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何
億
と
い
う
時
を
越こ

え

無
数
の
い
の
ち
を
乗
せ
な
が
ら　

わ
た
し
は
生
ま
れ
た

な
ぜ　

自
分
を
守
ろ
う
と
す
る
の
か

ど
う
し
て　

目
を
逸そ

ら
そ
う
と
す
る
の
か

「
別
に
わ
た
し
に
は
関
係
な
い
よ
。
」                        

そ
う
言
っ
て
一
人
の
友
を
見
過
ご
し
た

自
分
の
中
に
あ
る
心
の
悪
が　

人
と
人
と
を
隔へ

だ

て　

見
え
な
い
線
を
ひ
い
て
ゆ
く

境
目
な
ん
て
つ
く
ら
ず
に

大
地
を
踏ふ

み
し
め
る　

本
当
の
強
さ
で

駆か

け
ぬ
け
よ　

そ
の
優
し
さ
で

ゆ
が
み
の
な
い
天
の
よ
う
に
広
が
る
ま
で

こ
の
広
い
ぬ
く
も
り
の
上

大
き
な
地ほ

し球
の
小
さ
な
種
か
ら　

わ
た
し
は
生
ま
れ
た

な
ぜ　

自
分
を
見
失
っ
て
い
る
の
か

ど
う
し
て　

「
う
ん
。
」
と
し
か
言
え
な
い
の
か

「
あ
な
た
も
そ
う
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
。
」

友
か
ら
吹ふ

く
風
に
惑ま

ど

わ
さ
れ
る
小
さ
な
若
葉　

揺ゆ

ら
ぐ
幹        

わ
た
し
だ
け
の
緑
を
光
ら
せ
た
い
の
に

森
の
色
で
塗ぬ

ら
れ
て
ゆ
く

一
枚
一
枚
の
葉
に
責
任
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
担
っ
て

一
本
の
木
と
し
て
考
え
続
け
る

わ
た
し
と
い
う
幼
い
幹
が　

群
れ
を
拒こ

ば

む
勇
気
を
も
ち

一
本
の
わ
た
し
が
あ
る
と
言
え
る
ま
で

暗
く
静
か
な
夜

一
つ
の
問
い
か
ら　

わ
た
し
は
生
ま
れ
た

な
ぜ　

み
ん
な
同
じ
で
は
な
い
の
か

ど
う
し
て　

わ
た
し
は
こ
ん
な
に
弱
い
の
か

「
僕ぼ

く

が
や
る
か
ら
君
は
い
い
よ
。
」

う
つ
む
い
て
わ
た
し
は
つ
ぶ
や
い
た

そ
れ
は
優
し
さ　

そ
れ
と
も
…

自
分
勝
手
は
し
な
い　

嘲あ
ざ
わ
ら笑
う
こ
と
も
し
な
い

わ
た
し
に
優ゆ

う
え
つ越
と
い
う
水
を
浴
び
せ
な
い
で

わ
た
し
は
消
さ
な
い　

臙え
ん
じ脂
の
炎
ほ
の
お

い
つ
か
丸
く
優
し
い
夕
焼
け
に
な
り

美
し
さ
を
分
か
ち
合
え
る
ま
で

わ
た
し
が
生
ま
れ
た
理
由
は

わ
た
し
の
思
い
が

わ
た
し
た
ち
の
声
と
な
る

一
つ
の
世
界

つ
つ
ま
し
さ
と
明
る
さ
と
で
満
ち
満
ち
る

無
二
の
世
界

県
内
中
学
校
三
年
生
の
作
品　
　

わ
た
し
が
生
ま
れ
た
理わ

け由
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４　望ましい解決方法について考えましょう。

怒りや悲しみの解決の樹

信
しんらい

頼できる人に相談する。

次はうまくいく方法を考える。 助けを求める。

気持ちを正しく伝える。

解決できたイメージを浮
う

かべる。

一度その場から離
はな

れる。

涙
なみだ

を流す。泣く。

自分はなぜ怒るのか問う。

体を動かす。運動をする。

布団やクッションをたたく。

人の物に落書きをする。

開き直る。
ＰＣやゲームをする。 大きな声を出す。

深呼吸をする。

「大丈夫」と言い聞かせる。

文字や絵にする。

思考を転換する。

人の物を隠す。

引きこもる。

自分を傷つける。

弱い者をいじめる。

メールをする。

人にあたる。

好きな音楽を聞く。

殴
なぐ

る。ける。
物を壊

こわ

す。

怒
ど な

鳴る。
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自分の感情とうまく付き合うために

　人には喜
き

怒
ど

哀
あい

楽
らく

という感情があります。「喜び」や「楽しさ」を感じられる瞬間が少しでも多くあ
れば幸せです。同時に、「怒り」や「悲しみ」といった感情も大切なものです。つらいことがあった
ら悲しくなり、嫌

いや

なことをされたら怒
いか

りの感情がわくのは自然なことです。また、悲しんでいる人
の隣

となり

で共に悲しめることや、差別やいじめに対して怒りを感じることは大切なことです。
　しかし、「怒り」や「悲しみ」に支配されたり、自分や他の人を傷つけたりすることは、残念なこ
とです。「怒り」や「悲しみ」の感情をすべて消し去ることはできませんが、上手に付き合っていく
ことが必要です。ここでは「怒り」や「悲しみ」の感情の対処について考えましょう。これは、自
分や他の人を大切にすることにつながります。

１　友人や家族との間で「怒り」や「悲しみ」を感じた経験を書いてください。またその

　原因として考えられることを書いてください。（原因）

２　その時、「心」や「体」はどうなりましたか。下の図に記入しましょう。色を塗
ぬ

って

　表現してもかまいません。（反応）

３　あなたはその「怒り」や「悲しみ」をどのようにして鎮
しず

めましたか。（対処法）

　　意識的にしていることや思わずしていることを書いてみましょう。

体は？ 心は？
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僕ぼ
く

は
野
球
部
で
三
年
間
活
動
し
、
心
身
共
に
成
長
で
き
た
日
々
に
大
き
な
充じ
ゅ
う実じ
つ

感
を
抱い
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

入
部
し
た
頃こ

ろ

は
野
球
経
験
の
少
な
い
僕
に
、
先
生
方
や
先
輩
方
が
野
球
の
技
術

を
丁て

い
ね
い寧
に
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
先
輩
の
プ
レ
ー
を
見
て
、

「
僕
も
野
球
が
う
ま
く
な
り
た
い
。
」

と
思
い
、
し
ん
ど
い
基き

そ礎
練
習
に
前
向
き
に
取
り
組
め
、
だ
ん
だ
ん
技
術
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
技
術
だ
け
で
な
く
準
備
や
片
付
け
、
挨あ

い
さ
つ拶
に
至
る

ま
で
、
先
輩
の
後
ろ
姿
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
が
人

と
し
て
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と
教
わ
り
ま
し
た
。
後
輩
た
ち
と
の
出
会
い
も
あ
り

が
た
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
後
輩
に
伝
え
る
立
場
に
な
っ
た
と
き
に
は
、

「
技
術
以
上
に
大
切
な
こ
と
が
あ
る
。
」

と
説
明
し
な
が
ら
、
自
分
の
中
で
も
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
僕
が
部
活
動
を
通
し
て
、
先
輩
、
同
級
生
、
後
輩
、
先
生
方
、
家
族
な
ど
多

く
の
方
か
ら
教
わ
っ
た
一
番
大
切
な
こ
と
は
、「
人
を
思
い
や
る
心
」で
し
た
。

　

そ
の
こ
と
を
特
に
思
い
知
っ
た
出
来
事
が
、
春
の
大
会
で
起
き
ま
し
た
。
レ
ギ

ュ
ラ
ー
に
選
ば
れ
て
い
た
大
会
前
日
、
練
習
中
に
足
を
捻ね

ん
ざ挫
し
て
し
ま
い
、
僕
は

試
合
に
出
ら
れ
な
く
な
り
、
代
わ
り
に
後
輩
が
出
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
こ
こ
ま
で
努
力
し
て
き
た
の
に
、
し
ん
ど
い
練
習
も
乗
り
越こ

え
て
、
頑が
ん
ば張
っ
て

き
た
の
に
、
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
に
…
。
」

と
い
う
思
い
で
、
そ
の
日
の
夜
は
悔く
や

し
く
て
悔
し
く
て
、
ふ
と
ん
に
入
っ
て
か
ら

も
涙な

み
だが
止
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
代
わ
り
に
出
ら
れ
て
、
う
れ
し
い
や
ろ
な
。
」　

「
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
試
合
で
活か

つ
や
く躍
し
た
ら
、
こ
れ
か
ら
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
も
と

ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ん
。
」

「
ミ
ス
し
て
く
れ
へ
ん
か
な
。
」

「
僕
が
出
て
い
な
い
試
合
は
、
チ
ー
ム
が
負
け
て
、
や
っ
ぱ
り
出
て
ほ
し
か
っ
た

っ
て
、
み
ん
な
が
思
っ
て
く
れ
た
ら
な
。
」

今
か
ら
考
え
れ
ば
本
当
に
、
自
分
の
こ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け

出
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
し
か
っ
た
の
で
す
。

　

試
合
が
始
ま
っ
て
も
、
応お

う
え
ん援
ど
こ
ろ
か
落
ち
込こ

ん
だ
ま
ま
で
、
ぼ
ん
や
り
試
合

を
眺な

が

め
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
試
合
は
勝
利
し
た
の
で
す
。
み
ん
な
が
喜
び
合
い
ま
し
た
。
応
援
に

