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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、今回の調査から新たな設問として加え
た性的指向に関することで県民の皆さんが今起きている問題と考えているのは、「差別的な言動をされること」が
40.9％で最も高く、「職場、学校などでいやがらせやいじめを受けること」（26.2％）、「じろじろ見られたり、避けら
れたりすること」（25.8％）、「就職・職場で不利な扱いを受けること」（23.8％）の順となっています。また、「わからな
い」の割合が35.3％となっています。
　また、性同一性障害者に関することについても、「差別的な言動をされること」が41.1％で最も高く、「職場、
学校などでいやがらせやいじめを受けること」（32.4％）、「就職・職場で不利な扱いを受けること」（26.6％）、
「じろじろ見られたり、避けられたりすること」（24.1％）の順となっています。また、「わからない」の割合が
35.0％となっています。

グラフで見る性的指向及び性同一性障害者の人権

（１）性的指向に関して、今起きている人権問題
異性愛、同性愛などといった性的指向に関し、あなたは現在、
どのような人権問題が起きていると思いますか。（○は３つまで）

　国際化や情報化、少子・高齢化などの社会変化に伴い、人権問題も複雑・多様化
しています。人権の尊重される社会の実現には、私たち一人ひとりが日常生活の
中で認め合い、助け合う共生の心を培うことが大切です。
　本号では、誰もがお互いの人権の尊重を感性として育み、皆が笑顔で暮らせる
人権文化あふれる社会づくりについて考えてみましょう。

特集 社会と人権

平成30年度 人権に関する県民意識調査の結果より
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（２）性同一性障害者に関して、今起きている人権問題
生物学的な性とこころの性が一致しない性同一性障害者に関し、

あなたは現在、どのような人権問題が起きていると思いますか。（○は３つまで）
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Profile
2015（平成27）年に弁護士登録後、2018
（平成30）年に独立し、大阪で「うるわ総合法
律事務所」を開設。現在、弁護士３名で、民事
事件、刑事事件のほか、ＬＧＢＴの問題など
ジェンダーやセクシュアリティに関する相談
も数多く受ける。自身も戸籍上は男性だが、
女性として弁護士登録。ＭＢＳ「ミント！」コメ
ンテーター他、メディア出演多数。関西大学
客員教授も務める。

性
の
多
様
性
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と

現
状

　

近
年
、Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ（
レ
ズ
ビ
ア
ン
、ゲ

イ
、バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、ト
ラ
ン
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
）を
は
じ
め
、人
の
性
の
あ

り
方
は
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

認
知
さ
れ
て
き
ま
し
た
。昨
年
末
の
紅

白
歌
合
戦
で
も
、人
気
歌
手
が
ス
テ
ー

ジ
上
で
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
へ
の
連
帯
を
表
す

レ
イ
ン
ボ
ー
フ
ラ
ッ
グ（
虹
色
の
旗
。

人
の
性
の
あ

り
方
は
虹
色

の
よ
う
に
多

様
で
あ
る
こ

と
を
表
し
て

い
ま
す
。）を

掲
げ
、話
題

に
も
な
り
ま

し
た
。私
自

身
も
近
年
、

弁
護
士
と
し

て
、学
校
や

自
治
体
な
ど

で
性
の
多
様
性
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
機

会
が
非
常
に
増
え
ま
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、悩
み
を
抱
え
て
い
る

当
事
者
か
ら
は
、職
場
や
学
校
な
ど
で

偏
見
の
目
で
見
ら
れ
、苦
し
い
、辛
い
と

い
っ
た
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。特
に
未
成
年
の
当
事
者

か
ら
は
、「
ま
だ
親
や
学
校
に
は
言
っ
て

い
な
い
け
れ
ど
、ど
う
し
た
ら
良
い
で

し
ょ
う
？
」と
い
う
相
談
を
受
け
る
こ

と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

　
多
様
性
の
理
解
を

子
ど
も
た
ち
の
力
に

　

当
然
な
が
ら
、Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
は
じ
め

と
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
当
事
者
は
、大
人
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。若
い
当
事
者
も
い
れ
ば
、子
ど
も

