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兵庫教育大学留学生による
「フィリピンの踊りとインドネシアの歌」

世
界
の
国
か
ら

　
　
こ
ん
に
ち
は

〜
多
文
化
共
生
交
流
ス
テ
ー
ジ
〜

　
一
月
二
十
日
、
社
福
祉

セ
ン
タ
ー
で
、
「
人
権
を

考
え
る
市
民
の
つ
ど
い
」

を
開
催
し
ま
し
た
。

　
朝
か
ら
、
雪
の
舞
う
寒

い
日
で
し
た
が
、
約
二
六

〇
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し

た
。

　
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
は
、
兵

庫
教
育
大
学
留
学
生
ア
デ

リ
ナ
さ
ん
、
ロ
セ
ル
さ
ん

に
よ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
踊

り
と
テ
ィ
テ
ィ
ク
さ
ん
に

よ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
歌

で
し
た
。

　
民
族
衣
装
で
の
愛
ら
し

い
踊
り
と
哀
愁
漂
う
歌
の

ス
テ
ー
ジ
に
、
参
加
者
の

み
な
さ
ん
か
ら
大
き
な
拍

手
が
送
ら
れ
ま
し
た
。
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本
年
度
に
実
施
し
て
い
た
だ
い
た
地

区
住
民
学
習
報
告
書
よ
り
、
参
加
者
や

社
会
教
育
推
進
委
員
の
み
な
さ
ん
の
感

想
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
啓
発
ビ
デ
オ
「
夕
映
え
の
み
ち
」

　
　
　
　
　
　
を
使
っ
た
学
習
か
ら
】

　
仲
の
よ
か
っ
た
あ
か
り
と
沙
希
は
元

　
通
り
の
親
友
に
な
れ
る
の
で
し
ょ
う

　
か
。
多
感
な
年
頃
の
子
ど
も
の
心
に

　
は
致
命
的
な
傷
を
残
し
た
の
で
は
な

　
い
で
し
ょ
う
か
。
許
せ
る
こ
と
と
許

　
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
家
の
こ
と
や
、

　
家
族
の
こ
と
と
か
は
、
な
か
な
か
割

　
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
今
後
、
あ
か
り
さ
ん
と
沙
希
さ
ん
や
、

　
ま
た
両
家
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
で

　
し
ょ
う
か
。
考
え
さ
せ
る
終
わ
り
方

　
で
あ
っ
た
。

　
映
画
の
ラ
ス
ト
は
仲
直
り
し
き
っ
て

　
い
な
い
。
一
度
傷
つ
い
た
心
は
簡
単

　
に
は
回
復
し
な
い
。
あ
か
り
は
取
り

　
返
し
の
付
か
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま

　
っ
た
。
う
わ
さ
を
も
と
に
人
を
見
る

　
の
は
よ
く
な
い
。

　
自
分
の
方
が
上
だ
と
思
っ
て
い
た
の

　
に
受
賞
し
た
の
は
友
人
。
プ
ラ
イ
ド

　
を
傷
つ
け
ら
れ
、
素
直
に
喜
ん
で
あ

　
げ
ら
れ
ず
、
「
ね
た
み
」
の
心
か
ら

　
や
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
今
の
子
は
、
あ
ん
な
関
係
が
友
達
と

　
い
う
の
か
な
ぁ
。
本
当
に
親
友
だ
っ

　
た
ら
喜
ん
で
や
れ
る
と
思
う
け
ど
。

　
あ
か
り
の
方
が
絵
は
上
手
い
が
、
沙

　
希
に
は
父
と
の
思
い
出
や
、
今
の
つ

　
ら
さ
、
こ
れ
か
ら
の
希
望
な
ど
、
心

　
が
絵
に
こ
も
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
認

　
め
ら
れ
た
と
思
う
。

　
親
友
と
い
い
な
が
ら
、
二
人
は
た
だ

　
の
友
達
だ
っ
た
。
沙
希
は
あ
か
り
に

　
お
父
さ
ん
の
こ
と
を
話
し
て
い
な
い
。

　
賞
を
と
っ
た
と
き
も
、
朝
か
ら
分
か

　
っ
て
い
な
が
ら
あ
か
り
に
伝
え
て
い

　
な
い
。
だ
か
ら
、
あ
か
り
の
気
持
ち

　
が
よ
け
い
に
イ
ラ
イ
ラ
し
た
。
だ
け

　
ど
、
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
互
い

　
の
気
持
ち
の
奥
が
分
か
っ
た
の
で
、

　
仲
良
く
な
っ
て
ほ
し
い
し
、
き
っ
と

　
親
友
に
な
れ
る
と
思
う
。

　
「
共
に
悲
し
む
こ
と
は
で
き
て
も
、

　
共
に
喜
ぶ
こ
と
は
難
し
い
」
と
い
う

　
父
親
の
言
葉
が
印
象
に
残
っ
た
。
そ

　
の
通
り
だ
と
思
う
。
自
分
と
利
害
関

　
係
の
無
い
こ
と
で
「
共
に
喜
ぶ
」
こ

　
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
と
思
う
。

　
ま
た
、
共
に
悲
し
む
こ
と
も
難
し
い
。

　
テ
レ
ビ
の
悲
惨
な
事
件
や
事
故
の
ニ

　
ュ
ー
ス
を
興
味
本
位
で
観
て
い
る
人

　
は
多
い
と
思
う
。

　
母
と
父
、
共
に
子
ど
も
を
守
り
た
い

　
と
い
う
気
持
ち
は
痛
い
ほ
ど
わ
か
る
。

　
母
は
、
自
己
防
衛
に
走
り
問
題
か
ら

　
に
げ
よ
う
と
す
る
が
、
先
々
重
荷
を

　
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
父
の
判
断
は

　
冷
静
に
子
ど
も
の
過
ち
を
正
し
た
い

　
と
い
う
気
持
ち
で
、
正
し
い
と
思
う
。

　
子
ど
も
が
過
ち
を
犯
し
た
時
の
親
の

　
適
切
な
対
応
が
良
い
。
学
校
・
地
域

　
を
巻
き
込
ん
で
課
題
を
解
決
し
た
こ

　
と
は
大
い
に
評
価
で
き
る
。
自
分
自

　
身
の
親
と
し
て
の
あ
り
方
を
反
省
し

　
て
い
る
。

　
ビ
デ
オ
と
同
じ
よ
う
に
、
子
ど
も
の

　
優
れ
て
い
る
部
分
を
親
と
し
て
ね
た

　
む
気
持
ち
が
あ
っ
た
。
共
に
喜
び
、

　
悲
し
む
親
子
の
絆
は
大
切
。
反
省
し

　
て
い
る
。

　
大
石
家
の
両
親
の
よ
う
な
親
が
現
在

　
社
会
の
中
に
ど
れ
だ
け
い
る
か
。
子

　
ど
も
と
同
じ
よ
う
に
考
え
行
動
す
る

　
現
在
の
親
た
ち
に
問
い
た
い
。

　
夫
婦
は
二
つ
の
気
持
ち
で
揺
れ
た

　
（
生
身
の
人
間
）
が
、
最
後
は
モ
ラ

　
ル
を
守
っ
た
。
夫
婦
が
き
ち
ん
と
話

　
し
合
え
て
、
結
果
が
問
題
解
決
に
向

　
か
う
糸
口
に
な
っ
た
。

平成２０年３月１日 （２）住民学習の感想



　
ネ
ッ
ト
社
会
の
明
と
暗
が
浮
き
彫
り

　
に
な
っ
た
。
暗
の
部
分
に
つ
い
て
知

　
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
ニ
ュ
ー
ス
な

　
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
時
に
知
る
こ

　
と
と
な
る
。
（
学
校
裏
サ
イ
ト
、
ヤ

　
ミ
の
職
安
、
犯
罪
サ
イ
ト
、
神
戸
市

　
立
高
校
い
じ
め
事
件
等
）

　
現
在
、
ネ
ッ
ト
で
は
不
可
能
な
こ
と

　
が
な
い
く
ら
い
、
ど
ん
な
悪
い
こ
と

　
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
爆
弾
の
作
り
方
や
殺
人
ま
で
・
・
・
。

