好きなのですが，ポルトガルワインのことを

「マイナーコードワイン」と呼んでいます。メジャーコードではない。

飲むとどんどん好きになる感じで，疲れない，飽きない。やさしい味

で，ミネラル系ワイン。日本酒やお寿司が好きな人はポルトガルワイ

ンも好きだと思います。和食に合いますね。ポルトガルも食べ物がお

いしくて，シンプルです。あまりスパイシーじゃない食べ物とポルト

ガルワインは合うと思います。ヨーロッパで一番お米を食べるのもポ

ルトガル人ですね。 

 

ワインの輸入販売を始めたきっかけは何ですか？ 
 

ここでは元々，洋服や家具を輸入販売していたのですが，新型コロ

ナウイルスの影響であまり売れませんでした。その一方で，ワインが

どんどん売れるようになったので，お店をリフォームして，地下にワ

インセラー，１階から屋上までレストランにしました。今はワインの

卸しがメインです。輸入するワインは，福岡などの港ではなく，志布 

 

 

 

 

 

志港から輸入しているんですよ。志布志港で輸入すれば，アルコール 

の税金が鹿児島県に落ちるから。博多で輸入すると福岡県に入ってし

まうでしょ。鹿児島の経済にお金が入るように，志布志港を使ってい

ます。また，ポルトガルと鹿児島は歴史的なつながりもありますからね。 

 

元々料理が好きだったんですか？ 
 

ブラジルにいたときに，友達によくご飯をつくっていて，そのとき

にみんなが喜んでくれていました。僕は舌が肥えていると思います。

自分で美味しいものを作れます。お店のメニューは自分であれこれ考

えて，全てオリジナルです。これとこれを合わせたら美味しいかも…

と考えることが楽しいですね。 

お店のスタッフからも，メニューを考えてもらっています。毎週考

えてみてねって。ときどきびっくりするような料理が完成することも

ありますね。お店に似合わないなど，ダメなときもありますけど（笑）。 

 

鹿児島で生活して困ったこと大変だったことはありますか？ 
 

最初鹿児島に来たときは大変で

した。そのときは１人バックパッ

カーで来ました。アパートを探し

ても，携帯電話が無いと契約でき

ない，またその反対で，住所が決

まらないと携帯電話が契約できな

い，など全ての手続きに時間がか

かりましたね。あと，ときどき寂

しくもなりました。でも，７年前

くらいに海沿いに古い家を見つけ

てリフォームして住み始めたころから人生が楽になりました。わたし

は田舎が好きなので，好きなところに住んで，自分が好きなことをし

ているからとても幸せです。 

 

現在の鹿児島の生活は？ 
 

今は，日吉町の吉利の海沿いに住んでいます。とても広々としてい

ます。日本人は便利な場所ではないと言いますが，わたしにとっては

完璧です。わっぜ田舎。ひとりで海も散歩できます。吉利とコルウォ

ールは似ていますね，静かな場所で自然や動物がたくさん。吉利には，

猪やアナグマ，たぬきがいっぱいいますね。たぬきは可愛いですね，

イギリスにはいないです。 

また，家の隣の土地を，6 年前に買いました。そこは元々豚舎があ

ったところで雑然としていましたが，リフォームしたらきれいになっ

て良い場所になりました。そこでナチュラルワインのイベントなども

しています。わっぜ広いですよ。市内から友達を呼んでイベントを開

いています。 

 

これからしたいことは？ 
 

「ワインと言えばポルトガルワインが当たり前」というくらいの人

気になってほしいです。また，田舎で静かにゆっくり暮らしたいです

ね。今のビジネスはちゃんと回っているからもっとゆっくりしたい。 

あとは，家などをリフォームすることがわたしのパッションです。

古い家でもわたしがみると，ポテンシャルがたくさんあります。海の

近くで古い家はイギリスではとても高いです。わたしから見たら鹿児

島の古い家はかっこいいと思う。 

ワイナリーさんがポルトガルからきたときに泊まれるようなワイ

ンゲストハウスなんかをちょっとずつできたら良いですね。日本には

空き家ばかりたくさんあってもったいないです。 

 

リチャードさんの故郷 
コルウォールの風景 



  「
か
ご
し
ま
か
ら
見
え
る
世
界
」 v
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か
つ
て
か
ら
外
国
と
の
交
流
が
盛
ん
だ
っ
た
鹿
児
島
。
鹿
児
島
に
居
な
が
ら
に
し
て
世
界
を
感
じ
ら
れ
る
場
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。  