の
中
に
も
い
ま
す
。し
か
し
、子
ど
も
に

対
し
て
そ
う
い
っ
た
問
題
を
伝
え
る
こ

と
は
、「
時
期
尚
早
で
は
な
い
か
」「
混

乱
す
る
の
で
は
」な
ど
と
思
う
人
も
少

な
く
な
い
よ
う
で
す
。

　

で
す
が
、「
人
間
に
は
い
ろ
い
ろ
な
あ

り
方
が
あ
る
ん
だ
よ
」と
い
う
こ
と
を

幼
い
頃
か
ら
知
っ
て
お
く
こ
と
は
、決

し
て
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。む

し
ろ
子
ど
も
の
ほ
う
が
偏
見
無
く
、す

ん
な
り
理
解
し
て
く
れ
る
と
い
う
ケ
ー

ス
も
あ
り
ま
す
。私
の
弁
護
士
仲
間
の

お
子
さ
ん
た
ち
が
私
の
事
務
所
に
遊
び

に
来
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、実
際
、

私
と
出
会
っ
て
何
か
不
都
合
が
あ
る
か

と
い
う
と
、何
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、「
女
性
は
こ
う
あ
る
べ
き

だ
」、「
男
性
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
」と
い

う
価
値
観
の
中
で
、ど
ち
ら
に
も
な
じ

め
ず
苦
し
ん
で
い
る
子
は
、必
ず
し
も

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。性

の
あ
り
方
は
、み
ん
な
微
妙
に
違
い
ま

す
。心
理
的
な
性
、身
体
的
な
性
、好
き

に
な
る
性
、ど
れ
も
人
に
よ
っ
て
様
々

で
す
。女
性
の
中
に
も
様
々
な
女
性
が

い
る
こ
と
。男
性
の
中
に
も
い
ろ
い
ろ

な
男
性
が
い
る
こ
と
。あ
る
い
は
、ど
ち

ら
に
も
属
さ
な
い
人
が
い
る
こ
と
。そ

の
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、き
っ
と
子
ど

も
た
ち
が
自
由
な
将
来
像
を
描
く
上
で

の
力
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

み
な
さ
ん
も
機
会
が
あ
れ
ば
、お
子

さ
ん
た
ち
と
人
間
の
多
様
性
に
つ
い
て

お
話
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

仲
岡 

し
ゅ
ん 

さ
ん 
う
る
わ
総
合
法
律
事
務
所 

弁
護
士

な
か  

お
か

子
ど
も
た
ち
と
、性
の
多
様
性

この人に

聞く！
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任
論
は
根
強
く
あ
り
ま
す
。そ
し
て
、ひ

き
こ
も
っ
て
い
る
本
人
は
、世
間
の
視
線

に
怯
え
、自
分
を
責
め
、地
域
社
会
か
ら

遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

ひ
き
こ
も
り
は
、多
様
で
複
合
的
な
要

因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
起
こ
り
ま
す
。

ス
ト
レ
ス
に
対
す
る
脆
弱
性
や
障
害
な

ど
の
本
人
の
要
因
、過
度
な
親
か
ら
の
期

待
や
貧
し
さ
な
ど
の
家
庭
の
要
因
に
加

え
て
、学
校
や
職
場
で
の
い
じ
め
や
不
安

定
な
就
労
な
ど
の
学
校
・
職
場
の
要
因
、

さ
ら
に
世
間
体
や
偏
見
と
い
っ
た
地
域

社
会
の
要
因
が
重
な
り
合
っ
た
結
果
な

の
で
す
。人
は
誰
で
も
、強
い
ス
ト
レ
ス
か

ら
自
分
を
守
る
た
め
に
、一
時
的
に
ひ
き

こ
も
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、適

切
な
支
援
が
あ
れ
ば
、ひ
き
こ
も
り
が
長

期
間
続
く
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

地
域
社
会
の
包
括
的
な
支
援
を

　
「
ひ
き
こ
も
り
」の
中
に
は
、こ
こ
ろ
の

病
と
疑
わ
れ
る
の
が
怖
く
て
精
神
科
を

長
期
化
す
る
ひ
き
こ
も
り
の
要
因

　
「
ひ
き
こ
も
り
支
援
」と
い
う
言
葉
を

使
う
の
を
や
め
る
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。

ひ
き
こ
も
っ
て
い
る
そ
の
人
に
改
善
す
べ

き
問
題
が
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
生

み
、ひ
き
こ
も
り
に
つ
な
が
る
具
体
的
な

社
会
課
題
の
一
つ
一
つ
か
ら
目
を
そ
ら
さ

せ
る
か
ら
で
す
。

　

