
迷
信
は
、そ
の
判
断
が
間
違
っ
て

い
る
か
ら
こ
そ「
迷
信
」と
呼
ば
れ

ま
す
。ま
た
偏
見
は
、迷
信
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
少

な
か
ら
ず
あ
り
、差
別
の
多
く
も
、

こ
の
迷
信
や
偏
見
に
基
づ
く
と
い

わ
れ
ま
す
。

一
九
六
五
年
に
出
さ
れ
た「
同
和

対
策
審
議
会
答
申
」で
も
、部
落
差

別
は「
昔
か
ら
そ
う
し
て
き
た
」「
み

ん
な
が
そ
う
言
っ
て
い
る
」と
い
う

し
き
た
り
・
慣
習
は
多
く
の
問
題
を

は
ら
ん
で
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま

す
。ま
た
、こ
の
答
申
の
内
容
を
み

ま
す
と
、「
人
々
は
個
人
と
し
て
完

全
に
独
立
し
て
お
ら
ず
、伝
統
や
慣

習
に
束
縛
さ
れ
て
、自
由
な
意
志
で

行
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
い

る
」と
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、『
丙
午（
ひ
の
え
う
ま
）

迷
信
』に
つ
い
て
、そ
の
起
こ
り
と

影
響
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
こ
と

に
よ
り
、迷
信
と
差
別
の
問
題
を
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

俗
説
で
は「
丙
午
の
年
は
火
災

が
多
く
、こ
の
年
に
生
ま
れ
た
女
性

は
気
性
が
強
い
」な
ど
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。『
丙
午
迷
信
』と
は
、丙
午

の
年
に
生
ま
れ
た
男
女
、特
に
女
性

の
性
格
に
関
す
る
も
の
で
、個
人
の

性
格
を
生
ま
れ
年
で
決
め
る
と
い

う
発
想
に
た
つ
も
の
で
す
。こ
の
迷

信
の
起
こ
り
に
つ
い
て
は
、次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

丙
午
は
、六
十
干
支
記
年
法
で

は
四
十
三
番
目
で
、丙（
ひ
の
え
）は

五
行
で
の
火
、午（
う
ま
）は
十
二
支

に
五
行
の
割
り
当
て
を
し
て
こ
れ

も
火
と
な
り
ま
す
。つ
ま
り
、火
が

二
つ
重
な
る
年
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、午
に
あ
た
る
馬
は
、威
勢
の

い
い
動
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。さ
ら

に
午
は
時
刻
で
い
う
と
太
陽
の
南

中
の
時
刻（
真
昼
）で
あ
り
、季
節
で

い
う
と
夏（
七
月
）、方
角
で
い
う
と

南
で
す
。こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
丙

午
の
年
は
陽
の
さ
か
ん
な
年
と
さ

れ
、丙
午
の
年
に
生
ま
れ
た
人
は
男

女
と
も
に
火
の
よ
う
に
気
性
の
は

げ
し
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
と
い
う
解
釈
が
生
ま
れ
た
よ

う
で
す
。

『
丙
午
迷
信
』の
よ
う
な
話
は
、い

つ
ご
ろ
か
ら
言
わ
れ
だ
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。こ
の
よ
う
な
話
は
、少

な
く
と
も
、十
九
世
紀
あ
た
り
か

ら
中
国
に
は
残
っ
て
い
な
い
と
言

わ
れ
ま
す
。日
本
で
は
江
戸
時
代

に
な
っ
て
町
人
文
学
の
な
か
に「
丙

午
の
女
」の
こ
と
が
出
て
く
る
の

が
、今
の
と
こ
ろ
一
番
古
い
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

「
丙
午
の
女
」の
話
で
最
も
有
名
な

の
は
、恋
の
た
め
に
火
を
つ
け
、火

刑
に
処
さ
れ
た「
八
百
屋
お
七
」の

話
で
す
。一
六
八
三（
天
和
三
）年
の

八
百
屋
お
七
の
事
件
が
き
っ
か
け

と
な
っ
て
、『
丙
午
迷
信
』が
広
く
伝

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ

れ
ま
す
。

『
丙
午
迷
信
』が
流
行
す
る
と
、丙

午
の
年
に
は
出
生
数
が
減
少
す
る

と
い
う
社
会
的
な
現
象
が
生
じ
る

よ
う
に
な
り
、生
ま
れ
る
は
ず
の
多

く
の
尊
い
命
が
生
ま
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。累
が
次
の
世
代
に
お
よ
び
、

