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特集 地域の安全・安心

共に支え合う すこやか兵庫をめざして
井戸 敏三（兵庫県知事）

グラフで見る特に関心がある人権問題
阪神・淡路大震災から25年を迎えるに
あたって
室崎 益輝さん（兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長）

被災地での復興支援の取組
震災・学校支援チーム（EARTH）
（兵庫県教育委員会事務局教育企画課）

３・11から９年の時間を経た今
開沼 博さん（立命館大学衣笠総合研究機構 准教授）

ふれあいサロン
情報ぷらざ

January 2020 （令
和2
年）

1 兵庫県・(公財)兵庫県人権啓発協会
兵庫県マスコット はばタン



　

6
千
人
を
超
え
る
尊
い
命
を
奪
い
、ふ
る

さ
と
兵
庫
に
大
き
な
傷
跡
を
残
し
た
阪
神
・

淡
路
大
震
災
。こ
の
１
月
17
日
で
あ
れ
か
ら

25
年
を
迎
え
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、内
外
か
ら
の
温
か
い
支
援
や

励
ま
し
を
力
に
し
、と
も
に
助
け
合
い
、支
え

合
い
な
が
ら
、県
民
一
丸
と
な
っ
て
今
日
ま

で
創
造
的
復
興
の
道
の
り
を
歩
ん
で
き
ま
し

た
。ま
た
、そ
の
間
も
、ひ
と
た
び
災
害
が
起

き
れ
ば
被
災
地
へ
駆
け
つ
け
、震
災
の
経
験

と
教
訓
を
も
と
に
県
民
の
皆
様
と
と
も
に

被
災
地
支
援
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
今
、兵
庫
の
被
災
地
で
も
半
数
を

こ
え
る
県
民
が
震
災
を
経
験
し
て
い
な
い

と
言
わ
れ
、震
災
の
風
化
が
懸
念
さ
れ
て
い

ま
す
。近
年
、列
島
各
地
で
自
然
災
害
が
多

発
し
、ま
た
、近
い
将
来
、南
海
ト
ラ
フ
地
震

の
発
生
も
危
惧
さ
れ
る
な
か
、自
然
災
害
へ

の
備
え
が
急
務
で
す
。

　

忘
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、知
ら
な
い
人
々

に
伝
え
る
。経
験
や
教
訓
を
活
か
す
。そ
し

て
、次
な
る
災
害
に
備
え
る
。25
年
の
節
目

に
原
点
に
立
ち
返
り
、「
忘
れ
な
い
」「
伝
え

る
」「
活
か
す
」「
備
え
る
」取
り
組
み
を
県
民

の
参
画
と
協
働
の
も
と
進
め
、安
全
安
心
な

社
会
の
実
現
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、創
造
的
復
興
の
歩
み
の
中
で
学

び
、培
っ
て
き
た「
共
生
の
心
」を
こ
れ
か
ら

の
兵
庫
づ
く
り
に
活
か
す
こ
と
も
大
切
で

す
。め
ま
ぐ
る
し
い
社
会
環
境
の
変
化
を
背

景
に
、人
権
課
題
は
複
雑
多
様
化
し
て
い
ま

す
。児
童
虐
待
や
学
校
で
の
い
じ
め
、職
場

で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
事
案
は
後
を
絶
た
ず
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
人
権
侵
害
も
ま

す
ま
す
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。人
権
と
は
、

人
と
人
が
互
い
の
違
い
を
認
め
て
、誰
も
が

幸
せ
に
生
き
て
い
く
た
め
の
大
切
な
権
利
で

す
。人
権
課
題
に
丁
寧
に
対
処
し
、令
和
の

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
こ
ろ
豊
か
な
社
会

を
築
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

本
県
の「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
づ
く
り
の

推
進
に
関
す
る
条
例
」と「
障
害
者
等
に
よ

る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎

通
の
手
段
の
確
保
に
関
す
る
条
例
」は
、互

い
の
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
で
、誰
も
が
同

じ
地
域
社
会
で
生
活
し
、社
会
の
あ
ら
ゆ
る

活
動
に
参
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の

共
に
支
え
合
う

す
こ
や
か
兵
庫
を
め
ざ
し
て

構
築
を
め
ざ
す
も
の
で
す
。こ
の
条
例
の
も

と
、兵
庫
に
息
づ
く
共
生
の
心
で
、人
権
尊

重
を
自
然
に
態
度
や
行
動
と
し
て
表
す
こ

と
が
で
き
る
、人
権
文
化
が
定
着
し
た
社
会

づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

今
年
は
東
京
2
0
2
0
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
で
す
。多
様
性
を
認
め
合