近
年
、80
代
の
親
が
50
代
の
ひ
き
こ
も

り
状
態
の
子
ど
も
と
暮
ら
す
８
０
５
０

問
題
が
世
間
を
騒
が
せ
て
い
ま
す
。内
閣

府
の
調
査
で
は
、40
歳
以
上
の
ひ
き
こ
も

り
は
60
万
人
以
上
に
の
ぼ
り
、そ
の
う
ち

の
約
３
割
は
ひ
き
こ
も
り
期
間
が
15
年

以
上
だ
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。長
期
間

ひ
き
こ
も
り
を
経
験
し
た
人
が
社
会
参

加
を
し
て
い
く
た
め
に
は
支
援
が
必
要
で

す
。し
か
し
、社
会
の
目
は
冷
た
く
、家
族

の
育
て
方
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、本
人
の
我
慢
や
努
力
が
足
り
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
、他
の
人
は
一
生
懸
命

仕
事
を
し
て
い
る
ぞ
、と
い
っ
た
自
己
責

受
診
で
き
な
い
人
、勉
強
に
つ
い
て
い
け

ず
高
校
を
中
退
し
た
人
、い
じ
め
に
あ
っ

て
不
登
校
に
な
っ
た
人
、介
護
を
理
由
に

離
職
し
た
人
、職
場
で
パ
ワ
ハ
ラ
被
害
に

あ
っ
た
人
な
ど
の
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え

た
人
た
ち
が
い
ま
す
。も
し
、精
神
保
健

福
祉
の
専
門
家
が
家
に
来
て
気
軽
に
話

を
聞
い
て
く
れ
る
制
度
が
あ
っ
た
ら
、高

校
中
退
後
に
手
厚
い
就
労
支
援
が
受
け

ら
れ
た
ら
、学
校
に
行
か
な
く
て
も
勉
強

し
た
り
仲
間
を
作
っ
た
り
で
き
る
仕
組

み
が
あ
っ
た
ら
、介
護
を
し
な
が
ら
仕
事

を
続
け
ら
れ
る
職
場
環
境
だ
っ
た
ら
、彼

ら
の
ひ
き
こ
も
り
は
長
く
は
続
か
な

か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ひ
き
こ
も
り
は
、地
域
住
民
が
困
難
に

直
面
し
た
時
に
、十
分
な
支
援
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
結
果
生
じ
た
社

会
的
孤
立
な
の
で
す
。社
会
的
孤
立
は
、

誰
も
が
も
つ
幸
せ
に
生
き
る
権
利
を
奪

う
も
の
で
す
。行
政
は
社
会
保
障
制
度
の

狭
間
を
埋
め
る
努
力
を
す
る
必
要
が
あ

り
、地
域
住
民
は
ど
ん
な
人
も
自
分
の
力

を
発
揮
で
き
る
寛
容
な
社
会
を
目
指
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。社
会
的

孤
立
は
社
会
の
問
題
で
あ
り
、地
域
社
会

で
暮
ら
す
全
て
の
人
の
問
題
な
の
で
す
。

Profile

神戸市出身。2019（平成31）年4月よ
り現職。厚生労働省社会福祉推進事
業「地域共生をめざすひきこもりの
居場所づくりの調査研究事業」、「神
戸市ひきこもり支援施策検討会」の
委員を兼任。社会的に孤立状態にあ
る人への訪問支援のノウハウを明ら
かにする調査研究に力を入れるとと
もに、ひきこもり青年をもつ親の支援
についてワークライフとして取り組
む。著書に「ひきこもり親の歩みと子
どもの変化」（新曜社）など。

ひ
き
こ
も
り
と
人
権

船
越 

明
子 

さ
ん 

神
戸
市
看
護
大
学
看
護
学
部 

教
授

ふ
な  

こ
し
　  

あ
き   

こ
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ス
ポ
ー
ツ
の
場
を
支
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

前
田 

博
子 

さ
ん 

ま
え   

だ
　    

ひ
ろ   

こ

国
立
大
学
法
人
鹿
屋
体
育
大
学 

教
授

ス
ポ
ー
ツ
と
人
権

　

