
わたしとあなた…。それぞれが「愛」と「優」の心をいつも大切に。たがいを認め，支え合うまち・京都を。�
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　漫才師としてテレビ，舞台で活躍するＢ＆Ｂの島田洋

七さん。エッセイ「佐賀のがばいばあちゃん」がベスト

セラーになり，映画にもなりました。“がばい（佐賀県

の方言で「すごい」の意味）ばあちゃん”とは，島田さ

んが小学2年生から中学卒業まで預けられていた母方の

祖母・サノさんのこと。「貧乏には明るい貧乏と暗い貧

乏がある。うちは明るい貧乏だからよか」と笑って言い

放つ，底抜けに明るいがばいばあちゃん。その生きざま

から島田さんが学んだ人生哲学や，高齢者と若者の関わ

り方などについて語っていただきました。�
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　ばあちゃんの家に預けられたのは小学校2年生，8歳

のときやった。とうちゃんが原爆症で亡くなり，かあちゃ

んが広島で居酒屋をしながら，兄ちゃんとおれを育てて

くれていた。でも，小さかったおれは，かあちゃん恋し

さに，1人で夜の町を歩いて店へ行った。かあちゃんは

それが心配でたまらんかったんで，実家のばあちゃんに

おれを預けることにした。�

　佐賀へ行って初めてばあちゃんの家を見たとき，「あ

の家だけは，嫌や」と思ったぐらいわびしい茅葺きのボ

ロ家やった。�

　そのばあちゃんは，じいちゃんを若くで亡くし，学校

の清掃作業員をして，おれのかあちゃんを筆頭に五女二

男の合計7人の子どもを育てた人やった。おれが預けら

れた当時，ばあちゃんは58歳。まだ清掃作業員の仕事

をしながら，事故で障害をもった末っ子の新（あらた）

ちゃんと暮らしてた。�

　ほんま貧乏やったよ。川の上流にある市場から捨てら

れて流れてきた，曲がったキュウリや二股の大根などを，

家の前で川から拾いあげては食べてた。そんなことも「川

は我が家のスーパーマーケットや！」って笑い飛ばして

たけどね。�

　ばあちゃんはいつも「貧乏には2通りある。暗い貧乏

と明るい貧乏。うちは明るい貧乏だからよか。自信を持

ちなさい。うちは，先祖代々貧乏だから」，「苦労は幸

せになるための準備運動」と笑ってたから，悲壮感は全

然なかった。�

　「腹へった」言うたら「気のせいや」って言われた。

夜中に「やっぱり腹へった」と言えば，今度は「夢や」

と返してきた。「貧乏人！」って言われたら，「悔しかっ

たらなってみぃ！」て言い返せって言われた。そしたら，

言うたヤツがケラケラ笑って，もう言わんようになった。�

　面白かったですよ。ばあちゃんは，おれの師匠やった。�

�

�

�

　じいちゃんやばあちゃんと子どもというのは，ほんま�

笑いは最高のコミュニケーション�

かや ぶ�



　1950年広島県生まれ。本名・徳永昭広。小学校､中学校
時代を佐賀県の祖母のもとで過ごす。’75年島田洋八と漫才
コンビ「Ｂ＆Ｂ」を組み，’80年漫才ブームを作る。現在も
ＴＶ，舞台で活躍中。著書に「佐賀のがばいばあちゃん」（徳
間書店刊）「がばいばあちゃん佐賀から広島へ　めざせ甲子
園」マンガ「がばい―佐賀のがばいばあちゃん①②」（いず
れも集英社刊）「島田洋七とがばい芸人たち　笑魂伝承」�
（イーストプレス刊）など。�

島田 洋七（しまだ・ようしち）�
P R O F I L E
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�

はすごく気が合う

んじゃなかろうか。

とうちゃん，かあ

ちゃんは日々忙し

いし，つい子ども

のことを教育者み

たいな目で見てし

まうけど，第一線

を退いた年寄りは

気負いもなく，一

緒に楽しく遊べる。�

それに，じいちゃ

ん，ばあちゃんは

智恵袋やから，孫

も色んなことを聞

ける。�

　「うめだ花月」や「なんば花月」に来てもろたら分か

るけど，ばあちゃんの格好をした若い子のコントに，客

席のじいちゃん、ばあちゃんそして若いもんたちも一緒

になってケラケラと笑いで通じ合ってる。笑いは最高の

コミュニケーション。自然と互いに寄り合って，三世代

交流ができてる。�

　6年前，嫁さんの母親が倒れて介護が必要になったと

き，おれらは嫁さんの実家の佐賀に家を建てて引っ越し

た。お義母さんは今は，人の言うたことの半分しか分か

らんけど，嫁さんはいい意味で親に甘えたいからって一

生懸命介護してるし，おれの長女はその介護をきっかけ

に看護師になった。�

　自分の芸事でも仕事でも，一生懸命やってたら迷わな

い。さぼったり，手を抜いたりするから不安が出てくる。

介護かてそうよ。本気でやったらものすごく楽しい。「し

てあげてる」と思うから辛いんと違うかな。�

�

�

�

　振り返ると，80年代の漫才ブームで一躍有名になっ

たＢ＆Ｂは，3年間ぐらいは週に19本もの番組を持つ

超売れっ子やった。�

　でも，それはものすごいストレスやった。そのうち身

体はどこも悪くないのに，台本を見るだけで気持ち悪く

なるようになった。おれは，きっぱり仕事を辞めるか，

入院して治療するかの選択を迫られた。�

　嫁さんは「もう，いいじゃない。売れたのはオマケ。

何年でも休めば」と言ってくれた。その言葉で心は軽く

なったけど，子どもも小さかったし，やっぱり思い悩ん

で佐賀のばあちゃんに相談に行った。�

　そしたら，ばあちゃんは「昭広，仕事はいくらでもあ

るぞ」って言ってくれて，肩の荷がす－っと下りた。「芸

能界にしがみつかなくてもいいんや。その気になれば何

でもできる」，そんな気持ちになれた。そして，ゆっく�

�

り休養することを決断できた。�

　そんなおれが再び「漫才師をやっていこう！」と思っ�

たのは，休養中に放浪していたアメリカのアイダホやった。�

　偶然出会ったアイダホのジャガイモ農家のおばあちゃ

んが「おじいちゃんがこの農場をとても愛しているから，

わたしは農場暮らしが好き。ニコニコして仕事をしてい

るおじいちゃんを見ていたら，この農場が大好きになっ

た」と言うたんよね。�

　その言葉が，「おれがニコニコできる仕事は漫才師し

かない」ということを思い出させてくれた。�

　世界中のおじいちゃん，おばあちゃんに学ぶことはいっ

ぱいあるんやなあと思ったよ。�

�

�
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　野球も漫才も打てなくなったり，笑われなくなったら

辛い。だから56歳のおれかて舞台では必死で漫才をやる。

舞台に上がって，若手より笑いが少なくなったら出ませ

んわ。�

　2本目のばあちゃんの映画ができたら，その後は佐賀

に帰って，知恵と工夫があり，心も豊かでいられるよう

な，亡くなったばあちゃんと同じような生き方をしたい

と思ってる。�

　ばあちゃんの教えで役に立ったことは山ほどあるけど，

おれがいちばん心にとどめているのは，「学校には学校

の教科書があるけど，社会に出たらもっと大きな，もっ

と分厚い，もっと大事な教科書があるから心配すな」と

いう言葉。おれは，それでなんとか生きてきた。学校の

勉強より，人生の“におい”でなんとか生きてきた。�

　ばあちゃんと過ごした8年間，お金はなかったけど，

工夫と発見と笑顔に満ちた毎日やった。テレビもラジオ

もなかったし，夕方5時頃に飯食うたら毎日，よくこん

なに会話があるなと思うぐらい，とりあえずばあちゃん

と寝るまでしゃべってた。頭が切れて，間がよかったば

あちゃんとの会話はそのまま漫才の原点になったように

思う。�

　そして，そこでおれは多分，楽しく生きる術を学んだ

んじゃないかと思う。�

　今，漫才のネタもばあちゃんのことばっかりや。おれ

が，ばあちゃんにもらった大きなものが，ほんの少しで

もみなさんにおすそ分けできればと思ってる。�

昭広，仕事はいくらでもあるぞ�

漫才の原点は，ばあちゃんとの会話�

K A G A Y A K I  P E O P L E
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インターネットを悪用した人権侵害�

インターネット利用者数とインターネットによる人権侵犯事件数の推移�

　インターネットは，「知りたい情報をすぐに手に入れられる」，「世

界中の人と気軽にコミュニケーションができる」，「誰でも手軽に情

報を発信できる」などの利点を持っています。�

　しかし，このような利点をもつインターネットも，使い方によっ

ては，人権を侵害する危険な道具へと変ります。�

　私たちがインターネットを利用する際に求められるモラルやマナー

を学び，正しくインターネットを利用しましょう。�
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（万人）� （件）�

利用者数� 人権侵犯事件数�

総務省「平成17年通信利用動向調査」及び法務省ホームページ�
「平成17年中の人権侵犯事件の状況について（概要）」から引用�

　プライバシーの侵害�
　・本人の許可なく，インターネット上の掲示板に住所や電話番号などの
　　個人情報を書き込む。�
　・少年が加害者となった事件において，加害少年の顔写真，氏名，住所
　　などを書き込む。�

　差別表現などの書込み�
　・国籍や障害などを理由に特定の人物を誹謗，中傷するよ�

　　うな内容の書込みを行う。�
　・特定の地域や，その地域の住民を誹謗，中傷するような�
　　内容の書込みを行う。�

　有害な情報の掲載�
　・児童ポルノをインターネット上に掲載する。�
　・遺体の映像をインターネット上に掲載する。�

　・虚偽の情報や違法な情報をインターネット上に掲載する。�

　日本のインターネット利用者総数は，近年，増加してき
ており，平成17年末には約8,529万人（総務省「平成17年
通信利用動向調査」より）にも上ります。それに伴い，イ
ンターネットを利用した人権侵害も急増してきています。�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
　それでは，インターネットを利用した人権侵害行為には具体的にどのよ
うなものがあるのでしょうか？�
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削除要請をする�

　サイトの管理者などに，削除要請
をしましょう。削除要請は，証拠と
して保存するためにも，メールや文
書で行いましょう。また，削除して
欲しい箇所を相手にはっきりと伝え
るために，該当する箇所のページを
添付するとよいでしょう。�

相 談 す る �

被害に遭った場合には�
　このような，インターネットによる人権侵害行為は，一度行われてしまうと，
その内容がすぐに広まってしまい，被害が急速に拡大するとともに，その被害を
回復することが困難なことに特徴があります。�
　それでは，インターネットによる人権侵害を受けた場合には，どうすればいい
のでしょうか。�

インターネット利用者に求められる�
モラルとマナー�

　法務局及び地方法務局では，インターネットによ
る人権侵害を受けた被害者からの相談を受け付け，
サイトの管理者への削除要請の方法などについて助
言を行ったり，サイトの管理者に対し，被害者に代
わって削除要請を行なってくれます。�
　自分でサイトの管理者に削除要
請をしても，サイト管理者が応じ
てくれない場合や，自分で削除す
る方法が分からない場合には，最
寄りの法務局及び地方法務局に相
談しましょう。�

　インターネットによる人権侵害行為をなくすために，私たち，インターネット
利用者には，モラルとマナーを守り，正しくインターネットを利用することが求
められています。�

京都地方法務局 人権擁護課 q231-0131

　インターネットは，誰もが自由に情報を
発信できる場所です。しかし，どんな情報
でも発信してよいわけではありません。間違っ
た情報や違法な情報を発信することはモラ
ルに反します。情報の発信には責任を持ち
ましょう。�

責任を持つ�1

　インターネット上では，文字によるコミュ
ニケーションが基本となります。直接話を
する時のように声や表情は相手に伝わりま
せん。そのため，自分の気持ちや話したい
ことを相手に十分理解してもらえず，思わ
ぬ誤解が生じることもあります。インターネッ
ト上のコミュニケーションでは，いつも以
上に相手を思いやることが大切です。�

他人を思いやる�2

　インターネットは人と人とのコミュニケー
ションの手段です。画面の向こう側には常
にあなたと同じ人間がいます。掲示板など
に他人を傷つけるような内容や差別的な内
容の書込みを行うことはモラルに反します。�

他人を傷つけるような書込みをしない�3

　インターネットは，毎日，不特定多数の
人が利用しています。そのため，掲示板な
どに他人の氏名，住所や電話番号などの個
人情報を書き込むと，その内容が一瞬にし
て不特定多数の人に知られてしまいます。
許可なく他人の個人情報を書き込まないよ
うにしましょう。�

個人情報を書き込まない�4

＜参考＞�
財団法人人権教育啓発推進センター  「正しく使おう！ インターネット」�
財団法人インターネット協会  「インターネットを利用するためのルールとマナー集（こどもばん）」�
法務省ホームページ　http://www.moj.go.jp/ �
�
�

削除要請�
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ホームレスの自立を願って�

事　務　局　長 木 村  祐 子さん�
　　　 池 下  嘉 彦 さん�

京にはばたく�京にはばたく�

´�

京都市内のホームレスの現状�

（財）ソーシャルサービス協会ワークセンター�
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　京都市内のホームレスの特徴は，それまで安定した生活

基盤を持っていた方が多く，就労意識も高いことです。「ソー

シャルサービス協会ワークセンター」は，前向きに日々の

暮らしを築こうとしているホームレスの自立をサポートす

る団体です。�

　支援活動は2002年，南区勧進橋の河川敷で100食分

のご飯と豚汁を用意したところから始まりました。事前に

河原を巡回しながら声を掛けたり，食糧援助を実施してい

る下京福祉事務所の掲示板などで案内したところ，当日は

約80人が集りました。現在は，上鳥羽公園前の高齢者会館

駐車場で月に１回実施していますが，多いときには160人

の利用があります。�

　「食中毒を出さないように，会館の厨房で作りたてを運

ぶようにしています。自立してアパート生活を始めた人が

来てくださったりすると嬉しいですが，来月も来るよといっ

て来られない方があると心配になります」と木村さん。�

　最近の炊き出し利用者の傾向は，他府県から京都に来て

再出発を目指している20代～30代の若い世代が目立ちま

す。その一方で，かつて京都の伝統産業に携わっていた職

人さんや事業に失敗した高齢のホームレスも少なくありま

せん。�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
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　ホームレスが自立しにくい理由としては，これまでの経

験を生かしたいという思いから，以前の職種にこだわる方

が多いことと，住所が不定であるため，就職活動が困難な

ことが挙げられます。�

　そこで協会ではそのような状態の方を支援するために，

完全自立を目指す「京都市自立支援センター十條」で住所

を確保したり，また高齢や病気などの理由で早期の就職活

動が困難な方のための無料低額宿泊施設（生活困窮者のた

めの就労支援及び宿泊施設）「ソーシャルホーム」も運営

しています。年齢や体調を考慮して，仕事をしつつ福祉の

援助を受ける半福祉半就労も選択肢に入れながら，それぞ

れの方が適した道を歩めるようにサポートしているのです。�

　こうした支援を受け，59歳のある男性は食品チェーン

店に就職が決まりました。自立支援センターから自転車で

遠方の勤務地に通い，努力が認められて店長を任されるま

でになったそうです。また，別の40代の男性の真面目な

勤務態度が評価され，就職先の事業所はその後も同センター

の利用者を採用するようになりました。�

　「ホームレスは，自分とは関係のないことだと思われが

ちですが，現代では突然の解雇や，多額の借金を抱えて家

族を残して家出するなど，だれでもなる可能性があります。

特に最近は，失業状態から段階を踏まず，いきなり路上生

活へ移るケースが増えています」と，木村さんはホームレ

スに関する問題は身近な問題であることを強調します。�

　「利用者のみなさんの何度も面接を受け続ける前向きな

姿勢には，こちらも教えられることがあります。利用者の

方にとってセンターが自立後も気軽に立ち寄れ，仕事の愚

痴や悩みも話してもらえる場所になれば」と施設長の池下

さんは考えています。�

　就業形態が多様化し，非正社員が増えれば，ホームレス

が増加する可能性も高まることが予想されます。このよう

な支援活動に携わる人たちの役割は，今後さらに重要にな

るでしょう。　�

支援から自立へ 

（財）ソーシャルサービス協会ワークセンター�
京都市南区上鳥羽仏現町43�
TEL.691－9416　FAX.691－8289�
※タオル，毛布等のご提供を受け付けています。�

京都市自立支援センター十條�
施設長�

　様々な理由で路上生活を余儀なくされた人たちを
サポートする「ソーシャルサービス協会ワークセン
ター」の事務局長・木村祐子さんと，同センターの支
援施設の一つ「京都市自立支援センター十條」で利
用者を支える施設長・池下嘉彦さん。地道な活動を
続ける同協会から，ホームレスの現状と支援活動に
ついて伺いました。�

月１度の炊き出しの日の風景�

市民の方々から提供された衣類などを選ぶホームレスの方たち�
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◆ひとり親家庭の状況�
　「平成15年全国母子世帯等調査」によると平成15年11
月1日現在の母子世帯数は1,225,400世帯，父子世帯数は
173,800世帯となっており，前回の調査に比べて，それぞれ，
母子世帯は28.3％，父子世帯は6.4％の増加となっており，
母子世帯及び父子世帯の全世帯に占める割合は，それぞれ，
母子世帯が2.7％，父子世帯が0.4％となっています。�
　ひとり親家庭になった理由は様々ですが，近年では，母子
家庭及び父子家庭ともに「離婚」が最も多くなっています。�
　「平成16年国民生活基礎調査」によると，一般世帯の１
世帯あたり平均所得金額が579万7千円であるのに対して，
母子世帯１世帯あたりの平均所得金額は，224万6千円とな
っており，母子家庭においては，家計に関する悩みを抱えて
いる場合が多く，経済的な支援が求められています。�
　これに対して，父子家庭では，育児や家事に関する悩みを
抱えている場合が多いため，育児や家事に関する支援が求め
られています。�

◆ひとり親家庭を支援するために�
　ひとり親家庭の多くは，相談事業，経済支援や就労支援な
どを受けながら，マンガにあるように家族が協力し合いなが
ら懸命に生活しておられるのが現状です。しかしながら，ひ
とり親家庭であることを理由に，就業やマンションへの入居
を断られるといった事例もあり，まだまだ社会のひとり親家
庭に対する理解は充分ではないといえます。�
　このような，ひとり親家庭については，同居の親族が少な
いこともあって，近くに気軽に相談できる相手を確保するこ
とが困難となっており，生活や子育てのうえで孤立すること
が多いと考えられます。ひとり親家庭にかかる支援を総合的
に実施していくためには，相談を行う機関の充実強化と関係
機関の連携など，より一層きめ細かく丁寧な相談と支援を行
う体制が確保されることが望まれています。�

だ
れ
も
が
自
由
で
、尊
厳
と
権
利
が�

平
等
に
あ
る
こ
と
を
「
人
権
」
と
い
い
ま
す
。�

み
な
さ
ん
、四
コ
マ
ま
ん
が
を
通
し
て�

人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？�

ご
存
知
で
す
か
？�

『
ひ
と
り
親
家
庭
』�

えてみよう！�考�えてみよう！�
ま�ん�
が�で�で�考�

イラスト：坂上加奈子�
〈京都精華大学 マンガ文化研究所〉�

さかうえ�
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行します。区役所・支所のまちづくり推進
課，市役所の市政案内所ほかで配布して
います。郵送をご希望の方は，返信用切
手（120円分）を同封のうえ，京都市人権
文化推進課までお申し込みください。�

同じです　あなたとわたしの　大切さ�

第20回地域リハビリテーション交流セミナー�
「あなたの可能性は無限大！�
              人は支え，支えられ」�
�　障害のある方にとって「自立」とは何かを考え，障害の有無に

関わらず，自分らしく生きていける地域社会の実現を考えます。�

　第１部  講演「可能性は無限大！」お笑い芸人 ホーキング青山氏
　第２部  映像「支え，支えられ」で20年�
　第３部  放談「障害者の自立問題を通じて，今，地域社会を考える」�
 　愛知淑徳大学教授 谷口明広氏　花園大学助教授 廣瀬明彦氏�
●日　時 平成19年2月3日（土）13:30～16:30�
●会　場 京都市呉竹文化センター�
●定　員 400名 �
　　　　　手話通訳有（1週間前までに要申込）�
【お問合せ】身体障害者リハビリテーションセンター　  823-1666