い
、年
齢
や
性
別
、障
害
の
有
無
、言
葉
、文
化

な
ど
を
越
え
て
、人
と
人
と
が
わ
か
り
合
え

る
絶
好
の
機
会
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

み
ん
な
の
力
を
合
わ
せ
て
、生
活
、産
業
、

人
、地
域
、そ
の
ど
れ
も
が
多
様
性
と
可
能

性
に
あ
ふ
れ
、健
全
で
元
気
な「
す
こ
や
か

兵
庫
」を
創
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

兵
庫
県
知
事

公
益
財
団
法
人 

兵
庫
県
人
権
啓
発
協
会 

会
長

巻頭言
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　兵庫県が昨年度実施した人権に関する県民意識調査の結果を見ると、県民の皆さんが特に関心のある人権問題
は、「障害のある人に関する問題」が46.8％で最も高く、「インターネットによる人権侵害の問題」（42.8％）までが40％台
となっています。以下、「女性に関する問題」（37.1％）、「高齢者に関する問題」（36.8％）、「子どもに関する問題」（36.5％）
「働く人の権利に関する問題」（33.5％）が30％台、「東日本大震災やそれに伴う福島第一原子力発電所の事故の発生
による人権問題」（21.9％）、「北朝鮮当局によって拉致された被害者に関する問題」（20.0％）が２割で続いています。

グラフで見る特に関心のある人権問題

日本の社会には、人権にかかわるいろいろな問題がありますが、
あなたが特に関心をお持ちのものをあげてください。

（○は５つまで）

　阪神・淡路大震災から２５年目の節目を迎え、私たちは震災から得た経験と
教訓を風化させず、地域や世代を超えて伝え、活かし、備える取り組みを進
めていく必要があります。
　本号では、生命の尊厳や人と人の絆、地域の支え合いの大切さを確かめ、
誰もが安全で安心して共に生きる社会づくりについて考えてみましょう。

特集 地域の安全・安心

平成30年度 人権に関する県民意識調査の結果より

■平成30年度調査　■平成25年度調査　■平成20年度調査
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関する問題

性同一性障害者（生物学的な性
と性自認(こころの性)とが
一致しない人）に関する問題

性的指向（異性愛、同性愛など）
を理由とした人権侵害の問題

人身取引（性的搾取〔さくしゅ〕、
強制労働などを目的とした
人身取引）に関する問題

ホームレスの人に関する問題

エイズ患者・HIV（エイズ・
ウイルス）感染者に関する問題
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Profile
1944（昭和19）年生まれ。京都大学大学
院建築学修了。神戸大学教授、消防研究
所理事長、関西学院大学教授などを経て、
現職。日本火災学会会長、日本災害復興
学会会長、地区防災計画学会長などを歴
任。著書に「地域計画と防火」（勁草書房）、
「建築防災・安全」（鹿島出版会）など。建
築学会論文賞、神戸新聞平和賞、ＮＨＫ放
送文化賞などを受賞。

今
、求
め
ら
れ
る
も
の

　

災
害
は
、そ
の
時
代
そ
の
社
会
の
矛
盾

や
歪
み
を
顕
在
化
し
ま
す
。被
災
の
原
因

と
し
て
、そ
の
歪
み
が
あ
げ
ら
れ
ま
す

し
、復
興
の
目
標
と
し
て
、そ
の
歪
み
の

克
服
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
、戦
後
50
年
の

節
目
に
発
生
し
て
お
り
、大
都
市
を
直
撃

し
た
戦
後
初
め
て
の
地

震
災
害
で
し
た
。そ
れ

だ
け
に
、戦
後
の
成
長

や
開
発
が「
こ
れ
で
良

か
っ
た
か
」を
、甚
大
な

被
害
に
よ
っ
て
厳
し
く

問
い
か
け
る
も
の
で
し

た
。

　