　
人
と
し
て
理
性
を
持
っ
て
生
き
て
い

　
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
た
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
は
誰
で

　
も
書
き
込
め
、
匿
名
で
あ
る
こ
と
か

　
ら
無
責
任
な
誹
謗
・
中
傷
を
書
き
込

　
ん
で
し
ま
う
。
書
き
込
む
側
の
人
権

　
意
識
が
必
要
で
あ
り
、
使
っ
て
い
る

　
の
は
人
間
で
、
見
る
者
も
人
間
だ
と

　
い
う
気
持
ち
が
大
切
。

　
電
子
メ
デ
ィ
ア
で
は
心
は
育
た
な
い
。

　
生
き
方
に
一
定
の
方
向
性
を
示
せ
な

　
い
。
大
人
の
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
（
大
人

　
の
モ
デ
ル
）
は
、
共
生
の
価
値
観
の

　
欠
如
、
窮
屈
な
現
実
か
ら
の
逃
げ
を

　
招
い
て
い
る
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
情
報
伝
達
に
は

　
便
利
だ
が
、
感
情
の
伝
達
に
使
う
と

　
誤
解
を
生
じ
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
や

　
す
い
と
思
う
。
や
は
り
、
言
い
に
く

　
い
こ
と
は
直
接
会
う
か
電
話
で
伝
え

　
る
べ
き
だ
と
思
う
。
　

　
「
透
明
人
間
に
な
れ
た
ら
何
を
す
る

　
か
」
と
い
う
問
い
に
、
「
普
段
で
き

　
な
い
こ
と
を
す
る
」
と
い
う
場
面
で
、

　
姿
が
見
え
な
い
か
ら
実
際
や
っ
て
し

　
ま
う
と
い
う
怖
さ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

　
ト
も
、
分
か
ら
な
い
こ
と
を
調
べ
た

　
り
す
る
に
は
便
利
だ
け
ど
、
使
い
方

　
次
第
で
は
怖
く
な
っ
て
し
ま
う
。
お

　
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
人
が
多
く
な
っ

　
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
現
在
ネ
ッ
ト
社
会
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
仕
事
な
ど
で
利
用
す
る
の
に
は
、
安

　
く
速
く
大
変
便
利
で
あ
る
が
、
一
歩

　
間
違
え
れ
ば
深
刻
な
人
権
侵
害
に
つ

　
な
が
る
。
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
本
年
度
は
、
人
権
学
習
と
ふ
れ
あ

い
交
流
の
二
回
以
上
の
地
区
住
民
学

習
会
の
実
施
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、

九
割
以
上
の
地
区
に
お
い
て
、
実
施

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
学
習
を

中
心
に
な
っ
て
進
め
て
い
た
だ
き
ま

し
た
社
会
教
育
推
進
委
員
、
ま
た
、

学
習
会
を
支
援
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
区
長
様
を
は
じ
め
、
地
区
役
員
の

方
々
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。

　
何
度
も
滝
野
庁
舎
の
事
務
局
に
お

越
し
く
だ
さ
っ
た
方
や
、
丁
寧
な
報

告
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
い
た
方
、

本
当
に
頭
の
下
が
る
思
い
で
す
。
ま

た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
等
の
貸
出
し

に
つ
き
ま
し
て
、
不
備
な
点
が
あ
り
、

ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
こ

と
を
、
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

　
皆
様
に
ご
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た

内
容
は
、
本
当
に
こ
れ
か
ら
加
東
市

が
め
ざ
す
「
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く

り
」
の
糧
に
な
る
も
の
ば
か
り
で
す
。

　
マ
ン
ネ
リ
化
し
つ
つ
あ
る
ビ
デ
オ

学
習
に
つ
い
て
も
、
わ
が
身
に
置
き

換
え
、
家
庭
・
地
域
・
子
ど
も
・
社

会
な
ど
に
つ
い
て
、
地
区
内
で
話
し

合
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
深
く
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
学

習
会
が
、
地
域
ネ
ッ
ワ
ー
ク
づ
く
り

の
一
端
を
担
っ
て
い
く
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
人
権
文
化
構
築
の
た
め
の
土
壌
づ

く
り
は
、
ま
だ
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か

り
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
皆
様
の
ご
協
力
と
ご

理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

加
東
市
人
権
・
同
和
教
育
研
究
協
議
会

事
務
局
　
一
同

本
年
度
の
地
区
学
習
を
ふ
り
返
っ
て

本
年
度
の
地
区
学
習
を
ふ
り
返
っ
て

本
年
度
の
地
区
学
習
を
ふ
り
返
っ
て

（３） 住民学習の感想 平成２０年３月１日



〈おおくぼまちづくり館〉

〈水平社博物館〉

「
お
お
く
ぼ
ま
ち
づ
く
り
館
」
と

　
　
　
　
　
「
水
平
社
博
物
館
」
を
訪
ね
て

　
　
　
　
　
　
東
条
中
学
校
　
教
諭  

火

置

和

子

　
１２
月
１
日
に
学
級
生
や
そ
の
保
護
者
と
一
緒
に
人
権
学
習

の
た
め
に
奈
良
へ
出
か
け
ま
し
た
。

　
お
お
く
ぼ
ま
ち
づ
く
り
館
で
は
、
天
皇
陵
を
造
る
た
め
に

強
制
的
に
移
転
さ
せ
ら
れ
た
村
の
話
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
水
平
社
博
物
館
で
は
、
西
光
万
吉
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る

村
の
青
年
た
ち
が
、
人
間
の
解
放
を
め
ざ
し
て
自
ら
行
動
を

起
こ
し
、
水
平
社
宣
言
を
発
表
す
る
ま
で
の
歴
史
を
学
習
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
、
少
し
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

し
た
が
、
熱
心
に
話
を
聴
い
た
り
、
資
料
を
見
た
り
し
て
、

自
分
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
い
ま
し
た
。
差
別
の
実
態
と

差
別
に
立
ち
向
か
う
人
々
の
強
さ
や
団
結
に
ふ
れ
、
自
分
の

生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

人
権
文
化
創
造
活
動
支
援
事
業

人
権
文
化
創
造
活
動
支
援
事
業

金
の
星
社

『
原
田
大
助
詩
集

　
　
土
の
中
に
は
見
え
な
い

　
　
　
け
れ
ど
も
い
っ
ぱ
い
種
が
あ
る
』
よ
り

葉
っ
ぱ
だ
っ
て

石
こ
ろ
だ
っ
て

そ
こ
に
あ
る
だ
け
で

心
を
動
か
す
力
が
あ
る
。

そ
れ
が
“あ
る
”
と
い
う

こ
と
な
ん
か
な

僕
だ
っ
て
そ
こ
に
“あ
る
”

