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「
人
権
文
化
を
す
す
め
る
市
民
運
動
」
人
権
ポ
ス
タ
ー
優
秀
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滝
野
中
学
校
３
年
　
小
林
　
泰
雅
さ
ん

ひ
ろ
げ
よ
う

　
心
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
日
本
各
地
で
、
大
雨
・
台
風
・

地
震
等
被
災
さ
れ
た
方
々
に
対
し
、

心
か
ら
お
見
舞
い
を
申
し
あ
げ

ま
す
。

　
災
害
に
つ
い
て
は
、
や
は
り

阪
神
・
淡
路
大
震
災
、
台
風
２３

号
が
頭
に
浮
か
ん
で
参
り
ま
す
。

被
災
さ
れ
た
方
々
の
避
難
所
生

活
や
、
そ
れ
を
支
え
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
人
々
。
本
当
に
人
と

ひ
と
の
つ
な
が
り
の
重
要
性
が
、

そ
こ
に
は
見
え
て
き
ま
す
。

　
担
架
で
運
ば
れ
な
が
ら
、「
あ

り
が
と
う
。」
を
繰
り
返
し
な

が
ら
亡
く
な
っ
た
お
年
寄
り
。

土
砂
に
埋
ま
っ
た
自
分
の
家
の

前
に
立
ち
つ
く
す
人
。
子
ど
も

を
背
負
い
な
が
ら
、「
育
児
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
い
れ
ば
・
・
・
」

と
言
い
な
が
ら
家
を
片
付
け
る

若
い
母
親
。

　
こ
ん
な
と
き
こ
そ
、「
私
に
は
、

何
が
で
き
る
の
か
」
と
立
ち
止

ま
っ
て
考
え
て
み
る
、
そ
ん
な

時
間
を
持
ち
た
い
も
の
で
す
。

　
８
月
は
、「
人
権
文
化
を
す
す

め
る
県
民
運
動
」
推
進
強
調
月

間
で
す
。

　
今
こ
そ
、
加
東
市
内
の
「
こ

こ
ろ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
づ
く

り
が
、
少
し
で
も
す
す
み
ま
す

よ
う
に
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。



　
退
職
す
る
ま
で
、
某
市
の
小
・
中
学

校
の
２０
年
、市
・
県
の
行
政
１８
年
と
様
々

な
立
場
で
学
校
・
社
会
教
育
に
携
わ
っ

て
き
ま
し
た
。
老
若
男
女
、
心
身
に
ハ

ン
デ
ィ
の
あ
る
人
、
な
い
人
を
対
象
に

教
育
経
営
・
実
践
し
て
き
ま
し
た
。
そ

の
教
育
活
動
全
て
の
基
に
あ
る
の
は
、

『
ど
の
人
も
人
と
し
て
大
切
に
さ
れ
る

（
人
間
尊
重
）』
と
い
う
考
え
方
で
し
た
。

そ
れ
と
同
様
に
、
生
涯
学
習
の
理
念
で

あ
る
『
楽
学
利
他
（
ら
く
が
く
り
た
）』

【
楽
し
く
学
び
、
学
ん
で
得
た
成
果
を

人
様
の
お
役
に
立
て
る
】
の
気
持
ち
で
、

こ
の
一
年
の
重
責
を
全
う
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
加
東
市
に
な
っ
て
一
年
半
近

く
が
経
過
し
ま
し
た
。

　
加
東
市
で
は
、「
山
よ
し
　
技
よ
し

　
文
化
よ
し
　
夢
が
き
ら
め
く
　
元
気

な
ま
ち
　
加
東
」
の
実
現
を
め
ざ
し
て

い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
人
が
人
と
し
て
大
切
に
さ

れ
る
視
点
か
ら
す
る
と
、「
○
○
に
生

ま
れ
て
よ
か
っ
た
。
住
ん
で
よ
か
っ
た
。

こ
れ
か
ら
も
住
み
続
け
た
い
」
と
思
う

加
東
市
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
、「
ま
ち
づ
く
り
」

と
「
人
権
」
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ

と
が
理
解
で
き
ま
す
。

　
で
は
、
こ
ん
な
ま
ち
に
誰
が
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。〈
市
民
の
当
然
の
権
利