大
都
市
一
極
集
中
の

国
土
開
発
、環
境
共
生

を
忘
れ
た
自
然
破
壊
、

高
齢
化
社
会
で
の
福
祉

の
遅
れ
、ガ
バ
ナ
ン
ス
で

の
市
民
参
加
の
弱
さ
な

ど
、多
く
の
こ
と
が
震
災
で
問
わ
れ
ま
し

た
。そ
れ
ゆ
え
に
、自
律
分
散
型
社
会
の

形
成
、自
然
と
人
間
と
の
環
境
共
生
、福

祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
、新
し
い
市
民

社
会
の
実
現
な
ど
が
、震
災
後
に
目
標
と

し
て
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。こ
う
し
た
目
標

が「
ど
こ
ま
で
達
成
さ
れ
た
か
」を
問
い

直
す
こ
と
が
、震
災
25
年
の
今
、改
め
て

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
復
興
の
成
果
と
課
題

　

確
か
に
、復
興
の
中
で
改
善
さ
れ
た
部

分
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。復
興
に
お
け

る
被
災
者
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
、行
政
の

審
議
会
な
ど
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画

の
進
展
、住
宅
再
建
に
対
す
る
公
的
助
成

の
制
度
化
な
ど
、不
十
分
な
が
ら
も
震
災

以
前
の
社
会
的
欠
陥
に
大
き
な
風
穴
を

開
け
て
い
ま
す
。そ
れ
ま
で
の
都
市
復
興

や
イ
ン
フ
ラ
復
興
に
代
わ
っ
て
、「
人
間
復

興
」や「
生
活
復
興
」と
い
う
考
え
方
も
定

着
し
ま
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、最
近
の
災
害
で
の
避
難

所
の
状
況
を
見
て
も
、被
災
者
の
人
権
が

守
ら
れ
な
い
劣
悪
な
環
境
は
、25
年
前
と

何
ら
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。住
宅
再
建
助

成
が
制
度
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、生
活

再
建
の
全
体
像
を
見
る
と
、25
年
前
よ
り

も
悪
く
な
っ
て
い
ま
す
。「
震
災
関
連
死
」

の
増
大
は
、そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て

い
ま
す
。そ
う
し
た
人
権
に
関
わ
る
問
題

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、地
球
温
暖
化
な
ど

環
境
共
生
に
係
る
問
題
も
全
く
改
善
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

教
訓
を
生
か
し
て

　

苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
済
す
る
と
い

う
短
期
的
課
題
と
、社
会
を
理
想
的
な
も

の
に
す
る
と
い
う
長
期
的
課
題
は
、資
源

と
時
間
の
制
約
も
あ
っ
て
容
易
に
両
立

で
き
な
い
も
の
で
す
。大
震
災
の
直
後
に

は
、短
期
的
課
題
を
優
先
す
る
あ
ま
り
に

長
期
的
課
題
を
疎
か
に
し
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
の
や
り
残

し
た
長
期
的
課
題
に
、勇
気
を
も
っ
て
挑

戦
す
る
こ
と
が
、求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
は
、復
興
は
い
ま
だ
道
半
ば

で
す
。初
心
に
か
え
っ
て
、再
挑
戦
を
試

み
た
い
で
す
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら

25
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て

私が

思うこと

室
崎 

益
輝 

さ
ん 

兵
庫
県
立
大
学
大
学
院
減
災
復
興
政
策
研
究
科
長

む
ろ
　
さ
き
　
　
よ
し
　
て
る
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被
災
地
で
の
復
興
支
援
の
取
組

震
災
・
学
校
支
援
チ
ー
ム（
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｈ
）

兵
庫
県
教
育
委
員
会

事
務
局
教
育
企
画
課

震
災
・
学
校
支
援
チ
ー
ム（
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｈ
）

と
は

　

震
災
・
学
校
支
援
チ
ー
ム
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｈ

（Em
ergency A

nd Rescue Team
 

by school staff in H
yogo

）は
、１
９

９
５（
平
成
７
）年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災

の
際
に
全
国
か
ら
い
た
だ
い
た
支
援
に
報

い
る
た
め
、災
害
時
に
被
災
地
の
学
校
を

支
援
す
る
教
職
員
に
よ
る
組
織
と
し
て
２

０
０
０（
平
成
12
）年
に
発
足
し
ま
し
た
。

平
時
は
所
属
校
や
地
域
で「
兵
庫
の
防
災

教
育
」の
推
進
に
取
り
組
み
、災
害
発
生
時

に
は
被
災
地
の
学
校
の
避
難
所
運
営
、学

校
の
再
開
、児
童
生
徒
等
の
心
の
ケ
ア
等

の
支
援
を
行
い
ま
す
。今
年
度
は
２
２
０

名
の
教
職
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

被
災
地
支
援
の
実
際

　

Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｈ
は
、２
０
０
０（
平
成
12
）年

の
北
海
道
有
珠
山
噴
火
に
お
け
る
支
援
を

皮
切
り
に
、東
日
本
大
震
災
や
熊
本
地
震

と
い
っ
た
大
規
模
災
害
の
被
災
地
支
援
、さ

ら
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
中
国
等
、国
外
の

支
援
に
も
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

昨
年
度
は
、大
阪
・
岡
山
・
北
海
道
で
延

べ
１
４
７
名
が
被
災
地
支
援
を
行
い
ま
し

た
。具
体
的
に
は
、大
阪
北
部
地
震
で
は
、

児
童
生
徒
や
保
護
者
、教
職
員
の
心
の
ケ

ア
に
関
す
る
支
援
を
行
い
ま
し
た
。登
校

指
導
や
教
育
相
談
、給
食
指
導
支
援
を
通

し
て
児
童
生
徒
の
様
子
を
観
察
し
、担
任

と
情
報
交
換
を
す
る
と
と
も
に
、職
員
会

議
等
で
心
の
ケ
ア
の
視
点
か
ら
支
援
の
方

向
性
を
示
し
ま
し
た
。ま
た
、西
日
本
豪
雨

の
際
に
は
、倉
敷
市
真
備
地
区
で
避
難
所

と
な
っ
て
い
る
学
校
の
教
職
員
が
学
校
再

開
に
向
け
た
業
務
に
専
念
で
き
る
よ
う
支

援
す
る
と
と
も
に
、学
習
ル
ー
ム
に
お
け

る
児
童
の
支
援
も
行
い
ま
し
た
。加
え
て
、

管
理
職
と
の
学
校
再
開
に
向
け
た
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
作
成
や
家
庭
訪
問
へ
の
同
行
、心

の
ケ
ア
研
修
等
を
実
施
し
ま
し
た
。さ
ら

に
、北
海
道
胆
振
東
部
地
震
で
は
、養
護

教
諭
や
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
児
童

生
徒
の
状
況
を
共
有
し
な
が
ら
、数
年
後

を
見
通
し
た
支
援
の
在
り
方
等
に
つ
い
て

助
言
を
行
い
ま
し
た
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
教
訓
を
生
か
し
て

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
、公
的
な
支
援
が

届
か
な
い
中
で
避
難
所
と
な
っ
た
学
校
の

教
職
員
が
対
応
に
追
わ
れ
、子
ど
も
た
ち

の
日
常
を
取
り
戻
す
の
に
長
期
間
を
要
し

ま
し
た
。ま
た
、数
年
が
経
過
し
て
も
心
の

ケ
ア
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
も
多
数

い
ま
し
た
。そ
う
い
っ
た
困
難
な
状
況
に
直

面
す
る
中
で
得
た
知
見
や
教
訓
を
Ｅ
Ａ
Ｒ

Ｔ
Ｈ
は
被
災
地
で
伝
え
、広
め
て
い
ま
す
。

　