来
て
い
た
人
も
、
先
生
も
、

「
よ
う
、
が
ん
ば
っ
た
な
。
」

「
先
制
点
入
れ
ら
れ
た
の
に
、
粘ね

ば

り
勝
っ
た
な
。
」

と
、
み
ん
な
を
讃
え
て
い
ま
し
た
。
試
合
の
様
子
か
ら
も
、
チ
ー
ム
の
団
結
力
と

普ふ
だ
ん段
の
練
習
の
成
果
を
発
揮
で
き
た
の
が
勝
因
で
し
た
。
そ
れ
な
の
に
僕
は
、
暗

い
表
情
で
じ
っ
と
立
っ
て
い
ま
し
た
。

「
誰だ

れ

も
僕
の
気
持
ち
な
ん
か
わ
か
っ
て　
　

く
れ
へ
ん
。」

先せ
ん
ぱ
い輩
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
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そ
の
と
き
、
僕
の
代
わ
り
に
出
た
後
輩
が
目
の
前
に
走
っ
て
来
ま
し
た
。

「
い
つ
か
先
輩
み
た
い
に
な
り
た
く
て
、
練
習
で
い
つ
も
先
輩
の
プ
レ
ー
を
見
て

ま
し
た
。
今
日
は
先
輩
の
悔
し
い
気
持
ち
の
分
も
頑
張
っ
て
、
ヒ
ッ
ト
を
打
っ
て
、

先
輩
に
ほ
め
て
も
ら
お
う
と
思
っ
た
け
ど
、
役
に
立
て
ま
せ
ん
で
し
た
。
情
け
な

い
で
す
。
」

と
、
涙
を
浮う

か
べ
て
言
っ
た
の
で
す
。
情
け
な
い
の
は
僕
の
方
で
す
。
返
す
言
葉
も

見
つ
か
ら
ず
、
赤
い
顔
を
し
て
下
を
向
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
み
ん
な
も
、

「
夏
は
絶
対
一い

っ
し
ょ緒
に
が
ん
ば
ろ
な
。
」

「
け
が
、
は
よ
治
し
て
い
っ
ぱ
い
練
習
し
よ
な
。
」

口
々
に
声
を
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
涙
が
出
ま
し
た
。

　

「
練
習
、
挨
拶
、
準
備
、
片
付
け
、
ど
れ
も
心
が
入
っ
て
い
な
い
と
で
き
な
い

ん
だ
。
」
「
メ
ン
バ
ー
を
思
い
や
る
心
、
周
り
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
と
大

切
に
し
よ
う
。
」
そ
う
思
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
夏
の
大
会
ま
で
の
毎
日
の
練

習
は
、
本
当
に
充
実
し
た
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

け
が
や
病
気
で
練
習
で
き
な
い
仲
間
に
は
、
自
分
か
ら
励は

げ

ま
し
の
言
葉
を
か
け

る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。
ひ
た
む
き
に
練
習
し
て
い
て
も
技
術
の
差
で
レ
ギ
ュ

ラ
ー
に
な
れ
ず
、
そ
れ
で
も
精せ

い

一い
っ
ぱ
い杯

応
援
し
て
く
れ
る
同
級
生
や
後
輩
た
ち
に
、

「
あ
り
が
と
う
」
と
心
か
ら
言
え
ま
し
た
。
練
習
試
合
で
負
け
て
部
員
み
ん
な
で

悔
し
涙
を
流
し
、
勝
っ
て
喜
び
を
共
に
し
、
い
ろ
ん
な
場
面
で
心
か
ら
笑
い
合
え

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
最
後
の
夏
の
大
会
も
チ
ー
ム
一
丸
と
な
っ
て
、
最
高
の
プ

レ
ー
が
で
き
ま
し
た
。

　

　

僕
た
ち
が
こ
ん
な
経
験
が
で
き
た
の
は
、
た
く
さ
ん
の
人
の
支
え
が
あ
っ
た
か

ら
で
す
。
家
族
や
、
部
員
の
家
族
の
み
な
さ
ん
に
も
た
く
さ
ん
サ
ポ
ー
ト
し
て
も

ら
い
、
そ
れ
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
っ
た
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

同
級
生
だ
け
で
す
る
活
動
と
比
べ
て
、
部
活
動
は
難
し
い
部
分
が
あ
る
反
面
、

同
級
生
だ
け
で
は
経
験
で
き
な
い
よ
う
な
一
体
感
や
充
実
感
、
達
成
感
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
先
輩
た
ち
の
思
い
や
考
え
を
受
け
止
め
、
そ
れ
を
後
輩
た
ち
に

伝
え
た
い
と
思
っ
た
こ
と
や
、
後
輩
た
ち
が
自
分
た
ち
を
目
標
と
し
て
く
れ
て
い

る
こ
と
が
う
れ
し
か
っ
た
り
、
逆
に
後
輩
た
ち
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
今

思
い
出
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
後
輩
た
ち
に
、
今
い
る
同
級
生
や
先
輩
、
こ
れ

か
ら
入
部
す
る
後
輩
を
大
切
に
、
そ
し
て
、
周
り
の
す
べ
て
の
人
へ
の
感
謝
を
忘

れ
ず
に
部
活
動
に
励
ん
で
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

　

誰
に
も
必
ず
「
メ
ン
バ
ー
の
中
で

の
自
分
の
役
割
」
と
「
自
分
の
中
で

向
上
で
き
る
こ
と
」
が
あ
り
ま
す
。

自
分
で
そ
れ
を
見
つ
け
、
ま
た
、
お

互た
が

い
に
そ
れ
を
見
つ
け
合
え
る
よ
う

な
部
活
動
を
め
ざ
し
て
く
だ
さ
い
。

　　

後
輩
の
み
ん
な
へ

「
あ
り
が
と
う
。
が
ん
ば
れ
よ
。

一
人
じ
ゃ
な
い
ぞ
。
」
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な
つ
み
が
そ
ろ
そ
ろ
寝ね

よ
う
か
と
ベ
ッ
ド
に

横
に
な
っ
た
時
、
携け

い
た
い帯
電
話
の
着
信
音
が
鳴
っ

た
。
同
じ
ク
ラ
ス
の
四
人
グ
ル
ー
プ
の
一
人
、

み
ず
ほ
か
ら
の
メ
ー
ル
だ
。

『
今
日
の
映
画
は
楽
し
か
っ
た
ね
！　

と
こ
ろ

で
、
明
日
か
ら
ユ
ミ
を
無
視
す
る
こ
と
に
し
た
か
ら
ね
。
み
ん
な
ヨ
ロ
シ
ク
！

明
日
か
ら
も
っ
と
楽
し
く
な
り
そ
う
。
』

「
エ
ッ
！
？
」
思
わ
ず
、
起
き
上
が
っ
た
。
ユ
ミ
は
、
グ
ル
ー
プ
の
一
人
で
、
今

日
の
映
画
に
、
ユ
ミ
も
い
っ
し
ょ
に
行
っ
て
き
た
。
次
の
日
曜
日
に
も
遊
ぶ
約
束

を
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
に
。

　

返
信
ボ
タ
ン
を
押お

し
『
ど
う
し
て
』
と
打
っ
た
と
こ
ろ
で
、
指
が
止
ま
っ
た
。

（
理
由
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
み
ず
ほ
が
言
う
こ
と
に
は
逆
ら
わ
な
い
ほ
う
が
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
。
）

　

グ
ル
ー
プ
で
は
、
あ
か
ら
さ
ま
で
は
な
い
が
、
み
ん
な
は
み
ず
ほ
の
機き

げ
ん嫌

を
と

っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

な
つ
み
は
、
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
気
持
ち
に
な
り
な
が
ら
も
、
み
ず
ほ
か
ら
の
メ
ー

ル
の
と
お
り
に
す
る
こ
と
に
し
、
寝
よ
う
と
目
を
閉
じ
た
。

「
お
は
よ
う
。
」

学
校
の
靴く

つ

箱
の
と
こ
ろ
で
、
肩か
た
ご越
し
に
ユ
ミ
の
元
気
な
声
が
聞
こ
え
た
。
な
つ
み

は
、
思
わ
ず
、
「
お
は
よ
う
。
」
と
言
い
そ
う
に
な

っ
た
が
、
ハ
ッ
と
し
、
ユ
ミ
の
顔
も
見
ず
そ
の
ま
ま

早
足
で
教
室
に
向
か
っ
た
。

　

教
室
に
着
く
と
、
み
ず
ほ
た
ち
の
所
へ
行
っ
た
。

　

そ
こ
へ
、
ユ
ミ
が
、

「
お
は
よ
う
。
」

と
声
を
か
け
て
き
た
が
、
グ
ル
ー
プ
の
み
ん
な
は
そ
れ
に
は
応
え
ず
、
お
し
ゃ
べ

り
を
続
け
た
。
な
つ
み
は
ユ
ミ
に
話
し
か
け
ら
れ
た
が
、
顔
を
見
な
い
よ
う
に
し

な
が
ら
み
ず
ほ
の
話
に
あ
い
づ
ち
を
う
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
う
つ
む
い
て
自

分
の
席
に
向
か
う
ユ
ミ
の
後
ろ
姿
が
目
に
入
っ
た
。

　

ユ
ミ
は
、
次
の
休
み
時
間
も
な
つ
み
に
話
し
か
け
て
き
た
が
、
無
視
す
る
と
、

昼
休
み
か
ら
は
話
し
か
け
て
こ
な
く
な
っ
た
。
な
つ
み
は
ユ
ミ
の
こ
と
が
気
に
な

り
な
が
ら
も
、
グ
ル
ー
プ
の
お
し
ゃ
べ
り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
。

　