“あ
る
”
も
の
は
み
ん
な

大
切
な
ん
や

参
加
者
の
声
か
ら

ぼ
く
だ
っ
て
そ
こ
に
あ
る

ポ
エ
ム
の
窓

　奈良県橿原市大久保地区においては、１９１７年～１９２０年に

かけて国の方針などにより洞村からの全村移転でまちづくりを

おこなった歴史があります。「おおくぼまちづくり館」は、歴

史を踏まえながら、まちづくりの歩みを学び、人権学習をする

ため、またコミュニティの場として設置されています。

「おおくぼまちづくり館」とは…

　水平社発祥の地、奈良県御所市柏原にあります。館内には、

水平社設立までの歴史と、水平社宣言についての展示があります。

「水平社博物館」とは…

平成２０年３月１日 （４）おおくぼまちづくり館・水平社博物館を訪ねて



　
本
年
度
も
各
種
団
体
に
お
い
て
、
人
権
学
習
を
積
極
的
に

実
施
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
特
に
、
加
東
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
の
皆
さ
ま
に
は
、
各

地
域
別
に
、
あ
る
い
は
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
分
か
れ
、
人
権
啓

発
ビ
デ
オ
「
風
と
大
地
と
梨
の
木
と
〜
老
い
の
い
き
先
」
の

視
聴
で
学
習
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
が
、
身
近
な
課
題
と
と
ら
え
、
と
て

も
熱
心
に
視
聴
さ
れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

　
老
夫
婦
に
お
こ
っ
た
事
件
か
ら
、
お
互
い
の
存
在
を
見
つ

め
直
し
た
り
、
今
ま
で
夫
に
従
っ
て
き
た
妻
の
生
き
方
や
、

こ
れ
か
ら
は
、
「
自
分
ら
し
く
夫
と
共
に
生
き
た
い
」
と
考

え
る
妻
の
姿
を
通
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
抱
い
て
帰
ら

れ
た
様
子
で
し
た
。

　
〈
参
加
者
の
方
か
ら
の
感
想
〉

・
ビ
デ
オ
「
風
と
大
地
と
梨
の
木
と
」
を
鑑
賞
し
て
か
ら
、

　
自
分
自
身
を
顧
み
て
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
意
見

　
で
話
が
弾
ん
で
、
大
変
よ
い
交
流
学
習
が
で
き
ま
し
た
。

　
今
後
、
こ
の
よ
う
な
高
齢
化
社
会
の
中
で
、
私
た
ち
は
ど

　
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
皆
さ
ま
と
一
緒
に
勉
強
し
て
い
き
た

　
い
と
思
い
ま
し
た
。

・�

ビ
デ
オ
で
は
、
男
は
ワ
ン
マ
ン
で
自
分
勝
手
な
こ
と
ば
か

　
り
言
っ
て
い
ま
し
た
。
年
を
と
る
に
つ
れ
て
、
話
し
合
い

　
を
し
て
仲
良
く
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

・�

な
に
げ
な
く
「
オ
イ
」
と
呼
び
呼
ば
れ
る
こ
と
を
受
入
れ

　
て
い
る
一
つ
の
例
か
ら
、
暮
ら
し
の
中
で
何
気
な
く
言
っ

　
て
い
る
こ
と
が
、
差
別
に
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
な
ぁ
と

　
思
い
ま
し
た
。
食
事
の
と
き
、
食
卓
に
座
る
と
「
オ
イ
ご

　
飯
」
と
言
い
、
ご
飯
を
入
れ
て
も
ら
う
と
、
待
た
ず
に
先

　
に
食
べ
て
し
ま
っ
て
席
を
立
つ
こ
と
が
多
く
、
妻
か
ら
は

「
せ
い
の
な
い
人
や
な
ぁ
」
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
食
事
を
一
緒
に
終
わ
る
よ
う
心
が
け
た
い
と
思

　
い
ま
す
。

● 

こ
こ
ろ
に
咲
く
花

　
今
、
学
校
や
地
域
で
の
い
じ
め
、
職
場
で
の

パ
ワ
ハ
ラ
、
セ
ク
ハ
ラ
が
人
権
侵
害
と
し
て
大

き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
い
じ
め
は
決
し
て
他
人
事
で
は
な
く
、
「
私
」

「
自
分
」
の
問
題
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
い
じ

め
に
関
し
て
私
た
ち
は
皆
、
い
ず
れ
か
の
形
で

加
害
者
、
被
害
者
、
観
衆
、
傍
観
者
の
中
に
い

る
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
、
い
な
い
か

で
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
こ
の
ド
ラ
マ
で
は
、
い
じ
め
構
造
の
中
で
多

数
を
占
め
る
傍
観
者
、
観
衆
た
ち
が
一
歩
踏
み

出
し
て
、
勇
気
を
も
っ
て
声
を
発
す
れ
ば
、
必

ず
い
じ
め
の
解
決
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を

訴
え
か
け
て
い
ま
す
。

　
じ
ん
け
ん
の

　
　
　
　
ひ
ろ
ば

　
じ
ん
け
ん
の

　
　
　
　
ひ
ろ
ば

　
じ
ん
け
ん
の

　
　
　
　
ひ
ろ
ば

　
じ
ん
け
ん
の

　
　
　
　
ひ
ろ
ば

新
着
ビ
デ
オ
の
紹
介

新
着
ビ
デ
オ
の
紹
介

（５） 人権のひろば・新作ビデオ紹介 平成２０年３月１日



第１期加東市民人権講座修了者名簿第１期加東市民人権講座修了者名簿第１期加東市民人権講座修了者名簿
加東市民人権講座の3回全てに出席されたみなさんです。
学習成果を地域や家庭、職場に還元していただけたらと思います。

【社一区】

【社二区】

【社四区】

【社五区】

【松尾】

【出水】

【田中】

【貝原】

【野村】

【西垂水】

【窪田】

【家原】

【梶原】

【沢部】

【福吉】

【上田】

【大門】

【西古瀬】

【中古瀬】

【東古瀬】

【屋度】

【東実】

【 畑 】

【廻渕】

【池之内】

【上久米】�

【下久米】

【久米】

【上三草】

【下三草】

【木梨】

【藤田】

【山口】

【馬瀬】

【牧野】

【吉馬】

【やしろ台】

【上鴨川】

長井英之　中尾克彦　亀野義宏
上月伸二　石井好則　
高橋　誠　柴垣雅巳　植原直美
宮田明子　秋原ひさみ
平川延洋　島崎　武　大橋正通　
小林良樹　藤本みえ子　
大橋新七郎　藤井信一　
堀内芳典　
吉田智恵美　
宮崎みどり　石原千賀子　壷井美恵子
上月嘉和　上月正三　
中西省三　西村まさ子　
田村孝夫　丸山浩平　
酒井喜代子　安藤きく江　
長井成年　井上富男　
小林公毅
時本俊英　壷井和子　安田ミツル
蓬莱英隆
友藤直行　岸本偉知子　賀内あゆみ
小林和子　小林くみ子　
小紫初男　小紫正和
服部勝子　
山口重昭　小林敏郎　
田中隆文　
塩山末男
岡本克代　
伊藤嘉子　藤井さとみ　岸本真由美
橋本　剛　河村明彦　
　橋隆子
西山雅博　阿倉敬次　西山英和
上月　實　根山　進　
石井義春　臼井秀樹　藤本　衛　
石古あい　村上勝志
西山勝志
大前一彦
西山英希　
藤原繁生　長谷川正樹
永田省三　
西山一彰　大畑四郎