  
 
  

  
  

 

今
回
は
，
南
大
隅
町
に
あ
る 

佐
多
岬
灯
台 

を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

３ 

鹿
児
島
県
大
隅
半
島

の
い

ち
ば
ん
南
ま
で
足
を
伸
ば
す

と
日
本
の
本
土
最
南
端

の
佐

多
岬
に
達
す
る
。そ
の
岬
の
断

崖
か
ら
海
を
隔
て
て
50

ｍ
沖

の
大
輪
島
の
頂
点
に
、
日
本
最

古
の
灯
台
の
１
つ
「
佐
多
岬
灯

台
」
が
白
く
輝
い
て
い
る
。
今

回
は
、
こ
の
灯
台
と
イ
ギ
リ
ス

と
の
縁
を
ご
紹
介
す
る
。 

ま
ず
は

、
少
し
歴
史

の
話

を
。
１９

世
紀
半
ば
の
日
本
は
江
戸
時
代
の
末
期
。幕
府
の
鎖

国
政
策
も
行
き
詰
ま
り
、つ
い
に
横
浜
、長
崎
、函
館
を
開
港
す

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
諸
外
国
の
船
が

日
本
に
寄
港
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
航
海
の
安
全
の
た
め
日
本

各
地
に
灯
台
が
必
要
に
な
り
、
時
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
ハ
リ
ー
パ

ー
ク
ス
ら
が
共
同
し
て
、
徳
川
幕
府
に
灯
台
建
設
の
申
し
立
て

を
行
っ
た
。
建
設
技
術
や
財
源
の
な
い
幕
府
は
す
ぐ
に
は
応
じ

る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
が
、
後
に
長
州
藩
と
西
洋
列
強
国
と
の

間
に
起
こ
っ
た
下
関
戦
争
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
幕
府
が
支
払

う
こ
と
と
な
っ
た
戦
後
賠
償
３
０
０
万
ド
ル
の
三
分
の
二
の
放

棄
と
引
き
換
え
に
、
列
強
側
は
関
税
率
の
引
き
下
げ
や
佐
多

岬
を
始
め
と
す
る
各
地
の
灯
台
建
設
な
ど
を
日
本
に
約
束
さ

せ
た
。 

さ
て
、
約
束
し
た
と
は
言
え
、
技
術
も
資
機
材
も
な
い
幕
府

に
は
灯
台
建
設
は
無
理
な
話
で
、
幕
府
は
そ
の
建
設
を
イ
ギ
リ

ス
政
府
に
依
頼
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
灯
台
建
設
で
有
名
な

ス
チ
ブ
ン
ソ
ン
兄
弟
を
起
用
し
、
か
れ
ら
兄
弟
が
灯
台
の
設
計

や
建
設
資
機
材
、備
品
の
調
達
、
そ
し
て
灯
台
建
設
の
技
術
者

の
リ
ー
ダ
ー
な
ど
の
日
本
へ
の
送
り
込
み
も
行
っ
た
。技
術
者
の

リ
ー
ダ
ー
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｈ
・
ブ
ラ
ン
ト
ン
。１
８
４
１
年
生
ま

れ
で
鉄
道
工
事
な
ど
に
手
腕
を
発
揮
し
、
１
８
６
８
年
（
明
治

元
年
）
、
２７

歳
の
若
さ
で
横
浜
の
港
に
降
り
立
つ
。い
わ
ゆ
る

「
お
雇
い
外
国
人
」
。
そ
の
時
す
で
に
、
雇
い
主
は
幕
府
か
ら
明

治
政
府
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
。 

さ
て
、
着
任
早
々
、
ブ
ラ
ン
ト
ン
は
日
本
各
地
に
出
か
け
て
、

灯
台
建
設
予
定
地
の
調
査
を
始
め
る
。
時
に
は
イ
ギ
リ
ス
海
軍

の
軍
艦
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
測
量
す
る
な
ど
詳
細
な
デ
ー
タ
を