ま
も
な
く
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
25

年
が
経
過
し
、Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｈ
も
発
足
か
ら
20

年
を
迎
え
ま
す
。震
災
を
経
験
し
て
い
な
い

教
職
員
が
増
加
す
る
中
、近
い
将
来
に
発
生

が
予
想
さ
れ
る
巨
大
地
震
や
多
発
す
る
自

然
災
害
へ
の
備
え
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

震
災
か
ら
教
育
復
興
を
成
し
遂
げ
て
き

た
兵
庫
県
の
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｈ
が
行
っ
て
き
た

被
災
地
支
援
を
き
っ
か
け
に
、熊
本
県
で
も

学
校
支
援
チ
ー
ム
が
発
足
し
た
ほ
か
、他
府

県
で
も
同
様
の
組
織
の
養
成
が
行
わ
れ
始

め
ま
し
た
。各
都
道
府
県
と
連
携
を
図
り
な

が
ら
、今
後
さ
ら
に
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｈ
の
活
動
を

発
展
さ
せ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

の
じ
ぎ
く
文
芸
賞
の

入
賞
者
が
決
定

　
令
和
元
年
度
の
じ
ぎ
く
文
芸
賞
に
は
、

1
7
1
4
点（
一
般
の
部
1
9
6
点
、学
齢

児
童
生
徒
の
部
1
5
1
8
点
）の
応
募
が

あ
り
ま
し
た
。審
査
の
結
果
、左
記
の
通
り

入
賞
者
が
決
定
し
ま
し
た
。12
月
4
日

（
水
）の「
人
権
の
つ
ど
い
」で
表
彰
式
を
行

い
ま
し
た
。

　
作
品
の
一
部
を
本
誌
で
紹
介
す
る
ほ
か
、

最
優
秀
・
優
秀
作
品
は
当
協
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。

＊学齢＝学齢児童生徒（中学生以下）

部
一般
一般
一般
一般
一般
学齢
一般
学齢
一般
学齢
一般
学齢

部門
小説
随想
詩

創作童話

小説

随想

詩

創作童話

賞名

最
優
秀
賞

優
秀
賞

 作者名（敬称略） 　　　      作品名
ハリネズミと老人
挑戦と進歩
健ちゃんとぼく
バレンタインとビッグイシュー
ユリとラベンダー
大切な友だち
他人ごとではない
「普通」とは
母であることは忘れない
言葉のちから
自販機トムと仲間達

阿部　忠彦
髙嶋　冴生
松末　哲也
パク ヘレナ
山畑　由美
兼村　琴菜
A ・ Y
北尾　大珠
児玉  千佳
阪口　貴恵
田中　　肇
該当作品なし

避難所運営支援

児童向けの心のケア授業
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東日本大震災に
起因する人権問題

きずな
TOPIC

３
・
11
か
ら
９
年
の
時
間
を
経
た
今

風
評
被
害
の
現
実

　
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
福
島
の

こ
と
を
見
る
と
、あ
の
時
福
島
に

い
た
ら
子
ど
も
を
産
め
な
い
と
書

い
て
あ
っ
た
。本
当
で
す
か
？
」と
い
う
女
子
高
生
。

　
「
東
京
の
物
産
展
で
採
れ
た
て
の
作
物
を
売
っ
て
い

た
ら
わ
ざ
わ
ざ
目
の
前
で『
福
島
の
食
べ
物
な
ん
か
い

ら
な
い
』と
言
わ
れ
た
」と
い
う
農
家
。

　

３
・
11
か
ら
９
年
の
月
日
が
経
と
う
と
す
る
中
で

も
ま
だ
そ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
く
。

　
「
そ
ん
な
人
も
い
る
ん
で
す
」と
話
す
と
、「
そ
ん
な

の
前
に
比
べ
れ
ば
良
く
な
っ
て
き
た
ん
だ
ろ
」「
み
ん

な
が
み
ん
な
、そ
ん
な
わ
け
じ
ゃ
な
い
は
ず
だ
。相
手

に
し
な
け
れ
ば
良
い
」「
そ
う
い
う
デ
マ
を
言
う
人

だ
っ
て
良
か
れ
と
思
っ
て
言
っ
て
る
ん
だ
」と
返
し
て

く
る
人
も
い
ま
す
。

　

果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

間
違
っ
た「
配
慮
」

　

