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中
核
市
に
な
る
と
ど
う
変
わ
る
？

［
福
祉
分
野
①
］

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
よ
り
ス

ム
ー
ズ
に

　
現
在
、
障
害
者
手
帳
の
申
請
受
付
と

交
付
は
市
が
行
い
、
認
定
と
手
帳
の
作

成
は
県
が
行
っ
て
い
ま
す
。

◆昨年も好評だった CUPBAR を開催予定！また、
多彩なイベントや、オープニング、フィナーレイ
ベントを予定しています。詳しくは HP で。
＜予定イベント内容＞
よさこい踊り、傘踊り、アイドルフェス、ジャグ
リング＆バルーンアート、マジックショー、ダン
スパフォーマンス、アートペイントなど
問 鳥取砂丘イリュージョン実行委員会 

 0857-24-1638
 http://www.tottori-sakyu.jp/

　
中
核
市
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
事
務

は
全
て
市
で
行
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
市
か
ら
県
へ
の

申
請
書
類
の
送
付
や
県
か
ら
市
へ
の
認

定
後
の
手
帳
の
送
付
と
い
っ
た
手
続
き

が
な
く
な
り
、
申
請
受
付
か
ら
手
帳
の

交
付
ま
で
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
が
図
れ

ま
す
。

母
子
・
父
子
・
寡
婦
福
祉
資
金
の

貸
付
ま
で
の
時
間
を
短
縮

　
こ
の
制
度
は
、
20
歳
未
満
の
子
ど
も

を
育
て
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対

し
、
就
学
や
就
職
、
知
識
技
能
の
習
得

に
必
要
な
資
金
の
ほ
か
、
経
済
的
に
自

立
し
て
安
定
し
た
生
活
を
送
る
た
め
に

必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
制
度
で

す
。

　
現
在
、
こ
の
資
金
の
相
談
と
申
請
は

市
の
窓
口
で
行
い
、
そ
の
後
、
県
へ
申

請
書
類
を
送
付
し
、
県
が
審
査
・
貸
付
・

償
還
の
事
務
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
中

核
市
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
事

務
を
市
が
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
手
続
き
の
時
間
短
縮
だ
け
で

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
全
て
の
事
務
を
市
が

直
接
行
う
こ
と
で
、
き
め
細
か
な
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
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民
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査
・
認
定

① 申請

障害者手帳の交付手続き
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審
査
・
認
定

中核市移行後

の
限
界
で
す
。
今
こ
そ
、
法
的
規
制

を
求
め
る
「
差
別
禁
止
法
」
や
差
別

か
ら
保
護
す
る
た
め
の
「
人
権
侵
害

救
済
法
」
を
早
急
に
法
制
化
さ
せ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
は

法
律
が
も
つ
実
行
力
の
み
な
ら
ず
、

差
別
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と

い
う
人
権
意
識
を
高
め
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
啓
発
効
果
が
大
い
に
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
あ
ら
ゆ
る
差
別
問
題
解
決
の
原
理

原
則
が
刻
ま
れ
た
答
申
か
ら
、
今
、

私
た
ち
は
何
を
学
ぶ
の
か
、
ま
た
そ

れ
を
ど
う
生
か
し
て
い
く
の
か
問
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
本
市
で
は
、
鳥
取
市
人
権
施
策
基

本
方
針
に
基
づ
き
、
同
和
問
題
の
解

決
の
た
め
、
市
民
と
の
協
働
に
よ
り

人
権
教
育
・
啓
発
な
ど
を
積
極
的
に

推
進
し
ま
す
。

し
か
し
、
同
和
地
区
の
劣
悪
な
生
活

実
態
も
事
実
と
し
て
存
在
し
て
お

り
、
放
置
し
て
き
た
行
政
の
差
別
性

が
追
求
さ
れ
ま
し
た
。
差
別
が
現
存

す
る
か
ぎ
り
、
同
和
行
政
は
確
実
に

進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

課
題
の
具
体
的
明
示
と
総
合
性
・
計
画
性

　
答
申
が
そ
の
考
え
や
決
意
の
表
明

に
終
わ
る
こ
と
な
く
、
同
和
問
題
の

解
決
に
向
け
た
課
題
を
具
体
的
に
提

起
し
た
こ
と
、
総
合
的
、
計
画
的
な

取
組
み
を
強
調
し
た
こ
と
は
大
変
意

義
深
い
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
答

申
後
す
べ
て
の
内
容
が
た
だ
ち
に
実

現
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の

人
々
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
同
和

地
区
の
環
境
改
善
を
は
じ
め
と
す
る

実
態
的
差
別
が
一
つ
ひ
と
つ
解
消
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
具
体
性
、総
合
性
、