集
め
る
な
か
で
佐
多
岬
も
訪
れ
た
の
だ
が
、
岬
の
断
崖
絶
壁
の

地
形
や
大
輪
島
周
辺
の
早
い
潮
流
を
検
分
し
、こ
こ
に
灯
台
を

建
設
す
る
の
は
日
本
の
ど
こ
よ
り
も
困
難
で
あ
る
と
の
結
論

に
至
る
。そ
の
後
、
他
の
地
域
で
の
灯
台
建
設
が
次
々
と
着
工

さ
れ
て
い
く
中
で
、彼
は
佐
多
岬
灯
台
の
建
設
手
段
を
模
索
し

続
け
る
。
出
し
た
結
論
は
、
そ
れ
ま
で
の
石
造
り
・
レ
ン
ガ
造
り

の
構
造
に
替
え
て
、
予
め
横
浜
の
工
場
で
鉄
で
灯
台
を
造
り
、

そ
れ
を
分
解
し
て
佐
多
岬
に
運
び
、大
輪
島
に
上
げ
て
組
み
立

て
・
設
営
す
る
と
い
う
も
の
。
鉄
製
の
灯
台
は
設
置
が
簡
単
で

工
期
が
早
い
と
い
う
こ
と
で
、
工
事
難
所
の
佐
多
岬
に
は
こ
の

工
法
し
か
な
く
、船
で
現
場
に
運
ば
れ
て
き
た
灯
台
の
各
部
材

を
イ
ギ
リ
ス
の
技
術
者
た
ち
と
日
本
の
明
治
政
府
の
技
師
た

ち
、
そ
し
て
地
元
の
田
尻
、
大
泊
住
民
ら
が
総
出
で
一
緒
に
な

っ
て
断
崖
絶
壁
の
島
に
陸
揚
げ
し
、
１
８
７
１
年
１０

月
に
つ
い

に
大
輪
島
の
頂
上
に
佐
多
岬
灯
台
が
完
成
す
る
。
ブ
ラ
ン
ト
ン

の
記
録
で
は
「
鉄
製
で
八
角
、壁
白
く
、高
さ
お
よ
そ
７
メ
ー
ト

ル
。光
の
達
す
る
距
離
は
８０

数
キ
ロ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
ブ
ラ
ン
ト
ン
は
在
任
中
（
７
年
余
）
に
、
日
本
各

地
に
２８

基
に
及
ぶ
灯
台
を
建
設
し
た
が
、建
設
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
ら
を
維
持
管
理
し
、
永
続
的
に
運
営
す
る
シ
ス
テ
ム
を
確

立
す
る
こ
と
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
完
成
当
初
は
イ
ギ
リ
ス

人
が
駐
在
し
て
運
営
す
る
が
、
日
本
人
も
同
時
に
配
置
・育
成

し
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
伝
授
し
て
い
っ
た
。
佐
多
岬
灯
台
に
派
遣

さ
れ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
当

初
、
ヘ
ン
リ
ー
・フ
ィ
リ
ッ
プ

ほ
か

３
名
で
、
そ
の
下
に
日
本
人
２
名

が
つ
き
、
技
術
習
得
に
努
め
て
い

る
。
彼
ら
、
い
わ
ゆ
る

守
燈
者

（
灯
台
守
）
た
ち
は
、
毎
日
欠
か

さ
ず
灯
台
に
灯
を
と
も
し
続
け

る
必
要
が
あ
り
、
寝
起
き
す
る

官
舎
は
岬
東
側
の
田
尻
湾
に
面

す
る
高
い
岩
崖
の
上
に
造
ら
れ

た
。お
よ
そ

７０

㎡
の
石
造
り
の

平
屋
で
、
イ
ギ
リ
ス
人
用
と
日
本
人
用
と
に
分
か
れ
て
い
た
と

い
う
。そ
の
後
も
歴
代
の
灯
台
守
た
ち
の
官
舎
と
し
て
使
わ

れ
、
現
在
で
も
そ
の
場
所
に
当
時
の
官
舎
の
石
壁
が
残
っ
て
い

る
。
環
境
省
が
そ
こ
ま
で
の
遊
歩
道
を
整
備
し
て
お
り
、
歩
い

て
行
く
と
、
原
生
林
を
抜
け
き
っ
た
岬
の
突
端
近
く
に
屋
根
は

な
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
し
っ
か
り
と
石
積
み
さ
れ
た
四
周
の

壁
が
ツ
タ
や
シ
ダ
類
を
這
わ
せ
な
が
ら
、
無
言
の
ま
ま
灯
台
を

見
下
ろ
し
て
い
る
。ぽ
っ
か
り
と
空
い
た
窓
々
の
空
間
か
ら
中
を

覗
く
と
、
明
治
の
初
め
に
、
言
葉
や
価
値
観
、
食
事
、
習
慣
が
ま

っ
た
く
違
う
断
崖
絶
壁
の
地
に
来
て
、
日
本
人
へ
の
技
術
伝
授

に
努
め
た
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
の
苦
難
の
叫
び
が
聞
こ
え
そ
う