日
本
国
憲
法
で
は
、人
間
ら
し
い
生
活

を
送
る
た
め
に
必
要
と
な
る「
社
会
権
」

が
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
、「
教
育

を
受
け
る
権
利
」、「
勤
労
権
」お
よ
び「
生

存
権
」す
な
わ
ち「
健
康
で
文
化
的
な
最

低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
」で
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
参
加
は「
健
康
で

文
化
的
な
生
活
」に
関
わ
る
国
民
の
権
利

と
解
釈
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、２
０
１
１

（
平
成
23
）年
に
制
定
さ
れ
た「
ス
ポ
ー
ツ

基
本
法
」に
お
い
て
、「
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ

て
幸
福
で
豊
か
な
生
活
を
営
む
こ
と
は
、

全
て
の
人
々
の
権
利
」で
あ
る
と
明
記
さ

れ
ま
し
た
。ス
ポ
ー
ツ
参
加
を
求
め
る
全

て
の
人
々
が
活
動
の
機
会
を
持
て
る
よ

う
、社
会
全
体
で
取
り
組
ん
で
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
現
状

　

ス
ポ
ー
ツ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に

は
、ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
行
う
ク
ラ
ブ
・
組

織
の
運
営
や
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
運
営
な

ど
が
あ
り
ま
す
。ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
運

営
は
、ス
ポ
ー
ツ
参
加
を
求
め
る
人
々
の

活
動
を
日
常
的
に
支
え
る
も
の
で
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
実
態

調
査（
Ｓ
Ｓ
Ｆ
、２
０
１
８
）か
ら
見
る
と
、

「
日
常
的
な
指
導
」の
頻
度
が
平
均
し
て
年

に
20
・
５
回
と
最
も
高
く
、活
動
者
全
体
の

23
・
９
％
を
占
め
て
い
ま
す
。一
方
、こ
れ
ま

で
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
活
動
は
、地
域

で
の「
大
会
・
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
や
世
話
」

が
43
・
１
％
と
最
も
多
く
、全
国
・
国
際
大

会
で
も
16
・
０
％
見
ら
れ
ま
す
。

　

多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
が
求
め

ら
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
参
加
へ
の
入
り
口
に
も
な
り
ま
す
。障

害
者
ス
ポ
ー
ツ
の
大
会
で
あ
れ
ば
、さ
ま

ざ
ま
な
障
害
と
そ
れ
を
補
っ
て
あ
ま
り

あ
る
能
力
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と

で
し
ょ
う
。ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
経
験
は
、支

援
を
必
要
と
す
る
人
や
場
面
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
る
機
会
に
も
な
り
ま
す
。

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　

障
害
者
の
ス
ポ
ー
ツ
は
、個
別
の
状
態

に
合
わ
せ
た
多
様
な
競
技
が
存
在
し
て

い
ま
す
。障
害
者
の
活
動
を
支
え
る
た
め

に
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
参
加
し
て
い
る
競

技
も
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、目
の
不
自
由

な
ラ
ン
ナ
ー
は
、ガ
イ
ド
と
呼
ば
れ
る
視

覚
障
害
の
な
い
ラ
ン
ナ
ー
の
支
援
を
受

け
て
活
動
し
て
い
ま
す
。テ
ニ
ス
で
は
、

ニ
ュ
ー
ミ
ッ
ク
ス
と
呼
ば
れ
る
種
目
が
あ

り
、車
椅
子
競
技
者
と
健
常
者
が
ペ
ア
を

組
ん
で
ダ
ブ
ル
ス
競
技
を
行
っ
て
い
ま

す
。こ
れ
は
、健
常
者
と
障
害
者
が
、支
援

を
す
る
、さ
れ
る
関
係
で
は
な
く
、仲
間

と
し
て
の
活
動
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
、人
々

の
ス
ポ
ー
ツ
の
場
を
支
え
て
い
ま
す
。し

か
し
、誰
も
が
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
め
る
場

と
は
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
立
場
が
不

要
に
な
っ
て
い
る
状
態
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

請求手続き等について、詳しくは、県ホームページをご覧いただくか、下記相談窓口までお問い合わせください。
【兵庫県 ホームページ】https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/kyuuyuuseihogo.html
【兵庫県 旧優生保護法相談窓口・申請受付（郵送可）】
※受付時間 9：00～17：30（12：00～13：00、土日祝日、年末年始を除く）　TEL：078（362）3439（専用）　FAX：078（362）3913
　所在地：〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1 1号館5階 健康増進課内