だ
か
ら
〉
と
言
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
に

関
し
て
何
で
も
『
○
○
し
て
く
れ
な
い
』

と
要
望
す
る
「
ク
レ
ナ
イ
族
」
に
な
る

の
は
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。「
自

由
」
と
「
責
任
」、「
権
利
」
と
「
義
務
」

は
表
裏
一
体
で
す
。
ま
た
、
人
々
の
暮

ら
し
を
支
援
す
る
考
え
方
と
し
て
「
自

助
」「
共
助
」「
公
助
」
が
あ
り
ま
す
が
、

文
明
が
発
達
し
、
成
熟
社
会
（
少
子
高

齢
化
・
所
得
水
準
の
向
上
・
産
業
構
造

の
変
化
・
科
学
技
術
の
進
展
・
高
度
情

報
化
・
国
際
化
等
）
の
現
在
で
は
、「
自

助
」「
共
助
」
よ
り
「
公
助
」
の
比
重

が
大
変
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
ま
ち
づ
く

り
を
、
自
治
体
（
行
政
）
だ
け
に
任
せ

て
お
け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ち

づ
く
り
の
主
人
公
は
そ
こ
に
住
ん
で
い

る
住
民
一
人
ひ
と
り
で
す
。
そ
こ
で
の

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
参
画
」
と
「
協
働
」

で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
支
え
て
い
く

の
が
個
人
と
集
団
で
の
学
び
で
す
。
そ

の
よ
う
な
「
学
び
」
を
通
し
て
、
ま
ち

づ
く
り
に
「
参
画
」
し
、
世
代
を
超
え
て
、

様
々
な
場
や
機
会
で
住
民
・
行
政
・
事

業
者
を
問
わ
ず
、
人
と
人
が
「
協
働
」

し
て
い
く
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
さ
ら
に

人
が
人
と
し
て
大
切
に
さ
れ
る
加
東
市

に
な
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
の
学
び
が

「
人
権
学
習
」
な
の
で
す
。

　
今
年
一
年
、
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご

支
援
を
い
た
だ
き
な
が
ら
加
東
市
同
教

と
し
て
の
事
業
推
進
を
し
て
参
り
た
い

と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

加
東
市
人
権
・
同
和
教
育
研
究
協
議
会

　
　
　
　
　
会
　
長
　
堀
井
　
洋
一
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去
る
５
月

２９
日
か
ら

３１
日
に
か
け
て
住
民
学
習
説
明
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
本
年
度
の
学
習
は
、

　
　
ビ
デ
オ
を
見
て
の
学
習
会
や
人
権
講
演
会
等
の
実
施
　

　
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
活
性
化
す
る
ふ
れ
あ
い
活
動
の
実
施

の
二
本
立
て
で
年
間
２
回
以
上
の
実
施
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
６
月

２０
日
に
、
各
地
区
の
社
会
教
育
推
進
委
員
さ
ん
よ
り
、
地
区
学
習
計
画
書
を
提

出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

○
　
ミ
ル
キ
ー
ウ
ェ
イ
音
楽
会
【
老
人
会
・
子
ど
も
会
に
よ
る
】

○
　
啓
発
ビ
デ
オ
を
ア
ニ
メ
に
し
、
子
ど
も
、
女
性
の
参
加
を
呼
び
か
け
る

○
　
ふ
れ
あ
い
映
画
鑑
賞
会

○
　
三
世
代
交
流
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

○
　
近
隣
地
区
と
の
合
同
人
権
学
習
講
演
会

○
　
料
理
に
よ
る
留
学
生
と
の
交
流
【
多
文
化
共
生
】

○
　
ド
メ
ス
テ
イ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
の
講
演
会

○
　
ビ
デ
オ
「
夕
映
え
の
み
ち
」
を
使
っ
た
人
権
学
習
会

○
　
盆
踊
り
大
会
に
よ
る
、
世
代
間
交
流
の
促
進

○
　
ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

○
　
移
動
研
修
「
人
権
の
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て
」
の
実
施

○
　
三
世
代
交
流
運
動
会

○
　
秋
津
冨
士
登
山
に
よ
る
他
地
区
と
の
ふ
れ
あ
い
交
流

○
　
啓
発
パ
ネ
ル
の
展
示

○
　
三
世
代
交
流
の
ゲ
ー
ム
と
、
も
の
作
り
等

○
　
加
東
市
人
権
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
み
ん
な
の
願
い
が
か
な
う
ま
ち
に
」

　
　
を
使
っ
た
人
権
学
習

○
　
ふ
れ
あ
い
祭
り
の
実
施

○
　
親
子
も
ち
つ
き
大
会

○
　
ビ
デ
オ
を
使
っ
て
考
え
る
高
齢
者
問
題

※
　
各
地
区
か
ら
の
計
画
書
の
提
出
あ
り
が
と
う

　
ご
ざ
い
ま
し
た
。
助
成
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、

　
振
込
み
依
頼
書
が
届
い
て
い
る
地
区
は
、
７
月

　
１０
日
に
指
定
の
口
座
に
振
り
込
み
を
完
了
し
て

　
い
ま
す
。
ご
確
認
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し

　
く
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
人
権
学
習
が
終
了

　
し
ま
し
た
ら
、
速
や
か
に
事
務
局
ま
で
ご
報
告

　
願
い
ま
す
。

高
め
よ
う
人
権
意
識

　
　
広
げ
よ
う
交
流
の
輪

高
め
よ
う
人
権
意
識

　
　
広
げ
よ
う
交
流
の
輪

高
め
よ
う
人
権
意
識

　
　
広
げ
よ
う
交
流
の
輪

（
地
区
住
民
学
習
ス
ロ
ー
ガ
ン
）

プロジェクターの貸し出し、ビデオの

貸し出しは、事務局に申し出てください。

返却は、お近くの公民館か滝野庁舎

人権教育課へお願いします。
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本
年
度
、
初
の
試
み
と
し
て
、
市
内
全
体

の
小
学
３
年
生
か
ら
中
学
３
年
生
を
対
象
に

募
集
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
約
１
８
０
名
の

参
加
希
望
が
あ
り
ま
し
た
。

　
当
初
は
、
実
際
に
盲
導
犬
訓
練
セ
ン
タ
ー

へ
行
き
、
施
設
見
学
な
ど
を
行
う
予
定
で
し

た
が
、
希
望
者
多
数
の
た
め
出
前
講
座
に
変

更
し
て
実
施
し
ま
す
。

　
内
容
は
、
訓
練
士
の
方
の
お
話
と
盲
導
犬

に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
Ｐ
Ｒ
犬
と
の

体
験
学
習
、
質
問
コ
ー
ナ
ー
等
、
訓
練
セ
ン

タ
ー
で
の
内
容
と
同
様
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
実
際
に
盲
導
犬
を
目
の
当
た
り
に
し
、
子