三
菱
総
合
研
究
所
が
２
０
１
７（
平
成
29
）年
８
月

に
実
施
し
た
調
査
に
よ
る
と
、福
島
県
産
の
食
べ
物

を
す
す
め
ら
れ
る
か
問
う
と
、放
射
線
が
気
に
な
る

の
で
た
め
ら
う
と
答
え
る
の
は
、家
族
・
子
ど
も
に
対

し
て
35
％
、友
人
・
知
人
に
対
し
て
33
・
１
％
に
及
び

ま
す
。同
じ
く
、福
島
県
へ
の
旅
行
を
す
す
め
ら
れ
る

か
問
う
と
、家
族
、子
ど
も
に
36
・
９
％
、友
人
、知
人

に
32
・
７
％
が
た
め
ら
う
と
答
え
て
い
ま
す
。３
割
を

超
え
る
人
が
福
島
へ
の
忌
避
の
感
覚
、も
っ
と
言
え
ば

「
福
島
は
汚
れ
て
い
る
。そ
の
土
地
で
作
ら
れ
た
食
べ

物
は
危
険
で
、そ
こ
に
生
き
る
人
は
病
気
な
ど
に
な

る
可
能
性
を
抱
え
て
い
る
に
違
い
な
い
」と「
配
慮
」す

る
空
気
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。３
・
11

震
災
直
後
の
数
字
な
ら
ば
分
か
り
ま
す
が
、多
く
の

調
査
・
研
究
、現
地
の
人
々
の
懸
命
の
努
力
の
中
で
作

物
・
人
体
・
環
境
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
ま
し
た
。そ

れ
で
も
そ
の「
配
慮
」は
確
実
に
固
定
化
し
て
い
る
の

で
す
。そ
れ
は
多
く
の
人
の
無
知
と
恐
怖
と
、「
見
て

見
ぬ
振
り
を
し
よ
う
、寝
た
子
を
起
こ
す
な
」と
い
う

沈
黙
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。

『
悪
し
き
常
識
を
変
え
る
の
に
必
要
な
の
は
、知
る
こ

と
を
諦
め
な
い
気
持
ち
と
、そ
れ
を
実
践
す
る
場
を

作
り
続
け
る
こ
と
だ
。』

　

こ
の
言
葉
を
聞
い
た
若
い
物
理
教
師
は
、高
校
生
が

分
か
る
よ
う
に
何
十
枚
に
も
及
ぶ
レ
ジ
ュ
メ
を
つ
く

り
、自
主
的
に
放
射
線
教
育
の
授
業
を
毎
年
行
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。悔
し
い
思
い
を
し
た
農
家
は
全
国

を
ま
わ
り
な
が
ら
福
島
の
生
産
物
と
土
地
の
魅
力
を

語
り
続
け
、３
・
11
が
な
か
っ
た
ら
福
島
と
接
点
を
持

ち
得
な
か
っ
た
範
囲
ま
で
及
ぶ
多
く
の
フ
ァ
ン
を
つ
く

り
続
け
て
い
ま
す
。

　

な
に
か
福
島
の
も
の
を
買
っ
て
み
る
、旅
行
で
も
何
で

も
良
い
か
ら
行
っ
て
み
る
。そ
う
い
う
日
常
の
延
長
の
中

で
遠
く
か
ら
で
も
知
る
瞬
間
に
立
ち
会
え
る
は
ず
で
す
。

’

　

本
書
は
、現
代
を
代
表
す
る
32
人
の
絵

本
作
家
た
ち
が
、２
０
１
１（
平
成
23
）年

３
月
11
日
を
振
り
返
り
、そ
れ
ぞ
れ
が

思
っ
た
こ
と
、感
じ
た
こ
と
を
絵
と
文
章

で
記
し
て
い
ま
す
。

　

題
名
の「
あ
の
日
」と
は
、東
日
本
大
震

災
が
起
き
た
日
。忘
れ
ら
れ
な
い
出
来
事
、

忘
れ
て
は
い
け
な
い
日
。

　

そ
の
日
、32
人
の
絵
本
作
家
た
ち
は
、そ

れ
ぞ
れ
の
場
所
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
を
、そ

れ
ぞ
れ
の
思
い
で
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
本
に
は
、あ
の
日
に
ま
つ
わ
る
ご
く

個
人
的
な
出
来
事
が
詩
の
よ
う
に
、日
記

の
よ
う
に
、ま
た
物
語
の
よ
う
に
綴
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

ど
の
作
品
に
も
、「
あ
の
日
か
ら
」を
生

き
る
す
べ
て
の
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。力
強
く
そ
し
て
あ
た

た
か
な
絵
と
私
た
ち
に
語
る
穏
や
か
な
言

葉
は
、〝
今
を
生
き
る
〞
こ
と
を
見
つ
め

直
す
き
っ
か
け
と
な
る
一
冊
で
す
。

きずな図書館

編
者
／
筒
井 

大
介
　
　
発
行
所
／
株
式
会
社 

創
元
社

１９８４（昭和59）年福島県生まれ。専攻は社会学。これまでに、復興庁東日本大
震災生活復興プロジェクト委員、福島大学うつくしまふくしま未来支援セン
ター特任研究員等を歴任。２０１６（平成28）年より現職。著書に『はじめての福
島学』（イースト・プレス）『漂白される社会』（ダイヤモンド社）など多数。学術誌の
他、新聞・雑誌等にルポ・評論・書評などを執筆。

