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　私たちは皆、平和なまちで、社会で、しあわせに暮らしたい、人間らしく
生きたいと願っています。
　すべての人が、人間として尊ばれ、基本的人権が侵されることのない明るく
住みよい社会の実現は、日本国憲法の精神であり、世界人権宣言の理念です。
　いまや私たちは、国際的な人権尊重の潮流のなかで、新たに関西国際
空港開港に伴って、急速な国際化時代を迎えようとしています。21世紀
にむけた共同の社会づくりを進めるためには、世界的に人権の確立と法
的整備が求められています。
　しかしながら私たちのまわりでは、依然として部落差別をはじめ、障害者
差別、女性差別、民族差別、難病など、さまざまな人権侵害が後を絶ちません。
　人権尊重のまちづくりは、区民一人ひとりの自覚はもとより、家庭や職場、
さらには地域社会において、あらゆる差別を「しない、させない、許さない」
不断の努力によって実現するものであり、このことが私たちみんなに求
められています。
　ここに部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃と人権尊重のまちづく
りをめざし、全力をあげて推進することを宣言します。

1994年9月9日

大阪市浪速区人権啓発推進協議会　　大阪市 西 区人権啓発推進協議会
大阪市 港 区人権啓発推進協議会　　大阪市大正区人権啓発推進協議会
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みなと人権展コラボ上映会

12月4日（日）午前10時～ 
参加無料 ※本紙を持参した人（先着69人）

映画「メイド・イン・バングラデシュ」

　人権週間（12月4日～10日）の初日12月
4日（日）に、みなと人権展コラボ上映会を
開催します。映画の舞台は世界の繊維産業
を支えるバングラデシュ。過酷な労働環境
と低賃金に、たったひとりの女性が立ち向
かう姿を通して、フェアトレードと人権を
考える、国際映画祭出品作品です。

STORY 　大手アパレルブランドの工場が集まる首都ダッカ。ファストファッ
ションの多くが、彼の地の低い賃金と厳しい労働環境下で製造されている事実。
そのような縫製工場で働くひとりの女性労働者が、劣悪な労働環境を改善すべく、
仲間の抵抗や夫の反対などにあいながらも彼らを説得し、一方で労働法を学習。
遂に仲間と共に立ち上がる実話に基づいたヒューマンストーリー。

©2019-LES FILMS DE L’APRES MIDI-KHONA TALKIES-
BEOFILM-MIDAS FILMES

　みなと人権展で上映する作品に『メイド・イン・バングラデシュ』を選んだ
のは、生活も文化も異なり、日本ではあまり馴染みのないバングラデシュ
という国が舞台であることと、私たちが好んで着るファストファッション
が、この国で過酷な労働環境の元に作られていること、地続きであることを
知ってもらえる映画だと思ったからです。そして、日本でも女性の社会的地
位が低いように、ここでも女性の自由が制限される中で戦う彼女たちの諦
めない強さと、カラフルで素敵なファッションに勇気と活力が込められて
います。映画を観ることで、私たちが生活する社会を知る、世界が広がるこ
とで、一人ひとりの意識の変化がよりよい社会につながると信じています。

シネ・ヌーヴォ支配人　山崎 紀子
「素敵なファッションに勇気と活力が込められています。」

みなと人権展コラボ上映会（無料）
日 時 12月4日(日)午前９時30分開場、10時上映開始
場 所 シネ・ヌーヴォ（大阪市西区九条1-20-24）
対 象 本紙を持参した人（先着69人）
URL http://www.cinenouveau.com
※ 自転車でお越しの方は大阪メトロ九条駅地下駐輪場をご利用ください。

山口 照美
港区長

　今年は、港区が幹事区です。テーマは「SDGs～多
様な人々がともに生きる／未来と世界にひらくま
ち～」としました。港区では、区役所とレインボー
3710（みなと）が協働でLGBTQを中心に、誰一人取
り残さない社会の実現に取り組んでいます。ホーム
ページでも紹介していますので、ご覧ください。皆様
には人権展を通じて、人権をより身近で大切なもの
として考える機会にしていただければと存じます。

三村 浩也
西区長

　西区は子どもや子育て世代が急激に増加しており、
区民の方も子どもの人権や児童虐待防止に関するこ
とに非常に関心が高く、人権尊重の街づくりの実現を
目指して「西区人権フェスタ」を開催してきました。
　すべての人の人権が尊重されることは、SDGsが掲
げる理想の社会を目指す上で非常に大切な要素です。
　西区はこれからも「人権尊重」の街づくり活動を
推進していきます。

