
 
本県では、地域における人権教育のより一層の充実を図るために、「人権教育リーダーの育成（資質向上）」を大切

に考えています。これまでにも、人権問題に関する広い知識と確かな人権感覚を身につける機会として「長野県人権教

育リーダー研修会」（県教育委員会主催）を開催したり、地域が抱える人権課題をテーマとした実習を行い、課題解決に

向けた実践力を養う場として「人権教育リーダー養成講座」（教育事務所主催） 

を継続的に実施したりしてきました。その成果として、地域住民対象の研修会 

や学習講座などを意欲的に企画・運営したり、現地視察や当事者との交流など 

「参加体験型学習」を積極的に取り入れたりする人権教育リーダーが少しずつ 

増えてきています。  

そこで本県では、人権教育リーダーのさらなる資質向上をめざして、今年度 

より「人権教育リーダー養成講座」を再編成し、「実践力スキルアップ講座」と 

して県内５地区に拡大し、より実践的な指導の充実を図りたいと考えています。  

さらに、市町村間で連携・協力をしたり、学校や家庭、地域、企業が一体となったりして、地域の人材情報等を広域で

共有できるネットワーク基盤を整備し、人権教育リーダーが広域で活動できる推進体制を確立するために、新たに「地

域の人権教育ネットワーク整備事業」に取り組みたいと考えています。教育事務所の担当主事が調整役として、また、

人権教育講師（地域の人権課題に精通する有識者や関係者）がコーディネーターとして、人権教育リーダーのニーズに

応じた事業になるよう準備を進めているところです。そして、各地域の取組状況を「長野県人権教育リーダー研修会」

や「人権つうしん」等で順次紹介し、その地域ならではの“特色ある取組”を全県へ発信していく予定です。

（１）  平成２６年（2014年）５月２日    人  権  つ  う  し  ん               第４７号  
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Ｅメール kokoro@pref.nagano.lg.jp 

 
はじめよう いま ここから 自分から  

（人権教育リーフレットより） 

→

 

 
＊＊＊「人権教育リーダーの育成」をめざした本県の取組について〈全体像〉＊＊＊

mailto:kokoro@pref.nagano.lg.jp
http://putiya.com/4musi01_2.html
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 第４７号             人  権  つ  う  し  ん        平成２６年（2014年）５月２日  (２) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  
 

 

本リーフレットに掲載しているような「在日韓国・朝鮮人の人権」について深く考えていくには、歴史的な事実

や背景にもふれながら、「今を生きる当事者のくらしや環境」に意識を向けていくことが必要です。 

そのことは、人権尊重の意義とともに異文化理解や多文化共生に関する「理解と認識」を深める学びにつながる

と考えています。決して、当時の戦争に関する是非を問い合い、お互いの行為を責め合うといった「国家間におけ

る歴史認識の相違や政治的な問題」について話題を提供したり、議論を求めたりしているわけではありません。 

また、本リーフレットでは、松本市における取組をもとに「感じ 考え 行動する人権教育」

を推進するための効果的な学び方や具体的な手だてについて示しています。

人権教育リーダーの皆さんが、本リーフレットを参考にしながら、自分たちの地域 

課題につながる「ひと・もの・こと」を教材化し、地域に根ざした人権教育を意欲 

的かつ情熱的に推進していただけることを期待しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
本県では、地域ぐるみの人権教育を推進するための「共通教材」として、「人権教育 

リーフレット 」を作成しています。 

昨年度は「中野市の草つき穴」を、今年度は「松本市の地下軍事工場跡」を教材化し、 

地域課題を自分事として考えていくための学び方や学習展開例等を具体的に掲載して 

います。 

また、本リーフレットは、県内の小・中・高等学校や各市町村に広く配布し、「地域 

ぐるみの人権教育」を推進するための“下地づくり”に役立てていただいています。 

今年度の「人権教育リーフレット ２」では、当時の地下軍事工 

場における強制労働の史実に目を向けながら、今日的な「外国籍住民の人権」について 

語り合ったり考え合ったりする「地域ぐるみの学び合い」を紹介しています。 

 

           

「学校と地域社会が連携・協力しながら推進する人権教育」の必要性については、人権つうしん46号 に

記載しましたが、学校・家庭・地域が一体となった「地域ぐるみの人権教育」を活性化していくためには、具体的

にどのようにしていったらよいのでしょうか。 

それには様々なアプローチが考えられますが、具体例の一つとして、学校・家庭・地域が 

「共通教材」を拠り所にして協同的に学び合う取組があります。「共通教材」というのは、 

地域が抱えている人権課題（地域課題）につながる「ひと 」

「もの 」「こと 」に目を向けながら、学校・家

庭・地域が人権に関わる学びを共有するために教材化した学習教材（地域教材）です。 

           

「人権教育リーフレット ２」は、人権教育リーダー（学校や地域における人権教育推進役・

担当者）が地域課題の一つである「外国籍住民の人権」に焦点を当て、住民が抱えている事実や背景について見つ

め合い、多文化共生の地域づくりをめざすための「手引き書」です。 

本リーフレットの中では、「共通教材（＝里山辺地下軍事工場跡を教材化したもの）」を 

起爆剤（きっかけ）として、「外国籍住民の人権」に関する学習を展開しています。 

里山辺地下軍事工場跡 

http://sozaishu.up.d.seesaa.net/sozaishu/image/022720E383ADE383BCE38380E383B3E382BBEFBC8FMangles20Sunray.gif?d=
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A8vY8wNT3NtQ38oAPKqDTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=1e7lmqiif/EXP=1356686867/**http:/rd.yahoo.co.jp/search/direct/isearch/%CC%B5%CE%C1%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8+%BB%D2%A4%C9%A4%E2/%CC%B5%CE%C1%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8+%BB%D2%A4%C9%A4%E2/*http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E5%AD%90%E3%81%A


        

        

(３)  平成２６年（2014年）５月２日       人  権  つ  う  し  ん                第４７号  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

［ ］ 

地域課題に関係する史跡や施設を訪れたり、地域課題に精通する専門家や当事者 

と出会い交流したりするなど、実感を伴う体験活動（実体験）から一連の「学習サ 

イクル」をスタートします。実体験は、学習者の人権感覚を形づくる「原体験」で 

あると同時に 感じ 考え 行動する 人権教育の「原動力」にもなる大切な営みです。 

ここでは、地下軍事工場跡を実際に見学したり、強制労働調査団の方々から「当 

事者に対する聞き取り調査」に基づく貴重なお話を伺ったりしています。 
 

［ ］ 

実体験の中で生じた思いや考えを、学習者同士が伝え合ったり、当事者や地域の 

関係者などを交えて語り合ったりし、自分の見方や考え方をふり返る場・機会を設 

定します。これまでの自分の中にあった偏見や差別心に気づいたり、自分の見方や 

考え方を更新したりする大事な場面です。 

ここでは、様々な方（キーパーソン）と対話し、強制労働による人権侵害の事実 

と向き合い、「基本的な人権」そのものについて見つめ返しています。 
 

［ ］ 

学習したことを「自分事」として受け止め、日常の事象と照らし合わせたり、身の回りの出来事と関係づけたり

しながら、「人権を尊重し合う社会づくり」に向けて必要なことを見出していきます。 

ここでは、自分たちの地域に住んでいる外国籍住民の生活や環境、心情などに目を向けて考え合っています。 

 