だ
。 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

佐
多
岬
灯
台
は
１
８
７
１
年
（
明
治
４
年
）
の
完
成
後
、１
９

４
５
年(

昭
和
２０

年
）
の
空
襲
で
焼
失
。５
年
後
に
復
旧
し
現

在
に
至
る
。 

灯
台
守
は
初
め
は
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
が
担
っ
て
い
た
が
、１
８

９
７
年(

明
治
３０

年
）
ご
ろ
か
ら
日
本
人
の
管
理
に
移
る
。
官

舎
に
は
家
族
で
住
ま
い
、そ
の
子
供
達
は
、官
舎
か
ら
大
泊
小
・

中
学
校
に
通
っ
た
。そ
の
後
、
海
上
保
安
庁
職
員
の
管
理
を
経

て
、
１
９
８
５
年
（
昭
和

６０

年
）
か
ら
無
人
灯
台
と
な
っ
て
い

る
。 環

境
省
、鹿
児
島
県
、
南
大
隅
町
が
共
同
し
て
再
整
備
し
た

瀟
洒
な
佐
多
岬
展
望
台
か
ら
は
、
灯
台
は
も
ち
ろ
ん
、
天
気
が

良
け
れ
ば
屋
久
島
や
種
子
島
を
望
む
こ
と
も
で
き
る
。岬
ま
で

の
途
中
に
あ
る
北
緯
31

度
線
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト

は
高
さ
4.7

メ
ー
ト

ル
、幅
5

メ
ー
ト
ル
、奥
行
き
3

メ
ー
ト
ル

。
正
面

に
は
、「3

1
°

L
IN

E
 S

A
T

A

」
「
本
土
最
南
端 

佐
多
岬
」
の
文
字
と
北
緯
31

度

線
が
引
か
れ
て
い
る
世
界
地
図
が

刻
ま
れ
て
い
る
。
佐
多
岬
に
あ
る

「
御
崎
（
み
さ
き
）
神
社
」
は
縁
結

び
の
神
様
と
し
て
人
気
が
あ
る
。 
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世界 
 

世界各地で活躍する鹿児島ゆかりの方からのお便りです 

カトウ・ミッシェール  （Region10営林局勤務） 

 
2019 年 3月からアメリカ

合衆国連邦緊急事態管理

庁（FEMA）公共支援課に

所属。 

2013年から2016年まで，

国際交流員（ＣＩＲ）として，

鹿児島県庁に勤務。 

 

 

便り 
2019 年から国土安全省に属する米国の政府機関である

アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁（Federal Emergency 

Management Agency、略称FEMA）地方局で業務に従事し

ておりますカトウ・ミッシェールと申します。宜しくお願い致します。

アメリカから挨拶させていただければと思います。簡単ではあり

ますが、私自身の来歴を書かせていただきます。 

 

〔鹿児島との繋がり〕 

2013 年から 2016 年までの 3 年間、JET プログラム（語

学指導等を行う外国青年招致事業・The Japan Exchange 

and Teaching Programme）に参加し、国際交流担当部局

の鹿児島県庁国際交流課と、かごしま国際交流協会で国際交

流員として活動していました。 

 

〔ワシントン州・ケンモア市〕 

JET での任期を終え 、

2016 年に帰国し、太平洋岸

北 西 部 （ Pacific 

Northwest、略称 PNW）のワ

シントン州にある、人口約

23,500人の小さな都市であ

る ケ ン モ ア 市 （ Kenmore 

City）に引っ越しました。ケン

モア市は、シアトル・タコマ国際空港から北東方へ車で約45分

の場所に位置し、他にも船艇、水上飛行機、通勤トレールでもア

クセス出来る好立地です。1946年に設立されたケンモア・エア

ー合同会社はワシントン湖の隣にあり、世界で一番大きな水上

飛行機の航空会社と言われています。又、ワシントン湖に沿って

30 kmほど続く旧鉄道（レールトレールと呼ばれている）バーク

ギルマントレール（Burke-Gilman Trail）も有名で、ボセル市

（Bothell City）からシアトル市（Seattle City）の間を往復す

る人も多いです。ケンモア市の周りは豊かな動植物に恵まれ、

カヤックや SUP、野鳥観察など野外活動を楽しむことも出来る

良い都市です。 

 