本
人
や
親
が
い
く
ら
こ
の
迷
信
を

信
じ
な
く
て
も
、他
人
が
こ
の
迷
信

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
被
害
を
受

け
て
し
ま
い
ま
す
。

『
丙
午
迷
信
』が
な
く
な
ら
な
い

わ
け
を
考
え
て
み
ま
す
と
、「
昔
か

ら
」「
み
ん
な
が
」と
い
う
慣
習
に
し

た
が
う
心
の
働
き
の
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
心
の
働

き
こ
そ
、今
も
部
落
差
別
の
問
題
が

解
決
で
き
な
い
大
き
な
要
因
の
一

つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。部

落
差
別
を
な
く
す
に
は
、迷
信
や

偏
見
に
と
ら
わ
れ
る
意
識
や
実
態

を
少
し
ず
つ
変
え
て
い
か
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。「
昔
か
ら
」「
み
ん
な
が
」

と
い
う
差
別
の
歴
史
性
と
社
会
性

を
克
服
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
科
学
的
認
識
を
身

に
つ
け
る
こ
と
が
と
て
も
重
要
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
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▲「八百屋お七」の浮世絵
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こころを つなぐ まちづくり
人権シリーズ　vol.53

大分県では、平成21年７月から８月に県内に居住する20歳以上の男女3,000人を対象に男女共
同参画についての県民意識や実態を把握することを目的に「男女共同参画社会づくりのための意識
調査」を実施しました。
その中で「男女共同参画社会の実現に向けて、県は今後どのような分野に力を入れていくべきだ
と思いますか」という質問について、男女ともに「家庭生活と職業生活や地域活動とが両立できる環
境づくりを進める」（57.6％）を望む声が最も高く、次いで「男女共同参画意識を高める」（38.5％）、
「多様な働き方ができる場をつくる」（31.9%）、「女性のチャレンジを支援する」（26.9%）、「政策・方
針決定過程への女性の参画を進める」（25.8％）など（複数回答）となっています。
この意識調査は、大分県では今後の施策展開及び「おおいた男女共同参画プラン」改定の基礎資料
となります。国東市においても、男女共同参画推進の資料として活用していきます。
※詳しくは大分県ホームページをご覧ください。

地域・企業等５人以上の参加が見込まれる会合に、ミニ学習会を出前します。

講師は市職員・人権学習講師等。学習会（短い時間で構いません。）と希望によりティータイム

（情報交換会等）をして、身近な課題を取り上げます。経費はかかりません。

男女共同参画出前講座～男女共同参画ミニ学習会をしませんか？～男女共同参画出前講座～男女共同参画ミニ学習会をしませんか？～

人権・同和対策課　男女共同参画班 ☎0978－72－0354　FAX0978－72－0357
Eメール　jinken-dowa@city.kunisaki.lg.jp

http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/isikityousahoukoku.html

申し込み
問い合わせ

家庭生活と職業生活や地域活動とが
両立できる環境づくりを進める

男女間のあらゆる暴力をなくす

生涯を通じた男女の性と健康を守る

男女共同参画意識を高める

政策・方針決定過程への女性の
参画を進める

多様な働き方ができる場をつくる

女性のチャレンジを支援する

新しい取り組みにおける
共同参画を推進

その他

特にない

わからない

男女共同参画社会の実現に向けて県（行政）に望むこと（複数回答）
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男女共同参画班です男女共同参画班です男女共同参画班ですこんにちは！
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