古川 吉隆
大正区長

　今年で区制90周年を迎える大正区には、これま
で日本各地から多くの人々が移住されてきまし
た。SDGsをテーマとした今回の人権展では、移
住者の中でも区民の四分の一を占めるといわれ
る沖縄出身者が伝えてきた歴史や人々の思いを
取り上げ、さまざまな文化の違いを互いに認め合
いながら、共に生きることについて考えたいと思
います。

幡多 伸子
浪速区長

　浪速区には、外国につながる方が多くお住まい
で、今後もその増加が見込まれます。区役所では、
だれもが安全・安心で快適に暮らすことができる
多文化共生のまちづくりを進めています。
　さまざまな取り組みを通じて住民の交流を促
し、「住んで誇りに思える、魅力と活力あふれるま
ち 浪速区」の実現をめざして、SDGsの取り組み
を推進します。

主　催　　港・西・大正・浪速区役所
協　力　　港・西・大正・浪速地域「人権展」・「人・愛・ふれあいプラザ」協力者会議
発　行　　 一般財団法人  大阪市コミュニティ協会

TEL 06-6125-3311　 mail 3710jinkenten@gmail.com
発行日　　2022年11月
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みなと人権展アンケート
下記URLを入力してアクセス！
右の二次元コードからも簡単にアクセス
できます！

TEL：0570-003-110 平日8：30～17：15

法務省みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）
平日 9：00～21：00／日祝 9：00～17：30

TEL：06-6532-7830 FAX：06-6531-0666
大阪市人権啓発・相談センター（専門相談員による人権相談）

https://www.jinken.go.jp/法務省インターネット人権相談受付窓口▶

HOT LINE 誰かに話したいとき、お気軽にご相談ください。

パソコン
スマホ
携帯で

https://www.3710jinkenten.info/question

ご意見を
お聞かせ
ください！

アンケート期間：12月1日（木）～2023年1月31日（火）

目標 12

SDGsの特
　SDGsは、先進国も含め、全ての国が取り組むべき普遍的(ユニバーサル)な目標となっています。
　しかしながら、これらの目標は、各国政府による取り組みだけでは達成が困難です。企業や地方自
治体、アカデミアや市民社会、そして一人ひとりに至るまで、全ての人の行動が求められている点が
SDGsの大きな特徴です。まさにSDGs達成のカギは、一人ひとりの行動に委ねられているのです。

SDGsとは？（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）
　「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現をめざす世界共通の目標です。2015年の
国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中で
掲げられました。2030年を達成年限とし、17のゴールと169のターゲットから構成されています。

SDGs達成に向けて
　私たち一人ひとりにできることをしっかりと考え、一歩踏み出す姿勢が求められています。みなと
人権展のテーマにもあるように、未来へ、そして世界に向かって、誰一人取り残されることなく、多様
な人々がともに生きる社会をめざすには何ができるのか、考えていきたいと思います。

みなと人権展特設ホームページ
12月1日（木）～2023年1月31日（火）開設期間

～多様な人々がともに生きる／未来と世界にひらくまち～
S
エスディージーズ

DGs「誰一人取り残さない」人権展

◎ 人権インタビュー「いま考えたい、SDGsと人権」

◎ マンガでわかる！同和問題（部落差別）の歴史

◎ 動画（出前防災講座、歌でつなぐ人権、解説「だれで
もわかる！SDGs」など）

◎ みんなの投稿をcheck!「#じぶんいろ」

◎ 港区の市立小・中学生の人権啓発作品
標語・ポスター

URL https://www.3710jinkenten.info

「みなと人権展」についてもっと知りたい人は
ホームページをご覧ください。

自由に好きないろを
ぬって完成させてね!

できた絵は

#じぶんいろ
をつけてSNSに
投稿しよう!
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2022 第38回みなと人権展

　LGBTQコミュニティから生まれた自主団体の代表、留学生のため
の進学校キャリア支援室長、沖縄に関する私設図書館主宰の3人にイ
ンタビュー。それぞれのSDGsの観点から人権について聞きました。
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同和問題（部落差別）は日本固有の差別問題です。
その差別の歴史をひもといてみましょう。

※諸説あります。

水平社宣言が
出されてちょうど
100年だったんだね。
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　天変地異・死など人間が計り知れ
ないことを「けがれ」として恐れる傾
向があり、それに関わった人々が差
別されることがありました。※

　明治維新ののち、1871年には「えた」
「ひにん」などの呼び名を廃止して、
身分・職業を平民と同じにする「解放
令」が出されました。
　しかし、翌年つくられた壬申戸籍
には、部落の人に対し「旧穢多」や「新
平民」などの差別的な表現で書かれ
ることもありました。

　「解放令」以降の部落の人々の長い闘
いの末、1922年3月3日、「全国水平社」
が京都で結成され、日本で最初の人権宣
言とされる水平社宣言が出されました。

　江戸幕府や藩は、武士と百姓・町人
の身分を区別するしくみを固めていく
中で、「えた」「ひにん」などと呼ばれ
た人々に対して、住む場所や職業・服装
などを規制したため、そういった人々へ
の差別意識が強まりました。※