〔現在の活動〕 

現在私が属している FEMA は大災害に対応するアメリカ合

衆国政府の政府機関であり、洪水、ハリケーン、地震、原子力災

害を含むその他の災害に際して、連邦機関、州政府、その他の

地元機関の業務である、調整家屋や工場の再建、企業活動・

行政活動の復旧を資金面から支援する活動をしています。米国 

全土に 10 か所の地方局が存在し、その中でも特に、アラスカ

州、アイダホ州、オレゴン州、ワシントン州の地方局と現地のネイ

ティブアメリカンの 271 部族を統括し、地方局のリカバリー部

危険管理者として、これまで多くの公共支援プログラムを担って

きました。 

〔鹿児島の思い出〕 

鹿児島の豊かな動植物とい

えば、桜島とキリシマツツジを

思い出します。桜島は世界有数

の活火山として有名ですが、一

日の中で 7 色に変化する『七

色変化』と四季の移り変わりは    

息をのむほど美しいです。ワシ

ン ト ン 州に も 、 レ ーニア山

（Mount Rainier）がありますが、晴れの日に見ることができる

と、桜島を思い出します。桜島への訪問は、緊急事態管理など

に興味を持つきっかけとなりました。その後大噴火時の定期的

な総合防災訓練などに参加したり、セ ク ター枠を越 える協

働を学んだりした経験は桜島との出会いがなければ出来なか

った経験です。学ぶきっかけをくれた桜島には、とても感謝して

おります。PNW には、カスケード沈み込み帯（Cascadia 

Subduction Zone）と呼ばれている沖合にある沈み込みの帯

があり、将来起こり得る巨大地震（The Big One と呼ばれてい

る）を気にかける人も多いです。2010 年の調査によると今後

50年以内にマグニチュード8.1以上の地震のリスクは37.0％

にもなる可能性があると言われています。2022 年に 3 日間の

カスケード沈み込み帯による巨大地震と津波時の討議ベース

シミュレーションに 1,800 を超える団体が参加し、FEMA の総

合対応計画が評価され、連携の強化を図っております。 

さて、ケンモア市内にはたくさ

んのパシフィックツツジ（Pacific 

Rhododendron）があり、鹿児

島のキリシマツツジを思い出させ

ます。PNW の気候は湿潤でマイ

ルドですからパシフィックツツジ

が 4 月から 7 月まで咲きます。 

特にツツジが好きな私は鹿児島

を想像し、嬉しくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

咲いてあるピンク色の 
パシフィックツツジ 

「De Havilland Beaver」と 
呼ばれている水上飛行機 

ワシントン州の4,394 mある 
レーニア山 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆県民の方へメッセージをお願いします。 

 40 年近くにわたり草の根の国際交流を通じてまちづくりを楽しんでいます。日本一の巨樹

「蒲生のクス」をはじめ，自然・歴史・食・癒しを求めて，姶良市蒲生町へ是非お越しください。 

かごしま の 

（一社）鹿児島県日越友好協会 

◆蒲生町国際交流協会とはどのような団体ですか？ 

 １９８０年代から続く韓国との民間交流や在住外国人との交流を通じた青少年育成やふる

さとの活性化を目的に，それまで実行委員会形式で個別に実施してきた事業主体組織をまと

める形で，平成１９年に蒲生町国際交流協会を設立しました。 

◆（一社）鹿児島県日越友好協会とはどのような団体ですか？ 

鹿児島県にベトナムからの留学生や実習生がたくさん来てくれていますので，鹿児島県

日越友好協会は，日本人とベトナム人の交流を目的として設立され，ベトナム人の皆さんが

困った時や寂しい思いをした時の相談窓口としてお役に立ちたいと思っております。 

鹿児島市 

国際交流団体紹介 

蒲生町国際交流協会  

（蒲生町ふるさと交流館内） TEL：090-5948-5931  

 

◆どんな活動をしていますか？また，県民の方はどのように関わることができますか？ 

 私共の活動の中で大きなイベントはテト，ベトナムの正月を祝う行事です。コロナ禍で集まることが難しくなっていますが，

鹿児島在住のベトナム人と日本人合わせて 1000 人規模の行事になっています。次にベトナムフェアです。これはベトナムの

観光地や衣食文化の紹介を目的として実施され，鹿児島でがんばっている実習生をパネルで紹介する等もしています。 

 