Profile

立
命
館
大
学
衣
笠
総
合
研
究
機
構 

准
教
授

開
沼 

博
さ
ん

か
い　

ぬ
ま　

ひ
ろ
し

あ
の
日
か
ら
の

或
る
日
の
絵
と
こ
と
ば

　2020（令和2）年1月  きずな　6



6

8

19

10

13

17

14 15 16

12

3 5

18
E

1
D

2
I

9
H

11
C

4
B

7
JA

K

GF

タテのカギ

１　無事かどうかということ。「○○○を確認する」
２　寒い日、池に張ります
３　それとなく物事を示し教えること。「○○に富む話」
５　「○○○を尽くして天命を待つ」
７　一生懸命励むこと。「○○○努力いたします」
９　隣近所に住む人。災害時、一番頼りになる存在です
１１　環境に配慮した自動車の総称です
１２　雨が多く降ること
１３　もっぱら話を聞く側の人。反対語は“話し手”
１４　ゆかり。因縁。「昔の○○○で…」
１６　常温で飲める液体○○○は赤ちゃんのいる家庭では非常時用にストックしておきたいですね
１８　太公望とは○○好きの人のことです

ヨコのカギ

１　いつまでも元気に歩けるように鍛えておきたいですね
４　これを投げてあきらめることは最後までしたくないですね
６　相手の反撃などを阻止すること。「○○○のピッチャー」
８　「山椒は小粒でも○○○とからい」
１０　自分の家に帰る道。「○○○を急ぐ」
１２　筒状の胴の片面または両面に革を張り、
 ばちをたたいて鳴らす楽器

１３　非常時にも気持ちをしっかりと持っていること。「○○○○に振る舞う」
１５　災難に遭遇したときには「○○も仏もあるものか」と思います
１７　“してはいけない”と命ずること。「立ち入り○○○」
１８　工具・道具。「○○○ボックス」「キッチン○○○」
１９　○○○多い一年でありますように！

11月号の答え ネットシャカイニイキル

「読者からのお便り」の投
稿掲載者（令和２年３月
号）とクロスワードの正解
者（抽選で10名）とに、「オ
リジナル３色ボールペン
（タッチペン付き）」をプレ
ゼント。本誌「きずな」へ
のご意見やご感想、人々とのふれあいを通した心
温まるエピソードなどを募集しています。どしどし
ご投稿、ご応募ください。
※投稿掲載時はペンネームの使用も可能です。
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

はがき、ＦＡＸ、Ｅメールで受け付
け。クロスワードの答え、郵便番号・
住所、名前（ペンネームを使用の場
合も要併記）、電話番号、年齢、職
業、本誌へのご意見・ご感想を明記
の上、ご応募ください。

1月24日（金）締め切り（必着）

〒650-0003
神戸市中央区山本通4-22-15　
県立のじぎく会館内
（公財）兵庫県人権啓発協会 
「きずな」ふれあいサロン係
TEL 078（242）5355　
FAX 078（242）5360
Eメール info＠hyogo-jinken.or.jp

応募方法応募方法

締め切り締め切り

応募先応募先

※応募者および投稿者の個人情報は、管理を適切に行い、
　誌面づくり以外の目的には利用いたしません。

Ａ～Kの文字を順番に並べると、
何という言葉になるでしょう？問　

　ネット社会と言われて久しいです。今やIoT、ビッグデー
タ、AIというさらに高次元の世界へ移行しようとしており、
ネット社会とのつながりは絶ちようがない時代です。
　正しい情報リテラシーを身につけるとともに、まずは
個々の人権を最優先する姿勢が何より大切であり、それに
ついて学び、そして話し合う必要があると思います。
（尼崎市 いつでも逸民さん）