 

 
 

 

 

地域住民一人一人 が地域課題に関心を持ち、課題の解決に向けた学び合い（学びの共有化）

を実現するために、人権教育リーダーは、次のことを重点にして取り組むことが必要です。 

           
 

人権教育リーダーには、「地域ぐるみの人権教育」を積極的に推進することが求められています。 

学校・家庭・地域が協同して学習を進めたり、地域課題を共有しながら学び合ったりすることで、 

子どもから大人までの一貫した人権教育（系統的な人権教育）の活性化が図られます。 

           

人権に関する学習は、「実体験→対話→ふり返り→関係づけ→活かす」といった一連の「学習サイクル」に基づ

いて展開すると、それぞれの人権課題について、より切実感をもって受け止められるようになると 

言われていますが、具体的にはどのように進めていったらよいのでしょうか。 

「人権教育リーフレット ２」を例に紹介します。 

 

【人権教育リーダーの役割】［ ］ 

○地域課題を取り上げた共通教材を準備します。 

○「学校」の授業や「地域」の学習会で共通教材をもとに学習を進めたり 

「家庭」でも話題にしたりできるように支援します。 

○地域行事の中で発表する場を設けたり、広報紙で発信したりするなど、 

「学校」「家庭」「地域」が学習の様子を共有できるように工夫します。 

共通教材 

実体験 

http://sozaishu.up.d.seesaa.net/sozaishu/image/022720E383ADE383BCE38380E383B3E382BBEFBC8FMangles20Sunray.gif?d=


        

 第４７号             人  権  つ  う  し  ん      平成２６年（2014年）５月２日    (４)    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「
明
日
は 

ち
ょ
っ
と
だ
け  

が
ん
ば
れ
る
気
が
す
る
」 

 先
日
、
Ｅ
さ
ん
の
母
親
か
ら 

一
通
の
手
紙
が
届
き
ま
し
た
。 

Ｅ
さ
ん
は
、
七
年
前
、
私
が
あ
る
小
学
校
で

一
年
生
の
担
任
を
し
て
い
た
時
の
教
え
子
で
し

た
。 母

親
の
手
紙
に
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
綴
ら
れ

て
い
ま
し
た
。 

 

娘
は
、
今
年
、
中
学
生
に
な
り
ま
し
た
が
、 

な
か
な
か
学
校
や
教
室
に
馴
染
め
ず
、
疲
れ
が 

た
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
、
時
々
学
校
を
欠
席
し 

て
い
ま
す
。 

そ
ん
な
娘
が
、
突
然
、
母
親
の
私
に
「
こ
れ

を
読
ん
で
ほ
し
い
」
と
言
う
の
で
す
。 

そ
れ
は
、
小
学
校
一
年
生
の
時
に
、
ク
ラ
ス

の
友
だ
ち
や
先
生
と
い
っ
し
ょ
に
、
毎
日
読
み

合
っ
て
い
た
絵
本
教
材
『
ず
ー
っ
と 

ず
っ
と  

だ
い
す
き
だ
よ
』
で
し
た
。 

何
年
か
ぶ
り
に
読
み
ま
し
た
。
娘
は
、
布
団

の
中
に
う
ず
く
ま
っ
た
ま
ま
聞
い
て
い
ま
し

た
。 や

が
て
、
娘
は
、
真
っ
赤
に
な
っ
た
目
を
こ

す
り
な
が
ら
、
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。 

「『
ず
う
っ
と
、
ず
っ
と
、
だ
い
す
き
だ
よ
』
っ

て
、
や
っ
ぱ
り
い
い
。
魔
法
の
言
葉
だ
よ
。 

明
日
は
〝
ち
ょ
っ
と
だ
け
〟
が
ん
ば
れ
る
気
が

し
て
き
た
」

そ
う
つ
ぶ
や
い
た
娘
は
、
今

あ
る
自
分
を
確
か
め
る
よ
う
に
、
両
手
で
自
分

の
体
を
抱
き
し
め
て
い
ま
し
た
。 (

以
下
略) 

 

絵
本
『
ず
ー
っ
と 

ず
っ
と 

だ
い
す
き
だ
よ
』 

は
、

当
時
の
子
ど
も
た
ち
が
い
っ
し
ょ
に
暮 

ら
し
て
い
た
「
ミ
ニ
ブ
タ
さ
ん
」
と
の
別
れ
を
迎 

え
て
い
く

そ
の
別
れ
と
対
峙
す
る
中
で
、
み 

ん
な
で
何
度
も
読
み
合
っ
た
本
で 

し
た
。 

 

私
は
、
当
時
の
授
業
の
中
で
、 

ミ
ニ
ブ
タ
と
の
別
れ
を
覚
悟
し
た 

Ｅ
さ
ん
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
語
っ 

て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

 

「『
ず
ー
っ
と 

ず
っ
と 

だ
い
す
き
だ
よ
』
っ
て

ね
、
ミ
ニ
ブ
タ
さ
ん
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
と

し
て
も
、「
気
持
ち
」
は
い
つ
も
こ
こ
に
あ
る
ん

だ
よ
。
そ
の
「
気
持
ち
」
は
ね
、
こ
れ
か
ら
悲
し

い
こ
と
や
辛
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
絶
対
に
負
け

ち
ゃ
だ
め
だ
よ
。
私
も
が
ん
ば
る
か
ら
、
み
ん
な

も
が
ん
ば
っ
て
ね
。
そ
う
い
う
応
援
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
よ
う
な
気
が
す
る
よ
…
」 

 

あ
の
時
、
そ
う
語
っ
た
Ｅ
さ
ん
の
「
心
の
振
動
」

は
何
だ
っ
た
の
か
。
傍
ら
に
い
た
私
は
、
Ｅ
さ
ん

の
内
な
る
思
い
を
丸
ご
と
受
け
止
め
て
い
た
だ

ろ
う
か
。 

今
、
問
い
返
し
て
い
る
自
分
が
い
ま
す
。 

 

◇｢

自
分
を
大
切
に
す
る
と
と
も
に

  
 

「
ず
ー
っ
と 

ず
っ
と 

だ
い
す
き
だ
よ
」       

 

エ
ル
フ
の
こ
と
を
話
し
ま
す
。 

エ
ル
フ
は
世
界
で
一
番
素
晴
ら
し
い
犬
で
す
。 

僕
た
ち
は
一
緒
に
大
き
く
な
っ
た
。 

で
も
エ
ル
フ
の
方
が
、
ず
っ
と
早
く
、
大
き
く
な
っ
た
よ
。 

僕
は
、
エ
ル
フ
の
温
か
い
お
腹
を
い
つ
も
枕
に
す
る
の
が
好
き
だ
っ

た
。 

そ
し
て
、
一
緒
に
夢
を
見
た
。 

エ
ル
フ
と
僕
は
毎
日
一
緒
に
遊
ん
だ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

エ
ル
フ
は
年
を
と
っ
て
、
寝
て
い
る
こ
と
が
多
く
な
り
、 

散
歩
を
い
や
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
僕
は
と
て
も
心
配
し
た
。 

