
 

各  市町村では、人権教育研修会や人権教育学習講座などの機会を設けるとともに、公民館活動や地区 

行事の機会をとらえ、あらゆる差別をなくす実践力を培う、地域ぐるみの人権教育を進めてきました。 

そして、誤った認識や偏見を正し、さらに様々な人権問題に対する関心が高まるなどの成果を上げて 

きました。しかし、研修の進め方が講義や講演、映画・ビデオ視聴等に偏っていたことから、参加者や住民から「また

人権の研修会か。もういい」、「（啓発）映画やビデオに叱られるのはたくさんだ。もうわかった」などというマンネリ化

への批判もあがってきました。このような声から、学習方法が参加者にとって「受け身」の学習であり、自分の生き方

を学んだり、自らの問題として考えたり行動したりする学習になり得ていなかった実態が見えてきます。 
 
これからの人権教育は、人権尊重に対する国際的な潮流も踏まえて、すべての人の人権を尊重し、 

自らが充実した人生を営む生涯学習としての人権教育を基軸に進めなければなりません。そのために 

は、これまでの社会教育の中で培われてきた学習の手法や成果・課題を整理し、参加者一人一人が人

権問題を自分の問題として受け止め、主体的に学び合う学習形態や学習教材を創出していく必要があります。 

そこで、県教育委員会では、「地域教材」による学びの共有化を推進しています。「地域教材」というのは、地域が抱

えている人権課題（地域課題）に焦点を当て、関わりの深い地域素材（ひと・もの・こと）を教材化した「地域に根ざ

した学習教材」です。また、「地域教材」は、実感を伴う体験（現地学習や当事者との交流など）を通して、身近な地域

課題と真摯に向き合い、必要感や切実感をもって学習するための「学びの手だて」としての役割を担っています。 

 
今、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。それには、教育事務所主催の「地域の人権教育ネットワーク整備事業」による研究会や担当者会 

等で、情報交換や情報共有しながら、自分たちの地域に根ざした「地域教材」を作り上げていくこと

が必要です。そして、学校・家庭・地域において、人権教育リーダーを中心に「地域教材」を活用しながら、協同的な

学習を進めていくこと（「地域教材」による学びの共有化）は、子どもから大人までの一貫した人権教育を活性化する

ための“糸口”として重要視されています。 
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＊＊＊「地域教材」による学びの共有化をめざして＊＊＊ 

これまで 

これから 

リーダーの 

役割 

【人権教育リーダーの役割】 

○地域課題を取り上げた地域教材を準備します。 

○「学校」の授業や「地域」の学習会で地域教材を 

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。 

地域教材 

mailto:kokoro@pref.nagano.lg.jp
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「地域教材」を作りたいんだけど、どうしたらいいのかな？ 

「地域教材」が出来上がるまで

 
 

① 住民アンケート（調査）等から 

「地域課題」を明らかにします。 

 

専門家や有識者と対話する 

 

現地を見学する 

 
地域の現状について考え合う 

 

② 「地域課題」に関わりの深い「ひと・もの・こと」について調べます。 

 

③ 「ひと・もの・こと」に含まれる価値を分析し、それらと学習者がどのよう 

に出会ったり、関わったりしていったらよいか考えます。 

 
④ 「人権教育の学びのサイクル 」に 

照らし合わせながら、学びの道筋（学習展開）を構想します。 

 

http://sozaishu.up.d.seesaa.net/sozaishu/image/022720E383ADE383BCE38380E383B3E382BBEFBC8FMangles20Sunray.gif?d=
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２７年（2015年）１月１５日       人  権  つ  う  し  ん               第４８号  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

    

Ｎ
小
学
校
で
体
育
の
授
業
、
４
人
組
で

の
集
団
マ
ッ
ト
運
動
を
参
観
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。
授
業
の
中