【平木】

【光明寺】

【上滝野】

【下滝野】

【河高】

【高岡】

【新町】

【北野】

【穂積】

【稲尾】

【曽我】

【多井田】

【桜台】

【天神】

【掎鹿谷】

【黒谷】

【古家】

【常田】

【秋津台】

【永福台】

【横谷】

【 森 】

【南山】

【岡本】

【岩屋】

【森尾】

【新定】

【吉井】

【栄枝】

【厚利】

【松沢】

【蔵谷】

【 薮 】

【嬉野東】

（順不同・敬称略）

高耳

吉田幸代　中山睦子
小幡茂雄　井上真吾
藤尾留美子　黒崎みどり　中村敏一
谷口雪美　芝野康次郎　田中充裕
阿江利規　阿江英代
大久保裕一　丸山光広　平山　修
中塚昭広　藤川博喜　長曾我部輝夫
臼井恭子
時本真由美　 大久保久代　堀江康夫
竹内　進 　田中 聡  星 守  
堀井百合子　梶原啓子　臼井　武
森本勝久
神戸典世　末広ゆかり　神戸典章
竹内善範　臼井範明　藤川正幸
西口利男　竹内正美　竹内　薫　
畑谷健二　山崎敏行
西之園知行
都倉明郎　小林真理子　玉田安代
大杉一馬　藤原輝彦
藤田武史
藤原伸樹　
岸本孝司　
南　和夫　
宮永康昌　
時本日出見　
岩崎吉泰　尾谷吉一
柳　隆之　的場浩之　
岡本さゆみ　宮崎英男　山口公人
藤井清隆　西尾　豊　西尾直美
藤井直幸　
藤浦千里　廣岡五郎　
山本陽彦　岸田佳代子　土肥雅美
岸本いつみ　岸本弘美　藤原由香
森　裕市　藤原健太郎
小林一成　佐之瀬恭嗣
藤原義幸　藤原宏文　
勝田明美　近藤睦子　
安井寿明　藤井恒人
立岡高昭　庄治義彦

服部二郎

平成２０年３月１日 （６）加東市民人権講座修了者名簿



人権を考える市民のつどい人権を考える市民のつどい人権を考える市民のつどい

【北野地区　実践報告】（発表者　森本勝久さん）

（１）多様なふれあい活動の推進・・・３つの「わ」とは、「和」「輪」
　　 「話」。ふれあい喫茶やグラウンドゴルフ等、旧住民と新住民、
　　　新住民同士等の交流を図る。
（２）人権移動研修の実施
　　　生野銀山へ地区役員と訪問し、銀山内の過酷な労働状況につい
　　　てボランティアガイドの説明を受けた。

　　　　ふれあい活動を通じて、お互いの立場を知ることにより、小
　　　学生から高齢者まで、新旧住民の方々が協力・助け合う精神が
　　　育まれたと思う。

【横谷地区　実践報告】（発表者　高尾洋宜さん）

（１）地域のふれあい活動（８月）
　　　消防団、地区役員、婦人会、老人会等の協力による「地蔵盆の
　　　お祭り」
（２）家庭学習（９月）
　　　加東市人権パンフレット「みんなの願いがかなうまちに」の内容・
　　　利用方法を説明し、家庭内学習を依頼。
（３）地域ふれあい講演会　（１０月）　
　　　ダイアン・オレットさん「日本人の気づかない日本のすばらしさ」

　　　　一人でも多くの方に地区別学習会に参加していただき、人権学習を身近なものとして感じて欲しいとい
　　　う思いから、落語を交えた人権教育に取り組んできた。地区学習は、単位は小さいけれども、自由な発想
　　　をもっていろんなチャレンジができるものである。

【上田地区　実践報告】（発表者　安田ミツルさん）
（１）敬老会でミニ人権講座
　　　「いきいき体操とトーク」　
　　　　　　講師　東条西小学校長　廣畑貞一さん
（２）５地区共催人権講演会
　　　「心の庭に花を咲かせる」　
　　　　　　講師　福知山市観音寺住職　小籔実英さん
（３）三世代交流餅つき大会（文化の継承) 

　　　　マンネリ化の克服と参加者の拡大をめざして、２～３年のサ
　　　イクルで変化のある住民学習にしようと、他地区との共催で人
　　　権講演会を実施した。「地域の方々に来てもらう学習」と「集
　　　まりの中にでかける学習」などの工夫をしている。
　　　　その一方で、同和問題を風化させないための取組が必要である。

　１月２０日に、社福祉センターで、「人権を考える市民のつどい」を開催しました。
　はじめに、「多文化共生交流ステージ」として、兵庫教育大学留学生がフィリピンの踊りとイン
ドネシアの歌を披露されました。
　人権弁論では、市内４中学校の生徒がそれぞれの思いをこめた作文を発表しました。そして、市
内の三地区から創意工夫をこらした住民学習の報告が行われました。
　最後に、兵庫県人権教育研究協議会事務局長の井上弘和さんに「これからの人権尊重のひと・ま
ちづくり」と題して、総括助言をいただきました。

（７） 人権を考える市民のつどい 平成２０年３月１日



「8月10日　ハートの日」
昨年８月１０日、「心あったかいフォーラム」を
東条文化会館コスミックホールで開催しました。

　オープニングは、「滝呼ソーラン」のみなさんによるよさこい踊りでした。幅広い年代のメンバー

が力いっぱいに踊りを披露され、熱気が伝わってきました。

　また、児童生徒のみなさんを対象にした、「人権文化をすすめる市民運動」の人権啓発ポスター・

短作文の優秀作品の表彰式が行われました。

　講演会は、<ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ／えすぺらんさ>さんによる、トーク＆コンサート「愛という名の

奇跡―難病・ひきこもりを乗り越えて“光のステージ”へ―」でした。

　「えすぺらんさ」は、奥田良子さん（フルート＆オカリナ）が、自身の闘病と再出発を描いた「愛

という名の奇跡」としてフジテレビ「奇跡体験アンビリバボー」で放映されたのを機に、心身を支え

続けてくれた夫の奥田勝彦さん（ベーシスト）と結成したコンビです。

　挫折から社会復帰に至るまでの「出会い」「励まし」「自分一人で生きているのではないこと」など、

自分の経験をコンサートの中で語り、その経験談は会場の観客の共感を呼びました。中でも、オカリ

ナ演奏の穏やかな安らぐ音色が好評でした。

<ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ／えすぺらんさ>さん

人権啓発ポスター・短作文の優秀作品表彰式「滝呼ソーラン」のみなさん
たきっこ

トーク&コンサート

オープニング

表彰式

平成２０年３月１日 （８）心あったかいフォーラム
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○�難病をかかえながら精一杯生きている姿から勇気をもらい、すばらしい演奏とトークにこちらの

