
病
気
に
よ
る
人
権
問
題

　
ハ
ン
セ
ン
病
と
い
う
病
気
に
よ
り
差

別
を
受
け
た
人
た
ち
が
存
在
し
ま
す
。

ハ
ン
セ
ン
病
は
遺
伝
す
る
病
気
、
伝
染

す
る
病
気
と
い
う
誤
っ
た
認
識
の
も
と

本
人
だ
け
で
な
く
、
家
族
も
差
別
の
対

象
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ハ
ン
セ
ン
病

は
治
療
の
影
響
に
よ
り
ま
ひ
や
熱
こ
ぶ
、

神
経
痛
な
ど
で
顔
や
手
が
変
形
す
る
な

ど
後
遺
症
の
出
る
重
い
病
と
し
て
恐
れ

ら
れ
ま
し
た
。

社
会
と
の
断
絶

　

約
90
年
間
の
隔
離
政
策
の
中
で
は
差

別
が
顕
著
に
表
れ
ま
し
た
。
療
養
所
と

い
う
名
の
隔
離
施
設
へ
の
入
所
者
は
、

園
内
強
制
労
働
、
重
症
患
者
の
養
護
、

子
孫
を
残
さ
な
い
た
め
の
手
術
、
園
名

（
偽
名
）の
使
用
を
強
要
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
に
は
園
内
の
納
骨
堂
に
園
名
の

ま
ま
永
眠
す
る
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

根
拠
の
な
い
恐
れ
か
ら
強
制
隔
離
さ

れ
た
入
所
者
た
ち
は
、
家
族
と
切
り
離

さ
れ
、
社
会
か
ら
断
絶
さ
れ
る
な
ど
の

差
別
を
受
け
た
の
で
す
。

現
在
で
も

　
ハ
ン
セ
ン
病
は
外
国
で
開
発
さ
れ
た

治
療
薬
に
よ
り
、
今
で
は
完
全
に
治
る

病
気
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
隔
離
は

病
気
が
治
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
と
も
続

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
重
大
な
人
権
侵
害

で
あ
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
た
ち
の
尊

厳
を
大
き
く
傷
つ
け
る
も
の
で
し
た
。

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
強
制
隔
離
を
定
め

た「
ら
い
予
防
法
」が
平
成
８
年
に
廃
止

さ
れ
て
20
年
。
今
も
国
立
ハ
ン
セ
ン
病

療
養
所
の
入
所
者
の
お
よ
そ
４
割
近
く

の
人
た
ち
が
差
別
を
受
け
る
こ
と
や
親

族
へ
の
影
響
を
恐
れ
て
本
名
を
伏
せ
、

園
名
で
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　

今
な
お
入
所
者
の
尊
厳
の
回
復
が
困

難
で
あ
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
や
元
患

者
に
対
し
て
、
差
別
や
偏
見
が
存
在
し

て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た

ち
に
対
し
、
正
し
い
知
識
を
伝
え
、
偏

見
差
別
を
な
く
し
て
い
く
活
動
を
進
め

問い合わせ　生涯学習課
（☎㉒6888）

【らい予防法】（昭和 28年）
　昭和６年制定の「らい予防法」
を一部改正した法律。患者の強
制隔離や規律違反に対する処
罰・監禁、労働や外出の制限な
どを規定。
　平成８年に廃止されました
が、入所者の多くは帰る場所も
なく、差別や家族への影響を恐
れ本名を伏せ、園名で生活を送
っています。

【
ハ
ン
セ
ン
病
】

１
８
７
３
年
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ハ
ン

セ
ン
が
発
見
し
た「
ら
い
菌
」に
よ
っ

て
、
主
に
皮
膚
や
末
梢
神
経
が
冒
さ

れ
る
感
染
症
の
一
つ
。
感
染
力
は
非

常
に
弱
く
、
感
染
し
て
も
発
病
す
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
１
９
４
３

年
の
プ
ロ
ミ
ン
に
始
ま
る
化
学
療
法

剤
の
効
果
に
よ
っ
て
確
実
に
治
る
病

気
と
な
っ
た
。

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
今
後
も
人
権
意
識
の
高
揚

に
努
め
ま
す
。
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
・
回

復
者
と
そ
の
家
族
が
差
別
や
偏
見
か
ら

解
放
さ
れ
る
社
会
。
他
の
人
た
ち
と
同

等
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
社
会

の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
市
民
一
人
一
人
が

協
力
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

人間同士で差別し
隔離までしたハンセン病。

間違った認識のもと
その問題は現代にも続く。
誰とでも手を取り合える
やさしい社会を目指して。

杉
憲
政
公
が
小
田
原
の
北
条
氏
に
追

わ
れ
て
逃
げ
た
地
と
さ
れ
る
新
潟
県

上
越
市
に
石
碑
を
建
立
し
ま
し
た
。

そ
の
縁
あ
っ
て
、
今
年
は
上
越
市
の

謙
信
公「
義
の
心
」の
会
や
歴
史
散
歩

の
会
な
ど
が
平
井
城
跡
を
訪
れ
、
市

内
を
巡
り
ま
す
。「
上
杉
氏
は
各
地
に

た
く
さ
ん
の
つ
な
が
り
を
残
し
た
。

上
杉
氏
ゆ
か
り
の
地
を
巡
り
、
も
っ

と
藤
岡
市
と
各
地
を
つ
な
ぐ
架
け
橋

に
な
り
た
い
」と
さ
ら
な
る
発
展
に
期

待
を
込
め
ま
す
。

　

松
原
さ
ん
は「
こ
れ
か
ら
も
勉
強
会

や
上
杉
氏
ゆ
か
り
の
地
へ
の
視
察
を

重
ね
、
平
井
城
の
魅
力
を
発
信
し
続

け
た
い
」と
平
井
城
に
か
け
る
熱
意
を

語
り
ま
す
。

各
地
を
つ
な
ぐ
架
け
橋
に

つ
て「
関
東
の
都
」と
ま
で
い

わ
れ
た
名
城「
平
井
城
」。

関
東
で
も
２
番
目
に
高
い「
関
東
管

領
」の
役
職
に
つ
い
た
上
杉
憲
実
公
が

築
か
せ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
で

こ
そ
形
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
昔

名
を
は
せ
た
歴
史
あ
る
建
物
で
す
。

松
原
さ
ん
ら
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、

そ
の
功
績
を
残
し
、
伝
え
て
い
く
う

え
で「
地
域
貢
献
に
つ
な
げ
る
」活
動

を
し
て
い
ま
す
。

　

松
原
さ
ん
は
同
会
の
会
長
を
務
め
、

酒
造
業
を
営
む
傍
ら
、
平
井
城
に
関

連
付
け
た
市
民
同
士
の
交
流
に
力
を

入
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
10
月
に
は
上

関東管領平井城址保存会

松
まつばら

原　三
さん ゆ う

友さん（藤岡）

1947年富山県生まれ。５歳のときに藤岡に移り、
現在に至る。41歳の時に会が結成され、平井城の歴
史や遺跡を後世に伝えるべく、日々活動している。

Profi le

か

アンと青春

著者 ▽坂木司
和菓子は誰にでもそっと寄り添い
ます。「和菓子のアン」待望の続編。

welcome to library

ちいさなちいさな
すてきなおうち

著者 ▽さかいさちえ
ページをめくるたびに楽しくてか
わいいお家の断面図が現れます。

ぎょうれつのできる
レストラン

著者 ▽ふくざわゆみこ
フクロウのポーの夢はコックにな
ること。大人気のシリーズ５作目。
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