Profile

神戸大学理学部卒業、教育学部修了
（教育学修士）、人間発達環境学研究
科修了（学術博士）。学部在学中の
（一社）神戸フットボールクラブでの
活動から、地域スポーツクラブの活
動に関心を持ち、専攻を体育・スポー
ツ学に移す。1993（平成5）年より鹿
屋体育大学に在職。専門はスポーツ
社会学。研究テーマは地域スポーツ
クラブ、スポーツボランティア、女性
スポーツなど。

旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対して、一時金をお支払いいたします。

支給対象

請求期限
一時金の金額

以下の①または②に該当する方で、現在生存されている方
①昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
（母体保護のみを理由として手術を受けた方を除く）
②①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術などを受けた方
（母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除く）
平成31年4月24日（法律の施行日）から5年以内
320万円（一律）
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せ
ん
で
し
た
。し
か
し
、北
朝
鮮
に
関
す

る
マ
ス
コ
ミ
報
道
を
見
る
た
び
に
、居
て

も
た
っ
て
も
い
ら
れ
ず
、や
む
に
や
ま
れ

ぬ
気
持
ち
で「
春
夏
秋
冬
抱
き
し
め
て
」

と
い
う
歌
を
作
り
ま
し
た
。

Ｑ「
春
夏
秋
冬
抱
き
し
め
て
」に
込
め
た

思
い
は

　

春
夏
秋
冬
、朝
昼
夕
夜
、ず
っ
と
ず
っ

と
待
っ
て
い
る
人
の
募
る
思
い
を
歌
い
ま

し
た
。家
族
が
離
れ
離
れ
に
な
る
悲
し
さ

は
、拉
致
問
題
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

故
郷
を
離
れ
て
暮
ら
す
人
々
の
切
な
る

思
い
…
、そ
し
て
、待
ち
わ
び
る
人
々
の

思
い
…
。ど
ん
な
人
が
聞
い
て
も
共
感
で

き
る
歌
に
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。で
す

か
ら
歌
の
中
に「
拉
致
」と
い
う
言
葉
は
一

度
も
使
わ
ず
に
表
現
し
ま
し
た
。

Ｑ
作
曲
や
ラ
ジ
オ
放
送「
し
お
か
ぜ
」※

で
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
発
信
の
反
響
は

　

公
開
収
録
に
出
演
し
た
時
、終
了
後
、

　

２
０
１
８
年（
平
成
30
年
）に
北
朝
鮮

に
い
る
日
本
人
拉
致
被
害
者
の
帰
国
を

願
っ
て「
春
夏
秋
冬
抱
き
し
め
て
」を
作

曲
し
た
Ｂ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
さ
ん
。円
熟
味
を
増
す

感
性
と
表
現
力
で
、音
楽
を
通
し
て
拉

致
問
題
解
決
に
向
け
て
発
信
し
続
け
て

い
ま
す
。

Ｑ「
春
夏
秋
冬
抱
き
し
め
て
」作
曲
の

き
っ
か
け
は

　

2
0
0
2（
平
成
14
）年
10
月
15
日
、

北
朝
鮮
か
ら
の
特
別
機
の
タ
ラ
ッ
プ
を

５
人
の
拉
致
被
害
者
が
降
り
る
映
像
を

見
る
た
び
に
、何
度
も
涙
し
ま
し
た
。拉

致
被
害
者
の
方
々
と
そ
の
家
族
の
こ
と

を
思
う
と
、解
決
の
糸
口
さ
え
見
え
な
い

現
状
に
も
ど
か
し
さ
と
口
惜
し
さ
が
こ

み
上
げ
る
ば
か
り
で
す
。私
に
は
、歌
を

作
り
歌
う
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。拉
致

被
害
者
の
ご
家
族
の
長
年
の
筆
舌
に
尽

く
せ
な
い
苦
し
み
や
悲
し
み
、様
々
な
感

情
を
思
う
と
、な
か
な
か
歌
に
は
で
き
ま

あ
る
女
性
歌
手
か
ら『
Ｂ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
さ
ん

は
右
で
す
か
？
』と
質
問
さ
れ
ま
し
た
。

彼
女
は
拉
致
関
連
の
イ
ベ
ン
ト
で
歌
う

と
、こ
う
聞
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
そ

う
で
す
。私
は
答
え
ま
し
た
。『
私
は
右

で
も
左
で
も
あ
り
ま
せ
ん
！
ど
真
ん
中

で
歌
っ
て
い
ま
す
』と
。拉
致
被
害
者
の

た
め
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
関
係
あ
り
ま

せ
ん
。

Ｑ
作
曲
を
通
し
て
拉
致
問
題
に
対
す
る

気
持
ち
の
変
化
は
。そ
し
て
、私
た
ち
一

人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
は

　

実
際
に
被
害
者
家
族
の
前
で
歌
っ
た

時
、最
前
列
で
聞
い
て
い
た
ご
家
族
が

ず
っ
と
ハ
ン
カ
チ
で
目
を
覆
い
、悲
し
み
を

こ
ら
え
て
い
る
姿
に
、私
自
身
胸
が
詰

ま
っ
て
歌
え
な
く
な
り
ま
し
た
。歌
い
終

わ
っ
た
私
は
、思
わ
ず「
拉
致
問
題
は
一
刻

の
猶
予
も
許
さ
れ
な
い
人
命
救
助
だ
！
」

と
叫
ん
で
い
ま
し
た
。多
く
の
国
々
の
協

力
を
得
て
、一
日
も
早
く
人
命
救
助
を
し

て
欲
し
い
と
願
う
と
と
も
に
、機
会
が
あ

る
た
び
に
歌
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

何
の
落
ち
度
も
な
い
日
本
国
民
が
、大

切
な
家
族
が
、北
朝
鮮
と
い
う
国
に
さ
ら

わ
れ
た
現
実
を
忘
れ
ず
、関
心
を
持
ち
続

け
る
私
た
ち
国
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、解

決
に
向
か
う
大
き
な
力
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

※
拉
致
解
決
に
取
り
組
む
特
定
失
踪
者
問
題
調
査
会
が
北
朝

鮮
に
向
け
発
信
す
る
ラ
ジ
オ
放
送

Profile

1979（昭和54）年デビュー。「大阪で生まれた
女」が大ヒット。沢田研二、近藤真彦等多くの
アーティストに楽曲を提供し、音楽プロデュー
サーとしても活躍。筋ジストロフィーの少女と
の出会いをきっかけに、1993（平成5）年「ＡＹ
ＡＫＡ基金」を設立。以来27年間、集まった募
金を寄託し、難病の研究推進を求め活動を展
開している。昨年8月デビュー40周年記念アル
バム「ＲＩＳＩＮＧ！」をリリース。

春
夏
秋
冬
待
ち
わ
び
て

Ｂ
Ｏ
Ｒ
Ｏ 

さ
ん 

シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
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ア
イ
ヌ
民
族
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る

社
会
を
実
現
す
る
た
め
に

ア
イ
ヌ
民
族

　

イ
ラ
ン
カ
ラ
プ
テ
。こ
れ
は
、「
こ
ん
に
ち
は
」と
い
う
意

味
の
ア
イ
ヌ
語
で
す
が
、こ
の
単
語
だ
け
で
も
、ア
イ
ヌ
語

が
日
本
語
と
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。ア
イ
ヌ
語
を

は
じ
め
と
す
る
独
自
の
文
化
を
共
有
す
る
人
々
は
、中
世

や
近
世
の
史
料
に
も
日
本
民
族
と
は
異
な
る
民
族
と
し

て
記
録
さ
れ
て
お
り
、明
治
以
降
に
ア
イ
ヌ
民
族
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
以
降
の
歴
史
的
経
緯

　

１
８
６
９（
明
治
２
）年
、明
治
政
府
は
、ア
イ
ヌ
民
族

の
暮
ら
す
土
地
を「
北
海
道
」と
し
て
日
本
国
の
領
土
に

併
合
し
、拓
地
殖
民
政
策
※
に
着
手
し
ま
し
た
。以
降
、ア

イ
ヌ
民
族
は
、固
有
の
文
化
を
否
定
さ
れ
て
同
化
を
迫
ら

れ
、本
州
以
南
か
ら
移
住
す
る
人
々
が
増
え
る
に
つ
れ
て

土
地
を
失
い
、政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
に
不
利
な
立
場

に
追
い
こ
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

ア
イ
ヌ
文
化
の
現
在

　

日
本
民
族
は
、古
代
か
ら
他
文
化
を
積
極
的
に
採
り
入

れ
て
お
り
、そ
の
生
活
様
式
は
、現
在
も
変
容
し
続
け
て
い

ま
す
。ア
イ
ヌ
民
族
も
同
様
で
あ
り
、現
在
の
生
活
様
式
が

近
世
に
記
録
さ
れ
た
も
の
か
ら
変
容
し
て
い
て
も
、ア
イ

ヌ
文
化
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、ア
イ
ヌ
民
族
に
対
す
る
深
刻
な
差
別
の
た
め
、

ア
イ
ヌ
民
族
に
は
、戦
後
、血
統
や
文
化
を
子
ど
も
に
教
え

な
か
っ
た
人
々
や
、ア
イ
ヌ
で
あ
る
と
誰
に
も
知
ら
れ
て
い

な
い
地
域
に
引
っ
越
し
た
人
々
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。現
在
も
、ア
イ
ヌ
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
も
ち
な
が
ら
、差
別
を
お
そ
れ
て
、そ
の
こ
と
を
公
に
で

き
な
い
人
々
が
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、現
在
、ア
イ
ヌ
民
族
と
そ
の
文
化
の
存
在
が

わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
も
、ア
イ
ヌ
民
族

の
割
合
が
高
い
地
域
で
は
、固
有
の
精
神
・
物
質
文
化
が

確
実
に
伝
承
さ
れ
て
お
り
、差
別
経
験
の
な
い
若
い
世
代

で
は
、伝
統
文
化
を
学
び
、現
代
的
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
発
信

す
る
人
々
も
増
え
て
い
ま
す
。

ア
イ
ヌ
施
策
の
推
進

　

２
０
０
７（
平
成
19
）年
、国
連
総
会
で「
先
住
民
族
の

権
利
に
関
す
る
国
連
宣
言
」が
採
択
さ
れ
、日
本
国
も
賛

成
し
ま
し
た
。翌
年
、国
会
と
内
閣
は
、明
治
以
降
の
歴
史

的
経
緯
を
踏
ま
え
、ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
と
認
め
ま

し
た
。さ
ら
に
、昨
年
４
月
、ア
イ
ヌ
民
族
の
誇
り
が
尊
重

さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、「
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
法
」

を
制
定
し
ま
し
た
。な
お
、今
年
４
月
24
日
に
は
、北
海
道

の
白
老
町
に
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
を
含
む
ウ
ポ
ポ
イ

（
民
族
共
生
象
徴
空
間
）が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。皆
さ
ん
も

こ
こ
を
訪
れ
、ア
イ
ヌ
民
族
と
そ
の
文
化
を
理
解
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

※
本
州
以
南
の
人
々
の
移
住
を
促
進
し
、移
住
し
た
人
々
を
開
墾
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、北
海
道
の
開
拓
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
一
連
の
政
策

北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー 

准
教
授

落
合 

研
一
さ
ん

お
ち  

あ
い
　  

け
ん 

い
ち

新潟県出身。北海道大学法学部卒業後、同大学大学院法学研究科で憲法学を
専攻。2011（平成23）年２月、同大学アイヌ・先住民研究センター助教に着任。
2014（平成26）年より現職。日本国憲法のもとでのアイヌ政策の可能性につい
て研究。

Profile

アイヌ民族
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’

