


　ミャンマー出身のオクソーカインさん（通称オクソーさん・24歳・写真）とルインモーアウン
さん（通称モーさん・26歳・３ページ写真）は、2023年４月に特定技能実習生として社会福祉
法人かがやき神戸に就職し、12月19日に来日しました。生活の準備や研修などを経て、年明
けの１月からショートステイとまり木で仕事をしています。
　ミャンマーでは、2021年２月１日に発生した軍によるクーデター以降、軍が権力を握り、
３年以上が経過したいまも、民主化運動への抑圧や市民への攻撃・弾圧がつづいています。経
済は停滞し、商店が閉まり、仕事を失った人も多く、オクソーさんとモーさんも、親きょうだ
いなどミャンマーの家族を養うために来日しました。

ミャンマーから障害福祉の世界へミャンマーから障害福祉の世界へ



　「日本が好きで、人の世話をするのが好きなので、自分が介助して利用者さんがしあわせに
なってくれたらうれしい」と、日本で福祉の仕事に就くことを選んだオクソーさん。日本語学
校の友人たちがすでに来日しているので、来日にとくに不安はなかったと話されます。まずは
５年間介護の仕事をして介護福祉士の資格を取得し、それから３年くらいは日本で働くことを
考えているとのことですが、それ以降も、「いまの政権のままでは帰国はできない。戦争が終
わるまでは日本でずっと働きたい」と話されます。



　「ワンピース、ナルト、呪術廻戦などの日本のアニメが大好き」というモーさん（左）。「海
外に行くのも飛行機に乗るのもはじめてで、来日してすぐに働くこともとても緊張したけれ
ど、楽しみな気持ちのほうが大きかった」と話されます。「ひとり暮らし（オクソーさんとのルー
ムシェア）はたいへんだけど、困ったときも職場の人が助けてくれるので不安はない」とのこと。
いつか自分の両親も介助できるようにと、福祉の仕事で来日することを選んだと話してくださ
いました。



　今年３月には、ミャンマーの家族とインターネットをつないで職場や仕事の紹介をされたそ
うです。「わが子がどんなところでどんな仕事をしているのか、親御さんも不安じゃないかな」
という松田崇

たかすけ

介事務局長の発案とのこと。パソコン画面の向こうでは家族が勢ぞろいされてい
たとのことで、モーさんは、「職場の人たちが家族みたいでいいねと、家族も安心してくれた」
と話してくださいました。トピックスではお二人の採用にいたった背景について紹介していま
す。� （写真・文　申　佳弥）
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ケアという人間力のある
社会へ
　

　 大阪健康福祉短期大学名誉教授　川口　啓子　

超
高
齢
社
会
を
契
機
に
、
ケ
ア
と
い
う
人
間
力
の
あ
る
社
会
を
め
ざ
せ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
類
の
歴
史
は
助
け
合
い
の
歴
史
で
も
あ
り
ま
す
。「
ヒ
ト
」
と
い
う
動
物
は
、
ほ
か
の
動
物
と
異

な
り
、
未
熟
な
状
態
で
産
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
七
〇
〇
万
年
と
い
う
歴
史
的
時
間
を
生
き
延
び
て
き

ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
人
が
人
を
護ま

も

る
た
め
に
人
に
手
を
差
し
伸
べ
る
、
ケ
ア
と
い
う
人
間
力
が
常
に

存
在
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
類
は
、
単
独
で
は
き
わ
め
て
弱
い
動
物
で
あ
り
な
が
ら
、
共
同
体
を
つ
く
り
子
孫
を
繁
栄
さ
せ
、

原
始
共
産
制
、
奴
隷
制
、
封
建
制
と
い
う
社
会
を
経
て
、
資
本
主
義
社
会
に
至
り
ま
す
。
し
か
も
、
長

い
歴
史
的
時
間
を
か
け
て
、
不
完
全
な
が
ら
も
弱
者
を
受
け
入
れ
る
社
会
的
な
救
済
制
度
を
つ
く
っ
て

き
ま
し
た
。
今
日
で
は
、
民
主
主
義
と
基
本
的
人
権
を
携
え
、
平
和
の
礎

い
し
ず
えと

と
も
に
社
会
保
障
制
度
を

築
き
、
そ
の
普
遍
的
価
値
と
内
実
を
世
界
中
に
い
き
わ
た
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