間
も
な
く
エ
ル
フ
は
階
段
も
昇
れ
な
く
な
っ
た
。 

僕
は
、
エ
ル
フ
に
柔
ら
か
い
枕
を
や
っ
て
、
寝
る
前
に
は
、
必
ず
、 

「
エ
ル
フ
、
ず
ー
っ
と
、
だ
い
す
き
だ
よ
。
」
っ
て
言
っ
て
や
っ
た
。 

エ
ル
フ
は
き
っ
と
分
か
っ
て
く
れ
た
よ
ね
。 

 

あ
る
朝
、
目
を
覚
ま
す
と
、
エ
ル
フ
が
死
ん
で
い
た
。 

夜
の
間
に
死
ん
だ
ん
だ
。
僕
た
ち
は
、
エ
ル
フ
を
庭
に
埋
め
た
。 

み
ん
な
泣
い
て
肩
を
抱
き
合
っ
た
。 

兄
さ
ん
や
妹
も
、
エ
ル
フ
が
大
好
き
だ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

い
つ
か
、
僕
も
、
ほ
か
の
犬
を
飼
う
だ
ろ
う
し
、 

子
猫
や
金
魚
も
飼
う
だ
ろ
う
。 

何
を
飼
っ
て
も
、
毎
晩
、
き
っ
と
言
っ
て
や
る
ん
だ
。 

「
ず
ー
っ
と
、
ず
っ
と
、
だ
い
す
き
だ
よ
。
」 

っ
て
。 

 

（
絵
本
「
ず
ー
っ
と 

ず
っ
と 

だ
い
す
き
だ
よ
」
よ
り
一
部
抜
粋
） 

http://4.bp.blogspot.com/-piPWJlRYOIo/UUhH7Pfy1rI/AAAAAAAAO5k/4JfvOTxND24/s1600/mail.png


  
 

       

(５)  平成２６年（2014年）５月２日         人  権  つ  う  し  ん             第４７号  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     
 

    

   

Ｆ
区
の
公
民
館
の
屋
根
の
補
修
に
つ
い
て
、
区
の
役

員
で
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。 

 

Ａ
さ
ん 

「
い
く
ら
ぐ
ら
い
か
か
る
見
通
し
だ
ね
。」 

区 

長 

「
見
積
額
は
、
○
○
円
と
な
っ
て
い
る
が
、 

そ
の
う
ち
○
○
円
は
村
で
補
助
し
て
く
れ 

る
そ
う
だ
。
あ
と
の
お
金
は
ど
う
し
た
ら 

い
い
だ
ろ
う
ね
。」 

Ｂ
さ
ん 

「
足
り
な
い
お
金
は
寄
付
を
お
願
い
し
た
ら 

ど
う
だ
ろ
う
。
昔
か
ら
の
家
も
あ
る
し
、 

あ
の
家
は
名
門
だ
か
ら
…
。」 

 

二
、
三
人
の
賛
成
者
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

Ｂ
さ
ん 

「
○
○
さ
ん
の
家
は
本
家
だ
か
ら
、
た
く
さ 

ん
寄
付
し
て
く
れ
そ
う
だ
し
、
私
の
家
だ 

っ
て
、
そ
れ
な
り
に
出
し
て
も
い
い
。」 

 

こ
の
意
見
に
み
ん
な
が
賛
同
し
か
け
ま
し
た
。 

そ
の
時
で
す
。 

今
ま
で
黙
っ
て
聞
い
て
い
た 

Ｋ
さ
ん
が
口
を
開
き
ま
し
た
。 

 

Ｋ
さ
ん 

「
そ
の
よ
う
な
寄
付
金
の
集
め
方
に
は
、
問 

題
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
…
。」 

Ｃ
さ
ん 

「
だ
け
ど
、
い
つ
も
そ
う
や
っ
て
き
た
ん
だ 

か
ら
、
そ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
。」 

「
あ
の
家
は
名
門
だ
か
ら
…
」 

 
 

寄
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
、

強
制
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
各
自
の
自
由
意
志
で

行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
反
し

た
問
題
点
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。 

「
あ
の
家
で
こ
れ
だ
け
出
し
て
い
る
な
ら
、
う
ち

で
は
こ
の
く
ら
い
出
さ
な
け
れ
ば
…
。」
と
い
う
よ

う
な
意
識
の
中
に
、
家
柄
や
格
式
、
序
列
、
本
家

と
分
家
の
関
係
な
ど
の
よ
う
な
因
習
や
し
き
た
り

が
絡
ん
で
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
集
め
る
側
が
、
そ
の
意
識
を
巧
み
に
利

用
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
寄
付
者
名
簿
の
最
初
に
高
額
寄
付
者
の

名
前
と
金
額
を
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
と
に

続
く
寄
付
者
も
仕
方
な
く
そ
の
金
額
に
な
ら
っ
て

寄
付
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
集
め
方
を
し
た
り
、

寄
付
金
の
額
が
描
か
れ
た
名
札
を
、
高
額
順
に
公

民
館
の
中
に
掲
示
し
た
り
す
る
の
も
、
問
題
で
す
。 

 

そ
こ
に
は
以
前
か
ら
あ
る
、
家
の
序
列
や
上
下

関
係
の
意
識
が
強
く
働
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
残
し
、
助
長
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

「
昔
か
ら
そ
う
だ
っ
た
」
と
か
「
み
ん
な
が
や
っ

て
い
る
か
ら
」
と
い
う
考
え
が
あ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
因
習
を
残
し
て
き
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。 

子どもたちの豊かな学びと健全な育成の充実を図るためには、学校・家庭・地域が 

それぞれの役割を自覚し、連携・協力しながら、地域社会全体で子どもたちの育ちを支

援していくことが大切です。【文部科学省「第三次とりまとめ」より】 

そのために、みんなが「共通の学習資料」 にふれて、あち

らこちらで話題にしていくことにより、学校・家庭・地域が協働し、人権教育を推進す

るための環境の下地をつくってみてはいかがでしょうか。 

 
 

私
た
ち
の
身
の
回
り
に
は
、
古
い
因
習
や
習
慣

が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
中
に
は
、
今
後
へ
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
伝
統
文
化
も
あ
り
ま
す
が
、
不
合
理
な

問
題
や
差
別
性
を
含
ん
だ
問
題
も
あ
り
ま
す
。 

私
た
ち
は
、
生
活
の
中
で
改
め
た
方
が
よ
い
と

思
い
な
が
ら
、「
昔
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
だ
か

ら
」「
み
ん
な
が
そ
う
し
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
こ

と
で
、
引
き
継
い
で
き
て
い
る
こ
と
を
反
省
し
て

み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
勇
気
を
も
っ

て
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
事
例
を
も
と
に
、
地
域
の
一
員
と
し
て
、