　ネットの知識は、大人・教師より子どもの方がはるかに進んでいます。
　よく知り、お互いを守っていきたいです。
（たつの市 竜ちゃんさん）

　ネットによる人権侵害は、相

手の顔が見えず、どんどんエスカ

レートするらしく恐ろしいと感じ

ます。見えない相手への思いや

りがもてるようになることを切

望します。
（三木市 カナモンジャーＶさん）

読者からのお便り～11月号を読んで～

投稿＆クロスワードで投稿＆クロスワードで

「オリジナル
３色ボールペン
（タッチペン付き）」を

プレゼント！

「オリジナル
３色ボールペン
（タッチペン付き）」を

プレゼント！

HUREAI SARON
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　今回の作品のテーマは、「ＳＮＳ時代における外国人の人権」です。
　訪日外国人の増加や、改正出入国管理法の施行など、外国の人々と接する機会が増え、職場や
地域で共に生きる時代になっています。
　また、スマートフォンの急速な普及によって、SNS内でのいじめなどが深刻化し、社会問題に
なっています。
　この作品の主人公・珠美は、新しく職場に来たフィリピン人のミランダに対し、様々な「違い」を
「壁」だと捉え、面倒な存在だと感じてしまいます。しかし、自分とは異なる文化や考え方を持つミ
ランダとの対立や交流を通して、珠美は新たな視点に気づかされ、「違い」は様々な問題解決の糸
口になることも学んでいきます。珠美とミランダの姿を通して外国人は「受け入れてあげる存在」
でも「労働力」でもなく、助け合うことができる対等な仲間であること、SNSを傷つけるための道
具としてではなく、人の心と心をつないでいくために利用する様子を描きます。
　「違い」は壁ではなく、自分自身を成長させ、地域を豊かにする源です。異なる文化の人たちを、共に未来をつくる新しい存在とし
て尊重し、互いに高め合っていく。そんな多文化共生社会の実現をめざす人権啓発ドラマです。

加古川市人権学習初級講座『人権ひろば』
1月18日（土）13：30～15：40
加古川市人権文化センター 大ホール 
※山陽電車「尾上の松」駅下車徒歩約16分 ※神姫バス「南備後」下車徒歩約5分

演題：「パパは女子高生だった～自分らしく生きること～」
講師：前田 良さん（Like myself代表）
※事前申込不要 ※参加無料

加古川市人権文化センター
TEL 079(451)5030　FAX  079(426)0062

イベント名

日時
場所

内容

問い合わせ

※その他のイベント情報は、当協会ホームページ「研修会・イベント情報」をご覧ください。

EVENT
GUIDE
イベントガ

イド

令和元年度人権啓発ビデオ

『サラーマット～あなたの言葉で～』が完成しました。

出演／真飛 聖、ＪＬ、金子 昇、草村 礼子ほか
企画／兵庫県、（公財）兵庫県人権啓発協会
企画協力／兵庫県教育委員会
製作／東映（株）
字幕副音声付/36分/活用ガイドはＤＶＤに収録

●貸出について
　（公財）兵庫県人権啓発協会研修部 TEL 078（242）5355
 FAX 078（242）5360
●購入について
　東映（株）関西営業推進室 TEL 06（6345）9026
 FAX 06（6345）6756

ラグビーワールドカップの日本チームの活躍に
熱狂した日本列島。しかし、同時期に関東地方や東
北地方は豪雨災害に見舞われました。
そんな中で、ラグビーの試合前に黙とうをささげ
たり、カナダチームの選手が災害ボランティア活動
を行うなど、同じ時を過ごす者として、それぞれの
場所でできることをしようとする姿には胸が打たれ
ました。
そんな時、今月号の図書紹介で取り上げた「あの

日からの或る日の絵とことば」に出会いました。こ

ラジオ関西「谷五郎の笑って暮らそう」（毎週火曜日10：00～13：00）で、

12：35頃から「きずな」の記事等を紹介しています。

の本を読みながら、阪神・淡路大震災が起きた日の
ことを昨日のことのように思いだしました。阪神・淡
路大震災から25年。“今生きていること”を見つめ
直し、震災を「忘れない」「伝える」「活かす」「備え
る」ための活動を一人一人が考えていくことが大切
だと思います。
本年も、人権にかかわるタイムリーな話題を取り
上げ、読者の皆様とともに、人権文化あふれる社会
づくりについて考えていきたいと思います。
本年もよろしくお願い申し上げます。 （西村）

「きずな」は、当協会ホームページからも
ご覧になれます。

（公財）兵庫県人権啓発協会　〒650-0003 神戸市中央区山本通4-22-15 県立のじぎく会館内
TEL 078（242）5355　FAX 078（242）5360   　　info@hyogo-jinken.or.jp
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