計
画
性
、
こ
れ
ら
は
同
和
問
題
解
決

へ
の
本
気
度
を
は
か
る
た
め
の
物
差

し
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

３
つ
の
法
律
の
必
要
性

　
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
が
制

定
さ
れ
、
同
和
地
区
の
生
活
環
境
は

大
き
く
改
善
し
一
定
の
成
果
を
上
げ

ま
し
た
が
、
同
和
問
題
の
根
本
的
解

決
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
差
別
行
為
自
体
を
法
律
で
裁
く
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
現
行
法

じ ん
け ん
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「同対審」答申 50 年を迎えて
問い合わせ先　本庁舎人権推進課  0857-20-3143  0857-20-3052

～差別の現状を知り、同和問題解決の道を探る～

部
落
差
別
は
存
在
す
る

　「
差
別
の
現
実
が
あ
る
の
か
、
な

い
の
か
」
は
い
つ
の
時
代
に
お
い
て

も
論
点
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
差
別

は
い
ろ
い
ろ
な
形
に
な
っ
て
現
れ
、

そ
の
厳
し
さ
ゆ
え
泣
き
寝
入
り
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

市
民
の
中
に
あ
る
「
も
う
差
別
な
ん

か
存
在
し
な
い
」「
あ
っ
て
も
た
い

し
た
こ
と
で
は
な
い
」「
そ
れ
は
昔

の
話
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
悪
気
の

な
い
意
識
が
、
厳
し
い
差
別
を
見
え

に
く
く
し
て
い
る
現
状
が
あ
り
ま

す
。「
同
和
対
策
審
議
会
」
は
部
落

差
別
の
存
在
を
科
学
的
な
検
証
を
踏

ま
え
て
、
客
観
的
事
実
と
し
て
明
言

し
ま
し
た
。
差
別
の
存
在
を
認
識
す

る
こ
と
が
す
べ
て
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ

ン
で
す
。

同
和
問
題
は
解
決
で
き
る

　「
同
和
問
題
は
取
り
組
め
ば
必
ず

解
決
で
き
る
」
と
断
言
し
た
答
申
の

背
景
に
は
、
差
別
は
な
く
な
ら
な
い

と
考
え
る
「
宿
命
論
」
や
、
そ
っ
と

し
て
お
け
ば
自
然
に
消
え
る
と
い
う

「
寝
た
子
を
起
こ
す
な
論
」
の
考
え

方
が
多
く
の
人
の
心
を
と
ら
え
て
い

た
当
時
の
状
況
が
あ
り
ま
す
。「
宿

命
論
」
は
、
一
生
差
別
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
い
と
い
う
絶
望
感
を
与
え
、「
寝

た
子
を
起
こ
す
な
論
」
は
、
逆
に
同

和
問
題
を
差
別
的
に
知
ら
せ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
長
年
に

わ
た
る
差
別
の
結
果
生
じ
た
社
会
現

象
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
人
間

の
営
み
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
差
別
は

人
間
の
営
み
に
よ
っ
て
必
ず
な
く
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

差
別
あ
る
限
り
行
政
責
任
で
推
進
を

　「
貧
困
は
差
別
だ
」。
戦
後
、
部
落

差
別
の
と
ら
え
方
が
大
き
く
発
展
し

ま
し
た
。戦
前
は「
差
別
事
件
」と「
差

別
意
識
」
を
差
別
の
具
体
的
な
あ
ら

わ
れ
と
受
け
止
め
、
こ
れ
に
対
す
る

運
動
が
基
本
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
40
年
に
「
同
和
対
策
審
議
会
」
答
申
（
以
下
、「
答
申
」
と
す
る
）
が

出
さ
れ
、
同
和
問
題
の
解
決
は
「
国
の
責
務
で
あ
り
、
国
民
的
課
題
」
で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
同
和
問
題
に
関
す
る
市
民
の
偏
見
や
差

別
意
識
は
、今
な
お
、社
会
意
識
と
し
て
根
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は「
人

権
尊
重
社
会
を
実
現
す
る
鳥
取
市
民
集
会
」
全
体
講
演
で
、奥お

く
だ田
均ひ

と
しさ
ん
（
近

畿
大
学
人
権
問
題
研
究
所
教
授
）
が
お
話
し
さ
れ
た
、
答
申
か
ら
見
え
て
く

る
「
５
つ
の
論
点
（
中
心
と
な
る
５
つ
の
問
題
点
）」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

※「同和対策審議会」答申とは
　1965 年（昭和 40 年）、部落差
別の現実に対する行政責任が問わ
れていた頃、同和対策審議会が同
和問題の早急な解決をめざして、
その本質を明らかにするととも
に、同和対策の具体的な取り組み
を政府に提議した。答申は、その
後の様々な人権の取り組みの起点
をなした。