二
日
後
の
夜
、
な
つ
み
が
宿
題
を
し
よ
う
と
机
に
向
か
っ
て
い
る
と
、
携
帯
電

話
に
ユ
ミ
か
ら
の
メ
ー
ル
が
届
い
た
。
一い

っ
し
ゅ
ん瞬ド
キ
ッ
と
し
た
。
な
つ
み
は
、
恐お
そ

る

恐
る
メ
ー
ル
を
開
く
と
、
そ
こ
に
は
、

『
ど
う
し
て
？
』

と
書
か
れ
て
あ
っ
た
。

　

な
つ
み
は
、
じ
っ
と
携
帯
電
話
の
画
面
を
見

つ
め
て
い
た
が
、
メ
ー
ル
を
打
ち
始
め
た
。

ど
う
し
て
？
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いじめは絶対許さない！

○ 被害者

 　いじめられている人。

○ 加害者

　 いじめている人。

○ 観　衆

 　まわりでおもしろがり、もっとやれなど

　 と言ってはやし立てる人。

○ 傍観者

　 かかわりたくないと思って、見て見ぬ

　 ふりをしている人。

　 自分が注意したり、大人の人に言いに

　 行ったりしたら、今度は自分がいじめ

　 られるかもしれないという恐れから、

　 見て見ぬふりをしている人もいます。

○　いじめは、人権侵害です

　　・いじめは、人間として許されない行いです。
　　・「いじめられる側にも原因がある」という考え方は、まったくの間違いです。
　　・遊びや軽い冗談のつもりでも、いじめられる側の苦しみや痛みは深刻です。
　　・いじめをはやし立てたり、見て見ぬふりをするのも、いじめているのと同じです。

「いじめは絶対に許さない」という強い態度を示すことが大切です。
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「
そ
れ
で
は
木
曜
日
は
英
語
で
な
ん
と
言
う
で
し
ょ
う
。
」

「
は
ー
い
、
テ
ン
プ
ラ
揚あ

げ
て
フ
ラ
イ
デ
ー
で
す
。
」

「
正
解
は
サ
ー
ズ
デ
ー
で
す
。
」

「
オ
ー
マ
イ
ガ
ッ
ド
。
」

　

そ
れ
を
聞
い
た
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
は
大だ

い
ば
く
し
ょ
う

爆
笑
で
、
午
後
の
少
し
眠ね
む

た
い
授
業
が

一
気
に
盛
り
上
が
っ
た
。

　

健
二
は
、
い
つ
も
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
っ
て
み
ん
な
を
笑
わ
せ
る
ク
ラ
ス
の

ム
ー
ド
メ
ー
カ
ー
的
な
存
在
だ
。
勉
強
は
あ
ま
り
得
意
で
は
な
く
、
授
業
中
は
よ

く
周
り
の
友
だ
ち
に
教
え
て
も
ら
っ
た
り
、
何
か
違ち

が

う
こ
と
を
考
え
て
ぼ
ー
っ
と

し
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
よ
く
先
生
か
ら
も
注
意
さ
れ
る
。
そ
の

た
び
に
、
お
ど
け
た
切
り
返
し
で
み
ん
な
を
笑
わ
せ
て
く
れ
る
の
で
、
だ
ん
だ
ん

み
ん
な
も
健
二
が
注
意
さ
れ
た
り
、
質
問
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
の
を
楽

し
み
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
逆
に
ち
ゃ
ん
と
答
え
ら
れ
る
と
、

「
え
え
っ
。
普ふ

つ
う通

や
ん
。
お
も
ろ
な
い
わ
。
」

と
言
わ
れ
た
り
す
る
。
そ
ん
な
時
も
健
二
は
、

「
ご
め
ん
ご
め
ん
、
次
な
。
」

と
笑
っ
て
答
え
て
い
た
。
健
二
は
い
つ
も
そ
ん
な
調
子
だ
っ
た
の
で
、
授
業
中
当

て
ら
れ
た
だ
け
で
、
何
人
か
が
く
す
く
す
笑
い
出
し
、
ク
ラ
ス
が
ざ
わ
つ
い
た
り

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
僕ぼ

く

も
内
心
で
は
、

「
ま
た
始
ま
っ
た
ぞ
。
今
日
は
ど
ん
な
こ
と
言
っ
て
く
れ
る
の
か
な
。
」

と
期
待
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

あ
る
日
の
昼
休
み
、
同
じ
ク
ラ
ス
の
卓
也
と
明
、
浩
二
の
三
人
が
健
二
を
囲
ん

で
話
し
て
い
た
。

「
健
二
っ
て
ほ
ん
ま
に
お
も
し
ろ
い
よ
な
あ
。
」

「
そ
う
そ
う
、
う
ち
の
ク
ラ
ス
の
ア
イ
ド
ル
や
も
ん
な
。
」

「
な
あ
、
な
ん
か
お
も
ろ
い
こ
と
言
え
や
。
」

卓
也
た
ち
は
そ
う
言
っ
て
、
健
二
を
小こ

づ突
き
始
め
た
。

「
え
え
っ
。
ち
ょ
っ
と
ま
っ
て
や
。
」

健
二
は
小
突
か
れ
な
が
ら
も
笑
っ
て
答
え
て
い
た
。
僕
は
、

「
お
っ
、
ま
た
ギ
ャ
グ
が
出
る
か
な
。
」

と
思
っ
て
様
子
を
見
て
い
た
。
す
る
と
そ
こ
に
、
先
生
が
通
り
か
か
っ
て
、

「
ど
う
し
た
、
何
か
あ
っ
た
の
か
。
」

と
声
を
掛か

け
て
き
た
。
卓
也
が
、

「
な
ん
で
も
な
い
で
す
。
ち
ょ
っ
と
健
二　

と
ふ
ざ
け
て
い
る
だ
け
で
す
。
」

と
言
い
な
が
ら
健
二
の
肩か

た

に
手
を
ま
わ
し

て
言
っ
た
。
隣と

な
りの

明
が
、

「
健
二
は
み
ん
な
の
ア
イ
ド
ル
や
か
ら
。
」

と
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。
先
生
に
、

「
健
二
さ
ん
、
本
当
か
。
大だ

い
じ
ょ
う
ぶ

丈
夫
か
。
」

と
聞
か
れ
健
二
は
、

「
は
ー
い
、
大
丈
夫
で
ー
す
。
」

と
、
い
つ
も
の
お
ど
け
た
調
子
で
答
え
た
。

そ
の
時
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
た
の
で
、
み
ん
な

教
室
に
入
っ
た
。

本
当
に
人
気
者
？
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そ
れ
か
ら
も
、
と
き
ど
き
同
じ
よ
う
な
場
面
を
見
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
時
に
は

数
人
で
健
二
を
追
い
か
け
た
り
、
押お

さ
え
つ
け
て
上
着
を
脱ぬ

が
そ
う
と
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
健
二
は
い
つ
も
笑
顔
で
、
「
や
め
て
え
。
」
と
変
な
声
で

叫さ
け

ん
で
見
せ
て
、
み
ん
な
を
笑
わ
せ
て
い
た
。

　

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
健
二
が
学
校
を
休
ん
だ
。
み
ん
な
は
、

「
あ
い
つ
が
お
ら
ん
か
っ
た
ら
、
お
も
ろ
な
い
な
。
」

な
ど
と
口
々
に
言
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
健
二
の
欠
席
は
だ
ん
だ
ん
増
え
て
い
っ

た
。
卓
也
は
、

「
あ
い
つ
勉
強
で
き
へ
ん
か
ら
、
き
っ
と
さ
ぼ
っ
て
る
ん
や
。
今
度
来
た
ら
聞
い

て
み
よ
う
か
。
」

と
冗じ

ょ
う
だ
ん談っ
ぽ
く
言
っ
た
。
明
も
、

「
き
っ
と
そ
う
や
。
み
ん
な
で
行
っ
た
ら
、
何
て
言
い
訳
す
る
か
な
。
」

と
言
い
出
し
た
。
他
の
み
ん
な
も
、
そ
れ
を
聞
い
て
笑
っ
て
い
た
。

　

そ
の
次
の
日
も
、
健
二
は
学
校
を
休
ん
だ
。
放
課
後
、
僕
は
担
任
の
先
生
に
呼

ば
れ
た
。
先
生
は
、

「
最
近
、
健
二
さ
ん
よ
く
学
校
休
ん
で
る
で
し
ょ
。
先
生
も
昨
日
会
っ
て
き
た
ん

だ
け
ど
ね
。
何
か
あ
っ
た
か
知
ら
な
い
。
」

と
尋た

ず

ね
て
こ
ら
れ
た
。
健
二
は
体
も
元
気
そ
う
だ
っ
た
し
、
み
ん
な
と
も
仲
良
く

過
ご
し
て
い
た
よ
う
な
の
で
、

「
い
い
え
、
心
当
た
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

と
答
え
た
。
先
生
は
、

「
そ
う
…
。
今
日
、
健
二
さ
ん
に
学
級
通
信
と
社
会
科
の
プ
リ
ン
ト
を
届
け
て
く

れ
な
い
か
し
ら
。
あ
な
た
は
家
も
近
い
し
。
そ
れ
で
ち
ょ
っ
と
様
子
を
見
て
き
て

く
れ
な
い
か
な
。
」

と
言
わ
れ
た
。

「
い
い
で
す
よ
。
今
日
は
部
活
も
休
み
な
の
で
行
っ
て
き
ま
す
。
」

と
僕
は
引
き
受
け
た
。

　

健
二
の
家
に
着
い
て
チ
ャ
イ
ム
を
鳴
ら
す
と
健
二
が
出
て
き
た
。

「
大
丈
夫
？　

み
ん
な
、
人
気
者
が
い
な
く
て
さ
み
し
い
っ
て
。
僕
も
君
の
ギ
ャ

グ
を
楽
し
み
に
し
て
る
か
ら
早
く
学
校
来
て
な
。
」

と
僕
は
言
っ
た
。
何
か
面
白
い
返
事
が
返
っ
て
く
る
か
と
少
し
期
待
し
て
い
た
が
、

健
二
は
、

「
あ
り
が
と
う
な
。
そ
っ
か
、
人
気
者
か
…
。
ほ
ん
ま
に
人
気
者
な
ん
か
な
。
」

と
弱
々
し
く
つ
ぶ
や
い
て
家
に
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
時
、
玄げ

ん
か
ん関
の
奥お
く

に
立
っ
て

い
た
健
二
の
お
母
さ
ん
と
目
が
合
っ
た
。
な

ん
だ
か
悲
し
そ
う
な
目
だ
っ
た
。

　

家
に
帰
る
途と

ち
ゅ
う中

、
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な

か
っ
た
健
二
の
弱
々
し
く
微ほ

ほ
え笑
ん
だ
顔
と
、

「
ほ
ん
ま
に
人
気
者
な
ん
か
な
。
」
と
い
う

つ
ぶ
や
き
が
、
僕
の
頭
か
ら
ず
っ
と
離は

な

れ
な

か
っ
た
。
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こ
の
夏
休
み
、
私
は
、
毎
日
、
神
戸
市
長な
が
た田
区
の
小
学
校
に
通
い
ま
し
た
。
空

き
教
室
を
利
用
し
た
児
童
館
の
副
館
長
と
し
て
、子
ど
も
た
ち
を
見
守
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
、
特
に
暑
い
夏
で
し
た
。
若
い
こ
ろ
に
比
べ
、
疲つ
か

れ
る
こ
と
も
多
く
な

り
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
と
き
、
私
は
彼か
の
じ
ょ女
の
こ
と
を
思
い
ま
す
。

「
彼
女
も
が
ん
ば
っ
て
い
る
。
」

い
つ
も
励は
げ

ま
さ
れ
て
い
る
気
が
す
る
の
で
す
。

　

三
十
五
年
前
、
神
戸
市
内
の
中
学
校
に
勤
務
し
、
卓た
っ
き
ゅ
う球部
の
顧こ
も
ん問
を
し
て
い
た

私
は
、
新
入
生
の
彼
女
に
出
会
い
ま
し
た
。
前
年
に
、
男
女
団
体
戦
、
個
人
戦
す

べ
て
で
神
戸
市
大
会
を
制せ
い
は覇
し
た
メ
ン
バ
ー
が
卒
業
し
、
入
れ
替か

わ
り
に
彼
女
た

ち
が
入
部
し
て
き
た
の
で
す
。

「
体
も
硬か
た

い
し
、
ま
だ
ま
だ
だ
な
。
」

彼
女
た
ち
を
見
た
最
初
の
印
象
で
す
。
前
年
の
メ
ン
バ
ー
に
比
べ
る
と
、
ず
い
ぶ

ん
力
が
落
ち
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
彼
女
た
ち
を

厳
し
く
指
導
し
ま
し
た
。
休
み
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
彼
女
た
ち
は
弱
音
も

吐は

か
ず
、
熱
心
に
練
習
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
実
力
も
ぐ
ん
ぐ
ん
伸の

び
て
い
き
、

三
年
生
の
夏
に
は
、
チ
ー
ム
は
近き
ん
き畿

大
会
の
決
勝
ま
で
進
み
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん

彼
女
は
エ
ー
ス
と
し
て
チ
ー
ム
を
引
っ
張
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
彼
女
は
実

力
が
認
め
ら
れ
、
大お
お
さ
か阪

の
卓
球
の
強き

ょ
う
ご
う豪校

へ
進
学
し
、
誰だ

れ

も
が
将
来
に
期
待
を
し

て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
高
校
に
入
学
し
て
ま
も
な
く
彼
女
は
異
変
に
襲お

そ

わ
れ
ま
し
た
。
ひ

ざ
に
、
そ
れ
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
痛
み
と
異
常
が
起
こ
り
高
校
生
の
間
ず
っ

と
続
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
の
よ
う
に
十
分
な
練
習
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
で
も
、
彼
女
は
卓
球
を
や
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
レ
ギ
ュ
ラ
ー
に
は
な

れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
精せ
い
い
っ
ぱ
い

一
杯
球
を
追
い
か
け
ま
し
た
。
卒
業
後
は
、
銀
行
に
勤

め
、
卓
球
ク
ラ
ブ
に
入
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ひ
ざ
の
痛
み
は
な
く
な
る
ど
こ
ろ

か
、
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

就
職
し
て
五
年
ほ
ど
経た

っ
た
二
十
三
歳さ
い

の
と
き
、
全
身
の
筋
力
が
次
第
に
弱
っ

て
い
く
難
病
だ
と
い
う
宣
告
を
医
師
か
ら
受
け
た
の
で
し
た
。
卓
球
ど
こ
ろ
か
、

普ふ
だ
ん段
の
生
活
も
難
し
く
な
り
、
最
後
に
は
命
を
落
と
す
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
難

病
で
し
た
。
彼
女
は
生
き
る
希
望
を
失
い
か
け
ま
し
た
。

　

で
も
、彼
女
は
負
け
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
し
て
自
分
に
こ
う
言
い
聞
か
せ
ま
し
た
。

「
く
よ
く
よ
し
て
も
治
ら
な
い
ん
だ
。
だ
っ
た
ら
、
『
前
へ
！
』
。
」

　

病
気
の
進
行
を
防
ぐ
た
め
、
水
泳
を
始
め
ま
し
た
。
私
の
と
こ
ろ
に
来
て
、
生

徒
た
ち
に
卓
球
の
指
導
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
障
害
者
の
卓
球
大
会
に
も

参
加
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
次
第
に
球
が
遠
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
何
で
も
な
い
球
に
、
手
が

届
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
「
が
ん
ば
ら
な
け
れ
ば
。
」
と
い
う
気
持
ち
と
、
悔く
や

し

く
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
気
持
ち
の
間
で
辛つ
ら

い
思
い
を
し
、
く
じ
け
そ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

そ
ん
な
彼
女
を
立
ち
直
ら
せ
た
の
は
、
や
は
り
「
卓
球
」
で
し
た
。

　

い
つ
の
頃こ
ろ

か
ら
か
、正
月
に
、私
の
と
こ
ろ
に
、卓
球
部
の
教
え
子
た
ち
が
集
ま

る
よ
う
に
な
り
、彼
女
も
、毎
年
こ
の
同
窓
会
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。で
も
、

前
へ
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そ
ん
な
彼
女
が
、
こ
の
同
窓
会
を
二
度
休
み
ま
し
た
。
一
度
目
は
、
み
ん
な
に
病

気
の
こ
と
が
言
え
な
か
っ
た
と
き
、
二
度
目
は
、
震し

ん
さ
い災
の
あ
っ
た
翌
年
で
し
た
。

「
車
い
す
で
は
、
み
ん
な
に
迷め

い
わ
く惑
を
か
け
る
だ
け
。
」

と
思
っ
た
か
ら
で
し
た
。

「
何
言
う
と
ん
や
。
」

彼
女
に
声
を
か
け
、
次
の
年
の
同
窓
会
か
ら
参
加
さ
せ
た
の
は
、
彼
女
の
先せ

ん
ぱ
い輩
や

同
級
生
た
ち
で
し
た
。

　

今
年
の
正
月
も
、
同
窓
会
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
女
は
二
次
会
へ
も
い
つ
も
ど
お

り
参
加
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
は
古
い
ビ
ル
の
二
階
で
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
も
な
く
、

狭せ
ま

い
階
段
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
女
が
、

「
車
い
す
だ
と
、
み
ん
な
が
大
変
だ
よ
。
場
所
を
変
え
よ
う
。
」

と
言
っ
た
の
で
す
。
す
る
と
み
ん

な
は
、
彼
女
の
乗
っ
た
車
い
す
を

持
ち
上
げ
、
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
わ
か
っ
た
。
俺お

れ
た
ち達

が
も
っ
と
年

を
取
っ
て
、
車
い
す
を
か
つ
げ
な

い
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
と
き

は
、
場
所
を
変
え
よ
う
。
」

彼
女
は
と
て
も
う
れ
し
そ
う
で
し

た
。
そ
し
て
、
「
明
日
が
あ
る

さ
」
を
み
ん
な
で
歌
い
ま
し
た
。

　

　

彼
女
は
今
、
六ろ

っ
こ
う甲
ア
イ
ラ
ン
ド
に
あ
る
会
社
に
勤
め
て
い
ま
す
。
障
害
者
仕
様

の
右
手
が
ハ
ン
ド
ル
、
左
手
が
ア
ク
セ
ル
と
ブ
レ
ー
キ
に
な
っ
て
い
る
マ
イ
カ
ー

で
毎
日
通
勤
し
て
い
ま
す
。

「
お
は
よ
う
。
」

「
あ
り
が
と
う
。
」

駐ち
ゅ
う
し
ゃ
じ
ょ
う

車
場
で
、
同ど
う
り
ょ
う僚の
手
を
借
り
、
車
い
す
に
移
り
ま
す
。
今
日
も
明
る
く
、
笑え

顔が
お

で
す
。
忙い
そ
がし
い
毎
日
で
す
が
、
い
つ
も
、
「
今
日
も
が
ん
ば
ろ
う
！
」
と
仕
事

に
励は

げ

ん
で
い
ま
す
。

　

病
気
は
ま
だ
治
っ
て
い
ま
せ
ん
。
彼
女
は
今
も
病
気
と
闘た

た
かっ
て
い
ま
す
。
で
も
、

彼
女
は
、
い
つ
で
も
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
す
。
彼
女
は
今
、
卓
球
の
審し

ん
ぱ
ん
い
ん

判
員
を
め

ざ
し
て
い
ま
す
。

「
卓
球
は
、
私
に
と
っ
て
の
宝
物
。

卓
球
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
今
ま
で

が
ん
ば
っ
て
こ
ら
れ
た
。
こ
れ
か

ら
も
が
ん
ば
っ
て
い
け
る
ん
で

す
。
い
つ
ま
で
も
卓
球
に
関
わ
っ

て
、
恩
返
し
を
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
」

「
前
へ
！｣

彼
女
の
好
き
な
言
葉
で
す
。
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夕
方
、
部
活
動
が
終
わ
っ
て
く
た
く
た
に
疲つ
か

れ
て
帰
っ
た
ら
、
弟
の
茂し
げ
き樹
が
台

所
の
そ
ば
に
じ
っ
と
立
っ
て
い
た
。
そ
の
顔
を
見
る
と
な
ん
だ
か
余
計
に
い
ら
い

ら
し
て
、
ド
ス
ン
と
か
ば
ん
を
玄げ

ん
か
ん関
に
置
い
た
ま
ま
座
り
こ
ん
で
、
つ
い
言
っ
て

し
ま
っ
た
。

「
あ
ー
あ
、
疲
れ
た
。
あ
ん
た
は
い
い
よ
ね
、
小
学
生
で
…
。
」

茂
樹
は
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
か
、
台
所
で
晩
ご
飯
の
支
度
を
し
て
い
る
お
母
さ
ん

を
見
な
が
ら
、
話
し
か
け
て
き
た
。

「
お
姉
ち
ゃ
ん
、
一い

っ
し
ょ緒
に
晩
ご
飯
の
準
備
を
手
伝
お
う
よ
。
お
母
さ
ん
、
さ
っ
き

仕
事
か
ら
あ
わ
て
て
帰
っ
て
き
た
ん
だ
よ
。
」

「
私
は
部
活
で
く
た
く
た
な
の
。
じ
ゃ
あ
、
ま
だ
ご
飯
ま
で
時
間
か
か
る
な
あ
。

お
な
か
す
い
た
な
あ
。
」

私
は
思
わ
ず
言
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
戸と

だ
な棚
か
ら
お
菓か

し子
を
探
し
だ
し
て

ポ
リ
ポ
リ
食
べ
始
め
た
。
そ
れ
を
見
て
、
お
母
さ
ん
が
、

「
明
美
、
ご
飯
前
よ
。
や
め
て
お
き
な
さ
い
。
」

仕
事
に
疲
れ
て
い
る
の
か
、
い
ら
い
ら
し
た
感
じ
の
声
だ
っ
た
。

「
う
ー
ん
、
わ
か
っ
て
る
。
」

と
は
言
っ
た
け
れ
ど
、
食
べ
だ
し
た
ら

止
ま
ら
な
い
。
そ
れ
に
お
母
さ
ん
の
言

い
方
に
か
ち
ん
と
来
て
、
お
菓
子
を
口

に
入
れ
る
手
が
よ
り
速
く
な
っ
た
。
し

ば
ら
く
し
て
お
母
さ
ん
の
声
が
聞
こ
え

た
。

「
ご
飯
で
き
た
わ
よ
。
食
べ
ま
し
ょ
う
。
」

「
お
父
さ
ん
を
待
っ
て
い
る
よ
。
」

と
茂
樹
が
言
っ
た
。

「
お
父
さ
ん
は
仕
事
で
遅お

そ

く
な
る
の
よ
。
塾じ
ゅ
くが
あ
る
ん
で
し
ょ
？　

遅お
く

れ
る
か
ら

早
く
食
べ
な
さ
い
。
」

お
母
さ
ん
に
言
わ
れ
て
、
茂
樹
は
黙だ

ま

っ
て
食し
ょ
く
た
く卓に
つ
い
た
。
け
れ
ど
、
私
は
お
な

か
が
い
っ
ぱ
い
。　

「
今
、
お
な
か
す
い
て
な
い
よ
。
塾
か
ら
帰
っ
て
か
ら
食
べ
る
。
」

「
だ
か
ら
、
ご
飯
の
前
に
お
菓
子
は
食
べ
な
い
よ
う
に
言
っ
た
で
し
ょ
う
。
」

お
母
さ
ん
の
機き

げ
ん嫌
も
悪
く
な
っ
て
き
た
。
私
は
テ
レ
ビ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
て
、

知
ら
ん
顔
を
決
め
こ
ん
だ
。
お
母
さ
ん
と
茂
樹
は
ご
飯
を
食
べ
て
い
た
け
れ
ど
、

二
人
と
も
黙も

く
も
く々

と
食
べ
て
い
る
。
茂
樹
が
ぽ
つ
り
と
、

「
お
父
さ
ん
、
遅
い
な
。
こ
の
前
の
日
曜
日
の
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
に
も
来
る
っ
て

言
っ
て
た
く
せ
に
、
結
局
仕
事
だ
っ
て
言
っ
て
来
て
く
れ
な
か
っ
た
。
」

「
仕
方
な
い
で
し
ょ
。
仕
事
な
ん
だ
か
ら
。
」　

と
お
母
さ
ん
が
言
っ
た
。

「
た
だ
い
ま
。
」

お
父
さ
ん
が
疲
れ
た
様
子
で
帰
っ
て
き
た
。

「
お
帰
り
、
お
父
さ
ん
。
子
ど
も
た
ち
の
塾
が
あ
る
日
だ
か
ら
、
先
に
食
べ
は
じ

め
ま
し
た
よ
。
」

と
お
母
さ
ん
が
言
っ
た
。

「
あ
あ
、
ご
め
ん
。
ち
ょ
っ
と
本
屋
に
寄
っ
て
い
た
ん
だ
。
」

「
残
業
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
？
」

　

険
悪
な
空
気
に
な
り
そ
う
だ
っ
た
の
で
、
時
間
前
だ
っ
た
け
ど
、
私
は
茂
樹
を

さ
そ
っ
て
塾
に
行
っ
た
。

わ
が
家
の
あ
る
日
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そ
ん
な
あ
る
日
の
こ
と
。
部
活
動
が
休
み
の
日
曜
日
だ
っ
た
。
朝
は
ゆ
っ
く
り

起
き
て
、
友
だ
ち
と
遊
ぼ
う
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
前
の
日
の
夜
に
お
父
さ
ん
が
、

「
明
日
は
明
美
も
部
活
動
が
休
み
ら
し
い
か
ら
、
み
ん
な
で
出
か
け
る
ぞ
。
」

と
言
っ
た
。
茂
樹
は
喜
ん
で
い
た
。
私
は
あ
ん
ま
り
行
く
気
は
し
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
い
や
だ
と
は
言
え
ず
に
い
た
。

　

朝
か
ら
、
お
母
さ
ん
は
、

「
ほ
ん
と
は
た
ま
っ
て
い
る
家
事
も
し
た
い
け
ど
。
」

と
言
い
な
が
ら
、
で
も
楽
し
そ
う
に
、
私
た
ち
の
好
き
な
も
の
を
い
っ
ぱ
い
入
れ

た
お
弁
当
を
作
っ
て
い
た
。
昼
前
に
、
近
く
の
県
立
公
園
に
家
族
そ
ろ
っ
て
出
か

け
た
。
茂
樹
は
さ
っ
そ
く
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
遊
具
の
所
に
走
っ
て
行
っ
た
。
私
は
そ

ん
な
元
気
も
な
く
、
ぶ
ら
ぶ
ら
と
歩
い
た
。
す
る
と
お
父
さ
ん
が
、

「
行
こ
う
。
」

と
言
っ
て
、
私
の
手
を
引
っ
ぱ
っ
た
。

「
わ
か
っ
た
か
ら
…
。
」

私
は
、
お
父
さ
ん
の
手
を
ふ
り
払は

ら

っ
て
、
し
ぶ
し
ぶ
後
を
つ
い
て
行
っ
た
。
そ
し

て
茂
樹
が
遊
ん
で
い
る
遊
具
で
一
緒
に
遊
ん
だ
。
そ
の
う
ち
追
い
か
け
っ
こ
に
な

っ
た
。
た
だ
の
追
い
か
け
っ
こ
な
の
に
楽
し
か
っ
た
。
夢
中
に
な
っ
て
三
人
で
走

り
回
っ
た
。

「
ま
い
っ
た
な
、
も
う
歳と

し

だ
。
」

お
父
さ
ん
が
苦
笑
い
し
な
が
ら
言
う
と
、
お
母
さ
ん
も
笑
顔
で
言
っ
た
。

「
お
な
か
す
い
た
で
し
ょ
う
。
そ
ろ
そ
ろ
食
べ
ま
し
ょ
う
よ
。
」

持
っ
て
き
た
お
弁
当
を
広
げ
て
、
四
人
で
食
べ
な
が
ら
話
を
し
た
。
茂
樹
は
学
校

で
あ
っ
た
出
来
事
を
お
も
し
ろ
お
か
し
く
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
。
私
も
負
け
ず
に
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
話
し
た
。
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
は
、
聞
き
な
が
ら
う
な
ず
い

た
り
笑
っ
た
り
し
て
い
る
。
友
だ
ち
と
の
悩な

や

み
ご
と
も
相
談
で
き
た
。
ち
ょ
っ
と

耳
の
痛
い
話
も
さ
れ
た
け
ど
、
不
思
議
と
素
直
に
聞
け
た
。

「
茂
樹
、
こ
の
前
の
日
曜
日
、
約
束
し
て
た
の
に
、
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を
観
に
行

け
ず
に
ご
め
ん
な
。
観
に
行
こ
う
と
思
っ
て
、
土
曜
日
に
仕
事
を
一
生
懸け

ん
め
い命
が
ん

ば
っ
た
ん
だ
け
ど
、
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
、
仕
事
で
う
ま
く
い
か
な
い
と