ど
う
受
け
止
め
、
ど
う
対
応
し
て
い
っ
た
ら
よ
い

の
か
考
え
る
契
機
に
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。 

ま
た
、
未
来
の
地
域
を
担
う
子
ど
も
た
ち
と
の

対
話
を
積
極
的
に
行
い
、（
事
例
中
の
）「
問
題
が

あ
る
と
思
う
け
れ
ど
…
」
と
感
じ
て
い
る
Ｋ
さ
ん

の
意
見
に
つ
い
て
、
身
近
な
出
来
事
に
照
ら
し
な

が
ら
考
え
合
っ
て
み
る
の
も
よ
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 
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「
満
蒙
開
拓
平
和
記
念
館
を
訪
ね
て
」 

 

一 

満
蒙
開
拓
団
と
は 

満
蒙
開
拓
団
と
は
、
中
国
東
北
地
方
に
か
つ
て
十
三
年
間
だ
け
存
在
し
た
「
満
州
国
」

に
、
日
本
全
国
か
ら
渡
っ
て
い
っ
た
農
業
移
民
の
方
々
で
す
。
そ
の
数
約
二
十
七
万
人
。

昭
和
恐
慌
で
疲
弊
し
て
い
た
農
村
の
土
地
対
策
と
人
減
ら
し
、
そ
れ
に
ソ
連
か
ら
の
防
衛

と
現
地
軍
隊
へ
の
物
資
の
供
給
と
い
っ
た
軍
事
目
的
が
合
致
し
国
策
と
し
て
進
め
ら
れ
た

も
の
で
す
。
満
州
日
日
新
聞
社
発
行
「
移
住
の
栞 

満
州
は
拓
く
」
に
は
、「
満
州
に
お
い

て
二
十
町
歩
の
自
作
農
と
な
り
希
望
に
満
ち
た
生
活
が
出
来
る
の
で
す
」「
農
村
の
人
々
、

こ
と
に
農
家
の
二
男
三
男
で
、
日
本
内
地
に
い
て
も
前
途
に
光
明
を
み
と
め
る
こ
と
の
出

来
な
い
青
少
年
は
、
直
ち
に
志
を
満
州
に
馳
せ
わ
が
国
策
遂
行
上
の
一
員
と
な
る
べ
き
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
と
農
村
の
若
者
を
対
象
に
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。「
お
国
の

た
め
に
」
と
国
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
こ
の
政
策
。
良
い
事
ば
か
り
が
並
ん
で
い
る

言
葉
を
自
分
自
身
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
し
て
、
住
み
慣
れ
た
故
郷
を
後
に
し
た
人
が

多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

二 

満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
軍 

満
蒙
開
拓
団
と
し
て
海
を
渡
っ
た
の
は
大
人
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時

数
え
年
で
十
六
～
十
九
歳
の
青
少
年
も
対
象
に
な
っ
た
の
で
す
。
当
時
配
ら
れ
た
青
少
年

義
勇
軍
募
集
チ
ラ
シ
は
、
漫
画
の
よ
う
な
体
裁
で
青
少
年
の
誰
が
読
ん
で
も
わ
か
る
よ
う

に
、
易
し
く
短
い
言
葉
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
満
州
国
を
助
け
守
る
た
め
に
日
本
が
力
を

貸
し
て
い
る
こ
と
、
立
派
な
日
本
人
を
送
っ
て
開
拓
す
る
こ
と
を
日
本
政
府
が
約
束
し
た

こ
と
な
ど
で
す
。
さ
ら
に
「
と
び
出
せ
大
陸
へ
」「
家
の
為
に
も
国
の
為
に
も
必
要
な
の
で

す
」
と
進
ん
で
参
加
す
る
事
へ
の
意
義
を
訴
え
る
文
言
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
戦
時
中
、

満
蒙
開
拓
団
と
と
も
に
「
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
軍
」
に
お
い
て
も
送
出
数
全
国
一
位
だ

っ
た
長
野
県
。
当
時
の
国
策
と
は
言
え
多
数
の
少
年
達
を
満
州
に
送
っ
た
そ
の
背
景
に
は
、

信
濃
教
育
会
を
中
心
と
す
る
教
師
た
ち
の
送
出
運
動
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
裏
付

け
る
よ
う
な
言
葉
が
、
黒
板
で
説
明
す
る
先
生
を
描
い
た
マ
ン
ガ
と
と
も
に
チ
ラ
シ
に
こ

う
書
か
れ
て
残
っ
て
い
ま
し
た
。「
学
校
で
先
生
か
ら
お
話
が
あ
っ
た
で
せ
う
」
と
。 

三 

入
植
、
そ
し
て
敗
戦
と
引
揚
げ 

 

開
拓
団
が
入
植
し
た
土
地
の
中
に
は
既
に
現
地
の
農
民
が
耕
作
し
て
い
る
土
地
を
安
く

買
収
し
、
強
制
的
に
立
ち
退
か
せ
た
も
の
も
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。
開
拓
と
は
い
え
実
際
に

開
拓
し
た
人
は
少
な
く
、
現
地
の
人
に
し
て
み
れ
ば
多
く
の
開
拓
団
は
自
分
た
ち
の
土
地
を

奪
う
侵
略
者
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

そ
の
た
め
、
敗
戦
と
と
も
に
引
揚
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
開
拓
団
の
運
命
は
悲
惨
な
も
の
で

し
た
。
ま
た
、「
行
け
若
人
」
と
送
り
出
さ
れ
た
義
勇
隊
の
青
少
年
達
も
終
戦
時
の
現
役
の

訓
練
生
約
二
万
二
千
人
の
う
ち
三
千
二
百
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

運
良
く
引
揚
げ
る
こ
と
が
で
き
た
方
々
の
体
験
談
を
綴
っ
た
証
言
集
に
は
、「
野
ざ
ら
し
」

「
現
地
の
暴
動
」「
極
寒
の
収
容
所
」「
集
団
自
決
」「
石
で
額
を
殴
り
合
う
」
と
過
酷
な
体

験
を
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
見
出
し
が
続
き
ま
す
。
何
の
罪
も
な
い
子
ど
も
た

ち
の
命
が
目
の
前
で
簡
単
に
奪
わ
れ
て
い
っ
た
事
実
、
ま
た
我
が
子
の
命
を
自
ら
の
手
で
奪

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
実
な
ど
、
戦
争
と
い
う
狂
気
の
中
で
起
こ
っ
た
考
え
ら
れ
な

い
悲
劇
に
つ
い
て
淡
々
と
語
ら
れ
て
い
る
一
言
一
言
。
思
い
出
し
た
く
な
い
出
来
事
に
日
々

向
き
合
い
生
き
て
こ
ら
れ
た
方
々
が
、
そ
れ
で
も
私
た
ち
に
語
り
残
そ
う
と
し
て
い
る
こ

と
。
そ
れ
は
「
親
と
し
て
こ
れ
以
上
の
苦
し
み
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
ん
な
こ
と
は
も
う

二
度
と
起
き
て
は
い
け
な
い
。」
と
い
う
強
い
願
い
だ
と
思
い
ま
す
。 

四 

ま
と
め 

―
前
事
を
忘
れ
ず
、
後
事
の
教
訓
と
す
る
― 

終
戦
か
ら
約
七
十
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
戦
争
体
験
を
語
れ
る
方
々
が
八
十
～
九
十
代
と
高

齢
に
な
っ
て
い
ま
す
。
教
科
書
で
学
ぶ
史
実
を
、
体
験
さ
れ
て
き
た
方
々
が
一
個
人
と
し
て

語
ら
れ
る
言
葉
で
、
そ
し
て
、
直
接
人
か
ら
学
べ
る
機
会
は
も
う
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
の
身
の
回
り
に
あ
る
（
も
の
）、
地
域
に
残
さ
れ
て
い
る
（
も
の
）

か
ら
、
人
へ
と
つ
な
い
で
、
子
ど
も
達
に
『
あ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
あ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

が
教
え
て
く
れ
た
こ
と
』
と
い
う
学
び
に
す
る
こ
と
が
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
の
一
例
だ
と

思
い
ま
す
。 

「
こ
の
塔
の
少
年
は
、
働
く
手
を
休
め
、
ど
こ

を
見
つ
め
何
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
そ

う
問
わ
れ
た
時
に
答
え
を
持
っ
て
い
る
自
分
で

あ
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 

 記憶が失われる前に ２ 

満蒙開拓 

青少年義勇軍 

「少年の塔」 
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学
校
生
活
で
、
子
ど
も
同
士
の
会
話
に

加
わ
っ
て
い
る
が
「
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
」

「
表
情
が
少
し
さ
え
な
い
」
と
感
じ
ら
れ

る
子
ど
も
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
ま
す
。

教
師
は
「
ど
う
か
し
た
の
」「
何
か
あ
っ
た

の
」
と
気
遣
い
、
声
を
か
け
ま
す
が
、「
今

日
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
」「
集
団
の

中
に
入
っ
て
い
る
か
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
」

と
い
う
思
い
か
ら
子
ど
も
の
思
い
を
十
分

に
理
解
で
き
な
い
ま
ま
過
ご
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
笑
顔

で
学
校
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ

う
な
「
気
が
か
り
な
子
ど
も
」
に
も
視
点

を
あ
て
た
日
常
的
な
支
援
が
必
要
で
す
。 

そ
こ
で
、
す
べ
て
の
子
ど
も
が
笑
顔
に

な
る
た
め
に
、「
気
が
か
り
な
子
ど
も
」
へ

の
支
援
の
あ
り
方
を
探
っ
た
Ｓ
小
学
校
の

Ｏ
先
生
の
実
践
を
紹
介
し
ま
す
。 

   

５
年
生
担
任
の
Ｏ
先
生
は
以
前
か
ら
、

授
業
や
休
み
時
間
で
の
様
子
か
ら
、
Ｙ
さ

ん
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
Ｙ

さ
ん
は
、
級
友
の
中
に
い
る
時
、
自
分
か

ら
話
す
こ
と
が
少
な
い
の
で
す
が
、
級
友 

の
話
に
頷
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
な
の

で
、
こ
の
ま
ま
様
子
を
み
て
い
こ
う
と
思

い
、
Ｙ
さ
ん
へ
の
支
援
に
向
け
て
動
き
だ

そ
う
と
ま
で
は
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。 

七
月
に
実
施
し
た
Ｑ
―
Ｕ
検
査
の
結
果

で
、
Ｙ
さ
ん
は
学
級
不
満
足
群
に
属
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。 

改
め
て
、
Ｏ
先
生
は
、
Ｙ
さ
ん
の
表
情

や
言
動
を
つ
ぶ
さ
に
と
ら
え
て
い
き
ま
し

た
。
Ｙ
さ
ん
は
、
級
友
の
会
話
か
ら
距
離

を
お
い
て
話
を
聞
い
て
い
る
こ
と
や
級
友

の
会
話
の
輪
の
中
に
い
て
も
、
級
友
の
話

に
頷
い
て
い
る
こ
と
が
多
く
、「
自
分
か
ら

積
極
的
に
級
友
に
か
か
わ
っ
た
り
伝
え
た

り
す
る
場
面
が
あ
ま
り
な
い
」
と
、
以
前

か
ら
感
じ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
今
で
も

続
い
て
い
る
こ
と
が
み
え
て
き
ま
し
た
。 

そ
こ
で
、
Ｏ
先
生
は
、
道
徳
の
時
間
で

構
成
的
グ
ル
ー
プ
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
「
ア

ド
ジ
ャ
ン
足
し
算
ト
ー
ク
」
と
い
う
エ
ク

サ
サ
イ
ズ
に
よ
る
人
間
関
係
づ
く
り
の
授

業
を
構
想
し
ま
し
た
。 

   

「
ア
ド
ジ
ャ
ン
足
し
算
ト
ー
ク
」
を
始

め
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
さ
ん
は
「
自
分
の
い
い

と
こ
ろ
」「
う
れ
し
か
っ
た
思
い
出
」
な
ど

テ
ー
マ
が
決
ま
っ
て
も
、
周
り
の
み
ん
な

に
遠
慮
し
て
、
グ
ル
ー
プ
の
中
で
最
後
の

方
に
発
表
し
て
い
ま
し
た
。
あ
ま
り
自
分 

 

の
事
を
語
り
た
く
な
い
様
子
が
伺
え
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
「
自
分
が
恥
ず
か
し
か
っ
た

こ
と
」
の
テ
ー
マ
が
当
た
る
と
、
Ｙ
さ
ん 

は
、
真
っ
先
に
手
を
挙
げ
、 

次
の
よ
う
に
発
表
し
ま
し
た
。 

「
校
庭
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
き
、
ロ
ー
タ

リ
ー
の
す
み
で
転
ん
で
、
す
ね
を
打
っ
て

痛
か
っ
た
。（
け
が
を
し
た
所
を
見
せ
な
が

ら
）
近
く
に
友
だ
ち
が
い
て
、
見
ら
れ
て

し
ま
い
恥
ず
か
し
か
っ
た
」 

 

Ｙ
さ
ん
は
、
自
分
の
よ
さ
を
語
る
こ
と
に

は
自
信
が
持
て
ず
に
い
ま
し
た
。
恥
ず
か
し

い
こ
と
な
ら
ば
、
自
ら
の
体
験
を
も
と
に
具

体
的
に
話
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。 

Ｙ
さ
ん
の
話
を
聴
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、

す
ぐ
に
自
分
の
体
験
や
痛
か
っ
た
思
い
を

重
ね
て
語
り
始
め
ま
し
た
。
Ｙ
さ
ん
は
、
自

分
の
気
持
ち
を
伝
え
ら
れ
、
分
か
っ
て
も
ら

っ
た
こ
と
を
感
じ
た
よ
う
で
、
そ
の
様
子
を

う
れ
し
そ
う
に
見
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
の

「
今
、
欲
し
い
も
の
」
で
は
、「
自
分
の
部

屋
が
欲
し
い
」
と
語
る
姿
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
Ｏ
先
生
は
、
Ｙ
さ
ん
が
他
の
子
ど