◆どんな活動をしていますか？ また，県民の方はどのように関わることができますか？ 

姶良市の子どもたちが韓国を訪問するホームステイ交流「ふれあう旅韓国」，韓国の学生が姶良市のイベントで韓国伝

統芸能を披露し，姶良市でホームステイ交流を行う「日本一大楠どんと秋まつり」や「韓国桜フェスタ」，永い交流の証である

韓国桜の管理を通じたふるさとの環境美化活動，在住外国人との交流活動などを行っています。 

県民の皆さまには，姶良市蒲生町でのイベントを訪れていただき，観覧，出演，ボランティア 

などを通じて国際交流に参加いただけます。 

 

◆県民の方へメッセージをお願いします。 

 ベトナムからのたくさんの実習生が鹿児島県で働いています。彼らの存在により鹿児

島の経済が多少なりとも改善されていると思います。私共は、実習生がどんな所でどん

な仕事をしているのか理解してほしいと思うと同時に，今後ますます高齢化社会となる

鹿児島で働く彼らに感謝の気持ちで接していただけたらと願っております。 

 蒲生町国際交流協会 姶良市 

「ふれあう旅韓国」 

姶良市の子ども達が韓国を訪問した様子 

「韓国桜フェスタ」の様子 

（一社）鹿児島県日越友好協会  

（九州日本語学校内） TEL： 099-222-6615  FAX: 099-222-6615 

 

交流会の様子 

「テト（ベトナムの旧正月）」の様子 
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JICA デスク鹿児島からのお知らせ！ 

JICA デスク鹿児島 担当:仮屋 TEL:099-221-6624 (公財)鹿児島県国際交流協会内 
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「国際交流ひろば」は，ホームページにも掲載しています。ご自由にダウンロードしてください。 

これまでに 989名(2022.6.30時点)の JICA海外協力隊の方が、鹿児島県から派遣されてきました。 

今回は、201９年度 2次隊として、ミクロネシアに派遣されていた板津彩虹さんをご紹介します！！ 
【職種：栄養士】 

【ミクロネシア連邦】 

青色は、太平洋と自由を。白は平和を。 

4 つの星は、主要な州を表している。 

人口：11.5 万人 面積：700 ㎢（奄美大島とほぼ同じ）  

首都：パリキール 宗教：キリスト教 言語：英語、現地の 8 言語 

私は 2019年度 2次隊栄養士として、大洋州の島国であるミクロネシア連邦の

保健省公衆衛生局に派遣されました。要請内容は、食生活ガイドラインの策定及び

非感染性疾患の予防啓発でした。2019年の調査研究によると、18歳以上の島

民 77％が過体重又は肥満であり、生活習慣病は国の社会問題となっていました。

島に栄養士は一人もいないことから、栄養教育は殆ど行われていませんでした。 

私は病院や地域の診療所を巡回して栄養相談から始めましたが、患者さんは一

日に 1～10人しか来ません。そこで、私は同僚と一緒に島の全高校の生徒 2,454

人を対象に健康診断とリスク要因調査を行い学校で食育をしました。周りの人々の

協力によりWHOの僻地訪問医療にも同行することになり、私は村に宿泊しながら

食生活実態調査を行い、地域の生活に合わせた食育教材を開発しました。コロナ

禍で任期途中の帰国となりましたが、現在は鹿児島県三島村教育委員会で離島

の栄養教諭として働いています。今後は協力隊経験を生かして、日本の離島の食

育推進にも貢献していきたいです。 

 

職場の同僚と ポンペイ島の様子 

左：大好きなココナッツウォーター 

右：国際女性デーでの栄養教育セミナーの様子 

帰国後は、社会還元の一環として、

小学校等で協力隊体験談をお話し

て頂いています！ 

子どもたちも興味津々です！ 

「民間国際交流活動助成金交付」 

下半期受付開始！ 
 （公財）鹿児島県国際交流協会では，県内に在籍する
民間団体が実施する国際交流・国際協力・国際理解活動
に対し，旅費を除く直接経費の 2 分の１以内（但し，上
限額３０万円）を審査会の審査を経て助成する支援事業
を行っています。 
 

令和４年度下期（令和４年１０月～令和５年３月） 
実施事業を対象に申請を受付けます。 

 

申請受付は， 
令和 4 年７月１日から令和４年８月３１日 

◆営利を目的とする事業は，対象にはなりません。 

◆当協会ホームページで，助成金の交付対象となる団体
や事業についてご案内しています。
https://www.kiaweb.or.jp/2019/05/post-4
.html 

 

【問合せ】（公財）鹿児島県国際交流協会（担当：大井）  
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643  
E-mail:kia11@kiaweb.or.jp 