　こうして差別された人々は、
死牛馬からの皮革の製造や、
町や村の警備・芸能などにも
従事することで、社会的に必要
とされる仕事や役割・文化も
担っていました。

■学校法人エール学園 キャリア支援室長
 グェン・ディン・ダイさん

「平和の使者」が導く
グローカルな地域社会

人や国の不平等をなくそう

２つの文化の隙間にある
真の共生の場

平和と公正をすべての人に

非常に嬉しいですね。

反対運動もあった留学生受け入れ

―グローバルとローカル、双方の視
点から地域社会に大きく貢献されて
いますね。
　エール学園の留学生受け入れは

20年ぐらい前からなんですが、その

時は周辺地域から反対の声も結構

あったと聞いています。でも学校と

してボランティア活動に力を入れ、

地域住民の方と一緒に盆踊りとか文

化体験イベントを行って結果的には

仲良くできていると思っています。

　毎年7月に開催する国際交流祭で

は、学生自身が自分の国の食べ物や

文化のアピールをします。地域住民

の方も海外旅行気分で海外を知って

もらうイベントです。

「異和共生」とは？
　異なったものを理解して消してし

まうのではなく、異なる違いは違い

として維持する。本当の共生とはそ

ういうことなんですよ。

　文化を守る壁と壁の「隙間」で共生

が起きればいい。

―この文庫がその隙間であると？
　文庫というスタイルはいろんな

違った人がいっぱい来ることが一番

いい、それが一つになるということは

しないということ。沖縄人だけの空間

をつくったわけではないんです。「こ

の人とは話が合わないから話したく

ない」、これはやってはいけない。本が

あるおかげでマイノリティとマジョ

リティの差が小さくなり、ちゃんと対

話できる空間になる。そういう空間で

ありたいと思いますね。

「平和の使者」がぶつかる壁

― エール学園が大切にしている事
は？
　今エール学園では1000人以上の

留学生が在籍しています。エール学

園のスローガンは「平和の使者を育

てる」こと。授業やボランティア活動

を通して自国の文化をアピールし、

互いの国の文化を知る機会がたくさ

んあります。やはりお互いの国の文

化を尊重しないと、なかなか仲良く

はできないかと思いますね。

―留学生が日本に来て困ることは？
　よく学生からは「架け橋になりた

い」という言葉を聞いています。自分

の国と日本と他の国の文化の架け橋

になる。しかし、日本で生活する中

で、やはり日本語は難しい。言葉の壁

と同時に、アルバイト先で他の日本

人と区別されるような言葉をかけら

れるなどして、相談にくる学生もい

ます。悲しい気持ちになりますが、同

時にボランティア活動中、知らない

人から「ありがとう」と言われる事は

別の国だった沖縄

― 明治以前の沖縄の歴史は授業で
もあまり触れられません。
　15世紀に琉球王国という統一国

家が打ち立てられました。その後江

戸時代を通して三線やエイサーと

いった独自文化が発展していきまし

た。

― 江戸時代まで琉球王国として自
治権を維持していましたが、沖縄県
として編入されました。
　明治政府は琉球という国を沖縄県

に変えた。それが武力を背景に現状

の変更が行われた事実はあまり認

識されていないかもしれませんね。

今のウクライナ情勢のように武力に

よって現状変更が行われたという関

係性は常に問題をはらんでいて、そ

の後の沖縄戦やその後の米軍基地の

集中という形で現れているというこ

とでしょうね。

「隙間」としての関西沖縄文庫

― 金城さんが唱えていらっしゃる

■レインボー3710 代表　津村 雅稔さん

目標 5 ジェンダー平等を実現しよう

LGBTQ※という言葉に
縛られず心のままに生きる

先駆的だったレインボー
カフェ3710

―普段の活動を教えて下さい。
　「レインボーカフェ3710」は、毎月

第四火曜日に港区民センターで開催

しています。その他、「レインボー

3710」として、区民まつりでブース

を出したり、こういった人権展で啓

発をしたり、当事者、非当事者問わず

気軽に参加できるオープンスペース

を開催したりしています。

―行政が音頭をとり、公共の場を活
動拠点にするコミュニティは珍しい
ですよね。
　他の区は単発的にそういうことを

やったりはするけれど、役所の人と

地域の人が協働するのは港区独特な

ところがあるのかもしれませんね。

多様性社会を2015年から言ってい

るのも先駆的だったと思います。

―最近、「ソジエスク（SOGIESC）」
ということばもでてきています。
　LGBTQという言葉に縛られてし

まうと、当事者以外の人は、自分は違

うから知る必要はない、となってし

まう。でも多様性社会の当事者は生

きる全ての人たちじゃないですか。

LGBTQのどこに当てはまるかで結

婚できる、できない、みたいな決めつ

けをしてしまうのは無意識な偏見み

たいになってしまう。

カミングアウトする覚悟と
受け止める知識

―カミングアウトされたら、どんな
心構えで接するべきでしょうか？
　カミングアウトするということは

相当な思いがあるので受け止めてく

れると嬉しいし、そういった背景が

あることを理解するだけでもいいん

です。カミングアウトは当事者が自

分らしく生きていくためのごく当た

り前のことをお話ししているだけな

ので。どこまで公開しているのか、ど

う接していくのかよく話し合う事が