で
の
子
ど
も
た
ち
の
ひ
と
言
が
、
私
の
心

に
心
地
よ
く
響
い
た
。 

子
ど
も
た
ち
が
自
分
た
ち
の
チ
ー
ム
の

演
技
を
隣
の
チ
ー
ム
に
見
て
も
ら
う
場

面
、
Ｙ
さ
ん
の
チ
ー
ム
の
子
ど
も
た
ち
が

Ｉ
さ
ん
の
チ
ー
ム
に
声
を
か
け
、
Ｙ
さ
ん

が
Ｉ
さ
ん
の
演
技
を
見
る
役
に
な
っ
た
。 

Ｙ
「
何
見
れ
ば
い
い
？ 

後
転
の
手
？
」 

Ｉ
（
う
な
ず
い
た
後
、
後
転
を
す
る
） 

Ｙ
「
自
分
で
は
ど
う
だ
っ
た
と
思
う
？
」 

Ｉ
「
で
き
た
。」 

Ｙ
「
よ
か
っ
た
よ
。
あ
と
は
、
も
う
少
し

足
を
閉
じ
れ
ば
い
い
よ
。
開
脚
に
見

え
ち
ゃ
う
。」 

Ｉ
「
あ
り
が
と
う
。」 

自
分
の
後
転
に
つ
い
て
Ｙ
さ
ん
か
ら
ア

ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
た
Ｉ
さ
ん
は
、
ご
く

自
然
に
「
あ
り
が
と
う
」
の
言
葉
を
発
し

た
。
決
し
て
大
き
な
声
で
は
な
か
っ
た
が
、

そ
の
ひ
と
言
が
い
つ
ま
で
も
私
の
心
に
残

っ
た
。 

自
分
た
ち
の
た
め
に
、
練
習
を
止
め
て

見
に
来
て
く
れ
た
Ｙ
さ
ん
に
お
礼
の
言
葉

を
か
け
る
の
は
当
た
り
前
と
言
え
ば
当
た

り
前
の
こ
と
な
の
だ
が
、
た
い
へ
ん
清
々

し
さ
を
感
じ
る
一
瞬
だ
っ
た
。 

考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
私
が
担 

任
を
し
て
き
た
ク
ラ
ス
で
も
「
お
は
よ
う

ご
ざ
い
ま
す
」
の
あ
い
さ
つ
が
さ
わ
や
か

に
で
き
る
子
は
何
人
も
い
た
。
そ
し
て
、

そ
ん
な
あ
い
さ
つ
が
で
き
る
よ
う
に
と
指

導
も
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
あ
り
が
と
う
」

と
い
う
言
葉
は
な
か
な
か
子
ど
も
た
ち
か

ら
聞
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、

Ｉ
さ
ん
の
発
し
た
「
あ
り
が
と
う
」
に
と

り
わ
け
清
々
し
さ
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

続
い
て
今
度
は
Ｉ
さ
ん
の
チ
ー
ム
が
Ｓ

さ
ん
の
チ
ー
ム
か
ら
呼
ば
れ
た
。
演
技
を

見
に
行
っ
た
Ｉ
さ
ん
は
、
Ｓ
さ
ん
の
演
技

を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

Ｓ
「
こ
こ
で
見
て
て
。」 

Ｓ
（
前
転
を
し
て
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
の
メ

ン
バ
ー
と
手
を
打
ち
合
わ
せ
る
演
技

を
す
る
） 

Ｓ
「（
手
を
打
っ
た
と
き
に
）
音
が
出
た
？
」 

Ｉ
「
う
ん
。」 

Ｓ
「
聞
こ
え
た
？
」 

Ｉ
「
パ
ー
ン
っ
て
。」 

Ｓ
「
あ
り
が
と
う
。」 

今
度
は
Ｉ
さ
ん
に
対
し
て
、
Ｓ
さ
ん
が

「
あ
り
が
と
う
」
の
言
葉
を
か
け
た
。 

自
然
に
感
謝
の
言
葉
が
出
る
の
は
Ｉ
さ

ん
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
二
人
を
含

め
た
学
級
や
学
校
全
体
が
も
っ
て
い
る
優

し
さ
や
温
か
い
人
間
関
係
が
感
謝
の
言
葉

を
生
み
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
授
業
の
中
で

自
然
に
発
せ
ら
れ
た
二
つ
の
「
あ
り
が
と

う
」
に
ま
す
ま
す
清
々
し
い
気
持
ち
に
な

っ
た
。 

 

    「『
死
ね
』
っ
て
言
わ
れ
た
ん
だ
よ
。」 

女
子
二
人
が
少
し
興
奮
気
味
に
私
に
訴
え

か
け
て
き
た
。
知
っ
て
い
そ
う
な
子
に
話
を

聞
い
て
み
て
も
「
俺
じ
ゃ
な
い
。」「
そ
ん
な

言
葉
聞
い
て
な
い
よ
。」
と
詳
細
が
全
く
見

え
て
こ
な
い
。
私
は
ど
き
ど
き
し
て
い
る
。

自
分
の
ク
ラ
ス
で
『
死
ね
』
と
い
う
言
葉
が

飛
び
出
し
て
い
る
。
今
こ
こ
で
何
か
手
を
打

た
な
け
れ
ば
…
。 

卒
業
ま
で
の
ま
と
め
の
活
動
と
し
て
、
お

年
寄
り
と
の
交
流
の
計
画
を
立
て
た
。
練
習

が
盛
り
上
が
ら
ず
、
小
さ
な
こ
と
で
も
め
て

困
っ
て
い
る
こ
と
は
察
し
て
い
た
。
も
と
も

と
は
仲
の
良
い
ク
ラ
ス
。
音
楽
会
で
も
み
ん

な
で
支
え
合
っ
て
素
晴
ら
し
い
演
奏
を
し

た
。
自
分
た
ち
の
力
で
解
決
で
き
る
と
信
じ

て
い
た
の
に
、
な
ぜ
…
。 

職
員
室
で
そ
の
こ
と
を
相
談
す
る
と
、

「
こ
の
時
期
に
そ
ん
な
人
を
傷
つ
け
る
言

葉
が
出
る
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
い
。
徹
底
的

に
追
及
す
べ
き
だ
よ
。」
と
い
う
声
。
確
か

に
そ
う
だ
と
は
思
う
。
ど
ん
な
ク
ラ
ス
だ
っ

て
、
時
に
は
壁
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
を
乗
り
越
え
た
と
き
に
、
ま
た
新
た
な

力
が
彼
ら
に
身
に
つ
く
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、

回
避
せ
ず
に
し
っ
か
り
向
き
合
い
た
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
も
、
こ
の
子
が
言
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

あ
の
子
が
事
実
を
隠
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
、
疑
い
の
目
で
ク
ラ
ス
の
子
を
見
て
い
る

自
分
が
嫌
で
仕
方
な
い
。
心
な
し
か
子
ど
も

た
ち
と
の
距
離
が
離
れ
て
い
っ
て
い
る
気

が
す
る
。
本
当
の
声
が
聞
こ
え
な
い
。
自
分

の
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
こ

と
な
の
だ
ろ
う
か
…
。 

 

苦
し
く
て
、
校
長
先
生
に
相
談
し
た
。 

「
追
及
し
て
も
追
い
詰
め
る
だ
け
で
お
互

い
苦
し
く
な
る
だ
け
。
問
題
点
を
は
っ
き
り

さ
せ
て
次
に
活
か
す
追
究
を
し
て
み
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
。」 