き
た
る
二
〇
七
〇
年
、
日
本
の
高
齢
化
率
は
約
四
割
に
達
し
ま
す
。
元
気
な
高
齢
者
も
い
ま
す
が
、

介
護
を
要
す
る
人
も
増
え
る
で
し
ょ
う
。
階
段
の
上
り
下
り
は
不
自
由
で
す
。
横
断
歩
道
も
ゆ
っ
く
り

で
す
。
突
然
転
ぶ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家
事
に
も
整せ

い
よ
う容

（
身
だ
し
な
み
を
整
え
る
こ
と
）
に
も
介
助
が

要
り
ま
す
。
杖
を
つ
い
た
り
、
迷
子
に
な
っ
た
り
、
息
切
れ
し
て
座
り
込
ん
だ
り
…
…
。
こ
う
し
た
高

齢
者
を
多
数
抱
え
る
社
会
に
は
、
人
が
人
を
護
る
た
め
に
人
に
手
を
差
し
伸
べ
る
ケ
ア
と
い
う
人
間
力

が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
状
況
を
無
視
す
れ
ば
、
介
護
難
民
が
あ
ふ
れ
生
き
づ
ら
い
社

会
に
な
る
で
し
ょ
う
。

「
量
か
ら
質
へ
の
転
換
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
で
は
、
生
き
づ
ら
い
社
会
の
質
的
転
換
を
図
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る
量
的
基
盤
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
多
数
の
高
齢
者
で
す
。
高
齢
者
だ
け
で
な
く
、
生
き
づ
ら

さ
を
抱
え
る
多
く
の
老
若
男
女
が
資
本
主
義
社
会
の
強
い
る
競
争
や
効
率
性
に
抗あ

ら
がい

、
ケ
ア
と
い
う
人

間
力
に
出
会
い
、
知
り
・
学
び
、
身
に
つ
け
る
な
ら
、
ケ
ア
と
い
う
人
間
力
の
あ
る
社
会
へ
と
質
的
転

換
を
遂
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

質
的
転
換
に
お
い
て
と
り
わ
け
重
視
し
た
い
の
は
、
人
権
意
識
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
で
す
（
く
わ
し
く

は
、
拙
著
『
あ
な
た
の
介
護
は
誰
が
す
る
？　

介
護
職
員
が
育
つ
社
会
を
』
を
お
読
み
く
だ
さ
い
）。
人
権
意

識
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
に
お
い
て
は
、
ま
ず
は
高
齢
者
が
よ
く
言
う
「
要
介
護
に
な
る
と
迷
惑
だ
か
ら

…
…
」
と
い
う
言
葉
を
見
逃
さ
な
い
こ
と
で
す
。

要
介
護
者
は
中
途
障
害
者
で
す
。
ふ
だ
ん
障
害
者
を
迷
惑
と
は
言
わ
な
い
人
で
も
、
自
分
の
こ
と
に

な
る
と
、「
要
介
護
に
な
る
と
迷
惑
だ
か
ら
…
…
」
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
る
で
美
徳

4

4

の
よ
う
に
。

こ
の
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
を
突
破
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

私
た
ち
は
、「
他
人
様
に
迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
育
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
行
き
過
ぎ

が
今
、
ケ
ア
を
求
め
る
こ
と
を
迷
惑
の
範は

ん
ち
ゅ
う疇に
入
れ
て
い
ま
す
。
超
高
齢
社
会
を
機
に
、
美
徳

4

4

の
レ
ベ

ル
に
と
ど
ま
る
人
権
意
識
を
耕た

が
やし
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
た
い
の
で
す
。
要
介
護
を
迷
惑
と
言
わ
ず
・
言

わ
せ
ず
、
個
々
の
生
き
方
が
権
利
と
な
る
よ
う
、
人
間
力
を
芽
吹
か
せ
る
時
代
を
創
り
ま
し
ょ
う
。

人
を
「
ヒ
ト
」
に
終
わ
ら
せ
ず
、
ケ
ア
と
い
う
人
間
力
の
本
源
的
蓄
積
を
以も

っ

て
、
人
間
社
会
の
本
史

が
は
じ
ま
り
ま
す
。

かわぐち　けいこ

　1957年生まれ。無事に老い、健康に死にたいと思う67歳。『職場
づくりと民主主義－仕組み・会議・事務』（2013年、文理閣）、『あ
なたの介護は誰がする？介護職員が育つ社会を』（2024年、クリエ
イツかもがわ）を出版。今は、職場づくりや職員育成について、
医療福祉生協などにかかわっています。
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一
〇
月
一
日
、
イ
ラ
ン
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
一
八
〇
発
以
上
の
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
し
ま
し
た
。
近
代
的
な
ビ
ル
が
立
ち
並
ぶ

ま
ち
に
次
々
と
着
弾
す
る
ミ
サ
イ
ル
と
爆
音
の
映
像
に
、
テ
レ
ビ
か
ら
目
が
離
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
イ
ラ
ン
の
大
統
領
は
記

者
会
見
で
、「
自
分
た
ち
は
戦
争
を
求
め
て
い
な
い
、
攻
撃
を
さ
せ
た
の
は
イ
ス
ラ
エ
ル
だ
」
と
正
当
性
を
主
張
し
、
イ
ス

ラ
エ
ル
の
首
相
は
「
代
償
を
払
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
報
復
を
宣
言
し
て
い
ま
す
。
イ
ラ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
あ
い
だ

に
は
何
十
年
に
も
わ
た
る
歴
史
的
・
宗
教
的
な
軋
れ
き
が
あ
り
、
ど
ち
ら
が
よ
り
悪
か
と
判
断
す
る
こ
と
は
私
に
は
む
ず
か

し
い
で
す
。
で
す
が
、
こ
う
し
た
戦
争
・
戦
闘
に
い
た
る
根
底
に
は
共
通
し
て
、
欠
乏
や
恐
怖
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
の

暴
力
な
ど
、
人
権
が
侵
害
さ
れ
る
状
況
が
あ
り
、
そ
う
し
た
人
権
侵
害
の
積
み
重
ね
の
行
き
着
く
先
が
戦
争
な
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
ま
す
。

本
誌
二
〇
二
三
年
八
月
号
の
ト
ー
ク
「
平
和
を
創
る
紛
争
解
決
学
・
平
和
学
」
で
、
筆
者
の
高
部
優
子
さ
ん
は
、「
平
和
」

と
は
戦
争
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
暴
力
が
な
い
こ
と
と
同
時
に
、
平
和
を
創
る
行
動
や
し
く
み
が
あ
る
こ
と
だ
、

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
日
々
の
福
祉
実
践
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
目
の
前
の
子
ど
も
、
障
害
の
あ
る

人
、
お
年
寄
り
の
願
い
や
要
求
、
困
り
ご
と
に
耳
を
か
た
む
け
、
ど
う
す
れ
ば
目
の
前
の
人
の
ゆ
た
か
な
成
長
や
暮
ら
し
を

特集特集

ゆ
た
か
な
福
祉
実
践
の
積
み
重
ね
が
平
和
を
創
る
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実
現
で
き
る
の
か
、
そ
の
た
め
の
福
祉
実
践
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
人
権
を
守
り
尊
重
し
た
実
践
が
で
き
て
い
る
か
、
人
権

を
侵
害
し
て
い
な
い
か
…
…
社
会
福
祉
に
た
ず
さ
わ
る
者
は
、
つ
ね
に
そ
の
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
し
、
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
仕
事
で
す
。

「
日
常
を
失
わ
ず
、
平
和
の
う
ち
に
生
き
る
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
第
二
九
回
社
会
福
祉
研
究
交
流
集
会
を
通
し
て
も
、
ゆ

た
か
な
福
祉
実
践
を
守
る
こ
と
が
平
和
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
、
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
し
た
。「
人
権
」
は
条
件
付
き

で
守
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
金
が
あ
る
か
ら
守
ら
れ
た
り
、お
金
が
な
か
っ
た
ら
侵
害
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
手
が
足
り
な
い
か
ら
侵
害
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
世
に
生
ま
れ
た
す
べ
て
の
人
の
人
権
は
平
等
に
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
な
に
か
“
条
件
”
が
あ
っ
て
は
い

け
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
公
的
責
任
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
、
な
に
を
優
先
す
る
か
と
“
条
件
”
を
つ

け
る
必
要
の
な
い
ゆ
た
か
な
職
員
体
制
が
必
要
で
す
。
そ
う
し
た
福
祉
実
践
が
守
ら
れ
ず
、
人
権
を
守
る
こ
と
に
条
件
を
つ

け
た
り
、
そ
れ
を
「
仕
方
が
な
い
」
と
納
得
し
て
し
ま
う
こ
と
の
積
み
重
ね
が
、
虐
待
や
暴
力
に
つ
な
が
り
、
最
終
的
に
は
、

「
相
手
が
悪
い
か
ら
武
力
攻
撃
も
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
戦
争
の
論
理
に
近
づ
い
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。日

本
社
会
の
な
か
で
も
、
人
権
が
守
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
条
件
を
つ
け
る
こ
と
に
疑
問
を
も
た
な
い
状
況
が
、
少
し
ず

つ
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
日
常
の
福
祉
実
践
に
向
き
合
い
、
守
り
、
も
っ
と
ゆ
た
か
な
実

践
が
し
た
い
と
求
め
て
い
く
こ
と
、
地
域
や
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
共
同
し
な
が
ら
そ
の
価
値
観
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
、
ま
さ

に
平
和
を
創
っ
て
い
く
実
践
そ
の
も
の
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。�

（
編
集
主
任　

申
）