大切です。

レインボー3710オープンスペース
12月19日(月)18:30～
港区民センター2階(松竹の間)
大阪府大阪市港区弁天２丁目１-５
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「人権展」開催への足跡

　1983年2月の大浪橋差別落書き事件を機に、同

和問題に対する理解と認識を深めていただくた

め、1984年3月に「人権展」が、また1985年2月に

「ミニ人権展」が開催されました。1985年12月に

浪速、西、港、大正の4区役所と4区の人権啓発団

体、浪速同和教育推進協議会、大阪西企業同和問題

連絡会、労働組合など幅広い団体等で組織した「浪

速・西・港・大正地域人権展実行委員会」主催により

「’85なにわ人権展」が開催されて以降、毎年開催し

ています。

　その後、4区の人権に関する取り組みを一層推

進するため、1994年9月には4区の人権啓発推進

協議会で区民宣言が採択されました。

　2012年以降は、主催者を浪速・西・港・大正地域

人権展実行委員会から4区役所とし、「『人権展』・

『人・愛・ふれあいプラザ』協力者会議」の協力を得

て、毎年、人権展を開催しています。

　しかし、2018年8月に市内の公共交通機関の施

設内に、同和問題（部落差別）に関する差別落書き

を行ったのが大阪市職員であったことが2019年

に発覚しました。大阪市では、すべての市職員に対

し、このような行為は大阪市の人権行政ひいては

市政全体に対する信頼をも傷付けるということを

認識するとともに、職員は率先して人権行政を推

進していくべき立場であるとの自覚をもって、断

固たる姿勢で職員による差別事象の根絶に取り組

むよう求めてきたところです。また、同和問題（部

落差別）をはじめとする人権問題についての一層

の理解を図り、人権を侵害するような行為を許さ

ないという視点を常に持ち、こうしたことを二度

と発生させないという強い決意のもと取り組んで

まいります。

差別落書きは過去のもの？人権の歴史

　1983年2月21日、浪速区と大正区の境を流れる木津川に架

かる大浪橋の橋梁に、差別落書きが書かれているのが市民の通

報によって発見されました。差別落書きの書かれていた大浪橋

は市営バスの路線でもあり、また歩道が両サイドにあるなど、

車両や人の通行量も多く、人目につきやすい場所でした。

　このような場所に5ケ所にも差別落書きが書かれていたと

いうことは、部落差別を助長拡大しようとする計画的な犯行

であり、内容も同和地区住民の｢人格｣のみならず｢生存権｣を

も否定するもので、極めて悪質な人権侵害事件であるといえ

ます。差別落書きは今なお後を絶たず、決して過去のものでは

ありません。

　「人権」という考えが確立したのは、18世紀の西欧からでした。その当時の

人権意識はアメリカの独立やフランス革命にみられるように、政治的平等の

理念であり、自由権と参政権の確立が主張されていました。しかし、その当時

の「人」には、女性や子ども、人種が異なる人等は入っていませんでした。

　20世紀にはいると、社会保障や労働者の権利など各種の生存権や社会権の

主張が見られます。第二次大戦が終わり、1948年の国連総会で「世界人権宣言」

が採択されました。2度にわたる世界戦争による基本的人権の侵害を反省し、世

界平和の維持と人権の尊重は一つのものとして考えることになりました。

　1966年には、この世界人権宣言を受けて、法的に守るべき人権の内容を具

体的に定めた「国際人権規約」が採択されました。10年後の1976年に発効実

施されました。日本でも、この「規約」を1979年に批准しています。

同和問題（部落差別）の歴史
マンガでわかる！

エ
ン
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ス
に
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生
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平
和
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者
と
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る
」の
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間
」に
来
る
人
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迎
え
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く
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。

中学校教科用図書（歴史的分野）を参考にしています。

目標 10 目標 16

※ LGBTQとは：レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、
クィア、クエスチョニングの略称で、それぞれの頭文字をとっています。

■関西沖縄文庫 主宰　金城 馨さん
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