私
は
は
っ
と
し
た
。『
死
ね
』
と
い
う
言
葉

が
出
た
瞬
間
に
、
表
面
的
な
学
級
の
ま
と
ま

り
の
修
正
ば
か
り
に
目
が
向
い
て
い
た
。
学

級
内
の
不
協
和
音
に
気
づ
き
な
が
ら
も
、
そ

の
裏
に
隠
さ
れ
た
事
実
を
見
よ
う
と
し
な

か
っ
た
と
こ
ろ
に
起
因
し
て
い
る
の
だ
。

『
死
ね
』
と
い
う
言
葉
を
口
に
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
子
が
ク
ラ
ス
に
い
た
ん
だ
！ 

 

追
及
で
は
な
く
追
究
し
た
。
誰
が
言
っ
た

の
か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
ク
ラ

ス
の
仲
が
良
か
っ
た
分
、
嫌
な
こ
と
を
嫌
と

言
え
ず
た
め
込
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
言
葉
の
裏
に
あ
る
子
ど
も
の
本

当
の
心
の
あ
り
様
を
見
つ
め
る
大
切
さ
を

改
め
て
感
じ
、
そ
の
先
へ
、
新
た
な
学
級
の

歩
み
を
始
め
た
。 

「授
業
の
中
で
の
あ
り
が
と
う
」 

「『死
ね
』と
い
う 

言
葉
の
先
に
」 
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「
木
登
り
、
三
回
で
き
た
よ
」 

 
         

      

私
た
ち
は
、
こ
の
日
記
に
綴
ら
れ
た
「
こ
の

子
の
経
緯
（
い
き
さ
つ
）
」
を
ど
う
読
み
解
き
、

「
こ
の
子
の
お
も
い
」
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止

め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。 

『
三
回
』
と
い
う
部
分
に
目
が
と
ま
る
か
、
と

ま
ら
な
い
か
は
、
私
た
ち
親
や
教
師
（
読
み
手
）

の
セ
ン
ス
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
子
ど

も
の
「
自
尊
感
情
」
や
「
自
己
肯
定
感
」
の
様

相
（
あ
ら
わ
れ
方
）
に
つ
い
て
、
正
し
い
理
解

と
認
識
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
深
く
か

か
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 

な
ぜ
こ
の
子
は
、
一
度
登
れ
た
の
に
『
三
回
』 

も
登
っ
た
の
だ
ろ
う
か

と
、
そ
う
い
っ
た

問
題
意
識
が
、
私
た
ち
自
身
の
中
に
生
ま
れ
て

く
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。 

細
か
い
説
明
は
抜
き
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く

『
一
回
目
』、
こ
の
子
は
登
れ
そ
う
も
な
い
木
に

登
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
登
れ
ち
ゃ
っ
た
」
と
い

っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

そ
れ
は
、
こ
の
子
に
と
っ
て
は
、「
偶
然
の
自

分
」、「
た
ま
た
ま
登
れ
た
自
分
」
な
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
に
納
得
で
き
な
い
の

で
す
。 

「
本
当
に
自
分
は
登
れ
る
の
か
確
か
め
た
い
」

と
思
い
直
し
ま
す
。 

そ
こ
で
ま
た
、
も
う
一
回
挑
戦
し
ま
す
。
す

る
と
、『
二
回
目
』
も
登
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
瞬

間
、「
登
れ
る
か
も
し
れ
な
い
自
分
」
か
ら
「
登

れ
そ
う
な
自
分
」
に
変
容
す
る
の
で
す
。 

さ
ら
に
、『
三
回
目
』
も
登
れ
て
し
ま
っ
た
こ

と
か
ら
、「
確
か
に
登
れ
る
自
分
」
に
な
っ
て
、

自
信
を
持
ち
、
木
と
自
分
と
の
関
わ
り
を
深
化

さ
せ
て
い
き
ま
す
。 

こ
れ
こ
そ
が
、「
自
立
へ
の
学
び
」
で
あ
り
、

「
自
尊
感
情
」
や
「
自
己
肯
定
感
」
の
育
ち
に

つ
な
が
る
具
体
の
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

  
 

「
自
尊
感
情
」
と
は
、
自
分
を
価
値
あ
る
存
在
と
し
て

尊
重
す
る
感
情
で
す
。
自
尊
感
情
を
高
め
る
た
め
に
は
、

自
分
は
大
切
に
さ
れ
て
い
る
、
自
分
は
必
要
と
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
た
、
他
者
か
ら
の
賞
賛
や
承
認
、
評
価
が
影
響

し
て
き
ま
す
。 

〈
「
人
権
教
育
推
進
プ
ラ
ン
」
（
長
野
県
教
育
委
員
会
作
成
）
よ
り
〉 

〈
夏
休
み
の
子
ど
も
の
日
記
よ
り
〉 

 

公
園
で
、
は
じ
め
て
コ
ア
ラ
の
木
に
登
れ 

ま
し
た
。
登
れ
て
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。 

三
回
で
き
ま
し
た
。
も
う
少
し
行
き
た
か
っ

た
け
ど
、
今
度
に
し
ま
し
た
。 

       

 「
ど
う
し
て
『
三
回
』
も
登
っ
て
み
た
の
だ
ろ
う
か
、 

そ
ん
な
こ
と
せ
ず
に
、
早
く
上
に
上
が
っ
て
い
け
ば
、

も
っ
と
上
ま
で
行
け
た
の
に
…
」
と
、
は
っ
と
す
る
親

や
教
師
が
そ
こ
に
い
る
で
し
ょ
う
か
。 

そ
し
て
、「
そ
う
か
、
こ
の
子
は
木
登
り
を
し
な
が

ら
、
実
は
『
自
分
づ
く
り
』
を
し
て
い
た
ん
だ
な
」
と
、

子
ど
も
が
抱
え
て
い
る
真
実
（
事
実
と
背
景
）
に
気
づ

け
る
親
や
教
師
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。 

子
ど
も
に
と
っ
て
の
「
意
味
」
や
「
価
値
」
を
、
子

ど
も
自
身
に
返
し
て
や
れ
る
親
や
教
師
。 

そ
う
い
っ
た
「
子
ど
も
観
」
を
磨
こ
う
と
し
て
い
る

親
や
教
師
が
、
い
つ
も
傍
ら
に
居
続
け
る
こ
と
で
、
そ

の
子
の
内
側
に
「
自
尊
感
情
」
や
「
自
己
肯
定
感
」
に

つ
な
が
る
「
そ
の
子
ら
し
い
自
立
の
芽
」
を
養
っ
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

 



  
 

       

 (５)  平成２７年（2015年）１月１５日         人  権  つ  う  し  ん             第４８号  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     
 

    

 
 

「『
隠
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
』 

と
い
う
差
別
意
識
」 

 

「
同
和
地
区
（
被
差
別
部
落
）」
の
出
身
で
あ
る

こ
と
を
「
隠
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
」
と
い
う
考

え
は
、
地
区
の
内
に
も
外
に
も
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
、「
地
区
の
人
た
ち
が
言
う
場
合
」
と
、

「
地
区
以
外
の
人
た
ち
が
言
う
場
合
」
と
は
、
そ

の
真
意
が
大
き
く
違
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
今
な
お
差
別
や
偏

見
に
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
の
心
情
に
寄
り
添
う

た
め
に
は
、
こ
の
違
い
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
理

解
を
深
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。 

地
区
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
「
隠
し
て
お
い
た

方
が
よ
い
」
と
い
う
考
え
方
は
、「
同
和
問
題
に
は

積
極
的
に
取
り
組
ま
な
い
方
が
よ
い
」
と
い
っ
た

い
わ
ゆ
る
「
寝
た
子
を
起
こ
す
な
」
的
な
姿
勢
（
行

動
や
態
度
）
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。 

具
体
的
に
は
、
同
和
問
題
に
関
す
る
学
習
を
進

め
よ
う
と
す
る
と
、
地
区
の
人
た
ち
が
、「
そ
っ
と

し
て
お
い
て
ほ
し
い
」「
あ
え
て
ふ
れ
な
い
で
ほ
し

い
」
な
ど
と
い
っ
た
意
向
を
示
す
場
合
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
す
る
と
、
人
権
教
育
の
担
当
者
や
指
導 

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いきましょう。 

 
 者

の
人
た
ち
は
、
こ
の
声
を
理
由
に
、
同
和
問
題

の
取
組
に
消
極
的
に
な
っ
た
り
、
学
校
の
授
業
や

地
域
の
学
習
講
座
の
中
で
同
和
問
題
を
避
け
る
よ

う
に
な
っ
た
り
す
る
と
い
っ
た
状
況
に
な
り
か
ね

ま
せ
ん
。 

「
同
和
教
育
（）」

は
、
地
区
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
す
べ
て
の
学
校
や
地
域
で
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
教
育
で
す
が
、
そ
れ
が
行
わ
れ
な
い
と
い

う
事
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

昭
和
40
年
の
同
和
対
策
審
議
会
答
申
に
「
同
和

教
育
は
、
人
間
形
成
に
主
要
な
役
割
を
果
た
す
も

の
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
学
校
や
地
域

で
同
和
問
題
に
関
す
る
学
習
が
行
わ
れ
な
い
と
す

れ
ば
、
そ
こ
の
児
童
・
生
徒
・
住
民
に
と
っ
て
は
、

「
自
分
た
ち
の
人
間
形
成
に
大
切
な
学
習
が
受
け

ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け

で
す
。 

 
 

県
内
の
Ａ
村
で
開
催
さ
れ
た
「
人
権
を
守
る
村

民
集
会
」
に
て
意
見
発
表
し
た
一
人
の
母
親
は
、

「
同
和
教
育
」
が
自
分
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る

か
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

            

「『
同
和
地
区
』
が
自
分
た
ち
の
市
町
村
に
は
な

い
」
と
い
っ
て
も
、
ま
た
、「
同
和
問
題
が
自
分
た

ち
の
地
域
に
は
な
い
」
と
思
っ
て
い
て
も
、
自
分

た
ち
が
差
別
や
偏
見
と
無
関
係
で
あ
り
続
け
る
こ

と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

私
た
ち
は
、
同
和
問
題
に
つ
い
て
理
解
と
認
識

を
深
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
差
別
や
偏
見
に
つ
な

が
る
様
々
な
問
題
を
「
自
身
の
生
き
方
」
や
「
地

域
社
会
の
あ
り
方
」
に
引
き
寄
せ
て
考
え
て
い
く

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

私
は
「
同
和
教
育
」
に
偏
見
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
同
和
教
育
」
と
い
う
と

部
落
差
別
の
み
の
教
育
だ
と
思
っ
て
い
た
か

ら
で
す
。 

け
れ
ど
も
、
学
校
で
の
授
業
を
参
観
し
、

同
和
問
題
の
学
習
を
重
ね
て
い
く
に
つ
れ

て
、
今
ま
で
見
過
ご
し
て
き
た
家
庭
や
地
域

の
様
々
な
こ
と
と
深
く
関
係
が
あ
る
こ
と
が

分
か
っ
て
き
ま
し
た
。 

私
た
ち
の
生
活
を
生
き
甲
斐
の
あ
る
も
の

に
す
る
「
私
た
ち
自
身
の
学
習
」
で
あ
る
こ

と
が
、
本
当
に
よ
く
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。 



 
 

第４８号              人  権  つ  う  し  ん        平成２７年（2015年）１月１５日  (６)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 「
韓
国
料
理
屋
の
お
っ
さ
ん
、
話 

は
う
ま
く
な
い
け
れ
ど
、
一
生
懸
命
話
し
ま

す
」
と
い
う
一
言
か
ら
、
講
演
が
始
ま
り
ま

し
た
。 

自
己
紹
介
よ
り 

―
私
を
取
り
巻
く
状
況
― 

 

「
朝
鮮
人
、
朝
鮮
人
パ
カ
す
る
な
。
同
じ
飯

食
っ
て
ど
こ
違
う
、
靴
の
先
が
ち
ょ
っ
と
ち

が
う
」
と
、
よ
く
は
や
し
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

「
日
本
人
の
中
に
汚
い
朝
鮮
人
が
入
り
込

む
」
と
い
っ
た
〝
異
物
混
入
〟
の
眼
差
し
で

見
ら
れ
た
の
で
す
。
辛
か
っ
た
で
す
。
そ
し

て
、
今
な
お
、
私
た
ち
（
在
日
コ
リ
ア
ン
）

は
参
政
権
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
税
金
や
義 

務
を
果
た
し
て
い
る
の
に
、
選
挙
権
が
な
い
の

で
す
。 

差
別
を
越
え
て 

―
私
の
決
意
― 

 

私
は
、
差
別
さ
れ
蔑
視
さ
れ
た
経
験
を
持
つ

人
間
と
し
て
差
別
の
辛
さ
や
悲
し
み
を
知
っ
て

い
ま
す
。
知
っ
て
い
る
が
故
に
、「
他
の
人
た
ち

に
は
こ
ん
な
に
も
つ
ら
い
経
験
を
さ
せ
た
く
な

い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

「
三
つ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
」
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。 

 

一
．
韓
国
食
文
化
を
正
し
く
広
く
伝
え
る 

二
．
信
州
渡
来
人
倶
楽
部
の
活
動 

三
．
映
画
「
道
～
白
磁
の
人
～
」
の
企
画
・
制
作 

 

今
後
も
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、「
違
い

を
認
め
合
い
慈
し
み
尊
重
し
合
う
人
間
関
係
の

形
成
」
と
「
日
本
と
韓
国
の
真
の
友
好
親
善
の

構
築
」
の
実
現
に
向
け
て
、
努
力
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

                

世
の
段
階
に
存
在
し
て
お
り
、人
々
の
中
に
は
ケ

ガ
レ
意
識
が
あ
っ
た
」
と
い
う
「
社
会
起
源
説
」

の
考
え
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

自
ら
の
求
心
力
を
得
よ
う
と
し
た
明
治
の
新

政
府
は
、
徳
川
幕
藩
体
制
の
身
分
制
度
を
否
定

し
、「
四
民
平
等
」
を
掲
げ
て
、
身
分
解
放
令
（
明

治
四
年
）
を
発
令
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
被
差

別
民
に
対
す
る
差
別
の
現
状
は
解
消
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
差
別
の
問
題
は
、

政
治
的
な
要
因
で
は
な
く
、
日
本
と
い
う
社
会

（
人
の
心
）そ
の
も
の
の
中
に
根
源
が
あ
っ
た
か

ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。 

 

生
類
憐
み
の
令 

 

「
生
類
憐
み
の
令
」
に
つ
い
て
は
、「
犬
や
猫
な

ど
ば
か
り
を
大
事
に
し
、人
々
か
ら
反
感
を
買
っ

た
迷
惑
政
策
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
現
在
は
、
制
度
的
意
味
や
社
会
的
価
値

が
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、「
死

や
血
を
忌
み
嫌
う
風
潮
（
ケ
ガ
レ
意
識
）
を
根
づ

か
せ
た
」
と
い
う
点
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の

政
策
で
強
調
さ
れ
た
「
捨
子
の
保
護
」
に
関
わ
る

史
実
で
す
。
多
く
の
場
合
、
捨
子
の
発
見
者
は
、

村
の
警
備
を
担
当
す
る
「
被
差
別
民
」
で
し
た
。

当
時
、
捨
子
の
養
育
先
は
、
出
自
に
関
係
な
く
、

町
や
村
が
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、被
差

別
民
は
、我
が
子
を
差
別
の
現
状
か
ら
救
う
た
め

に
〝
捨
子
と
し
て
〟
養
育
先
に
差
し
置
く
こ
と

で
、子
々
孫
々
ま
で
続
く
差
別
の
し
が
ら
み
か
ら

解
放
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。 

 

 

 

写  真 

 

三
十
年
前
と
現
行
の
教
科
書
。 

比
べ
て
み
る
と
、
歴
史
認
識
が
変
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 
 

江
戸
時
代
の
士
農
工
商 

 
 
 

 
 

以
前
の
教
科
書
は
、「
幕
府
や
諸
藩
は
、
幕

藩
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
士
農
工
商
（
最

下
位
に
え
た
・
ひ
に
ん
等
の
被
差
別
民
）
の

身
分
を
置
い
て
、
社
会
秩
序
を
確
立
し
た
」

と
い
う
政
治
起
源
説
が
典
型
的
で
し
た
。 

一
方
、
現
行
の
教
科
書
は
、「
江
戸
時
代
の

身
分
制
度
は
士
農
工
商
で
は
な
い
」
と
し
、

「
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
被
差
別
民
は
、
中

世
の 

写  真 
 

信
州
大
学
人
文
学
部
教
授 

山
本 

英
二 
さ
ん  

 

李 

春 

浩 

さ
ん  

【
映
画
「
道
～
白
磁
の
人
～
」
の
主
人
公 

＝
浅
川
巧

＝
に
つ
い
て
】 

 

厳
し
い
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
、
人
間
愛
・

博
愛
の
精
神
を
原
点
と
し
て
、
民
族
の
壁
を
超

え
、
異
文
化
を
理
解
し
、
受
け
入
れ
、
学
び
広

め
る
こ
と
に
全
力
を
尽
く
し
た
人
物
。 

「
あ
ん
な
に
朝
鮮
の
事
を
内
か
ら
解
っ
て
い

た
人
を
私
は
他
に
知
ら
な
い
。
ほ
ん
と
う
に
朝

鮮
を
愛
し
朝
鮮
人
を
愛
し
た
。
そ
う
し
て
本
当

に
朝
鮮
人
か
ら
も
愛
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は

彼
く
ら
い
道
徳
的
誠
実
さ
を
持
っ
た
人
を
他

に
知
ら
な
い
。
彼
く
ら
い
私
の
な
い
人

．
．
．
．
．
は
珍
し

い
。
―
以
下
略
―
」
（
柳
宗
悦
の
語
り
よ
り
） 

＊
メ
ッ
セ
ー
ジ
＊   

こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
は
、

歴
史
的
事
実
を
し
っ
か
り
と
理
解
・
認
識
し
た
上

で
、
自
分
た
ち
の
側
に
引
き
つ
け
て
、
部
落
問
題

を
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。 

http://sozaishu.up.d.seesaa.net/sozaishu/image/40420E38393E382AAE383A9EFBC8FViola.gif?d
http://illpop.com/img_illust/flower/fwinter01_a03.png
http://illpop.com/img_illust/flower/fwinter01_a07.png


 
 

(７)  平成２７年（2015年）１月１５日       人  権  つ  う  し  ん               第４８号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

「
満
蒙
開
拓
か
ら
考
え
る
」 

昨
年
度
四
月
の
開
館
以
来
、
ず
っ
と
話
題
に

な
っ
て
い
る
満
蒙
開
拓
平
和
記
念
館
。 

満
蒙
開
拓
の
歴
史
や
当
事
者
と
出
会
い
、
関

わ
り
続
け
て
き
た
三
沢
さ
ん
は
、「
こ
の
事
実

を
長
野
県
の
人
は
ど
う
し
て
知
ら
な
い
の
か
。

知
ら
せ
な
け
れ
ば
…｣

と
い
う
熱
い
思
い
を
も

っ
て
、
こ
れ
ま
で
尽
力
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

戦
後
七
〇
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
今
、

満
蒙
開
拓
の
記
憶
を
集
め
る
ギ
リ
ギ
リ
の
時

に
「
記
念
館
が
出
来
上
が
っ
て
よ
か
っ
た
な
」

と
思
い
ま
し
た
。
参
会
者
か
ら
は
、
自
分
自
身

の
経
験
が
語
ら
れ
た
り
、
学
校
で
の
学
び
の
可

能
性
が
議
論
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。 

       

 「
わ
く
わ
く
人
権
講
座 

『
み
ん
な
の
樹
業
（
授
業
）』」 

 

「
単
発
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
」「
あ
ま
り
人
が

集
ま
ら
な
い
」「
世
代
間
の
つ
な
が
り
が
な
い
」

こ
の
よ
う
な
課
題
を
ず
っ
と
持
ち
続
け
な
が

ら
人
権
教
育
に
携
わ
っ
て
き
た
木
下
さ
ん
。 

い
ろ
ん
な
年
代
や
立
場
の
人
た
ち
が
つ
な

が
り
合
う
人
権
教
育
を
な
ん
と
か
実
現
し
た

い
と
、
昨
年
度
よ
り
立
ち
上
げ
た
学
校
と
地
域 

社
会
を
つ
な
げ
た
王
滝
村
人
権
教
育
「
樹

業
」。
発
表
を
通
し
て
、
会
場
内
の
雰
囲
気
が

見
違
え
る
く
ら
い
に
和
気
藹
々
と
な
り
、
木

下
さ
ん
の
実
践
が
ど
れ
だ
け
有
効
な
も
の
な

の
か
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

            

「
地
域
社
会
に 

お
け
る
、
連
携 

し
た
人
権
教 

育
を
め
ざ
し 

て
」 

 

木
島
平
村
で
推
進
し
て
い
る｢

地
域
社
会

に
お
け
る
、
連
携
し
た
人
権
教
育｣

に
つ
い

て
、
村
民
の
皆
さ
ん
の
笑
顔
あ
ふ
れ
る
た
く

さ
ん
の
写
真
と
と
も
に
、
そ
の
取
組
の
様
子
、

成
果
や
課
題
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま

し
た
。
す
べ
て
の
人
々
に
、
自
己
を
大
切
に

思
う
気
持
ち
を
育
み
、
他
者
を
思
い
や
り
、

尊
重
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
む
人
権
教
育

を
進
め
て
い
く
上
で
、
と
て
も
貴
重
な
示
唆

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

今
後
は
、
一
人
一
人
が
、
そ
の
学
び
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
家
庭
に
お
い
て
、 

一
人
で
も
多
く
の
人
に
広
げ
て
い
く 

こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。 

      
 

  

「
市
町
村
で
取
り
組
む 

社
会
人
権
教
育
指
導
者
の
育
成
」 

研
修
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
指
導
者
と
し

て
実
際
に
活
動
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
具
体
的
な
実
践
を
も
と

に
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
情
報
交
換
会

で
は
、「
よ
り
効
果
的
な
研
修
の
あ
り
方
」
に
つ

い
て
語
り
合
い
、「
参
加
範
囲
」「
回
数
」「
年
数
」

「
実
践
先
」「
研
修
会
の
持
ち
方
」
等
々
、
様
々

な
ア
イ
デ
ア
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

「
研
修
か
ら
実
践
ま
で
を
セ
ッ
ト
に
し
た
育
成

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
構
想
し
て
い
る
岡
谷
市
の
先

進
的
な
取
組
は
、
人
権
教
育
を
推
進
す
る
上
で
、

大
事
な
指
針
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。 

        

つ
く 

      

 「
地
域
の
素
材
を
学
び
に  

」 
 

差
別
に
負
け
ず
、「
お
ら
た
ち
の
学
校
場
（
惟

善
学
校
）」
を
つ
く
っ
た
先
祖
た
ち
の
知
恵
と
生

き
様
を
後
世
に
伝
え
た
い
と
い
う
地
域
の
人
た

ち
の
思
い
が
つ
ま
っ
た
「
惟
善
学
校
跡
地
記
念

広
場
」
に
光
を
当
て
、「
惟
善
学
校
の
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
づ
く
り
」
を
進
め
る
中
で
出
会
っ
た
古
文

書
、
文
献
、
さ
ら
に
地
域
の
方
か
ら
聞
い
た
話

を
も
と
に
、
熱
く
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

参
加
者
か
ら
「
ぜ
ひ
、
惟
善
学
校
の
こ
と
を
子

ど
も
た
ち
が
学
べ
る
教
材
と
し
て
ほ
し
い
」
等

の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

「
惟
善
学
校
」
を
教
材
と
し
て
、
同
和
問
題
と

向
き
合
い
、
学
び
を
拓
い
て
い
く 

第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 

写  真 

写  真 写  真 

写  真 

写  真 

高瀬 良子 さん 

三澤 和剛 さん 三沢 亜紀 さん 

木下 大輔 さん 

小林   弘 さん   

湯本 邦浩 さん 
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「
障
が
い
者
が
ス
ポ
ー
ツ
で
プ
レ
ー
す
る
の
を
見
て 

『
す
ご
い
』
っ
て
思
う
こ
と
自
体
が
差
別
な
ん
じ
ゃ 

な
い
の
か
な
…
」 

テ
レ
ビ
番
組
の
話
を
し
て
い
た
時
、
職
場
の
同
僚 

の
小
林
さ
ん
か
ら
ふ
い
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
言
葉
で 

す
。
小
林
さ
ん
は
、
関
東
甲
信
越
大
会
第
三
位
の
実 

力
を
持
つ
身
体
障
が
い
者
野
球
チ
ー
ム
「
佐
久
レ
ッ 

ド
ス
タ
ー
ズ
」
に
所
属
し
て
い
ま
す
。
生
ま
れ
つ
き 

障
が
い
の
あ
る
方
、
事
故
な
ど
で
障
が
い
を
お
っ
た 

方
、
そ
の
方
た
ち
を
支
え
る
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
さ
ん
、 

合
わ
せ
て
十
八
人
の
チ
ー
ム
で
す
。 

ま
わ
り
の
人
に
、
も
っ
と
も
っ
と
障
が
い
者
に
つ 

い
て
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
い
る 

小
林
さ
ん
の
思
い
も
あ
り
、
八
月
に
「
松
本
市
立
旭
町
中
学
校
野
球
部
」、
十
月
に
「
大
町
市
立

仁
科
台
中
学
校
野
球
部
」
と
の
交
流
試
合
が
実
現
し
ま
し
た
。
片
腕
だ
け
で
ボ
ー
ル
を
取
り
、
す

ぐ
さ
ま
グ
ロ
ー
ブ
を
外
し
て
脇
に
抱
え
込
ん
で
ボ
ー
ル
を
仲
間
に
投
げ
る
選
手
、
半
身
が
不
自
由

な
た
め
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
必
死
に
走
る
選
手
、
片
手
だ
け
で
バ
ッ
ト
を
し
っ
か
り
握

り
力
一
杯
ス
イ
ン
グ
す
る
選
手
…
。
全
力
で
プ
レ
ー
を
し
て
い
る
選
手
の
姿
に
、
野
球
部
生
徒
の

皆
さ
ん
も
力
一
杯
の
全
力
プ
レ
ー
で
返
し
、
両
者
と
も
グ
ラ
ン
ド
上
で
純
粋
に
輝
い
て
見
え
ま
し

た
。 小

林
さ
ん
は
、
身
体
障
が
い
は
「
当
た
り
前
」
な
こ
と
で
、
目
が
悪
く
て
眼
鏡
を
か
け
て
い
た

り
、
耳
の
聞
こ
え
が
悪
く
て
補
聴
器
を
つ
け
て
い
た
り
す
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
誰
に
で
も
あ

る
個
性
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
い
ま
す
。「
当
た
り
前
」
な
こ
と
に
「
す
ご
い
」
と
い
う
感
覚
を

持
っ
て
し
ま
っ
た
私
は
、
ま
だ
ま
だ
障
が
い
者
を
特
別
視
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
試
合

後
の
生
徒
の
感
想
に
「
や
っ
て
い
て
障
が
い
な
ど
無
い
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。」
と
い
う
声
が
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
れ
こ
そ
障
が
い
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
相
手
を
理
解
し
て
い
た
姿
な
の
だ
と
思
い

ま
す
。 

障
が
い
が
あ
る
こ
と
で
自
分
の
可
能
性
を
狭
め
た
く
な
い
、
純
粋
に
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
た
い

と
い
う
思
い
で
今
日
ま
で
や
っ
て
き
た
選
手
の
皆
さ
ん
。
そ
の
思
い
は
、
ス
ポ
ー
ツ
を
や
る
者
に

と
っ
て
は
み
ん
な
一
緒
。
だ
か
ら
こ
そ
「
す
ご
い
」
と
素
直
に
感
動
す
る
プ
レ
ー
に
は
、
障
が
い

者
も
健
常
者
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
出
来
事
で
し
た
。 

 

す
ご
い
？ 

当
た
り
前
？ 

 
 

 

「
あ
な
た
は
男
で
す
か
？
女
で
す
か
？
」 

そ
う
尋
ね
ら
れ
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
う
答
え
ま
す
か
？ 

日
常
生
活
の
中
で
、
こ
の

よ
う
な
性
別
の
二
者
択
一
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
っ
て
意
外
と
多
い
で
す
よ
ね
。 

 

例
え
ば
、
戸
籍
や
予
防
接
種
を
受
け
る
と
き
の
問
診
票
、
就
職
の
際
の
履
歴
書
、

ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
文
書
に
用
意
さ
れ
て
い
る
性
別
欄
、
学
校
や
職
場
の

制
服
、
公
の
場
に
あ
る
ト
イ
レ
や
公
衆
浴
場
、
プ
ー
ル
の
更
衣
室
な
ど
な
ど
… 

 

私
が
あ
る
小
学
校
で
学
級
担
任
を
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
そ
の
日
、
私
の

ク
ラ
ス
で
は
学
力
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
し
た
。
検
査
前
、
検
査
用
紙
と
解
答
用
紙

に
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
が
名
前
や
生
年
月
日
を
記
入
し
て
い
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち

が
記
入
し
て
い
る
様
子
を
巡
視
し
て
い
る
と
、
性
別
欄
に
何
も
書
い
て
い
な
い
Ａ
さ

ん
が
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
私
は
、
Ａ
さ
ん
に
そ
っ
と
一
声
か
け
て
記
入
を
促
し
、

そ
の
場
を
離
れ
ま
し
た
。 

 

検
査
終
了
後
、
用
紙
を
回
収
し
て
み
る
と
、
Ａ
さ
ん
は
、
や
は
り
性
別
欄
に
何
も

書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
、
不
思
議
に
思
っ
て
、
Ａ
さ
ん
を
別
室
に
呼
ん

で
話
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。 

「
ぼ
く
は
、
自
分
の
性
別
を
決
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
」 

ず
い
ぶ
ん
長
い
沈
黙
の
後
、
Ａ
さ
ん
は
声
を
絞
り
出
す
よ
う
に
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

Ａ
さ
ん
は
、
生
物
学
的
な｢

性｣

は
男
性
で
し
た
が
、
自
分
自
身
が
自
分
の｢

性｣

を
ど

う
思
う
か
、｢

性
自
認｣

が
定
ま
ら
ず
に
悩
ん
で
い
た
の
で
す
。
私
に
と
っ
て
、
思
い

も
か
け
な
い
Ａ
さ
ん
の
告
白
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
長
い
時
間
を
か
け
て
本
人
と
保
護

者
、
校
長
や
養
護
教
諭
も
交
え
て
何
度
も
話
し
合
い
を
重
ね
、
本
人
が
あ
る
が
ま
ま

に
生
活
し
て
い
く
上
で
ど
う
支
え
て
い
く
か
考
え
て
い
き
ま
し
た
。
結
局
、
Ａ
さ
ん

は
、
自
分
自
身
の｢

性
自
認｣

が
確
立
す
る
ま
で
は
男
性
と
し
て
生
活
す
る
道
を
選
び

ま
し
た
。
現
在
、
Ａ
さ
ん
の｢

性
自
認｣

は
男
性
で
、｢

性
的
指
向｣

は
両
性
愛
者
で
す
。 

 

Ａ
さ
ん
の
よ
う
に
、
生
物
学
上
の｢

性｣

と
自
身
の｢

性
自
認｣

や｢

性
的
指
向｣

が
一

致
し
な
い
「
性
的
少
数
者
」
は
、
電
通
総
研
の
調
査

に
よ
る
と
、
約
二

十
人
に
一
人
の
割
合
で
存
在
し
ま
す
。「
自
分
の
周
り
に
は
い
な
い
」
と
考
え
る
方
は

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
周
囲
の
偏
見
や
差
別
が
怖
く
て
、「
性
的
少
数
者
」
で
あ
る
こ

と
を
言
い
出
せ
ず
に
悩
み
苦
し
み
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
方
が
す
ぐ
近
く
に
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
、
こ
の｢

性｣

の
問
題
は
と
て
も
身
近
な
こ
と
な
の
で
す
。 

 

私
た
ち
が
暮
ら
す
こ
の
社
会
は
、
男
女
の
性
別
を
前
提
に
さ
ま
ざ
ま
な
仕
組
み
が

作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
必
ず
し
も
そ
こ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
方
が
い
る
こ
と
を
き
ち

ん
と
理
解
し
、
共
生
の
心
を
持
っ
て
支
え
合
っ
て
生
き
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

 

自
分
の
「性
」を
ど
う
思
い
ま
す
か
？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