も
た
ち
に
も
自
分
の
こ
と
を
語
っ
て
ほ
し

い
と
願
い
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
を
替
え

て
活
動
を
続
け
ま
し
た
。
Ｙ
さ
ん
は
グ
ル
ー

プ
が
替
わ
っ
て
も
進
ん
で
手
を 

挙
げ
、「
ク
ラ
ス
の
い
い
と
こ 

ろ
」
の
テ
ー
マ
で
は
授
業
中
に 

机
か
ら
落
ち
た
消
し
ゴ
ム
を
拾
っ
て
く
れ
た

友
だ
ち
を
紹
介
す
る
姿
が
あ
り
ま
し
た
。 

Ｙ
さ
ん
は
、
自
分
の
事
を
受
け
止
め
て
く
れ

る
仲
間
が
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
友
だ
ち
が
共

感
し
な
が
ら
話
し
て
く
れ
る
姿
に
喜
び
を
感

じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
安
心
し
な
が
ら
自
分
の

思
い
を
語
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
自
分
の

知
ら
な
か
っ
た
級
友
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
た
う
れ
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。 

ま
た
、
他
の
子
の
話
を
受
け
入
れ
る
心
地
よ

さ
も
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
Ｏ

先
生
の
願
い
が
達
成
さ
れ
た
授
業
と
な
り
ま

し
た
。 

  

十
一
月
に
再
び
Ｑ
―
Ｕ
検
査
を
実
施
し
た

と
こ
ろ
、
Ｙ
さ
ん
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
７
月
の
結

果
と
比
べ
て
、
学
級
満
足
群
に
近
づ
い
て
い
ま

し
た
。
Ｏ
先
生
が
、
Ｙ
さ
ん
へ
の
具
体
的
な
支

援
を
進
め
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｙ
さ
ん
の

Ｑ
―
Ｕ
検
査
に
変
化
が
み
ら
れ 

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

支
援
の
方
向
が
見
い
だ
せ
な 

い
ま
ま
過
ご
し
て
し
ま
う
こ
と 

が
多
い
「
気
が
か
り
な
子
ど
も
」 

で
す
が
、
Ｏ
先
生
の
そ
の
子
を
中 

心
に
す
え
て
、
授
業
を
す
す
め
た
こ
と
が
、
本

人
だ
け
で
な
く
、
学
級
す
べ
て
の
子
ど
も
が
互

い
を
理
解
す
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
す
べ
て

の
子
ど
も
の
笑
顔
を
求
め
続
け
た
Ｓ
小
学
校

Ｏ
先
生
の
実
践
に
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

す
べ
て
の
子
ど
も
が 

笑
顔
に
な
る
た
め
に 

 

Ｙ
く
ん
の
姿
を
見
つ
め
直
す
Ｏ
先
生 

自
分
を
表
現
し
、
受
け
入
れ
る
こ
と
の 

良
さ
を
味
わ
っ
た
Ｙ
さ
ん 

お
わ
り
に 
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運
動
会
ま
で
あ
と
一
週
間
く
ら
い
に
な
っ

た
頃
、
そ
れ
は
完
成
し
ま
し
た
。
模
造
紙
一
枚

に
白
虎
と
鳳
凰
が
向
き
合
い
睨
み
合
っ
て
い

る
絵
。
そ
の
片
隅
に
は
『
真
剣
勝
負
』
の
文
字
。

す
ご
く
迫
力
の
あ
る
も
の
で
し
た
。
妹
の
少
し

で
も
皆
を
応
援
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
す

ご
く
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

私
は
妹
の
絵
と
思
い
に
圧
倒
さ
れ
て
、
私
も

何
か
他
人
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
の

か
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

私
は
今
、
吹
奏
楽
部
に
所
属
し
て
バ
リ
ト
ン

サ
ッ
ク
ス
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
三
年
生
な
の

で
も
う
す
ぐ
引
退
で
す
が
、
私
が
居
な
く
な
っ

た
ら
バ
リ
ト
ン
サ
ッ
ク
ス
は
、
入
っ
た
ば
か
り

の
一
年
生
の
子
一
人
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
な
っ
た
時
に
そ
の
子
が
一
人
で
も
困
ら

な
い
よ
う
に
、
自
分
が
そ
の
子
の
立
場
だ
っ
た

ら
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
教
え
て
ほ
し
い
か
と
い 

う
こ
と
に
気
を
配
り
な
が
ら
、
基 

礎
か
ら
丁
寧
に
教
え
て
い
ま
す
。 

今
ま
で
の
自
分
だ
っ
た
ら
相
手 

の
立
場
に
立
っ
た
教
え
方
は
で 

き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

で
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て 

行
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ 

と
は
、
一
つ
の
大
き
な
変
化
だ
と 

思
い
ま
す
。 

 

他
に
も
、
妹
へ
の
接
し
方
も
変
わ
り
ま
し
た
。

今
ま
で
は
、
私
も
部
活
な
ど
で
疲
れ
て
帰
っ
て

く
る
の
で
、
妹
に
勉
強
を
教
え
て
ほ
し
い
と
言

わ
れ
て
も
、
面
倒
で
あ
ま
り
教
え
て
あ
げ
ま
せ

ん
で
し
た
。
で
も
今
は
、
積
極
的
に
声
を
か
け

て
、
ど
う
や
っ
た
ら
分
か
り
や
す
く
教
え
ら
れ

る
か
気
を
つ
け
な
が
ら
教
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
小
学
校
の
音
楽
会
が
近
い
の
で
、
楽
譜
の

読
み
方
な
ど
も
教
え
て
い
ま
す
。
妹
の
体
調

が
、
少
し
で
も
早
く
良
く
な
っ
て
、
音
楽
会
に

参
加
で
き
れ
ば
良
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

今
回
、
私
は
妹
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
わ

り
ま
し
た
。
自
分
の
権
利
を
主
張
す
る
だ
け
で

な
く
、
他
人
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

な
が
ら
行
動
す
る
こ
と
の
大
切
さ
。
そ
し
て
、

今
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
精
一
杯
や
る
こ
と

の
大
切
さ
。
さ
ら
に
、
物
事
を
悪
い
方
へ
考
え

る
の
で
は
な
く
、
前
向
き
に
と
ら
え
て
努
力
す

る
こ
と
の
大
切
さ
。
こ
れ
ら
を
胸
に
こ
れ
か
ら

行
動
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
私

は
、
お
姉
ち
ゃ
ん
な
の
で
、
妹
の
お
手
本
に
な

れ
る
よ
う
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

会
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。私
は
正

直
な
と
こ
ろ
、
運
動
が
得
意
で
は
な
い
の
で
、

運
動
会
に
参
加
し
な
く
て
も
い
い
妹
の
こ
と

を
少
し
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
て
い
ま
し
た
。そ

し
て
妹
も
、
運
動
が
得
意
で
は
な
い
の
で
、
運

動
会
に
参
加
し
な
い
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。あ
る
時
お
父
さ
ん
が
妹
に 