ど
も
達
の
感
性
で
、
何
か
を
感
じ
取
っ
て
く

れ
れ
ば
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
言
葉
で
綴
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
生
き
た
人
権
学
習
に

つ
な
が
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
窪
田
集
会
所
で
、
若
者
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
企
画
・
運
営
す
る
ラ
イ
ブ
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
若
者
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
銭
太
鼓
の
み
な
さ
ん
や
風
の
子
学
級
の
子
ど
も
達
な
ど
、
集
会
所

の
講
座
生
も
精
一
杯
日
頃
の
成
果
を
発
表
し
ま
す
。
子
ど
も
や
若
者
の
パ
ワ
ー
、
熟
年
の
技
の

妙
味
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ポ
ン
菓
子
、
綿
菓
子
な
ど
夜
店
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
家
族
み
ん
な
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。
よ
り
多
く
の
方
と
の
交
流
の
輪
を
広
げ
、
過
ぎ
ゆ
く
夏
の
夜
を
み
ん
な
で
楽
し
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

☆
優
秀
作
品
展
☆

　
７
月
２０
日

（金）
〜
８
月
３
日

（金）
　
社
公
民
館
多
目
的
ギ
ャ
ラ
リ
ー

☆
応
募
全
作
品
展
☆

　
８
月
４
日

（土）
〜
８
月
１６
日

（木）
　
ビ
オ
社
店

　　
市
内
の
小
・
中
学
生
の
作
品
の
展
示
を
公
民
館
・
ビ
オ
社
店

で
開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
小
・
中
学
生
の
み
な
さ
ん
が
、
時
間
を
か
け
て
丁
寧
に
作
成

し
て
い
ま
す
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
、
友
達
、
み
ん
な
一
緒
に
ポ
ス
タ
ー
、
短
作
文
の
中
に
流
れ
る
人
権
意
識
を
読
み
取

っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
ご
家
庭
や
学
校
、
職
場
で
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。
　
　
　

８
月
１９
日

（日）

８
月
２３
日

（木）

夏
祭
り
ラ
イ
ブ

夏
祭
り
ラ
イ
ブ

７
月
２０
日

（金）
〜
８
月
３
日

（金）

８
月
４
日

（土）
〜
８
月
１６
日

（木）

優
秀
作
品
展

応
募
全
作
品
展

盲
導
犬
見
学
・
学
習
会

盲
導
犬
見
学
・
学
習
会

人
権
啓
発
展

（
ポ
ス
タ
ー
・
短
作
文
展
）

人
権
啓
発
展

（
ポ
ス
タ
ー
・
短
作
文
展
）

平成１９年８月１日 （４）「じんけん」を学ぼう



☆
人
　
権
　
落
　
語
　
９
月
８
日

（土）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
条
文
化
会
館

「
親
し
き
仲
に
も
人
権
あ
り
」

　
多
可
町
教
育
委
員
会
主
任
指
導
主
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
藤
文
好
さ
ん

☆
人
権
ギ
タ
ー
漫
談
　
１０
月
１２
日

（金）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
滝
野
文
化
会
館

「
僕
は
在
日
関
西
人

　
　
│
浪
速
の
唄
う
巨
人
・
人
権
ギ
タ
ー
漫
談
│
」

　
浪
速
の
唄
う
巨
人
パ
ギ
や
ん
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趙
　
博
さ
ん

　
ち
ょ
っ
と
気
分
を
変
え
た
人
権
講
演
会
で
す
。

　
○か
た
り
あ
い

　
○と
も
に
学
び
合
う

　
○う
た
も
あ
る
学
び
の
場
へ

　
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
京
都
に
は
、
た
く
さ
ん
の
人
権
ゆ
か
り
の
場
所
が
あ
り
ま
す
。
耳
塚
、
水
平
社
発
祥
の
地
、

東
寺
な
ど
を
訪
れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
権
ガ
イ
ド
さ
ん
よ
り
、
そ
の
地
に
ま
つ
わ
る
お
話
を

お
聞
き
し
ま
す
。
そ
し
て
、
一
人
ひ
と
り
の
人
権
感
覚
を
磨
き
、
人
権
意
識
の
高
揚
に
努
め
ま
す
。

　
市
内
の
中
学
生
を
対
象
に
、
奈
良
県
の
水
平
社
博
物
館
で
、
現
地
学
習
会
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

同
和
問
題
の
早
期
解
決
と
、
正
し
い
理
解
を
す
す
め
る
た
め
に
、
学
習
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

実
際
に
は
な
か
な
か
行
く
機
会
が
無
い
と
思
い
ま
す
。
現
地
で
、
教
科
書
で
は
得
ら
れ
な
い
学

習
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
ち
づ
く
り
の
中
で
大
切
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
「
人
権
」
と
「
福
祉
」。
そ
れ
ら
を
担
当
課

が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
連
携
）
し
て
開
催
い
た
し
ま
す
。

１２
月
１
日

（土）

予
定

１０
月
１２
日

（金）

９
月
８
日

（土）

人
権
ギ
タ
ー
漫
談

人
　
権
　
落
　
語

水
平
社
博
物
館
見
学
・
学
習
会

１１
月
１３
日

（火）

予
定

第
一
期

　
加
東
市
民
人
権
講
座

「
京
都
人
権
ゆ
か
り
の
地
」
を
訪
ね
る
実
地
研
修

１２
月
２
日

（日）

滝
野
文
化
会
館

「
人
権
と
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
」
講
演
会

「
人
権
と
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
」
講
演
会

水
平
社
博
物
館
見
学
・
学
習
会

第
一
期

　
加
東
市
民
人
権
講
座

「
京
都
人
権
ゆ
か
り
の
地
」
を
訪
ね
る
実
地
研
修

（５）「じんけん」を体験しよう 平成１９年８月１日



ア
ニ
メ

い
じ
め
は
ゼ
ッ
タ
イ
わ
る
い

　
は
っ
き
り
と
い
じ
め
を
嫌
悪
し
、
い
じ

め
に
加
担
せ
ず
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
先

生
や
親
に
知
ら
せ
る
・
・
・
そ
う
し
た
行

動
を
と
る
た
め
の
力
を
幼
い
時
期
の
子
ど

も
達
に
植
え
つ
け
ま
す
。

あ
し
た
元
気
に
な
〜
れ
！

　
空
襲
で
家
族
を
失
っ
た
か
よ
子
。
世
話

に
な
っ
て
い
る
伯
母
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
、

残
さ
れ
た
兄
・
喜
三
郎
の
行
方
を
捜
し
続

け
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
思
い
出
の
詰

ま
っ
た
生
家
の
跡
地
が
売
り
渡
さ
れ
る
と

聞
い
て
た
ま
ら
ず
家
を
飛
び
出
し
ま
す
。

翌
日
、
つ
い
に
浅
草
で
兄
と
再
会
を
果
た

し
ま
す
が
・
・
・
。

働
き
や
す
い
職
場
を

　
　
　
　
　
　
め
ざ
し
て

―
こ
こ
ろ
の
健
康
と
人
権
―

　
職
場
で
、
う
つ
病
を
中
心
と
す
る
心
の

病
に
か
か
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
ス
ト

レ
ス
を
生
む
職
場
と
は
、
ど
う
い
っ
た
職

場
な
の
か
、
ま
た
皆
が
い
き
い
き
と
働
き

や
す
い
職
場
に
す
る
た
め
に
、
ど
う
い
っ

た
こ
と
に
配
慮
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
職
場

全
体
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（１２分・ビデオ）（９０分・ＤＶＤ）

（２５分・ビデオ）

人
権
を
行
動
す
る
　
―
そ
の
時
あ
な
た
は
ど
う
し
ま
す
か
ー

　
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
・
個

人
情
報
の
保
護
、
部
落
差
別
と
い
う
三
つ

の
ケ
ー
ス
を
設
定
し
て
、
み
な
さ
ん
に
行

動
す
る
か
し
な
い
か
の
分
岐
点
を
提
示
し

ま
す
。
そ
の
時
、
自
分
な
ら
ど
の
よ
う
に

行
動
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
、
そ
し
て

そ
の
理
由
を
考
え
る
中
で
人
権
を
い
か
に

行
動
に
つ
な
げ
て
い
く
か
を
考
え
て
い
き

ま
す
。

（２５分・ビデオ）

火
っ
て
不
思
議
や
な

火
っ
て
不
思
議
や
な

と
な
り
の
木
に
分
け
て
や
っ
て
も

火
は
少
な
く
な
ら
ん
も
ん

火
は
心
の
中
の
や
さ
し
い
気
持
ち
と

お
ん
な
じ
な
ん
や
な

ク
レ
ヨ
ン
は
色
の
か
た
ま
り

ク
レ
ヨ
ン
は
色
の
か
た
ま
り

こ
れ
か
ら
か
く
絵
の
か
た
ま
り

僕
ら
だ
っ
て
明
日
の

ゆ
め
の
か
た
ま
り
で

で
き
て
る
ん
や
な

今
日
の
次
に
明
日
の
僕
が

あ
る
か
ら

僕
は
自
分
で
決
め
る
ん
や

（
金
の
星
社
『
原
田
大
助
詩
集
　
土
の

　
中
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
い
つ
も
い

　
っ
ぱ
い
種
が
あ
る
』
よ
り
）

　
子
ど
も
会
・
老
人
会
・
婦
人
会
・
地
区

役
員
会
な
ど
に
、
ご
活
用
い
た
だ
け
る
啓

発
ビ
デ
オ
を
本
年
度
も
購
入
し
ま
し
た
の
で
、

紹
介
し
ま
す
。

　
な
お
、
本
課
で
は
所
蔵
ビ
デ
オ
一
覧
表

「
ビ
デ
オ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
も
作
成
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
必
要
な
方
は
お
気
軽
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

平成１９年８月１日 （６）新着ビデオ・ＤＶＤの紹介

　
新
着
ビ
デ
オ

Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
紹
介

　
新
着
ビ
デ
オ

Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
紹
介



男女が協力し、家庭生活と仕事や地域活動を行い、共に支え合い

責任を分担しながら、人間らしい生き方が楽しめる社会です。

単にものごとの決定段階に参加させるだけではなく、ものごと

を作っていく立案の段階から主体的に関わって意見を反映させ

ていくのが参画です。

政治や行政の場だけではなく、仕事、地域活動、教育などのあ

らゆる分野で、自らの意思に基づいて参画する機会が確保され

る社会です。

個人の意思を尊重し、自らの意思に基づいて、生き方を選択で

きる社会です。

新しい社会は、社会の構成員として家庭、学校、地域、職域な

どのあらゆる分野で、男性も女性も人として共に考え、共に取

り組む社会です。

人は誰でも、たくさんの可能性を持って生まれてきます。

「女だから」とか「男だから」というだけでその可能性が狭ま

れることなく、それぞれの個性を生かし、いろいろな生き方を

認め合うことができる社会。それは女性に新たな可能性を開く

と同時に男性にも新たな可能性の扉を開く社会です。

　加東市では、男女共同参画プランの策定に向けて準備をすすめています。このプランは、男女が性に

とらわれず、社会のあらゆる分野に共に参画し、互いに人権を尊重し合いながら、一人ひとりの個性と

能力が十分に発揮できる社会の実現を目指しています。

　今回から男女共同参画についてシリーズでお知らせしていきます。

男女共同
参画ってなに？男女共同
参画ってなに？男女共同
参画ってなに？

男女共同参画社会ってどんな社会？

（７） 男女共同参画ってなに？ 平成１９年８月１日



東
条
東
小
学
校
4
年
　
都
倉
彩
葉

東
条
西
小
学
校
3
年
　
松
浦
　
愛

福
田
小
学
校
5
年
　
上
石
悠
貴

米
田
小
学
校
4
年
　
河
村
味
奈

鴨
川
小
学
校
1
年
　
西
川
香
織

滝
野
南
小
学
校
5
年
　
掘
井
　
萌

東
条
中
学
校
3
年
　
片
岡
和
貴

社
小
学
校
5
年
　
上
月
日
向

、ポスター100点、短作文146点の応募があり、選考の結果、以下の優秀作品が決りました。（敬称略）

・短作文優秀作品
【
ポ
ス
タ
ー
の
部
】

平成１９年８月１日 （８）ポスター・短作文優秀作品



「人権文化をすすめる市民運動」

　児童生徒の皆さんを対象に、「人権文化をすすめる市民運動」ポスター・短作文の募集を行ったところ

ポスター
【
短
作
文
の
部
】

社
中
学
校
3
年
　
國
井
聡
子

滝
野
東
小
学
校
5
年
　
大
久
保
拓
志

三
草
小
学
校
5
年
　
伊
東
朱
音

い
や
な
こ
と
　
人
に
や
ら
な
い
　
や
ら
せ
な
い

「
ご
め
ん
ね
」
と
言
っ
た
ぼ
く
の
心
も
す
っ
き
り
だ

「
助
け
よ
か
。」「
あ
り
が
と
う
。」
そ
の
気
持
ち
が
心
を
つ
な
ぐ

一
人
一
人
の
　
命
の
重
さ
は
　
同
じ
だ
よ
！
�

地
い
き
の
人
に
あ
い
さ
つ
し
た
ら
、
元
気
が
い
い
ね
と
ほ
め
ら
れ
た
。
ま
た
し
よ
う
か
な
。

こ
ん
に
ち
は
！
　
あ
い
さ
つ
返
せ
ば
笑
顔
が
増
え
る
！

父
母
と
　
語
り
あ
お
う
よ
　
本
音
を
ね

毎
朝
、
母
が
お
は
よ
う
と
言
っ
て
く
れ
る
、
な
に
げ
な
い
言
葉
だ
が
、
朝
の
最
高
の
言
葉
。

持
と
う
大
切
な
心
を
。
言
葉
は
違
っ
て
も
み
ん
な
同
じ
人
間
だ
よ

大
丈
夫
？
君
が
言
っ
た
そ
の
一
言
に
、
す
ご
く
救
わ
れ
た
ん
だ
。
あ
り
が
と
う
。

勇
気
を
出
し
て
、
か
け
た
言
葉
が
、
人
の
心
を
ひ
ら
く
カ
ギ
�

「
ど
う
し
た
の
」
こ
の
一
言
か
ら
始
め
よ
う
�

な
く
な
っ
て
ほ
し
い
。
世
界
中
で
今
も
な
お
続
く
戦
争
。

気
づ
い
て
ほ
し
い
。
い
な
く
な
っ
て
か
ら
じ
ゃ
遅
い
、
人
々
の
命
を
。

繰
り
返
さ
な
い
で
ほ
し
い
。
あ
の
悲
劇

宮
 

野
 

大
 

和

竹
 

本
 

裕
 

哉

勝
 

本
 

絢
 

介

岡
 

本
 

茉
 

耶

小
 

薮
 

佳
 

苗

井
 

本
 

萌
 

夏

稲
 

坂
 

竜
 

二

高
 

見
 

直
 

樹

依
 

兼
 

　
 

梓

小
 

紫
 

愛
 

衣

藤
 

井
 

智
華
子

小
 

西
 

つ
か
さ

藤
 

本
 

美
 

里

6
年

5
年

5
年

6
年

6
年

6
年

6
年

6
年

5
年

1
年

1
年

2
年

3
年

社

小

学

校

福
田
小
学
校

米
田
小
学
校

三
草
小
学
校

鴨
川
小
学
校

滝
野
東
小
学
校

滝
野
南
小
学
校

東
条
東
小
学
校

東
条
西
小
学
校

社

中

学

校

滝
野
中
学
校

東
条
中
学
校

附
属
中
学
校

（９） ポスター・短作文優秀作品 平成１９年８月１日



　大きい小さい、速い遅い、強い弱いを優劣として見るのは

人間の目。これらを個性として見るのは仏の目。

　アジサイの花は花びらが４枚というところから「四枚」と

読まれていた。花の色が変わっていくことから「浮気の花」、

「うつろう花」と言われた。だから民家にも植えなかった。

　江戸時代は武士道に反するとして嫌われた。さくらのよう

にさっと咲いて散っていくのが良いとされていたから。アジ 「心の日めくり」より

≪小籔実英さんの講演の中から抜粋≫

演　題　「子どものこころを育てる」

講　師　福知山市観音寺住職
　　　　　　　　　小籔実英さん

人形劇団「おやゆび姫」
「うさぎ月の三日」

年に一度のうさぎの子どもたちのお祭り。

美しい月夜の森で起きる

楽しくておかしな

できごとに・・・。

　7月8日、「子どもの人権と健全育成を考える講演会」が社福祉センターで開催されました。

講  演

オープニング

平成１９年８月１日 （１０） 子どもの人権と健全育成を考える講演会

し まい



サイはいつが満開なのか分からない。なぜなら最後まで散らないで花の色が変化して枯れていくから。戦後は

このような花を見る目が変わってきた。梅雨のうっとうしい時期に長く咲いていてくれて、長持ちしてありが

たいとされた。これは人間がつくった考えである。総じて誰かが言っていることを間に受けて間違った人生を

生きていくと偽りの人生となる。正しい心、正しい見方は親が子どもに教えるべきである。

　「邪正一如」　邪な考えも同じ心の中から生じてくる。鬼のような心も仏のような心も同じ心の中に同居し

ている。親が子どもの心をどっちの心にしてやるかが大事である。子どもの心を良い心にしてやると良い方へ

進む。親の責任は非常に大きい。

　「宇宙の法則」　憲法、法律以前にこの世には法則がある。それは宇宙の法則である。原因があって結果が

生まれる。子どもの頃から考えを教えておく。上手に法律の網を潜り抜けることはできても、宇宙の法則は逃

れられない。分からないように人の物を盗んでも必ず後に悪い結果が生まれてくる。例えば、風邪を引いても、

何もないのに引いたりはしない。風呂上りにうろうろしていて湯冷めをして風邪を引く。情けをかけることは

回りまわって自分に返ってくる。良い種を蒔いておくと、い

つかは良い種が生まれてくる。子どもの頃にこの話を十分し

てやることが大事である。

　「子どもと親の関係」　時間を守る。約束を守る。いくら

勉強ができても時間を守れない子は社会へ出てもだめ。これ

は社会で生きていく上で非常に大事なことである。私は、子

どもとの約束は、葬式以外は絶対に守るようにしてきた。子

どもにとっては指折り数えた待ちに待った約束だから。

　母親は家の中の太陽。母親が暗いと家の中も暗くなる。母

親は明るくなければならない。清らかでなければならない。

　父親は厳しい部分がないとだめである。悪いことをしたら

子どもにガツンと言ってやる。ガツンと言ってから後でやさ

しく理由を言ってやる。父親は厳しくなければならない。優

しくなければならない。

●昔の人はアジサイの花を嫌う、花びらが４枚で死に

つながる、色が次々と変わるので浮気性とか意味も

なく偏見の目で見る。子どもがすばらしい時代は社

会も明るい、安心できる社会を築くためにも子ども

を育てる大切さが良く分かりました。母親は常に明

るくやさしい心を持たないといけない。

●時間を守る、約束を守る人は信用できる。少年院に入った子どものエピソード「母のために｣。子どもの性

　質、特質に合わせて育てる。上手下手ではない「自分らしく｣生きる。夫婦の会話が大事。

「心の日めくり」より

≪会場のみなさんからのご意見≫

（１１）  子どもの人権と健全育成を考える講演会 平成１９年８月１日

じゃしょういちにょ

し まい



●持ち味を引き出す子育て、約束･時間を守る大切さなど親の責任の大きさをお聞きした。遅いかもしれません

が、家族内での会話を大切に良い面を引き出す家族であるよう心がけていきたいと思います。

●子どもを育てるのは何といっても家庭である。今からでも遅くないかな。明るい母親になろう。

●夫婦の会話が一番耳に入る、説教は耳に入らない、子どもの持ち味に沿って育てるというのが印象に残りま

した。父親も母親もきびしく、やさしく、明るく、清らかに子どもたちを導いていけたらいいと思います。

●子どもも大人もすべて性格は違うと思う。子どもは育てるものではなく、親を見て育つものと思っている。

子どもの性格が良くないのはその見本を親が示していると思っています。原因があり、結果があることがよ

く分かりました。親が子どもに言うのではなく、示すことが大事である。　

「社会を明るくする運動」
メッセージ伝達

法務省が主唱する「社会を明るくする運動」 への

協力をお願いする法務大臣からのメッセージが

小野加東保護区保護司会会長小野里二十三さん

から山本市長に伝達されました。

こんなとき、あなたはどうしますか？　
あなたの子どもや地域の子どもの非行を防止するためには、学校・家庭・地域のみんなが協力して
対応していくことが必要です。

子どもが見慣れない高価な持ち物を持っていました。

こんなとき、あなたはどうしますか。

こんなとき、あなたはどうしますか。

こんなとき、あなたはどうしますか。

こんなとき、あなたはどうしますか。

こんなとき、あなたはどうしますか。

突然、「学校に行きたくない」と言いました。

子どもが万引きをして捕まったとスーパーから連絡がありました。

子ども部屋からタバコの吸い殻が見つかりました。

親に向かって「うるさい。ほっとけ。」などと口ごたえするようになりました。

事 例

1
事 例

2
事 例

3
事 例

4
事 例

5

少年相談室 【無料ダイヤル】０１２０－７８６－１０９ 24時間いじめ相談ダイヤル ０５７０－０－７８３１０

平成１９年８月１日 （１２）「社会を明るくする運動」メッセージ伝達

お の ざと ふ そ み



子どもの人権と健全育成を考える講演会での発表作文

　いつもわたしたちの行き帰りを見守って

くださっている見守り隊の人たちに、とっ

ても感謝をしています。

　朝、学校に行くときに、見守り隊のおば

さんに出会います。グリーンの帽子をかぶ

って、橋の欄干のところで立っておられます。

赤岸の交差点ではおじさんが立っておられ

ます。出会うと、

「おはようございます。」　

と言います。すると、おじさんやおばさんは、

「おはよう」

と言ってくれます。

　とおるたびにあいさつしてくれます。き

ょうは、雨がふっていました。かさをさして、

わたしたちが通るようすを見てくださいま

した。早く通る通学班もあるし、おそく通

る通学班もあります。時間がかかるので、

見守り隊のおじさんやおばさんは、とても

しんどいと思います。

　わたしたちが帰るころになると、道のそ

ばにおいてあるいすにすわって、5、6 人の

人でおしゃべりをしながら、待っていてく

れます。楽しそうにおしゃべりをしています。

たまに、「わははは。」とわらい声が聞こえ

てきます。

　わたしたちが通りすぎるとき「おかえり。」

とか「さようなら。」とか言ってくださいま

す。ときどき家の近くまでついてきてくだ

さいます。親切だなと思います。

　学校に行くときも、帰るときも、とても

安心です。とてもうれしいです。

　学校では、下校が 3 回に分かれています。

1、2 年がする 2 時 10 分下校、全校生が一

斉下校する 3 時、高学年だけの 4 時下校と

いろいろあります。どんなときでも待って

いてくださいます。長い時間でたいへんだ

と思います。

　わたしたちの地区だけでなく、どこの地

区にもグリーンのぼうしをかぶった見守り

隊のおじさんやおばさんがたくさんおられ

ます。信号のある交差点や車のよく通る道

のところに立っていてくださいます。わた

したち社小学校のみんなのために、朝早く

から見守っていてくださいます。昼は、お

仕事があるかもしれないのに、ずっと待っ

ていてくださいます。

　わたしは、感謝の気持ちでいっぱいです。

グリーンのぼうしをかぶった見守り隊の方々

を見かけると、ほっとして、あたたかい気

持ちになります。つゆになったら、雨がよ

くふります。夏になると、すごく暑くなり

そうです。毎日たいへんですが、お体に気

をつけてくださいね。おねがいします。

社小学校

4 年　宮本　佳奈さん

「見守り隊の方たち」「見守り隊の方たち」「見守り隊の方たち」

（１３） 子どもの人権と健全育成を考える講演会での発表作文 平成１９年８月１日

みや もと か な



　あなたは、だれかに「ありがとう。」と言

っておけばよかったと思ったことはありま

せんか。

　わたしが小さいころ、1 年に一度の楽し

みは、山口県にいる祖父と祖母の家に行っ

て泊まることでした。

「ただいまあ。」

と、あいさつをしてドアを開けると、そこ

には、ベッドに横たわっている祖父がいま

した。祖父は、数年前、2 階の階段から落

ちて首の骨を折ったのです。首の骨が折れ

たけど、命は助かり、わたしはほっとしま

した。でも、そのときからベッドにねてい

ることが多くなり、話すのもうまくできな

いようになりました。そんな祖父の姿を見て、

わたしは心配でしたが、祖父とは、あまり

話をしないまま何年かが過ぎていきました。

　そして、1 年の夏、その年も祖父の家に

泊まりに行き、いつものようにいとこやお

ばたちと楽しく過ごし、家に帰りました。

その翌日、祖父の家から、いきなり電話が

かかってきました。祖父がなくなったとい

う知らせでした。いっしゅん、私は何がな

んだかわけが分からなくなりました。2 日

前まであんなに元気だったのに・・・。わ

たしが、「おじいちゃん、来年も来るね。」

と言うと、にっこり笑ってくれたのに・・・。

　祖父のおそう式のとき、わたしは祖父と

のいろいろな思い出がこみ上げてきました。

祖父の家に行くと、いつも祖父が、

「おかえり。」

と言って、にっこりしてくれました。それ

なのに、わたしは

「ただいま。」と、ぼそぼそと言っただけで

した。お正月には、いつも、

「はい。」

と言って、お年玉をくれたのに、そのときも、

わたしは、

「ありがとう。」

と、小さな声で言っただけでした。祖母には、

ときどき折り紙で贈り物をあげたけれど、

祖父には何もあげていなかったことも思い

出しました。

　わたしは、祖父の写真を見つめながら、

あのとき、あのしゅん間に、「ありがとう。」

と大きな声で言っておけばよかったと、何

回も後かいしました。「ありがとう。」を言

えなかった自分が情けなくて涙が出てきま

した。

　でも、悲しいのはわたしだけじゃない。

姉たちや母、おばも悲しいのだと気づきま

した。わたしは、祖父の分も長生きする。

そう決めました。

　みなさんも大切な人には、うれしかった

こと、楽しかったことなど、どんなことで

もすなおな心で伝えるようにしましょう。

私の言えなかった「ありがとう。」は、心の

中で、祖父に伝えようと思います。

福田小学校

6 年　松本　莉奈さん

言えなかった「ありがとう」言えなかった「ありがとう」言えなかった「ありがとう」

平成１９年８月１日 （１４）子どもの人権と健全育成を考える講演会での発表作文

まつ もと り な



　わたしには、大好きな親せきのお兄ちゃ

んがいます。家に来ると、トランプやお絵

かきをいつもいっしょにしてくれます。わ

たしは一人っ子なのでお兄ちゃんが遊んで

くれるととてもうれしいです。

　お兄ちゃんは高校生のときに何かの病気

にかかって、片方の目が見えなくなってし

まいました。もう片方の目は見えるけれど

それでも、物にぶつかってしまうことがよ

くあります。でも、お兄ちゃんは目が片方

見えないだけで、車も運転できるし、夜お

そくまで仕事にも行っています。それに、

明るいし元気です。わたしは、そんなお兄

ちゃんをとてもすごいと思っていました。

　あるとき、お母さんと買い物に行っていて、

目の不自由な人を見かけました。点字ブロ

ックの上をつえをつきながら 1 人で歩いて

おられました。お兄ちゃんより大変そうだ

なと思いながら見ていました。声をかける

ことはできませんでした。

　そんな 4 年生のある日、アイマスク体験

と点字の勉強をすることになりました。わ

たしはお兄ちゃんや目の不自由な人のこと

を知るいい機会だと思い、関心を持ちました。

　点字をやってみました。初めてだったし、

よく似ている文字もあり、打ったり読んだ

りするのは大変でした。自分の名前も点字

で打ってみました。目が見える状態でも打

つのが大変だったので、もし見えなかった

らむずかしいだろうなと感じました。

　アイマスク体験では、目が見えなくて歩

く不安な気持ちが分かりました。わたしは

友達とペアになって学校内を歩きました。

友達のうでをしっかりつかんでいたし、友

達が「段があるよ。」とか声をかけてくれた

のでなんとか歩けました。とくに、階段は

とてもこわかったです。

　目が見えないことで不安なこと、いろい

ろな動作がしにくいことなどたくさんのこ

とが分かりました。お兄ちゃんも片目は見

えるけど、きっとこんな思いをすることも

あったんだろうなと思いました。

　また、この勉強をしてから今まで気がつ

かなかったことに気がつきました。周りを

見てみると、アルミかんのふたやエレベー

ターのボタンのところ、公共しせつの中な

どいろんなところに点字がありました。こ

れがあることによって、不安が少しなくな

っている人がいるんだと感じました。

　でも、一番の不安をなくす方法は、困っ

ておられるようであれば、「何か困ったこと

はありますか？」「だいじょうぶですか？」

と声をかけ、自分からできることをしよう

と考えることだと思いました。そうするこ

とで、おたがいの心がやさしくなれるよう

な気がします。これからは、勇気を出して、

「何か手伝うことはありませんか？」と声を

かけていこうとわたしは思います。

米田小学校

5 年　藤木　理沙さん

わたしにできることわたしにできることわたしにできること

（１５） 子どもの人権と健全育成を考える講演会での発表作文 平成１９年８月１日

ふじ き り さ



編集後記
　今年は、雨が少なく空梅雨だとか。言っていたとたんに大型の台風が襲ってきました。梅雨と台風がいっ
しょにやってくるこの頃の気象は、地球温暖化現象の現れなのでしょうか。今年も部屋のクーラーの設定温
度を２８度に、車の冷房も高めにセットして、クールビズで、地球温暖化防止に一役かいたいですね。

～生きがいと幸せを築き合う人間尊重のまちに～
　すべての住民がお互いの人権を尊重し合い、部落差別をはじめ、あらゆる差別のない「生きがい

と幸せを築き合う人間尊重のまち」の実現を目指しています。

　多彩な催しを通じ、参加者の相互交流を図り、人権尊重に根ざしたものの見方や考え方を身につ

け実践していく市民運動を展開しましょう。

８月は「人権文化をすすめる市民運動」推進強調月間です

☆ 日　時　平成19年8月7日（火）午後5時から

☆ 場　所　やしろショッピングパークＢｉｏ

☆ 内　容　ミニカレンダー等を配布します！！

「8月10日　ハートの日」
花鉢プレゼント

人権啓発ポスター・短作文（優秀作品）

人権啓発ポスター・短作文

男女共同参画パネル展

男女共同参画パネル展

男女共同参画パネル展

社公民館多目的ギャラリー

ショッピングパークBio

東条福祉センター「とどろき荘」

滝野公民館　ロビー

7月20日～8月 3日

8月 4日～8月16日

8月18日～8月30日

8月31日～9月12日

期　　　間 場　　　　所 展　　示　　物

☆ 日　時　平成19年8月10日（金） 午後7時20分から午後9時30分

☆ 場　所　東条文化会館　コスミックホール

☆ 内　容　○オープニング　滝呼ソーラン
　　　　　 ○人権啓発ポスター・短作文優秀作品表彰   
　　　　　 ○トーク＆コンサート「愛という名の奇跡」
　　　　　 　難病・ひきこもりを乗り越えて“光のステージ”へ
　　　　　 　出演者　えすぺらんさ（奥田勝彦・奥田良子）
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