受
け
入
れ
先
か
ら
逃
げ
出
し
た
中
国
人
技

能
実
習
生
の
青
年
、チ
ェ
ン
。盗
品
を
売
っ
て

偽
の
身
分
証
を
買
い
、他
人
に
な
り
す
ま
し

て
蕎
麦
屋
で
住
み
込
み
の
仕
事
を
得
ま
す
。

日
本
語
も
お
ぼ
つ
か
な
い
も
の
の
接
客
に

出
前
に
と
懸
命
に
働
く
彼
に
、蕎
麦
屋
の
主

人
・
弘
は
い
つ
し
か
父
子
の
よ
う
な
情
を
抱

き
、チ
ェ
ン
も
弘
を「
お
父
さ
ん
」と
慕
う
よ

う
に
な
り
ま
す
。し
か
し
自
分
を
偽
っ
て
築

い
た
幸
せ
は
脆
く
、捜
査
の
手
が
着
実
に

チ
ェ
ン
を
追
い
詰
め
て
い
き
ま
す
。

「
先
進
国
の
技
能
が
学
べ
、高
い
賃
金
も
得

ら
れ
る
」と
い
う
あ
っ
せ
ん
業
者
の
言
葉
を

信
じ
、多
額
の
手
数
料
を
借
金
で
賄
っ
て
来

日
し
た
も
の
の
、劣
悪
な
労
働
環
境
か
ら
失

踪
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
技
能
実
習
生
。彼
ら

一
人
ひ
と
り
か
け
が
え
の
な
い
人
生
を
賭
し

て
日
本
へ
来
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、私
た

ち
は
理
解
で
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

本
作
が
描
く
の
は
、理
想
と
現
実
の
乖
離

に
悩
む
青
年
の
姿
で
す
。現
実
か
ら
逃
げ
続

け
た
彼
が
本
当
の
自
分
と
向
き
合
う
決
意

を
固
め
る
、私
た
ち
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
若

者
の
成
長
の
物
語
な
の
で
す
。

きずな映画館

コ
ン
プ
リ
シ
テ
ィ
／

優
し
い
共
犯

監督：近浦啓
出演：ルー・ユーライ、藤 竜也
2018年日本・中国合作映画、116分
1月31日からシネリーブル神戸で公開
お問い合わせは、078（334）2126

©2018 CREATPS/MYSTIGRI PICTURES
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芦屋市 第65回ふれ愛シネサロン
2月8日（土）①10：00～11：50②13：30～15：20
各回30分前開場
上宮川文化センター3階ホール
※ＪＲ芦屋駅より徒歩5分　バス「上宮川橋」下車すぐ

映画上映「パディントン２」
※吹替（字幕あり） ※事前申込不要（当日先着順）、定員各回150人
※入場無料 ※託児：６か月～就学前児（無料）、希望者は2/4（火）までに申込
芦屋市市民生活部 人権推進課
TEL 0797(38)2055　FAX 0797(38)8694

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「人権のつどい」を開催
　昨年12月4日（水）に令和元年度「人権のつどい」を開催しました。この行事は「人権文化をすすめる県民運動」を一層
推進するために行っているものです。この日、兵庫県公館に約410人が集い、人権について考えました。
　「のじぎく文芸賞」の表彰式に始まり、女性4人による「サクソフォンカルテット・コパン」による、パワフルなサウンドと
色彩豊かな音楽が会場に広がりました。講演では、声楽家のバイマーヤンジンさんが登壇されました。「子どもたちが未
来への希望！－故郷チベットへの思い－」と題した講演は、「故郷の子どもたちに教育を！」と始めたチベットの学校建設
活動の成果や日本とチベットの子ども同士の交流の様子など、故郷を愛し、人を思いやる気持ちを私たちにわかりやす
く伝えてくださいました。

バイマーヤンジンさんサクソフォンカルテット・コパン

毎年年末がくると、その年の「新語・流行語大賞」
候補の言葉が発表されます。２０１９年の候補語を
見ると、「ラグビー日本代表関連」「スポーツ界の話
題」「テレビ・映画の注目作品」「大ブームとなった
商品やサービス」などのほか、“令和”や“計画運休”
“免許返納”などニュースで取り上げられ、印象深
かったもの、人々の関心が高かったものが選ばれて
いました。

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。

しかし、昨年を振り返ると、様々な人権に関わる
事件や事案も多く、心が痛みました。楽しく明るい
話題の一方で、まだまだ人権課題は山積していると
実感します。
まずは、一人ひとりが社会に関心を持ち、社会の
一員として自分は何ができるかを考えることが、「だ
れもが大切にされる社会」をつくる第一歩になると
思います。 （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

2020（令和2）年2月発行兵庫県人権啓発協会 検索
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