「
運
動
会
に
出
ら
れ
な
い
の
は
残
念
だ
け
ど
、

ま
だ
来
年
も
あ
る
し
、運
動
得
意
じ
ゃ
な
い
か

ら
、あ
る
意
味
ラ
ッ
キ
ー
だ
と
思
え
ば
い
い
じ

ゃ
ね
ぁ
か
」 

と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
妹
は
、
た
だ

悲
し
そ
う
に 

「
ラ
ッ
キ
ー
だ
な
ん
て
思
っ
た
こ
と
な
い
よ
。

私
が
休
め
ば
、係
の
仕
事
だ
っ
て
誰
か
が
私
の

分
も
や
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
く
な
っ
て
、皆
に

迷
惑
か
け
ち
ゃ
う
。
今
、
私
が
少
し
で
も
皆
の

た
め
に
で
き
る
こ
と
、
考
え
な
く
ち
ゃ
」 

そ
う
言
っ
た
妹
の
話
を
聞 

い
て
、
私
は
び
っ
く
り
し 

ま
し
た
。
と
て
も
そ
ん
な 

答
え
が
返
っ
て
く
る
と
は 

想
像
で
き
な
か
っ
た
か
ら 

で
す
。 

次
の
日
か
ら
妹
は
三
十 

八
度
の
熱
が
あ
り
、
ぜ
ん 

そ
く
も
出
て
い
る
の
に
、 

毎
日
コ
ツ
コ
ツ
と
部
屋
で 

何
か
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。 

他
人

ひ

と

の
た
め
に
で
き
る
こ
と 

 

私
に
は
病
弱
な
妹
が
一
人
い
ま
す
。
全
て

に
お
い
て
私
と
は
正
反
対
な
妹
で
す
。
い
つ

で
も
自
分
の
こ
と
よ
り
他
人
の
こ
と
を
優
先

し
て
考
え
て
、
行
動
に
移
し
て
き
ま
し
た
。

私
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ま
ず
自
分
の
気

持
ち
を
優
先
し
て
考
え
て
し
ま
い
、
他
人
の

こ
と
を
考
え
る
の
が
後
回
し
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
私
の
考
え
方
を
変
え
さ
せ
た

の
は
妹
の
あ
る
行
動
で
し
た
。 

妹
に
は
、
ぜ
ん
そ
く
と
重
度
の
ア
レ
ル
ギ

ー
が
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
去
年
の
今
頃
か

ら
体
調
が
ど
ん
ど
ん
悪
く
な
り
、
学
校
に
も

あ
ま
り
行
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
毎
日
の
よ

う
に
病
院
に
通
い
、
胃
カ
メ
ラ
の
よ
う
な
つ

ら
い
検
査
も
受
け
ま
し
た
。
病
気
を
治
す
た

め
に
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
い
る
の
に
、
熱
は

全
然
下
が
っ
て
こ
な
い
し
、
腹
痛
や
じ
ん
ま

し
ん
も
良
く
な
ら
ず
、
つ
ら
い
日
々
が
続
き

ま
し
た
。
そ
ん
な
日
々
の
中
で
運
動
会
が
近

づ
い
て
来
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
妹
は
、
運
動 

「
他
人

ひ

と

を
理
解
し
よ
う
」「
他
人

ひ

と

を
大
切
に

し
よ
う
」
と
い
っ
た
人
権
意
識
は
、
彩
希
さ

ん
の
姿
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
実
践
的
行

動
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

ま
ず
は
〝
い
ま 

こ
こ
か
ら 

自
分
か
ら
〟

始
め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。 

表彰式の様子 
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最
優
秀
賞
》
ち
ゃ
ん
と
し
た
お
姉
ち
ゃ
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 私
に
は
四
つ
下
の
妹
が
い
ま
す
。
今
、
小
学
校
一
年
生
で
す
。 

私
は
ち
ょ
っ
と
し
た
事
で
お
こ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

例
え
ば
、
私
の
物
を
な
く
し
た
り
す
る
と
「
こ
ら
っ
」
と
お

こ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
お
父
さ
ん
に
も
、「
も
う
少
し
お
姉
ち
ゃ

ん
な
ら
優
し
く
な
れ
ば
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
だ
け
ど
、
自
分
の

大
切
な
物
を
な
く
さ
れ
れ
ば
自
分
も
嫌
で
し
ょ
と
、
い
つ
も
心

の
中
で
言
っ
て
い
ま
し
た
。 

私
だ
っ
て
そ
ん
な
に
お
こ
り
た
く
な
い
け
ど
す
ぐ
に
妹
は
お

こ
ら
れ
る
事
を
し
ま
す
。
自
分
で
も
少
し
は
優
し
く
な
ら
な
き

ゃ
と
は
思
う
け
ど
な
か
な
か
優
し
く
注
意
が
で
き
ま
せ
ん
。
私

の
妹
は
す
ぐ
に
泣
き
ま
す
。
そ
の
度
お
こ
ら
れ
る
の
は
私
。
お

こ
ら
れ
て
い
る
時
、
心
の
中
は
悔
し
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で

す
。
私
が
も
う
少
し
優
し
く
な
れ
ば
ち
ゃ
ん
と
言
う
事
を
聞
い

て
く
れ
る
の
か
な
と
、
思
っ
て
い
ま
し
た
。 

あ
る
日
、
私
は
お
父
さ
ん
に
「
も
う
少
し
優
し
く
な
れ
ば
言

う
事
を
聞
い
て
く
れ
る
の
か
な
」
と
聞
き
ま
し
た
。 

す
る
と
お
父
さ
ん
は
、「
聞
い
て
く
れ
る
と
思
う
よ
」
と
言
っ

た
の
で
少
し
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。
そ
の
次
の
日
に
妹
が
私
の
物

を
ま
た
な
く
し
ま
し
た
。
大
声
で
言
お
う
と
し
た
け
れ
ど
、
昨

日
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
優
し
く
、「
ど
こ
に
あ
る
の
？
」
と
聞

く
と
、
妹
は
「
知
ら
な
い
、
だ
か
ら
聞
い
た
ん
じ
ゃ
ん
」
と
言

わ
れ
、
妹
に
は
優
し
く
し
て
も
ダ
メ
な
ん
だ
と
落
ち
こ
み
ま
し

た
。
私
は
何
回
も
「
妹
な
ん
て
い
ら
な
い
」
と
思
う
事
が
あ
り

ま
し
た
。 

で
も
、
私
の
大
切
な
妹
だ
か
ら
「
が
ま
ん
、
が
ま
ん
」
と
言

っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
妹
が
寝
た
後
に
お
父
さ
ん
に
相
談
し
ま
し
た
。「
全
然

言
う
事
を
聞
い
て
く
れ
な
い
。」 

《最優秀賞》   上田市立川辺小学校 

２学年 鈴木穂乃佳さん 

昨年度は〈作文の部〉５５点、〈ポスターの部〉５１４

点の応募がありました。その中から優秀作品を選定しま

した。入賞作品は、ポスターや各種啓発資料等に掲載し

ます。今年度もたくさんの応募をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 〈選考会の様子〉 

 