　 心もあたたかくなりました。

○�難病の人の、「病気の事をいろんな人が知ってくれたら自分達は生きやすくなる」という言葉が

　 心に残りました。

○�今まで人権問題など多くの話を聞いたり、研修やビデオで学んだりしてきた。６０歳を超え、夢

　 や目標について改めて問われると、「おや？」と思った。昨今、感動することが少ない自分にと

　 って、心身ともに心地よい感動を得た。

　オープニングは、加東市高齢者大学東条教室オカリナクラブのオカリナ演奏でした。体験発表では、

松本みつ子さんが精神保健福祉ボランティアの体験談を、よしきさんが心の病とうまく付き合いな

がら社会復帰を目指して、自作の歌を発表されました。

　講演は、作家・絵本作家の濱宮郷詞さんによる「困難を乗り越え強く生きる～人と人　助け合う心、

人間として最も大切なこと～」でした。寝たきりの重度障害者ながら「不可能を可能にする努力」

とパワフルに生きる姿に、会場にいる私たちは「勇気と希望」をもらいました。

≪　　　　　　　　　　　　会場のみなさんの感想≫

人権と福祉のまちづくりフェスティバル人権と福祉のまちづくりフェスティバル

加東市高齢者大学東条教室
オカリナクラブのみなさん

「精神保健福祉ボランティアの体験をとおして」
松本みつ子さん

歌「希望」　よしきさん

昨年１２月２日、「人権と福祉のま
ちづくりフェスティバル」を滝野文
化会館で開催しました。

オープニング

体験発表

はまみやさと し

（９） 人権と福祉のまちづくりフェスティバル 平成２０年３月１日



受かってしまったが、その作業所では、自分のこ

とは自分でできる人でないと入れないと言われた。

　まず通うために車の免許に挑戦した。免許はと

れたけど、不測の事態のことを考えて運転するこ

とはあきらめた。そこで、作業所まで送迎をして

くれるボランティアを探すことにした。

　嘆くために過去を振り返るな。悔やむために過

去を振り返るな。

　振り返る時は、反省するとき、懐かしむために

昨日を振り返る。くよくよしていたら、前に進め

ない。真っ暗な時に考えてはだめ。反省した時に

振り返って、前を向いたら失敗は繰り返さない。

昨日　大切、今日　大切、明日２倍に生きなさい。

　私は生きています。トイレも、風呂も自分では

できません。それでも一生懸命生きています。

　みなさんの前には山があります。どんなに高く

て険しい山か分からない、それでも一歩一歩登っ

て下さい。途中苦しくて止めようと思う自分がい

る、そんな自分に負けないでください。一歩一歩

登ってください。必ず頂上に着きます。そこから

必ず美しい景色が見えます。

　自分に負けないこと。私はぼろぼろになるまで

前に向かって生きていきます。その姿を子どもた

ちに見せたい。子どもたちにお父さんはがんばっ

たよと言ってもらいたい。子どもに私のお父さん、

お母さんは頑張ったよと言ってもらいたい。

地獄だった。悔しくて涙が出、ふくこともできず、

耳にたまって頭の後ろに流れてまくらが濡れた。

会場に来られている先生に言いたい。車イスの子

には運動会に出してあげて欲しい。

　子どもたちに行き詰った時には、物の見方を変

えるということを教えてあげて欲しい。

　中学３年生の女子から、「障害者の方を見ると

近づくことができない、怖くて。だけど、濱宮さ

んの話を聞いて障害者の方の面倒を見るのではな

く、少し手を貸すだけだということが分かった。

障害者の方ができないところをやればいいという

ことを聞いて、怖くなくなった。」という手紙を

もらった。

　障害者の面倒を見るのではなく、できないとこ

ろをお手伝いするということ。

　高校３年生のとき、先生から学校どうすると聞

いてきた。先生に聞いた。どうして今の状態で卒

業できるのか。私はきちんと勉強して卒業したい

と言った。留年して車イスで学校に通った。後輩

が鉛筆やノートを出してくれ、授業が終わるとし

まってくれる。良い仲間に恵まれて高校生活が送

れた。

　しかし、進路が近くなってきたとき、自分で考

えた。自分が生きることはみんなに迷惑がかかり

…。自殺しようと思った。そんな時、弟のように

かわいがっていた１６歳の少年が自殺をした。皆

さんも一度ぐらい自殺しようと思ったことがある

と思う。

　自分の命は自分のものですが、生まれてきた以

上、生きる義務がある。今は単なる通過点です。

終着ではない。今を一歩、一歩進んでほしい。苦

しい時は物の見方を変えてみることが大事である。

　就職で悩んでいたとき、先生にコンピューター

○�松本みつ子さんの体験談を聞いて、やさしい町づくりは自分からやさしい心でないといけないな

　と感じました。

○�よしきさんの歌、心が伝わってきてよかった。上手でしたよ。

○�濱宮さんの講演は、障害を正面から受け止めて自分らしく明るく生きてこられたことが、よくわ

　かりました。中学生にぜひ聞かせてあげたいと思いました。

≪会場のみなさんの感想≫

平成２０年３月１日 （１０）人権と福祉のまちづくりフェスティバル



《 講 演 要 旨 》

　私は、立とうとする感覚はあるけど、足が動か

ない。たたいても痛くない。包丁を刺しても痛く

ない。背もたれがないと倒れてしまう。万歳がで

きない。手の指も動かない。

　５歳の時父親が死にました。父親は、ご飯を食

べているときに、好き嫌いをすると怒った。運動

会へは必ず見にきてくれた。私が５歳の時、父親

は３６歳。出勤の準備をしていた。突然「あばば

ばば・・・。」声ともなんとも。振り向くと父親

はゆっくりと倒れた。びっくりしてすぐさま母親

を呼んできて二人で・・・。母親は近くの医者を

呼びに走った。私一人そばについて看ていた。父

親は天上に向かってつばを吐いていた。おそらく

泡を吹いていたんだと思う。

　医者が来て「もう無理だろう。」と言っている

のが聞こえたけど、一応父親は救急車に乗って病

院へ行った。病室には入れてもらえず、廊下でひ

とり待っていた。６月７日でした。３つ上の姉も

来て２人で立ったり、座ったりしていると、看護

師が「おいで」と言って中へ入れてくれた。母親

は真っ赤な顔をして泣いていた。目が腫れていた。

看護師さんが「お父さん、きれいにしようね」っ

て、そして次に「お水をあげようね」と言われて、

そっとぬらしてあげたことを思い出す。

　父親が棺に入れられているのを見て、私一人が

はしゃいでいた。大勢の人が来てくれたので嬉し

かった。霊柩車が来て、火葬場に着いた。そこで、

異様な雰囲気を感じた。父親が中へ入れられたと

き、直感した。お父さんが居なくなると。その時、

はじめて泣き叫んだ。「ぼくのお父さんを出して

よ。」と。それが父親との一番の思い出。

　それから母子家庭となり母親の働く後姿を見て

育った。小学５年生の時、サッカー少年団へ入っ

た。６年生の時、サッカーチームでかっこいいジ

ャージを作り、私も欲しいと言った。母親が１つ

のビンを持ってきて、「これで買いな。」と言っ

てくれた。ビンを開けて１円、５円、１０円を数

えた。「やった、買える。」と思ったけど、やっ

ぱりビンに戻し、母親に返した。昼、夜なしに働

いている母親のお金だと思ったら使えなかった。

　中学３年生の頃、非行にはしる子がいた。私も

母子家庭なので誘われることがあったけど、なぜ

か、非行にはしることができなかった。いっしょ

うけんめい働く母親を見て、この人を苦しめては

いけないと思った。

　講演会場で、「皆さんは自分の後姿を子どもに

見せられますか。」と聞く。「胸をはって見せら

れますか。」と聞く。講演で学校へ行くと、子ど

もたちに話す。お父さん、お母さんの後姿を一度

でいいから見てあげて欲しいと。お父さん、お母

さんが一生懸命がんばるのは、みんなにおいしい

もの、きれいな服を着せてあげたいと思ってがん

ばっているのだよと。

　皆さんは胸をはって自分の後姿を子どもに見せ

られますか。

　子どものしつけは親の姿が一番です。

　ある中学生の女の子から、私のお母さん、私よ

り早く起きて、ごはんをつくってくれる。なぜ、

こんなお母さんと喧嘩したんだろう。もうお母さ

んと喧嘩するのは止めようという手紙をもらった。

　私は中学１年生から棒高跳びを始めた。サッカ

ーもやっていた。高校でも棒高跳びをやった。

　棒高跳びのインターハイで、棒が垂直に上がら

ず地面に落ちた。すぐさま救急車で病院に運ばれた。

医者が足に針を刺すけど痛くなかった。刷毛でさ

わっても感じなかった。目の玉しか動かなかった。

さとはま みや し

演題　「困難を乗り越え強く生きる
　　　　～人と人　助け合う心、
　　　　　　人間として最も大切なこと～」

講師　　作家・絵本作家　濱 宮 郷 詞 さん

人権と福祉のまちづくりフェスティバル　講 演人権と福祉のまちづくりフェスティバル　講 演

（１１）人権と福祉のまちづくりフェスティバル 平成２０年３月１日



　　加東市では、男女が互いにその人権を尊重しつつ
責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と
能力を充分に発揮することができる男女共同参画社会
の実現のため「加東市男女共同参画プラン」を策定し
ます。
　このプランは、市の男女共同参画の取り組みの指針
となるもので、加東市の実態を把握して地域的課題、
重要課題を明らかにし、課題ごとに必要な個別施策を
検討していきます。
　また、策定委員会、庁内プロジェクトチーム、パブ
リック･コメント等の意見を反映しながら、男女共同参
画プランを作成します。
　策定委員会は、学識経験者や区長会をはじめとする
市民組織の代表、公募委員４名を含む１５名で構成され
ています。

　第１回策定委員会の開催（１月２１日）　　

　委員に委嘱状が交付され、委員長、副委員長を選出しました。

　　委員長　　兵庫教育大学教授　　田中亨胤さん

　　副委員長　嬉野台生涯教育センター婦人家庭課長　中村和子さん

　協 議 内 容

　■ 会議の運営について　

　■ 男女共同参画プランの策定方針について

　■ 市民アンケート調査の実施について

　委員会は公開されています

　男女共同参画プラン策定委員会は、公開で行われていますので、

関心のある方は、ぜひ傍聴にお越しください。

　また、会議の内容はＨＰで公開します。

（ＨＰアドレス　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｋａｔｏ.ｌｇ.ｊｐ/）

　第2回 策定委員会

　■ 日　時　３月１７日（月）　１５：００～１７：００

　■ 場　所　加東市役所 滝野庁舎　第３会議室（２階）

　□ 傍聴受付　 当日の１４：３０～１４：５０まで

　□ 定　員　先着５名

　□ 対　象　市内在住の方

男女共同参画プランを策定します男女共同参画プランを策定します男女共同参画プランを策定します

平成２０年３月１日 （１２） 男女共同参画
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●家事、子育て、介護などを家族のみんなが分担し、

　喜びも苦労も分かち合っています。

●お互いが協力することで絆の強い家族を作っています。

●家族みんなが笑顔で、家族の夢を支えあい、

　ゆとりのある毎日を過しています。

男女共同参画ってなに？男女共同参画ってなに？男女共同参画ってなに？
男女共同参画社会が実現すると

くらしはこう変わります！

家庭では・・

●社会の慣習やしきたりが見直され、一人ひとりの考え方や行動が

　尊重され、男女がともに地域活動に参加しています。

●地域活動を通して、地域の人間関係が密接になり、誰もが地域の

　一員として、自分のまちの住み良さを実感しています。

地域では・・

●働きやすい職場が増えて、男女がともにゆとりと充実感を持って、

　いきいきと働いています。

●募集･採用、昇進、賃金などにおける男女格差が解消され、個性、

　能力、意欲などが十分に発揮されています。

●管理職などの方針決定の場への女性の参画が進み、生き生きと活躍

　しています。

職場では・・

●発達段階に応じて、友だちや家族との人間関係のあり方を学ぶとと

　もに、相互に人格を尊重することの大切さを学んでいます。

●男女という性別にとらわれず、自分らしさを大切にした自尊心のあ

　る子どもたちが育っています。

●個人の自主性に基づく進学、就職などの進路選択がなされています。

学校では・・

みんなでめざしたいね!みんなでめざしたいね!みんなでめざしたいね!みんなでめざしたいね!
男女共同参画についてシリーズでお知らせします。

（１３） 男女共同参画 平成２０年３月１日



　80歳になるぼくの祖父は、3年前に脳梗塞で倒
れるまでは元気に農作業や自動車の運転をしてい
ました。しかし突然、脳梗塞で倒れ、1日のほと
んどをベッドで寝て過ごす生活となりました。な
んども入退院を繰り返しているうちに症状も悪化
していきました。脳梗塞になって寝たきりの祖父
を見て、このままずっと寝たきりで、昔の元気な
祖父の姿はもう見れなくなるのではとすごく心配
になりました。
　さらには、認知症の症状がたびたび出るように
なりました。認知症の症状がひどい時は、自分の
家がわからなくなったり、いままで一緒に暮して
きた家族の名前を忘れてしまうこともありました。
今も祖父はその症状が治らないままベッドの上で
生活しています。
　ぼくのことがわからなくなってしまったときは、
すごくショックでした。このままぼくのことが思
い出せないのではと、不安になりました。
　寝たきりのまま、自分では動くことができない
祖父には介護が必要です。ベッドから移動して、
お風呂やトイレ、着替えなどをすることはとても
大変で家族の力が必要となります。でも家族がい
つでも家に居られるとは限りません。ぼくの両親
はどちらも昼間は仕事にでかけるので家に残された、
祖母が1人で祖父のお世話をしています。トイレ
や着替えなど祖母1人で祖父を持ち上げるのはか
なり難しいことです。一言で介護といっても毎日
のことですから本当に大変なことです。祖父のた
めに家族みんなで、協力し介護をしています。最
初は介護の方法がうまくできず苦労していましたが、
介護を助けてもらうためにデイサービスを利用す
るようになりました。
　デイサービスでは、その人にあったリハビリを
してもらえます。そして、家では入浴が困難な人
のために入浴をしてくれるサービスもあります。
そのほか食事や大勢の人達と楽しく過すことがで
きます。こういったサービスを利用すると家族の

負担が減って祖父の介護にとても役立っていると
思います。また、介護する家族の悩みを聞いても
らったり、病気の人がどういう思いでいるか教え
てもらうことができます。
　ぼくは祖父のために何をしてあげればいいのか
わかりませんでした。祖父によく遊んでもらって
いた幼い頃、いろいろな所に連れて行ってもらい
ました。そのときに素直な気持ちで、相手を大切
にすることを教えられました。祖父の気持ちを考
えたとき、毎日がどんな思いでベッドに寝ている
のかと思うと、自分にもできることがあると思い
ました。それは、毎日1人寂しくベッドで寝てい
る祖父の話し相手になってあげることが、今の自
分にできることだと思いました。
　それに、ぼくや家族が話しかけることで、祖父
も喜んでくれます。家族が毎日話しかけてあげる
ことは、デイサービスや他の介護のサービスにも
できない、家族にしかできない介護だと思います。
　たとえ病気で寝たきりだとしてもこれからもず
っと長生きしてほしいです。
　これからも祖父の介護の手伝いをし、今までゆ
っくり話ができなかった分たくさん話しをしたい
と思います。
　高齢化が進み介護施設やサービスも充実してき
ました。しかし、充実してきた分家族のかかわり
が少なくなってきていると思います。生活の介護
も大切ですが、毎日が笑顔で過ごすことできる心
の介護こそが最も大切だと思います。
　家族にしかできない心の介護を大切にして、早
く昔の元気な祖父にもどってほしいと思っています。

社中学校

2年　田中　隆太さん

「家族にできること」「家族にできること」「家族にできること」

平成２０年３月１日 （１４）人権を考える市民のつどいでの発表作文

た な か りゅうた



　　みなさんは、留学生と友達になった事はあり

ますか。

　私は一昨年兵教大で行われた大学祭に友達と行

きました。

　その時に、「秋のソナタ」という韓国から来た留

学生が出していたお店がありました。そこでは、

韓国料理のトッポギなどを販売していました。

　とてもおいしかったです。だから、何回もお店

に行きました。それで、お店で流していた韓国の

歌手の曲を、たまたま知っていて、留学生の人達

と話したりしました。

　そのうちに、だんだん仲良くなって、帰る少し

前に、一人の留学生とメールアドレスを交換しま

した。

　家に帰ってから、その人からメールが来ていて、

「今日は、ありがとう。」と書いてありました。

　私にとっては、初めてちがう国の人とメールを

したりして、とっても嬉しかったです。　それか

らも、たくさんメールをして色んな話をしました。

　冬休み前にメールをしたとき、「もうすぐ、冬休

みですね。すごく楽しみです。」と書いて送ると、

彼女は「休みなのは、嬉しいけど、とてもさみしい。」

と言っていました。

　そのとき私は、なぜさみしいのかわからなくて、

なぜなのかを聞くと、「自分たちとはちがう人ばか

りで、一人でいる時間が多いから。」と言ってきま

した。

　確かに留学して、大学の建物に住んでいるから

といって、みんなと考えや習慣がちがうと、やっ

ぱり浮いてしまうものだと思いました。

　もし私がこういう立場になると、同じ気持ちに

なると思いました。

　私と彼女が出会ったのは１０月で、彼女は去年の

２月に留学を終えて、韓国に帰りました。

　彼女が帰る少し前に、手紙をもらいました。と

てもきれいな日本語で、とっても嬉しかったです。

内容には、１年間の留学期間がすごく長く感じ、

いやになることもたくさんあったという様な事が

書かれていました。でも、他の留学生や友達が支

えてくれたから、とても楽しかったとも、書かれ

ていました。

　私は、日本にいる間に、いろいろな体験や思い

をした彼女が、楽しかったと思っていてくれて、

本当にうれしかったです。

　知り合えて、仲良くなれて良かったです。

　たとえ生まれた国がちがっているからと言って、

その人をさけたり、偏見を持つのは、間違ってい

ると思います。

　実際私は韓国が好きです。

　映画を観たり、音楽を聴いたりします。

　いろんな事を知るのが楽しいです。

　ほとんどの人は、韓国と聞くとすぐに、「韓流」

と思い浮かべます。それで深入りしようとはしま

せん。だけど、私は彼女と知り合って、韓国語や

たくさんの文化を教えてもらいました。今でも、

楽しいから大好きです。

　私的には、彼女が知らなかった日本の良いとこ

ろや悪いところを見つけた反面、実際に行ったこ

とはないけど、私も韓国のいろんなところを知る

ことができて、良かったです。

　こういう事を学ぶ機会は少ないかもしれないけど、

こんな風に感じる事ができて、良かったです。

　留学生の彼女を通して、国のちがいでの差別の

感じ方が、変わったような

気がしました。

兵庫教育大学附属中学校

2年　森脇　穏加さん

「大学祭で出会った韓国人留学生」「大学祭で出会った韓国人留学生」「大学祭で出会った韓国人留学生」

（１５） 人権を考える市民のつどいでの発表作文 平成２０年３月１日

もりわき しず か



　「おじいちゃんなんか嫌いや。」私は、思わずこ
んな言葉を祖父にぶつけてしまいました。一緒に
暮していることで、遠慮がなくなり、意見が食い
違い、喧嘩になってしまったのです。そのあと祖
父は、寂しそうな表情を浮かべるだけで何も言い
ませんでした。私も素直になれずに意地を張って
しまい誤ることもできませんでした。
　そんなことがあってから数日たったある日、私
が学校から戻ると近所のおばさんが「あいちゃん、
おじいちゃんが大変や」とあわてて私に駆け寄っ
てきました。おばさんは「おじいちゃんが倒れて
病院に運ばれたんよ。」と知らせてくれました。私
は何が何だか全く分からず、ただただ驚くばかり
でした。「あんなに元気なおじいちゃんがどうし
て・・・うそや、ぜったいにうそや」祈るような
気持ちで心の中で何度も何度も繰り返しました。
　祖父は心筋梗塞で倒れたのでした。心筋梗塞とは、
心臓の冠状動脈の血栓などによる閉塞や急激な血
流の減少により、酸素と栄養の供給が止まり、心
臓が壊死してしまう病態のことで、激しい胸の痛
みやショック状態などを伴うそうです。幸い処置
が速かったので、祖父は命を取り留めました。そ
れから少しずつ病状は良くなり、自分で歩けるよ
うにまで回復しました。
　不意に私たち家族を襲ったこの出来事から、私
は家族について改めて考えるようになりました。
祖父と祖母と父と母、そして２人の妹と私の七人
家族、みんなそろってご飯を食べ、テレビを見て、
他愛もない話をする、いつも何気なくしているこ
とが何だかとてもかけがえのない大切なことのよ
うに感じられるようになりました。けんかばかり
していたけれど、そんな祖父に、もしものことが
あったら・・・と思うと、私にとって祖父がどれ
ほど大切な存在なのかがよくわかりました。また、
祖父の看病をしながら、毎日家族のために食事の
用意をし、洗濯をし、妹たちの面倒を見、とても
忙しい生活を送っている母の姿に、感謝の気持ち
が沸いてきました。どんなに忙しくても笑顔を絶
やさず家族のために頑張る母のためにも、私に何
かできることはないか、食事の用意で何か一品で
も私が作れば、きっと忙しい母の手助けになると

考えるようになりました。そして思いついたのが
家族みんなのために毎日おみそ汁を作ることでした。
　なぜ、「おみそ汁」なのかということ、理由の１
つは、家族みんながいつも好んで食べているとい
うことです。我が家の定番メニューといったとこ
ろでしょうか。２つ目には、野菜がたっぷりと食
べられて体に良いと思ったからです。祖父はもち
ろんのこと、祖母や健康が気になる父のためにも、
体に優しく、おいしいおみそ汁を作りたいと思っ
たのです。
　それから私は、見よう見まねで台所に立ちはじ
めました。夕食の時、食卓に上がったおみそ汁を
前に、家族みんなの反応をドキドキしながら見守
っていましたが、口々に「おいしい」と言ってく
れて、みんなから笑顔がこぼれました。私はとて
もうれしくて、作る手間などどこかへ飛んでいっ
てしまいました。祖父が元気になってからも、祖
父と祖母が家庭菜園で丹誠込めて作った野菜を使
って作りました。そして、今も母にアドバイスを
もらって楽しみながら作っています。
　祖父の病気がきっかけで、私は家族について考
えるようになりました。そして家族の健康を願う
気持ちと母への感謝を伝えたいという思いで、と
てもささやかですが、自分にできることを実行し
てみました。するとこれまで以上に家族との会話
が増え、いっそう絆が深まったように感じます。「お
じいちゃんなんか嫌いや。」と、これまでのように
感情的になったり、一方的な見方で物事を判断し
たり、うまく気持ちが伝わらずに喧嘩をしてしま
ったりすることが少なくなり、お互いを思いやり、
助け合えるようになったと感じています。
　みなさんは、家族とどのくらい言葉を交わして
いますか？家族のために何かできることをしてい
ますか？いっしょにいることが当たり前で、普段
は改めて考える機会のない家族や友達、あるいは
周りにいる人のことをみんなが考えるようになれば、
もっともっと絆が深まり、あたたかい社会になっ
ていくのではないかと思います。
　わたしは、伝えても伝えきれない感謝の気持ちを、
これからも手作りのおみそ汁で家族のみんなに伝
えていきます。みんなの笑顔が私の宝物だから・・・。

滝野中学校

3年　坂口　あいさん

「笑顔をつくる私の味噌汁」「笑顔をつくる私の味噌汁」「笑顔をつくる私の味噌汁」
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　みなさんは、障害のある方を見かけた時、どう

思われますか？余り関わりたくないな、と思った

ことはありませんか？

　私がなぜ障害のある方のことをテーマにしたか

というと、最近テレビの速報やドラマで障害者の

方の特集をいくつか見たのがきっかけです。その

中でも特に、ある少年のドラマが心に深く残りま

した。ドラマにとりあげられていた男の子は、脳

性まひという病気で脳がだんだん悪化していき、

そのせいで体が不自由になったり言葉さえまとも

に話すことができなくなるのです。この男の子は、

自分が長く生きられないことを知りながら、しか

も障害をかかえながら、それでもとても明るく元

気で家族や周りの人達が落ち込んでいるとはげま

し笑顔にさせるのです。私は、これを見てとても

感動しました。私ならいつ死ぬか分からないのに、

他の人をはげますなんてとても出来ないと思います。

まして、毎日明るく笑顔で過ごすなんてことは無

理でしょう。生きる希望をなくし、生きる意味が

分からなくなり、絶望の中泣き続ける毎日になる

と思います。

　他にも障害のある方は、世界中にたくさんおら

れます。生まれつき障害のある方、昨日まで元気

だったのに突然病気になったり、事故に遭ったり

して、障害を背負うことになった方、戦争で体や

心に傷跡が残り被害を負った方など、他にもさま

ざまな事情でさまざまな障害のある方がいるのです。

　障害者の方達は、健康な人に比べてなんらかの

ハンディを背負って生きておられます。ですから

日常生活にもたくさんの支障が出ると思います。

でも、ほとんどの方が前向きに障害と向き合い、

明るく生きておられるのではないでしょうか。私

はそういう姿を見て、ちょっとのことでくじけたり、

なげだしたりしてはダメだなぁ、と思いました。

私と同じ考えをする人もいると思いますが、中に

は笑ったり、障害者の方が助けを求めていても見

て見ぬふりをしたりする人がいます。私はどうし

てこんなことをするのかな、ととても思います。

私達はみんな同じ人間で、みんな平等に生きる権

利を持っています。それなのに障害者だから・・・

と関わらないようにするのは、おかしいと思います。

困っている人がいたら真っ先に助けるべきだと思

います。「誰かがやってくれる。」と言う気持ちを

捨て、周りの雰囲気に流されず、まず自分から実

行することが大切なのではないでしょうか。そう

することで障害者の方への関心が深まり、障害者

の方にとって過ごしやすい環境をつくることがで

きると思います。自分から実行するということは、

相手のためにもなるし、自分のためにもなるのです。

　これから高齢化が進む中でどんどん障害のある

方が増えてくると思います。だからこそ、共に生

きる社会を目指して、誰もが障害者の方に向き合い、

困っている時はすぐ助けてあげられるようになれ

ばいいなぁと思います。

　私は、障害者の方が困っていたら「どうしたの

ですか？」と、手をさしのべられる人間になって

いきたいです。

東条中学校

3年　田中　葵さん

「共に生きる社会のために」「共に生きる社会のために」「共に生きる社会のために」
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　小学４年生の子どもが宿題でなぞかけを考えていました。「お母さんも考えて」と言われて思い出したこ
とがあります。
　「喫茶店とかけて、人権学習ととく」その心は、「まずは、自ら（水から）。」
　５年間、この仕事に携わってきました。自分の生き方を問われる職場であったと思います。これからも、
気を引き締めて、地に足をつけしっかりと自分の生き方を貫いていきたいと思っています。

　市内の小・中学生と一般の方々を対象に、人権に関するメッセージの書道作品を募集したところ、

たくさんの応募がありました。

　どの作品も秀作・力作ばかりで、観ていて心があったかくなりました。

　作品は、これからの人権尊重のまちづくりに役立てていきたいと思っています。

　昨年８月に、市内の小学３年生から中学３年生を対象に盲導犬見学学習会を実施しました。そ

の時に、参加したみなさんから盲導犬育成のためにと１３,４５９円の募金をいただきました。さっ

そく社会福祉法人兵庫盲導犬協会に寄付しました。みなさんありがとうございました。

　盲導犬一頭育成するのに、３００万円の費用が要ると言われています。

　現在は、滝野庁舎内に募金箱を設置しています。引き続き、みなさんの善意をお寄せ願います。

盲導犬育成のための募金
　　　　ありがとうございました
盲導犬育成のための募金
　　　　ありがとうございました
盲導犬育成のための募金
　　　　ありがとうございました

こころあったかまちづくり書道展こころあったかまちづくり書道展こころあったかまちづくり書道展

盲導犬見学会の様子 ＰＲ犬 ノエル号

やしろショッピングパークＢｉｏで展示（２／５～２／１４）
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