き
に
、
帰
り
に
気
分
転て

ん
か
ん換
に
本
屋
に
寄
っ
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
帰

り
が
遅
い
時
も
あ
っ
た
な
。
帰
れ
る
時
は
、
で
き
る

だ
け
早
く
帰
る
よ
う
に
す
る
か
ら
な
。
」

「
私
、
最
近
部
活
で
レ
ギ
ュ
ラ
ー
は
ず
れ
た
ん
だ
。

い
ら
い
ら
し
て
、
つ
い
み
ん
な
に
八
つ
当
た
り
し
て

た
か
も
し
れ
な
い
。
」

私
も
ふ
と
そ
ん
な
話
を
し
て
し
ま
っ
た
。

「
そ
う
な
の
…
。
明
美
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
だ
ね
。

ど
う
せ
反は

ん
こ
う抗
期
の
せ
い
だ
と
思
っ
て
し
ま
っ
て
、
ち

ゃ
ん
と
話
を
聞
け
て
な
か
っ
た
ね
。
」

お
母
さ
ん
が
つ
ぶ
や
く
と
、
続
け
て
茂
樹
が
言
っ
た
。

「
ぼ
く
は
、
毎
日
こ
う
や
っ
て
み
ん
な
で
ご
飯
が
食
べ
た
い
な
。
」

「
そ
う
よ
ね
。
で
も
、
難
し
い
わ
ね
。
お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
仕
事
が
あ
る
し
、

あ
な
た
た
ち
も
部
活
や
塾
で
忙い

そ
がし

い
し
ね
。
」

　　

次
の
日
の
朝
、
早
く
家
を
出
た
お
父
さ
ん
か
ら
、
食
卓
の
上
に
小
さ
な
メ
モ
が

置
い
て
あ
っ
た
。

「
明
美
、
茂
樹
、
お
は
よ
う
。
今
日
も
け
が
を
せ
ず
、
が
ん
ば
ろ
う
。
」

茂
樹
は
、
と
っ
て
も
喜
ん
で
い
た
。

　

私
は
、
父
に
メ
ー
ル
を
打
っ
た
。
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四
月
の
あ
る
朝
、
翔
の
ク
ラ
ス
に
担
任
の
佐さ
と
う藤
先
生
が
一
人
の
背
の
高
い
男
の

子
と
一い

っ
し
ょ緒
に
入
っ
て
き
た
。

「
み
ん
な
、
二
年
三
組
の
新
し
い
仲
間
を
紹し

ょ
う
か
い介し
ま
す
。
」

一い
っ
せ
い斉
に
男
の
子
を
見
つ
め
た
。

「
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
来
た
パ
ウ
ロ
・
ブ
ル
ー
ノ
・
オ
リ
ヴ
ェ
イ
ラ
・
ダ
・
シ
ウ
バ
さ

ん
で
す
。
パ
ウ
ロ
さ
ん
は
日
本
語
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
み
ん
な
の
助
け

が
必
要
で
す
。
仲
良
く
し
て
く
だ
さ
い
ね
。
」

佐
藤
先
生
は
そ
う
言
っ
て
、
パ
ウ
ロ
に
向
か
っ
て
ほ
ほ
え
ん
だ
。
先
生
は
翔
の
隣と

な
り

に
机
を
持
っ
て
き
て
、
パ
ウ
ロ
に
そ
こ
に
座
る
よ
う
に
促う
な
がし
た
。
翔
は
自
分
の
胸

の
あ
た
り
を
指
さ
し
な
が
ら
、
パ
ウ
ロ
に
言
っ
た
。

「
ぼ
く
は
、
佐さ

さ

き
々
木
翔
。
」

パ
ウ
ロ
は
少
し
首
を
か
し
げ
な
が
ら
、

「
シ
ョ
ウ
？
」

と
言
っ
た
。

「
そ
う
、
翔
。
パ
ウ
ロ
、
よ
ろ
し
く
な
。
」

翔
は
そ
う
言
っ
て
、
右
手
を
出
し
た
。
パ
ウ
ロ

は
、
は
に
か
む
よ
う
な
笑
顔
で
翔
を
ま
っ
す
ぐ

見
つ
め
な
が
ら
、
そ
の
手
を
握に

ぎ

っ
た
。

　

次
の
日
か
ら
翔
の
ク
ラ
ス
に
、
パ
ウ
ロ
に
日
本
語
を
教
え
る
先
生
が
や
っ
て
き

た
。
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
も
、
と
ま
ど
い
な
が
ら
も
パ
ウ
ロ
を
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
し

て
受
け
入
れ
た
。
翔
は
隣
の
席
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
パ
ウ
ロ
に
物
の
名
前
や
漢

字
の
読
み
方
を
教
え
た
り
し
て
、
何
か
と
パ
ウ
ロ
の
手
助
け
を
し
た
。
パ
ウ
ロ
は

人
な
つ
っ
こ
い
性
格
で
、
す
ぐ
に
翔
や
他
の
仲
間
と
打
ち
解
け
、
日
本
語
の
力
も

急
速
に
つ
い
て
い
っ
た
。

「
い
つ
も
、
あ
り
が
と
。
シ
ョ
ウ
、
ぼ
く
の
、
と
も
だ
ち
。
」

パ
ウ
ロ
が
笑
顔
で
そ
う
言
う
と
、
翔
の
心
に
あ
た
た
か
な
灯ひ

が
灯と
も

っ
た
。

　

三
か
月
ほ
ど
経た

っ
た
あ
る
夕
方
、
翔
は
学
校
か
ら
の
帰
り
道
で
、
パ
ウ
ロ
が
外

国
人
の
女
性
と
激
し
く
言
い
争
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
二
人
は
翔
の
知
ら

な
い
外
国
の
言
葉
で
、
互た

が

い
に
早
口
で
ま

く
し
た
て
て
い
た
。
商
店
街
の
真
ん
中
で

人
通
り
も
多
か
っ
た
が
、
み
ん
な
冷
や
か

な
目
で
見
つ
め
た
後
、
素
知
ら
ぬ
顔
で
通

り
過
ぎ
て
い
っ
た
。
翔
は
ど
う
し
よ
う
か

と
思
っ
て
立
ち
止
ま
っ
て
い
た
が
、
結
局
、

気
に
か
か
り
な
が
ら
も
パ
ウ
ロ
に
声
を
か

け
ら
れ
な
い
ま
ま
家
に
帰
っ
た
。

翔し
ょ
うの
怒い
か

り
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夕
食
を
と
り
な
が
ら
、
翔
が
そ
の
様
子
を
母
に
話
す
と
、
母
は
た
め
息
を
つ
い

て
こ
う
言
っ
た
。

「
そ
の
女
の
人
は
、
た
ぶ
ん
パ
ウ
ロ
さ
ん
の
お
母
さ
ん
よ
。
パ
ウ
ロ
さ
ん
の
お
母

さ
ん
が
、
私
が
行
っ
て
る
工
場
で
働
い
て
る
の
は
知
っ
て
る
わ
ね
。
」

翔
は
う
な
ず
い
た
。

「
最
初
の
う
ち
は
、
工
場
の
仲
間
も
い
ろ
い
ろ
と
世
話
を
焼
い
て
い
た
ん
だ
け
ど

ね
。
パ
ウ
ロ
さ
ん
の
お
母
さ
ん
、
日
本
語
が
全
然
わ
か
ら
な
い
の
よ
。
覚
え
よ
う

と
い
う
気
も
な
い
み
た
い
だ
し
。
そ
れ
で
、
だ
ん
だ
ん
み
ん
な
も
離は

な

れ
て
い
っ
て
。

工
場
長
か
ら
も
怒お

こ

ら
れ
っ
ぱ
な
し
で
ね
。
私
も
気
に
し
て
る
ん
だ
け
ど
…
。
」

話
を
聞
き
な
が
ら
、
翔
は
腹
が
立
っ
て
き
た
。

「
ご
ち
そ
う
さ
ま
。
」

ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
そ
う
言
う
と
、
翔
は
自
分
の
部
屋
に
戻も

ど

っ
た
。

　

次
の
日
、
翔
が
教
室
に
入
る
と
、
パ
ウ
ロ
が

仲
間
の
輪
か
ら
離
れ
て
一
人
ぼ
ー
っ
と
外
を
見

つ
め
て
い
た
。
翔
は
パ
ウ
ロ
に
近
づ
い
て
話
し

か
け
た
。

「
ど
う
し
た
の
。
パ
ウ
ロ
。
元
気
な
い
な
。
」

パ
ウ
ロ
は
外
を
見
つ
め
た
ま
ま
言
っ
た
。

「
母
さ
ん
、
『
ブ
ラ
ジ
ル
に
帰
り
た
い
。
』
、

言
っ
て
る
。
」

翔
は
驚お

ど
ろい

た
。

「
ど
う
し
て
。
」

「
母
さ
ん
、
日
本
語
、
覚
え
ら
れ
な
い
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
言
葉
、
好
き
、
日
本
語
、

難
し
い
。
そ
れ
で
友
だ
ち
、
い
な
い
。
仕
事
、
行
っ
て
も
、
い
つ
も
、
一
人
。
そ

れ
で
、
日
本
、
い
や
に
な
っ
た
。
」

パ
ウ
ロ
は
そ
う
言
う
と
、
翔
を
見
つ
め
た
。
昨
日
の
夕
方
の
光
景
や
母
の
話
を
思

い
出
し
た
。

「
ぼ
く
、
怒
っ
て
る
。
で
も
、
と
て
も
、
悲
し
い
。
」

パ
ウ
ロ
の
眼
に
う
っ
す
ら
涙な

み
だが
に
じ
ん
だ
。
翔
は
や
り
場
の
な
い
怒
り
を
感
じ
な

が
ら
も
、
何
も
言
え
ず
に
そ
の
場
に
立
ち
す
く
ん
だ
。

　