お�知�ら�せ�

第29回京都市小中学校育成学級， 養護学校大合同作品展�

「小さな巨匠展」�

犯罪被害者等に対する�
相談・直接的支援について�
�　犯罪や事故等の被害にあった方々やそのご家族ご遺族に必

要な支援や相談に応じます。必要があれば専門家による面接
相談も行います。秘密は守ります。�

●電話相談　相 談 用 電 話  451-7830�
　　　　　　フリーダイヤル  0120-60-7830�
●面接相談　電話相談後，必要があれば行います�
●直接的支援　訪問，付添など随時受付�
【お問合せ】（社）京都犯罪被害者支援センター　  415-3008�

入場無料�
�

　「小さな巨匠の大きなメッセージ」をテーマに，京都市小・
中学校育成学級，養護学校児童・生徒の作品を一堂に集め，
学習成果を発表します。�
●日　時　平成19年2月1日（木）～4日（日）9:00～17:00�
●場　所　京都市美術館別館�
【お問合せ】京都市教育委員会総合育成支援課　  352-2285

人権“ほっと”写真を�
募集中！�

作品�
募集�

詳しくはホームページでご確認ください。�
●京都市文化市民局人権文化推進課ホームページ�
　http://www.city.kyoto.jp/bunshi/jinken�
【お問合せ】京都市文化市民局人権文化推進課　 222-3381

フォト�

�

人権の大切さが�
感じられる�
心温まる写真を�
募集します。�
�平成18年度上半期 ほっと賞�
「ママと」�
中山善富さん�

吉良森子講演会�
「街をつくる・歴史をつくる�
～オランダで建築設計の仕事をして思うこと～」�

講演会�

　オランダ在住の建築家・吉良森子さんは日本
とオランダを中心にインテリアデザイン，住宅設
計，都市デザインなどを手がけておられます。活
動を通して異文化，新しい発想，建築への情熱な
どについて語っていただきます。�

●日　時 平成19年2月18日（日）13:30～15:30�
●会　場 ウィングス京都2Fイベントホール�
●定　員 240名 �
●参加費 500円（ウィングス京都にて前売券発売） �
【お問合せ】（財）京都市女性協会　　212-8013

京都市オストメイト�
　　　　 社会適応訓練事業�

訓練�
事業�

　人工肛門，人口膀胱を持つ人たちのために「生活とストマ相談
会」を行い，ストマ用装具の使用方法と社会生活上の基本的事項
に関して専門医又はストマ療法士が相談に応じたり，体験者がア
ドバイスします。また，オストメイトについて多くの方に理解し
ていただくために，啓発活動を行っています。�
●日　時　毎月第2日曜日　13:00～15:00�
●場　所　（社）日本オストミー協会京都支部�
【お問合せ】（社）日本オストミー協会京都支部　  623-7171

無 料�
�

第12回ふしみ人権の集い�
「人権文化の町をひとりひとりの心から」�
�　第12回目を迎える今回は，「すべての子どもたちに笑顔

と希望を！」をテーマに上々颱風（シャンシャンタイフーン）
によるコンサートを行います。�
●日　時　平成19年2月3日（土）13:30～�
●会　場　京都府総合見本市会館稲盛ホール�
●出　演　上々颱風�
●定　員　600名�
【お問合せ】改進コミュニティセンター　  611-3266

入場無料�
�

第18回全国車いす駅伝競走大会�
　早春の京のまちを車いすで駅伝競走する「全国車いす駅伝競走
大会」が今年も開催されます。この大会は障害者スポーツの振興，そ
してノーマライゼーションの実現に向けて毎年開催されてきました。
どうか市民のみなさんの熱い声援を沿道からお願いします。�

●日　時　平成19年2月25日（日）11:30スタート�
●コース　国立京都国際会館前スタート→京都大学前→烏丸下立売
　　　　　   →烏丸紫明→西大路御池→西京極陸上競技場ゴール�
【お問合せ】京都市保健福祉局障害企画課　  222-4185�

特別展�

セミナー�

コンサート�

き　  ら   も り   こ�

京都市男女共同参画講座ウィングスセミナー�

入場無料�
�

2月末
日締切

�

相 談� 無 料�
�

＜お詫び＞「2007年人権カレンダー」に誤りがありましたので， お詫びしますとともに， 訂正を�
　　　　　お願いいたします。　（誤）2008年1月7日（祝）→（正）2008年1月14日（祝）�


