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人権感覚が知的理解と結びついて 実践的な行動につながるために、 
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手をつなぎ 心ふれあう 明るい社会  
（同和教育つうしん第８号―平成７年発行―より） 人権意識高揚のためにご活用いただければ幸いです 

 
 
 
 
 
 
  

         【人権教育を通じて育てたい資質・能力】 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の人権を守り、他の人の人権
を守るための実践的な行動 

自分の人権を守り、他の人の人権
を守ろうとする意識・意欲・態度 

 

 

○ 人権尊重の意義及び様々な人権問題についての 理解と認識 を深める 

○ 自らの権利の行使に伴う責任を自覚して、互いに人権を尊重し合う 共に生きる心 を醸成する 

○ 人権問題を自らの課題として解決し、人権を尊重する社会を築いていく 意欲と実践力 を高める 

 理解と認識  

・自他の人権を尊重し、人権問題を解決する上で役立つ知識を

身につけることが大切です。 
 共に生きる心  

・「共に生きる心」とは「自分の大切さとともに、「他の人の大

切さを認めること」であり、互いに人権感覚を高め合う中で

育つものです。 
 意欲と実践力  

・人権感覚が知的理解・認識とも結びついて、問題状況を変え

ようとする人権意識又は意欲や態度となり、自他の人権を守

るための実践的行動につながります。 
 

    人 権 感 覚 

(価値・態度的側面／技能的側面) 

 

●「人権教育指導の手引」は、人権教育に取り組む教職員・社会教育リーダー 等のための手引書です。長野県教育委

員会では，「人権教育・啓発に関する基本計画」，「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］」及び「長

野県人権政策推進基本方針」の基本的方向をふまえ，平成２３年３月に「人権教育指導の手引」を改訂し，「人権教育推進

プラン」としました。積極的にご活用いただければ幸いです。長野県教育委員会のホームページからダウンロードできます。 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kenkyoi/jouhou/jinken_index.htm 

 
 
 
 

＜ 学校教育編の内容は？ ＞ 

● 教育活動全体を通じた人権教育の推進を。 

● 隠れたカリキュラム(教育する側が意図する・しないに関

わらず、学校生活を営む中で児童生徒自らが学び取ってい

く全ての事柄)の視点が重要。 

●「感じ、考え、行動する」主体的な学習を大切に。 

● 効果のある学校(教育的に不利な環境の下にある児童 

生徒の学力水準を押し上げている学校)を目指す。等 

＜ 社会教育編の内容は？＞ 

●自分で感じ・考え・行動する学習会への転換を。 

●「見つけたことは身につく」を大切に。 

●研修会は、気づき、学びあい、振り返りが大切。 

●それぞれの学習方法のよさを組み合わせて研修会を

企画する。 

●ファシリテーターの役割が重要。 

● ワークショップには留意点と約束がある。 等 

◎人権教育推進プラン策定にあたっての３つの柱 

人権教育推進プラン 

●同和教育の理念・成果 
をいかすように 

人権に関する知的理解 

（知識的側面） 

＜人権教育の成立基盤としての教育・学習環境＞ 

◎人権教育推進プランにある人権教育の基本方針 

●人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］の活用が図られるように 

●長野県人権政策推進基本方針 

をふまえた人権教育・啓発を 
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私たちの日常生活の中には、「うっかり見過ごしてしまっている出来事」や「なかなか

見えにくい行為」がたくさんあります。それ故に、私たちがそこに大きな意味や価値が

あることに気づき、感じて、見つめていくことは、とても難しいことです。人権感覚の

アンテナを張って、私たちの日常生活における意識と行動を見つめ直していくことは、

人権が尊重される“共に生きる社会の実現”への第一歩になるのではないでしょうか。 

朝
六
時
二
十
分
。 

い
つ
も
の
通
勤
電
車
。 

私
は
、
扉
近
く
の
お
気
に
入
り
の
座
席
に
座

る
。
始
発
電
車
な
の
で
、
他
の
お
客
は
ま
ば
ら

で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ま
る
で
自
分
の
た
め
の
貸
し
切
り

電
車
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
ゆ
っ
た
り

と
し
た
く
つ
ろ
ぎ
ス
ペ
ー
ス
。
心
地
よ

い
暖
房
。
ま
さ
に
「
快
適
！
」
の
ひ
と

言
で
あ
る
。 

      

Ｍ
駅
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
そ
の
快

適
空
間
が
続
く
。
ほ
っ
と
す
る
ひ
と

時
。 

し
か
し
、
七
分
後
…
、
そ
の
ひ
と
時
が
断
ち

切
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
次
の
停
車
駅
Ｔ
駅
か

ら
、
何
人
か
の
お
客
が
乗
車
し
て
く
る
か
ら

だ
。 

あ
る
日
の
こ
と
。 

私
は
、
彼
女
た
ち
の
あ
る
不
可
思
議
な
行

動
に
気
が
つ
い
た
。 

―
―
「
快
適
空
間
」
に
乗
り
込
ん
で
き
た

四
人
の
女
子
高
生
た
ち
は
、
何
十
分
も
の
間
、

「
き
ゃ
っ
き
ゃ
っ
」
と
会
話
を
弾
ま
せ
る
。

と
こ
ろ
が
、
九
つ
目
の
停
車
駅
（
Ｓ
駅
）
の

少
し
手
前
に
差
し
か
か
る
と
、
す
っ
と
席
か

ら
立
ち
上
が
り
、
扉
付
近
の
「
立
ち
ス
ペ
ー

ス
」
に
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、

い
っ
さ
い
の
会
話
を
沈
黙
さ
せ
る
の
だ
。
そ

し
て
、
終
点
Ｎ
駅
で
降
り
て
、
人
混
み
へ
と

消
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
不
可
思
議
な

行
動
（
行
為
）
が
、
毎
日
の
よ
う
に
く
り
返

さ
れ
て
い
た
。 

あ
と
も
う
少
し
で
終
点
な
の
に
、
そ
れ
ま

で
独
占
し
て
い
た
居
心
地
よ
い
「
自
分
た
ち

の
空
間
」
を
捨
て
て
、
な
ぜ
に
し
て
「
立
ち

ス
ペ
ー
ス
」
に
移
動
す
る
の
か
。 

そ
れ
が
、
私
に
は
不
可
思
議
で
な
ら
な
か

っ
た
。 

 

そ
の
中
に
、 

二
人
の
女
子 

高
生
が
い
る
。 

二
人
は
、
私 

が
座
っ
て
い 

る
席
隣
「
ボ 

ッ
ク
ス
席
」 

に
陣
取
る
。 

Ａ
駅
で
は
、
さ
ら
に
二
人
の
女
子
高
生 

が
仲
間
に
加
わ
る
。
女
子
高
生
が
四
人
集
ま
る

と
、
自
然
発
生
的
に
「
お
し
ゃ
べ
り
の
渦
」
が

巻
き
起
こ
る
。
想
像
に
難
く
な
い
。 

「
う
る
さ
い
な
あ
。
こ
っ
ち
は
本
の
世
界
に
ひ

た
っ
て
い
る
の
に
、
集
中
さ
せ
て
く
れ
よ
。」

と
、
内
心
穏
や
か
で
な
く
な
る
。 

     

新
年
度
が
始
ま
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
こ

の
よ
う
な
状
況
が
毎
日
続
い
て
い
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

〈通勤電車のボックス席〉 

快適～!! 

うるさいなあ 
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一
度
、
疑
問
を
も
つ
と
、
心
の
中
が
も

や
も
や
し
て
く
る
。 

そ
し
て
、
彼
女
た
ち
の
不
可
思
議
な
行

動
（
行
為
）
に
つ
い
て
究
明
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

「
不
審
者
に
思
わ
れ
て 

は
い
け
な
い
な
…
。」 

と
、
し
ば
ら
く
の
間
は
考
え
な
い
よ
う
に

し
て
い
た
。 

け
れ
ど
も
、
私
の
も
や
も
や
感
が
ピ
ー

ク
に
達
し
た
三
週
間
目
の
あ
る
日
の
こ

と
。 私

は
、
思
い
切
っ
て
声
を
か
け
て
み
る

こ
と
に
し
た
。 

私
の
問
い
か
け
に
、
最
初
は
、
「
え

っ
？
」
と
い
ぶ
か
し
げ
な
表
情
を
見
せ
て

い
た
女
子
高
生
た
ち
だ
っ
た
が
、
私
の
説

明
を
聞
い
て
、
素
直
に
「
そ
の
行
動
（
行

為
）
の
意
味
」
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
た

の
で
あ
る
。 

そ
の
一
部
始
終
は
次
の
通
り
。 

「
で
も
さ
、
終
点
ま
で
あ
と
少
し
な
ん
だ

か
ら
、
そ
の
ま
ま
座
っ
て
お
し
ゃ
べ
り
を

続
け
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
問

い
返
す
私
。 

「
う
ー
ん
。
何
て
い
う
か
、
自
分
た
ち
の

や
さ
し
さ
っ
て
い
う
か
、
自
己
満
足
か
も

し
ん
な
い
け
ど
、
そ
の
席
に
座
れ
る
人
た

ち
が
い
れ
ば
、
う
ち
ら
も
嬉
し
い
っ
て
い

う
か
、
何
か
う
ま
く
言
え
な
い
け
ど
…
、

ま
っ
、
そ
う
い
う
感
じ
っ
す
よ
。」 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

通
学
途
中
な
の
で
、
私
は
、「
あ
ま
り

引
き
留
め
て
は
い
け
な
い
。
」
と
思
い
、

「
君
た
ち
の
や
さ
し
さ
っ
て
、
す
ご
い
な

あ
。
あ
り
が
と
う
。」
と
伝
え
て
、
四
人

と
別
れ
た
。 

仕
事
に
向
か
う
道
中
、
私
は
、
胸
の
中

が
ほ
か
ほ
か
と
熱
く
な
っ
て
い
く
の
を

感
じ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、「
最
近
の
女

子
高
生
」
に
対
し
て
、
少
し
の
偏
見
を
持

っ
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
あ
り
様

を
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
。 

「
え
ー
っ
、
見
て
い
た
ん
す
か
。
め
っ
ち
ゃ

恥
ず
か
し
い
じ
ゃ
ん
。
ま
っ
、
い
い
か
。」

「
実
は
っ
す
ね
、
う
ち
ら
、
席
を
譲
っ
て
る

ん
す
よ
。
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
。」 

「『
思
い
や
り
』
の
Ｃ
Ｍ
、
知
っ
て
ま
す
か
。

あ
の
Ｃ
Ｍ
、
何
か
い
く
ね
っ
て
、
い
つ
も
四

人
で
話
し
て
た
ん
す
よ
。
で
も
、
や
さ
し
さ

の
押
し
付
け
み
た
い
な
の
は
嫌
な
ん
す
よ
。

だ
か
ら
、
だ
れ
も
見
て
い
な
い
う
ち
に
っ
て

い
う
か
、
だ
れ
に
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
っ

て
思
っ
て
ー
。
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
、
や
っ
ぱ
、

ち
ょ
ー
恥
ず
か
し
い
。」 

「
四
人
で
決
め 

た
ん
だ
よ
ね
。 

Ｓ
駅
か
ら
、
め 

っ
ち
ゃ
混
む
ん 

す
よ
。
だ
か
ら 

そ
の
前
に
席
を 

立
と
う
っ
て
… 

ね
。」 

 
 

 

（「
う
ん
。
う
ん
。」
と
顔
を
見
合
わ
せ
な
が

ら
う
な
ず
き
合
う
四
人
。） 

 

 

 

 

 

 

〈人でいっぱいの立ちスペース〉 

朝の電車の中で、偶然に出会った４人の生徒たち。その一連の姿（行為）から、人権教育で大切にしていきたい 

普遍的な視点―「人権尊重の意義」「共に生きる心」「意欲と実践力」等―が見えてくるのではないでしょうか。 

 

 
（人権教育推進プランＰ.４「人権教育の基本方針」より） 

○人権尊重の意義及び様々な人権問題についての理解と認識を深めます。 

○自らの権利の行使に伴う責任を自覚して、互いに人権を尊重し合う「共に生きる心」を醸成します。 

○人権問題を自らの課題として解決し、人権を尊重する社会を築いていく「意欲と実践力」を高めます。 
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「人権の花」がいっぱい咲きますように… 

四
月
の
こ
と
。 

そ
の
花
は
、
職
場
の
男
性
用
ト
イ
レ

に
ひ
っ
そ
り
と
咲
い
て
い
ま
し
た
。 

淡
い
さ
く
ら
色
に
染
ま
っ
た
そ
の
花

の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
春
の
香
り
が
、
う

っ
す
ら
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。 

転
勤
し
た
ば
か
り
で
、
慣
れ
な
い
仕

事
が
続
き
、
少
し
気
が
滅
入
っ
て
い
た

私
に
、
そ
の
花
は
、
そ
っ
と
語
り
か
け

て
き
て
く
れ
ま
し
た
。 

「
疲
れ
て
い
る
み
た
い
だ
ね
。
あ
ま
り

が
ん
ば
り
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
よ
。」

と
。 

「
い
っ
た
い
だ
れ
が
咲
か
せ
て
く
れ
た

の
か
な
。」と
思
い
な
が
ら
近
寄
っ
て
み

る
と
、
花
の
後
ろ
に
、
一
枚
の
紙
が
添

え
て
あ
り
ま
し
た
。 

 

季
節
の
花
「
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
」
と
あ

り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、「
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
」
の
植
生

や
特
徴
な
ど
が
、
綴
ら
れ
、
切
り
絵
の

「
挿
し
絵
」
も
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

「
ト
イ
レ
の
中
で
、
こ
ん
な
に
心
が
満

た
さ
れ
た
の
は
初
め
て
だ
な
あ
。」 

私
は
、
気
持
ち
を
新
た
に
、
午
後
の

仕
事
へ
向
か
い
ま
し
た
。 

      
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

次
の
週
、「
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
」
は
、
黄

色
の
花
蕾
を
つ
け
た「
ダ
ン
コ
ウ
バ
イ
」

へ
と
姿
を
か
え
て
い
ま
し
た
。 

そ
れ
も
ま
た
、
慌
た
だ
し
く
過
ご
し

て
い
る
私
に
、
と
っ
て
お
き
の
「
癒
し

の
と
き
」
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
〈ミツバツツジと挿し絵〉 

そ
の
後
も
、「
シ
デ
コ
ブ
シ
」
や
「
シ

ュ
ン
ラ
ン
」・
・
・
と
、
様
々
な
草
花
や

草
木
た
ち
が
、
優
し
い
花
を
咲
か
せ
て

く
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

〈シデコブシ〉 

 
 
 
 
 
 
 

〈シュンラン〉 

「トイレに咲いていた素敵な草花た

ち」から、私たちはどのようなこと

を思い、感じることが 

できるでしょうか。 
 

人権啓発センターでは、人権に関する歴史的資料や生活の中に存在する人権問題に焦点を当てた資料等の展示、人権

啓発ビデオ／ＤＶＤ・パネルの貸出し、人権学習会等の啓発活動を行っていますのでご活用下さい。また、平成２２年

４月からは人権に関する総合相談を行っています。詳しくは人権センターにお尋ねいただくか、県のホームページをご

覧ください。   〒387-0007千曲市屋代字清水260-6（長野県立歴史館内）  TEL 026-274-2306  

休館日：月曜日・祝日の翌日・年末年始等、センターの定める日  ☆人権相談専用電話 026-274-3232 

 
 
 
 
 
 
 
〈トイレに咲いていた花〉 
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被災した子どもたちはもちろんのこと、震災関係の報道や周囲の人たちからの情報などによって、心が深く

傷つき、不安感を募らせている子どもたちが多くいます。その中には、身体的、心身的に異常信号が発せられ、

頭痛や腹痛などの症状を引き起こす場合があるようです。子どもたちの明るい笑顔があふれる家庭、学校、地

域社会を築いていくために、仕事の手を少し休めて、子どもたちとの時間をつくり、子どもたち一人一人の表

情やつぶやきに心を傾けていくことが、私たちの差し迫った課題なのではないでしょうか。 

栄
村
が
震
え
た
日
々 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
月
よ
り
、
私
は
統
合
小
学
校
で
あ
る
栄
小
学
校
長
の
任
を
拝
命
し
、
四 

月
十
日
、
こ
の
原
稿
を
栄
小
学
校
の
校
長
室
で
書
い
て
い
る
。
昨
日
、
こ
の 

学
校
（
旧
北
信
小
学
校
）
も
避
難
所
を
閉
鎖
し
た
。
人
気
の
な
い
ガ
ラ
ン
と 

し
た
校
舎
に
は
、
毛
布
や
マ
ッ
ト
等
が
山
積
み
に
さ
れ
、
昨
日
ま
で
の
避
難 

生
活
の
匂
い
が
そ
こ
こ
こ
に
残
っ
て
い
る
。 

 

子
ど
も
の
い
な
い
学
校
は
、
た
だ
の
箱
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
改
め
て
実
感 

す
る
。
し
か
し
、
明
後
日
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
声
が
こ
の
校
舎
に
響
き
わ 

た
る
の
だ
。
不
自
由
な
思
い
を
さ
せ
る
と
思
う
が
、
一
ヶ
月
ぶ
り
の
学
校
生 

活
を
思
う
存
分
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
願
う
。 

今
ま
で
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
ば
か
り
が
届
き
、 

先
が
見
え
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
が
、 

少
し
ず
つ
そ
れ
も
解
消
さ
れ
て
き
て
い
る
。 

そ
ん
な
中
で
行
わ
れ
る
開
校
式
・
入
学
式 

は
、
復
興
を
目
指
す
村
に
と
っ
て
も
、
勇 

気
を
与
え
る
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
に 

違
い
な
い
。 

校
長
室
の
机
に
座
る
と
正
面
の
壁
に
は
、 

二
枚
の
額
が
傾
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。 

そ
こ
に
は
、
前
任
の
校
長
先
生
の
言
葉
が
こ
う
残
さ
れ
て
い
る
。「
傾
い
た
額 

に
つ
い
て 

三
月
十
二
日 

午
前
三
時
五
十
九
分 

震
度
六
強
の
地
震
発
生 

そ
の
時
の
ま
ま
に
し
て
お
き
ま
す 

学
校
復
校
の
日
に
直
し
て
下
さ
い
」
と
。 

私
は
い
つ
こ
の
額
を
直
し
た
ら
よ
い
の
か
を
思
い
悩
む
。
施
設
が
整
っ
た
と 

き
な
の
か
、
学
校
に
子
ど
も
が
来
た
日
な
の
か
、
そ
れ
と
も
・
・
・
。 

私
の
大
き
な
課
題
と
し
て
胸
に
常
に
置
い
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

「
信
濃
教
育
」
第
一
四
九
三
号
（
信
濃
教
育
会
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
た 

大
日
方
秀
康
さ
ん
（
現
栄
村
立
栄
小
学
校
校
長
）
の
記
事
よ
り
一
部 

抜
粋
の
う
え
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

被災と向き合ってきた校長先生の姿が、私たちに示唆していることはどのようなことなのでしょうか。  
それは、今こそ、「大人たちが、未来を担う子どもたち一人一人の人格を尊重し、健全に育てていくことの大切さを

改めて認識して、自らの責任を果たしていく必要がある（人権教育推進プラン資料編Ｐ.５６「人権教育指導の手引

き」より）」ということに他なりません。 

東日本大震災、長野県北部大地震という未曾有の大災害から３ヶ月が過ぎました。災害の爪痕が残る中、今なお避難所

生活を余儀なくされ、悲痛な思いで暮らしている被災者の方々がたくさんいます。連日のように報道されている被災地の

現状や被災者の皆さんの様子を見聞きするたびに、胸が張り裂けそうな思いになります。今こそ、私たちの気持ちを合わ

せ、少しでも被災地の皆さんのお力になれるよう、できることを精一杯するとともに、一刻も早く安全で安心なくらしが

取り戻せるよう心から願っております。 

 
 

（ 写 真 ） 
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咲
い
て
い
ま
す
。 

中
山
さ
ん
は
「
蓮
の
花
は
、『
え
た
』
村
に
こ
そ
咲
く
の
が 

も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
、
一
茶
の
『
え
た
』
に
寄
せ
る 

思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。」
と
し
て
い
ま
す
。 

  

こ
れ
ら
の
句
と
解
説
は
す
べ
て
、
中
山
英
一
さ
ん
の
「
被
差 

別
部
落
の
く
ら
し
か
ら
」（
朝
日
選
書
）
よ
り
、
引
用
し
ま
し 

た
。 

一
茶
に
寄
せ
る
尊
敬
の
念
と
深
い
愛
を
、
そ
し
て
、
同
士
の
生 

き
様
に
共
感
す
る
熱
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
す
ら
感
じ
る
こ
と
が
で
き 

ま
す
。 

「
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
に
『
平
等
』
と
『
慈
悲
』
の
心
を 

向
け
た
一
茶
。
封
建
社
会
で
、
被
差
別
民
衆
に
熱
と
光
を
当
て 

た
一
茶
。
人
間
に
誇
り
と
美
し
さ
と
生
き
る
喜
び
を
与
え
た
一 

茶
。」
そ
う
中
山
さ
ん
は
評
し
て
い
ま
す
。 

き
っ
と
今
頃
、
一
茶
と
ひ
ざ
を
突
き
合
わ
せ
て
、
自
由
や
平 

等
、
部
落
解
放
に
つ
い
て
懇
々
と
語
り
合
っ
て
い
る
の
で
は
な 

い
で
し
ょ
う
か
。 

最
後
に
一
句
（
文
政
二
年
）
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

花
の
陰
赤
の
他
人
は
な
か
り
け
り 

 

こ
の
句
は
、
ど
の
よ
う
な
「
思
い
」
や
「
願
い
」、
あ
る
い 

は
「
夢
」
を
、
私
た
ち
に
伝
え
ん
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

人
生
を
か
け
て
被
差
別
部
落
を
ま
わ
り
、 

人
と
の
つ
な
が
り
を
大
事
に
し
た
中
山
さ 

ん
の
姿
が
、
こ
の
句
に
重
な
っ
て
見
え
て 

く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

「
時
鳥
」
は
、
夏
の
季
語
で
、
貴
族 

が
風
雅
に
詠
む
材
料
で
し
た
。
し
か
し 

一
茶
は
、
世
人
が
穢(

け
が)

れ
い
る
と 

し
た
「
え
た
村
」
に
時
鳥
を
鳴
か
せ
ま 

し
た
。 

中
山
さ
ん
は
、「
す
べ
て
が
平
等
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ 

て
い
る
。
い
や
、『
え
た
村
』
こ
そ
時
鳥
の
鳴
く
に
ふ
さ
わ
し 

い
気
高
く
優
美
な
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の 

で
は
な
い
か
。」
と
し
て
い
ま
す
。 

 

穢え

多た

町
も
夜
は
う
つ
く
し
き
砧

き
ぬ
た

哉
か

な 

 

「
砧
」
と
は
、
布
に
つ
や
を
出
す
た
め
、
木
の
槌
で
た
た
く 

こ
と
で
、
澄
み
切
っ
た
静
か
な
秋
の
夜
、
ふ
と
「
え
た
町
」 

か
ら
、
砧
を
た
た
く
音
が
と
ん
と
ん
と
美
し
く
聞
こ
え
て 

き
ま
し
た
。 

中
山
さ
ん
は
「
昼
は
、『
え
た
、
え
た
』
と
差
別
さ
れ
る
町 

も
夜
は
こ
ん
な
に
美
し
い
人
た
ち
の
労
働
の
音
が
響
い
て
い
る 

で
は
な
い
か
。
世
間
の
人
は
『
え
た
』
の
住
む
所
を
穢
れ
て
い 

る
と
思
い
、
そ
う
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
ま 

ち
が
え
だ
と
、
一
茶
が
部
落
に
熱
い
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が 

分
か
る
。」
と
し
て
い
ま
す
。 

 

穢
太
ら
が
家
の
尻
よ
り
蓮

は

す

の
花 

 

「
え
た
」
の
家
の
裏
側
に
、
泥
土
の
中
に 

清
純
な
極
楽
浄
土
を
意
味
す
る
蓮
の
花
が 

    
 

昨
年
（
二
〇
一
〇
年
）、
七
月
八
日
中
山
英
一
さ
ん
が 

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
八
十
四
歳
で
し
た
。                         

 

中
山
さ
ん
は
、
長 

 
 

野
県
同
和
教
育
推
進 

 
協
議
会
を
立
ち
上
げ
、 

事
務
局
長
、
顧
問
等 

を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
。 

ご
存
じ
の
方
も
多
く
、 

ま
た
、
そ
の
残
し
た
功
績
に
つ
い
て
は
、
こ
の
紙
面
で
は 

書
き
尽
く
せ
ま
せ
ん
。 

長
野
県
の
同
和
教
育
は
、
中
山
英
一
さ
ん
抜
き
に
は
考 

え
ら
れ
ず
、「
同
和
教
育
は
地
域
に
入
っ
て
、
そ
の
人
と 

向
き
合
う
こ
と
が
根
本
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
ご
自 

身
の
姿
を
通
し
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

中
山
さ
ん
の
数
多
く
の
功
績
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
は
、 

「
小
林
一
茶
の
俳
句
の
研
究
」
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

（
文
末
の
一
部
を
敬
体
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
） 

  

エ
タ
村
や
山
時
鳥

ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す 

中
山
英
一
さ
ん
と 

小
林
一
茶 

 
 
 
 
 
 

中山英一さん 



 
 

  

今
年
、
我
が
家
に
地
区
の
お
祭
り
の
役
員
が
ま
わ
っ
て
き
た
。
前
年
の
役
員
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、
慣

例
で
、
そ
の
年
の
役
員
が
、
お
宮
に
奉
納
す
る
旗
に
字
を
書
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
次
の
休
日

に
夫
が
書
い
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。 

 

し
か
し
、
そ
の
休
日
、
夫
が
高
熱
を
出
し
て
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
。「
悪
い
け
ど
、
書
い
て
お
い
て
く
れ

る
？
」
と
夫
。「
何
で
私
が
・
・
・
」
と
思
っ
た
が
、
お
祭
り
ま
で
は
あ
と
わ
ず
か
。
仕
方
が
な
い
。
心
を

込
め
て
一
生
懸
命
書
い
た
。「
間
違
え
て
は
い
け
な
い
。」
と
丁
寧
に
書
い
た
た
め
か
、
二
時
間
程
か
か
っ

て
よ
う
や
く
書
き
終
え
た
。「
あ
あ
。
疲
れ
た
。
で
も
結
構
う
ま
く
書
け
た
な
」
ち
ょ
っ
ぴ
り
満
足
。 

 

翌
日
、
だ
い
ぶ
熱
も
下
が
っ
た
夫
が
そ
の
旗
を
見
て
、「
悪
か
っ
た
ね
、
忙
し
い
の
に
。
本
当
に
あ
り
が

と
う
ね
。」
と
言
っ
て
く
れ
た
。
夫
か
ら
の
感
謝
の
言
葉
に
、「
書
い
て
よ
か
っ
た
な
。」
と
嬉
し
く
思
っ
た
。 

 

そ
れ
か
ら
数
日
後
、
お
祭
り
の
最
終
打
ち
合
わ
せ
が
行
わ
れ
、
夫
が
出
席
し
た
。 

「
○
○
さ
ん
、
旗
は
で
き
た
か
い
。」 

「
え
え
、
で
き
ま
し
た
よ
。
実
は
私
、
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
高
熱
出
ち
ゃ
っ
て
、
妻
が
代
わ
り
に
字
を
書

い
て
く
れ
た
ん
で
す
よ
。」 

「
え
っ
。
奥
さ
ん
が
？ 

今
ま
で
そ
ん
な
前
例
あ
っ
た
っ
け
。」 

「
そ
ん
な
こ
と
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
な
い
な
。」 

「
そ
の
家
の
主
（
あ
る
じ
）
が
書
く
っ
て
も
ん
だ
よ
。」 

 

夫
か
ら
こ
の
話
を
聞
い
た
と
き
、
何
だ
か
腑
に
落
ち
な
い
感
じ 

が
し
ま
し
た
。 

し
か
し
、
こ
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
、
地
区
の
役
員
会
で
、 

「『
家
の
主
で
あ
る
男
性
以
外
は
書
け
な
い
』
と
い
う
慣
習
は
お 

か
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
議
論
に
な
り
、
今
後
は
『
性
別 

や
年
齢
な
ど
に
関
係
な
く
、
誰
で
も
自
由
に
書
い
て
い
た
だ
く
』 

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

お
か
し
い
と
思
っ
た
こ
と
は
、
声
に
出
し
て
改
善
し
て
い
け
る 

地
域
で
あ
る
こ
と
を
本
当
に
う
れ
し
く
思
い
、
こ
の
地
域
が
ま
す
ま
す
好
き
に
な
り
ま
し
た
。 

(7) 平成２３年（2011年）６月２０日         人  権  つ  う  し  ん             第４１号  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お
墓
を
建
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昨
年
の
一
月
に
母
が
逝
っ
た
。
愛
す
る
母
と
一
緒
に
い
た
い

と
い
う
家
族
の
思
い
で
、
お
骨
は
し
ば
ら
く
自
宅
に
置
い
て
お
い
た
。
し
か
し
、
も
う
一
年
経
つ

か
ら
そ
ろ
そ
ろ
お
墓
に
入
れ
て
あ
げ
よ
う
と
家
族
で
決
め
た
。
父
は
次
男
の
た
め
、
家
に
は
お
墓

が
な
い
の
で
、
お
墓
を
建
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

墓
地
を
購
入
し
、
ど
う
い
う
お
墓
に
す
る
か
業
者
の
方
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
。
お
お
よ
そ

の
方
向
が
決
ま
り
か
け
て
い
た
と
き
、
業
者
の
方
が
「
○
○
さ
ん
の
お
宅
は
、
奥
さ
ん
が
先
に
お

亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
ね
。
で
す
か
ら
、
墓
誌
は
一
行
空
け
て
二
行
目
に
奥
さ
ん
の
命
日
な

ど
を
彫
っ
て
お
い
て
、
ご
主
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
と
き
に
、
空
け
た
と
こ
ろ
に
彫
る
と

い
う
の
が
普
通
で
す
よ
。
み
な
さ
ん
そ
う
さ
れ
て
い
ま
す
よ
。」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
だ
さ

っ
た
。
そ
う
か
。
そ
れ
が
普
通
な
の
か
。
み
ん
な
が
そ
う
し
て
い
る
の
な
ら
そ
う
す
る
か
と
思
っ

た
。 し

か
し
、
し
ば
ら
く
経
っ
て
ど
う
も
そ
の
こ
と
が
気
に
な
り
だ
し
た
。
一
行
空
け
る
の
っ
て
何

か
変
だ
な
。
ど
う
し
て
夫
が
右
で
妻
が
そ
の
左
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
夫
が
「
主
」
で
妻
は
そ
の
傍

ら
に
寄
り
添
っ
て
い
る
の
が
普
通
な
の
か
？ 

挨
拶
状
も
夫
婦
連
名
だ
と
「
夫
が
右
」
が
ほ
と
ん

ど
だ
。
で
も
、
墓
誌
は
逝
っ
た
順
で
よ
い 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
の
一
方
で
、
世
間
か
ら
「
あ
の
家 

は
常
識
が
な
い
」
と
言
わ
れ
な
い
か
、 

と
頭
を
よ
ぎ
る
。 

「
皆
が
そ
う
し
て
い
る
か
ら
。」「
昔
か 

ら
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
。」
と
思
っ 

て
、
世
間
体
を
気
に
し
て
行
動
し
よ
う 

と
し
て
い
る
自
分
を
ま
た
見
つ
け
た
。 

 

姉
に
そ
の
こ
と
を
話
し
て
み
た
。 

「
あ
な
た
も
そ
う
思
っ
た
の
。
実
は 

私
も
同
じ
こ
と
考
え
て
い
た
の
。」 

あ
な
た
な
ら
ど
う
し
ま
す
か
？ 

墓
誌 

あ
た
り
前
の
見
直
し
か
ら
始
め
ま
せ
ん
か 



【講師】市川
いちかわ

 禮子
れいこ

 さん （社会福祉法人きらくえん理事長） 

【演題】「高齢者の人権を考える～きらくえんのノーマライゼーションの取組を通して～」 
【内容】特養ホーム入居者や認知症高齢者の人権が守られているとは言い難いわが国の状況。その状況に 

抗して「地域の中でひとりの生活者としての暮らしを築く」ことを、ハード（生活環境）・ソフト

（ケア）の両面からどのように実現しようとしてきたのかを中心にお話していただきます。 
 

【第１分科会】同和問題について考える 

講師：塚田
つ か だ

 智彦
ともひこ

さん（前 長野市人権同和教育指導主事） 
内容：同和問題を我が身に引き受けることの意味を、実践を通して考えます。 

【第２分科会】人権を守る実践的行動について考える 

  講師：小平
こだいら

 晴
はる

勇
お

さん（すし春店主、アマチュア落語家） 

    内容：「笑い上手は生き方上手」をテーマに、被災地や福祉施設、 
学校への出前落語を専心的に続けている小平さん。その活 
動を通しての御自身の体験を語っていただきます。 

【第３分科会】障害者の人権について考える 

  講師：中田
な か た

 芳
よし

典
のり

さん （視覚障害者） 
   内容：視覚障害にどう向き合い、どう乗り越えてきたのかを 
      お聞きし、実践的な取組を紹介していただきます。  
 

【第４分科会】子どもの人権について考える 

  講師：北島
きたじま

 由美
ゆ み

さん（リトミック研究センター） 
   内容：リトミックの窓口から、子どもの心の根っこを 

どう見つめていくかを学び合います。リトミック

演習を通して、みんなで感じ、考え、行動します。 
。 

【第５分科会】語り合い気づこう人権 

  ファシリテーター：白鳥
しらとり

 貴
よし

文
ふみ

 指導主事

（東信教育事務所） 
    内容：ワークショップ演習 
 

中
南
信
会
場 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 

８・２６（金） 

【講師】本田
ほんだ

 優子
ゆうこ

 さん 

（札幌大学副学長 文学博士） 

【演題】「アイヌ民族の歴史と現状」 
【内容】日本の先住民族として独自の 

文化を育んできたアイヌ民族。 
その歴史や文化についてお話

いただく中で、現在のアイヌを

とりまく状況や課題について

理解を深め合います。 

＝ 皆さまのご参加をお待ちしています ＝ 
全体講演 10:20-12:20 

 

分 科 会 13:20-15:30 

 

全体講演  

10:20-12:20 

分 科 会 13:20-15:30 

 
【第１分科会】同和問題について考える 

講師：韮澤
にらさわ

 久人
ひ さ と

さん（長野県同和教育推進協議会事務局長） 
内容：同和問題にどう向き合ってきたのか。教育現場の視点から 

お話していただきます。 

【第２分科会】人権を守る実践的行動について考える 

 講師：小平
こだいら

 晴
はる

勇
お

さん（すし春店主、アマチュア落語家） 

内容：中南信会場と同様です。  

【第３分科会】発達障害者への支援について考える 
 講師：日詰

ひ づ め

 正文
まさふみ

さん 
（長野県健康福祉部健康長寿課精神保健係 主査・発達障害者支援員） 

 内容：発達障害者の求める「合理的配慮」とは何なのか？ 
具体的な場を想定して考え合います。 

  

【第４分科会】子どもの人権について考える 

 講師：北島
きたじま

 由美
ゆ み

さん（リトミック研究センター） 
内容：中南信会場と同様です。 

【第５分科会】語り合い気づこう人権 

  ファシリテーター：大池
おおいけ

 昌
まさ

弘
ひろ

 指導主事 
（中信教育事務所） 

    内容：ワークショップ演習 
 

(8) 平成２３年（2011年）６月２０日          人  権  つ  う  し  ん                       第４１号 
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９・２（金） 