そ
の
日
の
夜
、
翔
は
自
分
の
部
屋
で
パ
ウ
ロ
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い

た
。
パ
ウ
ロ
と
パ
ウ
ロ
の
お
母
さ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
も
仲
良
く
日
本
で
暮
ら
す
に

は
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
難
し
い
問
題
だ
け
れ
ど
、
き
っ
と
僕ぼ

く

た
ち
に
で
き

る
こ
と
が
あ
る
は
ず
。
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
も
相
談
し
て
み
よ
う
。
だ
っ
て
、
僕

た
ち
は
パ
ウ
ロ
の
友
だ
ち
な
の
だ
か
ら
。
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私
は
今
年
赤
ち
ゃ
ん
を
授
か
っ
た
。
と
っ
て
も
か
わ
い
い
女
の
子
。
元
気
で
大

き
く
育
っ
て
ほ
し
い
。
も
う
す
ぐ
、
ハ
イ
ハ
イ
を
し
て
、
「
マ
マ
」
っ
て
言
っ
て

く
れ
る
。
そ
し
て
、
学
校
に
入
っ
て
、
や
が
て
就
職
し
て
、
私
も
い
つ
か
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
な
る
の
か
。
か
わ
い
い
わ
が
子
。

　

抱だ

っ
こ
し
な
が
ら
、
な
に
げ
な
く
見
て

い
た
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
が
、
拉ら

致ち

問
題
の
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
い
た
。
娘む
す
めさ

ん
の
救
出
を
訴う

っ
たえ
る
ご
両
親
の
様
子
が
映

し
出
さ
れ
て
い
た
。

「
お
年
を
と
ら
れ
た
な
あ
。
」

そ
ん
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
中
学
校
三

年
生
だ
っ
た
九
年
前
の
こ
と
を
思
い
出
し

た
。

　

私
の
家
は
、
私
と
母
、
弟
の
健け

ん
じ治
の
三
人
家
族
。
学
校
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
い

つ
も
の
よ
う
に
、
お
や
つ
を
食
べ
な
が
ら
母
と
今
日
の
学
校
で
の
出
来
事
を
話
し

て
い
た
。
テ
レ
ビ
で
は
夕
方
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
が
流
れ
て
い
た
。
母
が
ふ
と
つ
ぶ

や
い
た
。

「
中
学
校
一
年
生
か
。
今
の
あ
な
た
と
同
じ
年と

し
ご
ろ頃

や
っ
た
ん
や
ね
。
怖こ

わ

か
っ
た
や

ろ
う
な
。
も
し
、
あ
な
た
が
突と

つ
ぜ
ん然
こ
の
家
か
ら
い
な
く
な
っ
た
ら
…
。
あ
な
た
が

い
な
く
な
っ
た
こ
の
食し
ょ
く
た
く卓で

、
健
治
と
二
人
で
、
ど
ん
な
話
を
し
な
が
ら
、
何
を

思
い
な
が
ら
ご
飯
を
食
べ
る
の
か
な
あ
…
。
」

ニ
ュ
ー
ス
は
拉
致
問
題
に
つ
い
て
だ
っ
た
。

　

あ
る
日
の
社
会
科
の
時
間
、
「
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て
」
の
発
表
の
時
に
、

拉
致
問
題
に
つ
い
て
発
表
す
る
友
だ
ち
が
い
た
。

「
日
本
人
が
拉
致
さ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
二
年
前
に
日
本
の

首
相
が
訪
朝
し
て
会
談
を
行
い
、
拉
致
被ひ

が
い
し
ゃ

害
者
五
名
が
帰
国
し
た
。
そ
し
て
今
年

の
五
月
に
首
相
が
二
度
目
の
訪
朝
を
し
て
、
残
り
の
拉
致
被
害
者
の
帰
国
に
つ
い

て
交こ

う
し
ょ
う渉を
続
け
て
い
る
。
」
と
い
っ
た
内
容
の
発
表
だ
っ
た
。
中
学
校
一
年
生
の

女
の
子
が
、
学
校
の
下
校
途と

ち
ゅ
う中
に
拉
致
さ
れ
た
様
子
な
ど
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、

「
何
て
ひ
ど
い
こ
と
を
す
る
ん
だ
。
」

と
思
っ
た
。

　

そ
の
日
、
部
活
動
が
終
わ
っ
て
お
し
ゃ

べ
り
を
し
て
い
た
時
に
、
小
さ
な
頃こ

ろ

か
ら

仲
が
よ
い
ユ
ミ
が
ふ
と
話
し
か
け
て
き
た
。

「
あ
の
な
。
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
も
い
い
？

拉
致
問
題
の
こ
と
、
ど
う
思
う
？
」

「
な
ん
か
怖こ

わ

い
し
、
信
じ
ら
れ
へ
ん
な
。
」

と
言
っ
て
し
ま
い
、
は
っ
と
し
て
口
を
つ

ぐ
ん
だ
。

「
そ
う
や
ん
な
。
」

と
い
っ
て
ユ
ミ
は
黙だ

ま

っ
て
し
ま
っ
た
。

会
い
た
い
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ユ
ミ
は
、
在
日
朝ち
ょ
う
せ
ん
じ
ん

鮮
人
だ
。
そ
の
こ
と
を
、
ユ
ミ
は
私
に
、
小
学
校
六
年
生
の

時
に
話
し
て
く
れ
た
。
多
く
の
友
だ
ち
は
多
分
知
ら
な
い
。
ユ
ミ
は
今
日
一
日
ず

っ
と
気
に
し
て
い
た
ん
だ
と
思
っ
た
。
私
は
、
ユ
ミ
に
何
と
言
っ
て
い
い
の
か
分

か
ら
な
か
っ
た
。
家
に
帰
っ
て
か
ら
も
ユ
ミ
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
た
。
ず
っ

と
考
え
て
い
た
。

「
明
日
、
ユ
ミ
に
話
を
し
よ
う
。
」

　

あ
れ
か
ら
、
九
年
。
い
ま
だ
に
解
決
し
な
い
問
題
だ
。
娘
の
救

き
ゅ
う
し
ゅ
つ
出
を
訴
え
る
ご

家
族
も
、
年
を
と
ら
れ
た
。
そ
れ
だ
け
の
年
月
が
流
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し

て
そ
の
期
間
ず
っ
と
、
再
会
で
き
る
日
を
願
い
続
け
て
こ
ら
れ
た
ん
だ
。　

　

横
田
め
ぐ
み
さ
ん
の
お
母
さ
ん
の
こ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
。

　

自
分
に
娘
が
生
ま
れ
た
今
、
横
田
さ
ん
の
お
母
さ
ん
の
気
持
ち
が
、
以
前
よ
り

も
深
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
族
に
と
っ
て
は
、
「
忘
れ
た
り
」
、
「
あ
き

ら
め
た
り
」
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
拉
致
さ
れ
て
、
帰
国
が
か
な
わ

な
い
方
々
の
気
持
ち
は
、
さ
ぞ
か
し
無
念
で
あ
る
と
思
う
。
年
老
い
て
い
く
ご
両

親
の
こ
と
を
心
配
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
自
分
の
親
が
悲
し
ん
で
い
る
姿
を
想
像

す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
大
き
な
悲
し
み
と
な
る
。

　

長
い
人
生
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
問
題
で
、

大
き
な
悲
し
み
や
不
安
に
耐た

え
な
が
ら
過
ご
す
人
が
、
世
の
中
に
は
た
く
さ
ん
い

る
。
そ
の
立
場
に
な
っ
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
不
安

や
悲
し
み
を
す
べ
て
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
苦
し
み
が
少

し
で
も
軽
く
な
る
よ
う
に
、
そ
し
て
明
日
に
希
望
を
も
っ
て
生
活
を
し
て
も
ら
え

る
よ
う
に
、
私
に
で
き
る
こ
と
、
私
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
は
ず

だ
。

　

な
か
な
か
助
け
て
あ
げ
ら
れ
ず
、
三
十
四
年
も
経
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ

ど
も
、
あ
な
た
が
残
し
て
い
っ
た
「
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
」
の
本
と
か
、

あ
な
た
が
大
事
に
し
て
い
た
小
さ
な
学
用
品
と
か
、
め
ぐ
み
ち
ゃ
ん
が
着

て
い
た
五
・
六
年
生
の
こ
ろ
の
お
洋
服
と
か
、
全
て
の
物
を
全
部
大
き
な

箱
二
つ
に
き
ち
ん
と
入
れ
て
今
も
残
し
て
あ
り
ま
す
よ
。
あ
な
た
が
寝ね

る

時
に
か
け
て
い
た
ピ
ン
ク
の
タ
オ
ル
ケ
ッ
ト
も
ま
だ
そ
の
ま
ん
ま
お
洗せ

ん
た
く濯

し
て
置
い
て
あ
り
ま
す
よ
。
時
々
お
母
さ
ん
は
そ
れ
を
か
け
て
寝ね

る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
め
ぐ
み
ち
ゃ
ん
の
何
か
給
食
の
よ
う
な
匂に

お

い
が
し
て
く
る

よ
う
な
、
何
か
悲
し
い
よ
う
な
、
嬉
し
い
よ
う
な
気
持
ち
で
そ
れ
を
か
け

て
寝
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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あ
の
日
か
ら
一
か
月
が
経た