そ
う
し
た
ら
、
お
父
さ
ん
か
ら
「
妹
は
遊
ん
で
ほ
し
い
ん
だ
よ
」

と
言
わ
れ
、
私
に
は
よ
く
意
味
が
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

次
の
日
の
夕
方
、
昨
日
の
お
父
さ
ん
の
言
葉
を
思
い
出
し
、
妹

に
「
一
緒
に
遊
ぼ
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
す
ご
い
笑
顔
で

「
早
く
行
こ
！
」
と
手
を
取
り
、
と
な
り
の
公
園
の
ブ
ラ
ン
コ
で

一
緒
に
遊
び
ま
し
た
。
帰
る
途
中
に
妹
に
「
あ
り
が
と
う
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。
な
ん
だ
か
す
ご
く
う
れ
し
く
て
、「
ま
た
遊
ぼ
う

ね
」
と
手
を
つ
な
い
で
帰
り
ま
し
た
。
妹
は
、
そ
ん
な
に
私
と
遊

び
た
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
自
分
で
は
な
ん
で
こ
ん
な
事

に
早
く
気
づ
い
て
あ
げ
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
っ
て
、
帰
り
道
思
い

ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
妹
が
言
う
言
葉
使
い
が
て
い
ね
い
に
な
り
ま
し
た
。

な
ん
だ
か
う
れ
し
く
て
私
も
妹
に
優
し
い
言
葉
を
使
っ
て
い
ま

す
。
お
父
さ
ん
に
も
、「
最
近
仲
良
し
だ
ね
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

な
ん
だ
か
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。「
こ
れ
だ
け
で
こ
ん
な

に
仲
良
し
に
な
れ
る
ん
だ
な
あ
」
と
び
っ
く
り
し
て
、
心
が
晴
れ

た
感
じ
が
し
ま
し
た
。 

実
は
、
自
分
も
今
ま
で
妹
に
い
じ
わ
る
の
よ
う
な
言
い
方
を
し

て
い
た
の
に
、
そ
ん
な
事
を
反
省
し
ま
し
た
。 

私
の
家
族
は
、
お
父
さ
ん
と
妹
と
私
の
三
人
。
お
母
さ
ん
は
、

病
気
で
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
天
国
の
お
母
さ
ん
が
私
を
見
て 

「
凜
乃
が
ん
ば
っ
て
る
ね
」 

「
二
人
と
も
優
し
い
心
で
仲
良
く
し
て
る
ね
」
と
言
っ
て
く
れ
る

よ
う
に
が
ん
ば
り
ま
す
。 

 

相
手
に
こ
う
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
、
そ
う
な
ら
な
い
か
ら

と
い
っ
て
自
分
が
イ
ラ
イ
ラ
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
し
て
も

ら
い
た
い
よ
う
に
相
手
に
優
し
く
接
す
れ
ば
、
相
手
も
優
し
く
な

る
！ 

 

私
は
、
妹
か
ら
こ
ん
な
大
切
な
事
を
教
わ
り 

ま
し
た
。
だ
か
ら
、
今
度
こ
そ
ち
ゃ
ん
と
し
た 

お
姉
ち
ゃ
ん
に
な
っ
て
、
仲
良
く
二
人
で
遊
び 

た
い
と
思
い
ま
す
。 

http://1.bp.blogspot.com/-9PikHFCMKS4/UMael-xGhMI/AAAAAAAAH1c/9gEPAq43S4M/s1600/shabondama.png


《同和問題について考えます》 

【講師】山本
やまもと

 英
えい

二
じ

さん 〈信州大学人文学部教授〉 

【演題】「松本領の被差別民のくらしと文化」（仮） 

【内容】永代留書帳から信州松本領の被差別民の具体像を見つめ、 

そこに生きた人々のあり様について考えます。 

  
 

【第１分科会／東信地区からの報告】「地域の素材を学びに ～惟
い

善
ぜん

学校の教材化から見える地域の熱～」   

実践発表者：高瀬
たかせ

 良子
よしこ

さん 〈小諸市人権センター指導員〉 

内容：小諸市の「惟善学校跡地記念広場」の整備に伴い、惟善学校の歴史を掘り起こし、「リーフ 

レットづくり」に尽力された高瀬さん。「部落の子どもに教育を」という村の人々の熱を感 

じながら「リーフレットづくり」に着手された時のエピソードを交えてお話しいただきます。 
 

【第２分科会／南信地区からの報告】「市町村で取り組む社会人権教育指導者の育成」   

実践発表者：三澤
みさわ

 和剛
かずたけ

さん 〈岡谷市教育委員会生涯学習センター社会教育指導員〉    

内容：岡谷市で取り組んでいる社会人権教育リーダーの育成について、研修を受けるだけでなく、実際に 

活動できるようになるにはどうすればよいか、具体的に語っていただきます。  
 

【第３分科会／飯田地区からの報告】「満蒙
まんもう

開拓から考える」   

実践発表者：三沢
みさわ

 亜紀
あ き

さん 〈満蒙開拓平和記念館事務局長〉    

内容：当時の国策である「満蒙開拓」とはなんだったのか その実状（史実と背景）についてお話し 

いただきます。「満蒙開拓」の真実を学びながら、「中国帰国者の人権」に向き合う私たち自身の 

あり方を問い直します。 
 

【第４分科会／中信地区からの報告】「わくわく人権講座『みんなの樹業（授業）』」   

実践発表者：木下
きした

 大輔
だいすけ

さん〈王滝村教育委員会公民館主事〉    

内容：小さな村を支える諸活動、それは、すべて「人権」に裏打ちされています。すべての世代で一緒に 

活動すれば、すべての人に「人権」が行き渡ります。人権の学びを一本の木に例えた「樹業（じゅ 

ぎょう）」の取組を紹介していただきます。 

９・１（月） 

《外国籍住民の人権 

について考えます》 

【講師】李
イ

春
チュ

浩
ノ

 さん  

〈韓国料理「やんちゃ坊」経営 

映画「白磁の人」松本制作委員 

会副代表〉 

【演題】「『白磁の人』浅川巧

そして映画化への歩み」（仮） 

【内容】映画「白磁の人」の主人公の 

生き様にふれながら、在日韓国人が 

抱えている困難や課題を見つめ直し、 

多文化共生のまちづくりに向けて、 

今、何が必要か考え合います。 

＝ 皆さまのご参加をお待ちしています ＝ 

10:30-12:15 

13:20-15:30 

 

※９／１（月）に中南信会場で行われる「分科会」と同様

の内容です。他地域の実践から学び合いましょう。 

10:30-12:15

【第５分科会／北信地区からの報告】 

「地域社会における、連携した人権教育をめざして」  

実践発表者：小林
こばやし

 弘
ひろし

さん 

〈木島平村教育委員会人権推進室 人権同和教育指導員〉 

 湯本
ゆもと

 邦
くに

浩
ひろ

さん〈   〃   主任〉   
 

内容：村内の保育園、小・中学校、高校の異年齢による日常的 

な交流や学社連携の授業、人権子ども会が中心となって 

の活動、多文化共生への取組などを通した「人権を尊重 

した村づくり」に向けての実践から学び合います。 

 

13:20-15:30
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