っ
た
。
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
三
月
十
一
日
、

東
日
本
大だ

い

震し
ん
さ
い災
。
次
々
と
映
し
出
さ
れ
る
被ひ
が
い害
の
映
像
を
テ
レ
ビ
で
見
た
ユ
リ
は
、

あ
ま
り
の
す
さ
ま
じ
さ
に
声
も
な
か
っ
た
。
ユ
リ
は
、
神こ

う
べ戸
市
に
住
む
中
学
二
年

生
だ
。
自
分
が
生
ま
れ
る
前
、
阪は

ん
し
ん神
・
淡あ
わ
じ路
大
震
災
に
よ
っ
て
こ
の
神
戸
も
大
き

な
被
害
を
受
け
た
こ
と
を
、
今
ま
で
に
学
校
で
教
わ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
当
時
、

大お
お
ぜ
い勢
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
全
国
か
ら
駆か

け
つ
け
、
復
興
の
大
き
な
支
え
に
な
っ
た

こ
と
も
。

　

し
か
し
、
東
北
か
ら
遠
く
離は

な

れ
た
神
戸
に
住
む
自
分
に
で
き
る
こ
と
が
、
思
い

つ
か
な
か
っ
た
。

　

「
被
災
地
に
向
け
て
、
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
ク
ラ
ス
で
話
し

合
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

学
級
委
員
長
の
愛
子
が
口
火
を
切
っ
た
。

「
私
は
、
大
き
な
寄
せ
書
き
を
、
被
災
し
た
学
校
に
送
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま

す
。
」

「
ど
ん
な
こ
と
を
書
く
の
？
」

弘ひ
ろ
しが

尋た
ず

ね
た
。

「
た
と
え
ば
、
『
が
ん
ば
れ
、
東
日
本
』
と
か
。
」

愛あ
い
こ子

が
答
え
る
と
、
他
の
二
、
三
人
が
口
ぐ
ち
に
叫さ

け

ん
だ
。

「
負
け
る
な
！
」

「
フ
ァ
イ
ト
だ
！
」

「
泣
か
ず
に
、
笑え

が
お顔
で
！
」

愛
子
が
笑
顔
で
返
し
た
。

「
い
い
わ
ね
え
、
元
気
出
る
よ
、
き
っ
と
。
」

　

そ
れ
ま
で
私
た
ち
の
発
言
を
黙だ

ま

っ

て
聞
い
て
い
た
山
下
先
生
が
、
ゆ
っ

く
り
立
ち
上
が
っ
た
。

「
先
生
も
発
言
し
て
い
い
か
な
。
」

ク
ラ
ス
の
み
ん
な
が
う
な
ず
い
た
。

「
寄
せ
書
き
を
書
い
て
送
る
こ
と
は
、

悪
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
と
先
生
も
思

う
。
で
も
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
身
は

そ
れ
で
い
い
の
か
な
。
今
出
た
よ
う

な
こ
と
を
寄
せ
書
き
に
書
い
た
と
し

て
、
そ
れ
を
見
た
被
災
地
の
人
た
ち

は
、
喜
ば
れ
る
だ
ろ
う
か
。
」

そ
う
言
っ
て
、
先
生
は
み
ん
な
を
見
回
し
て
、
こ
う
続
け
た
。

「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
経
験
し
た
兵
庫
県
に
住
む
私
た
ち
だ
か
ら
書
け
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
寄
せ
書
き
の
他
に
も
で
き
る
こ
と
が
、
き
っ
と
あ
る

と
思
う
。
」

　

授
業
終

し
ゅ
う
り
ょ
う

了
を
告
げ
る
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
た
。

「
続
き
は
、
明
日
に
し
よ
う
。
さ
あ
、
次
の
授
業
は
体
育
だ
な
。
急
い
で
準

備
！
」

今
の
私
に
で
き
る
こ
と
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そ
の
日
の
学
校
か
ら
の
帰
り
道
、
ユ
リ
は
美み

き紀
と
二
人
で
並
ん
で
歩
い
て
い
た
。

ユ
リ
は
、
先
生
が
言
っ
た
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

「
美
紀
、
先
生
は
寄
せ
書
き
に
は
あ
ま
り
乗
り
気
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。
」

ユ
リ
は
言
っ
た
。
こ
れ
ま
で
「
被
災
地
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
」
な
ど
今
の
自
分

に
な
い
と
思
っ
て
い
た
ユ
リ
に
と
っ
て
、
寄
せ
書
き
は
ひ
と
つ
の
答
え
と
し
て
う

な
ず
け
る
も
の
だ
っ
た
。

「
う
ー
ん
。
先
生
は
、
寄
せ
書
き
は
悪
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
中
身
を
も
っ
と

考
え
な
い
と
い
け
な
い
っ
て
言
っ
て
た
よ
ね
。
私
も
あ
の
内
容
で
い
く
の
な
ら
、

あ
ま
り
気
が
す
す
ま
な
い
な
。
」

美
紀
は
、
そ
う
言
っ
て
、
ユ
リ
を
見
つ
め
た
。

「
だ
っ
て
さ
、
考
え
て
ご
ら
ん
よ
。
今
『
が
ん
ば
れ
』
っ
て
言
わ
れ
て
も
、
ユ
リ

だ
っ
た
ら
が
ん
ば
れ
る
？　

そ
れ
に
、
被
災
地
の
方
は
、
も
う
と
っ
く
に
が
ん
ば

っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
。
」

そ
れ
を
聞
い
た
と
き
、
ユ
リ
は
ハ
ッ
と
し
た
。
そ
し
て
、
先
生
が
言
い
か
け
て
い

た
言
葉
の
意
味
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

家
に
帰
っ
て
か
ら
、
ユ
リ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
阪
神
・
淡
路
大
震
災
当
時
や

東
日
本
大
震
災
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。
そ
し
て
、

そ
の
活
動
報
告
を
読
み
進
め
て
い
る
う
ち
、
あ
る
方
の
ブ
ロ
グ
に
目
が
留と

ま
っ
た
。

　

ブ
ロ
グ
を
読
み
終
え
た
ユ
リ
は
、
被
災
地
の
方
が
今
本
当
に
必
要
と
し
て
い
る

こ
と
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
。
そ
し
て
、
自
分
に
こ
う
言
い

聞
か
せ
た
。

「
神
戸
に
住
ん
で
い
る
私
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る

こ
と
が
、
き
っ
と
あ
る
。
」

　

明
日
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
提
案
し
て
み

よ
う
。
「
が
ん
ば
れ
」
じ
ゃ
な
く
て
。

　
私
は
、
か
つ
て
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活

動
し
ま
し
た
。
そ
の
経
験
を
生
か
し
て
、
今
回
の
震
災
で
も
東
北
の
避ひ

な

ん難

所じ
ょ

で
数
日
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
し
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
し
た
こ
と
は
、
た
だ
ひ
と
つ
。
避
難
さ
れ
て
い
る
方
々
の
お
話

を
、
と
に
か
く
聞
き
続
け
、
受
け
止
め
る
こ
と
。
亡
く
な
っ
た
家
族
の
こ

と
や
、
津つ

な

み波
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
思
い
出
の
品
の
こ
と
…
。
話
し
て
い

る
う
ち
に
、
被
災
者
の
方
の
眼
に
涙

な
み
だ

が
あ
ふ
れ
て
き
ま
す
。
私
も
、
一い
っ
し
ょ緒

に
泣
き
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
し
た
。
そ
し
て
、
話
さ
れ
た
方
は
ど

の
方
も
、
最
後
に
私
の
手
を
取
っ
て
、
心
の
底
か
ら
し
ぼ
り
出
す
よ
う
な

声
で
、
「
あ
り
が
と
う
。
」
っ
て
言
っ
て
く
だ
さ
る
ん
で
す
。

　
そ
れ
が
、
私
の
支
え
で
し
た
。
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キ
ー
ン
コ
ー
ン
カ
ー
ン
。
四
時
間
目
の
終
し
ゅ
う
り
ょ
う
了
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
た
。

「
や
っ
た
あ
。
お
弁
当
の
時
間
だ
。
」

　

咲さ

き希
や
優ゆ
う
と人
の
中
学
校
で
は
、
昼
食
に
は
お
弁
当
を
持
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

「
い
た
だ
き
ま
す
。
」

と
優
人
が
食
べ
よ
う
と
す
る
と
、
隣と
な
りの
席
の

咲
希
が
優
人
の
お
弁
当
を
の
ぞ
き
込こ

ん
で
、

「
わ
あ
、
お
い
し
そ
う
な
お
弁
当
。
優
人
さ

ん
の
お
母
さ
ん
て
、
お
料
理
上
手
な
の
ね
。
」

と
言
っ
た
。

「
あ
、
こ
の
弁
当
？　

こ
れ
は
僕ぼ
く

と
お
父
さ
ん
と
で
作
っ
た
ん
だ
よ
。
」

と
優
人
が
言
っ
た
。

「
え
？　

お
母
さ
ん
は
料
理
を
し
な
い
の
？
」

と
咲
希
が
聞
い
た
。

「
す
る
よ
。
僕
の
お
母
さ
ん
は
病
院
に
勤
め
て
い
て
、
夜
中
に
働
く
こ
と
も
あ
る

か
ら
、
弁
当
作
り
は
、
僕
と
お
父
さ
ん
が
す
る
ん
だ
。
」

と
優
人
が
答
え
た
。
す
る
と
、
咲
希
は
感
心
し
て
言
っ
た
。

「
へ
え
、
優
人
さ
ん
も
お
父
さ
ん
も
お
料
理
が
上
手
な
ん
だ
ね
。
」

「
最
初
は
、
失
敗
も
し
て
い
た
ん
だ
。
で
も
、
料
理
は
経
験
を
積
め
ば
上
手
に
で

き
る
よ
う
に
な
る
よ
。
お
母
さ
ん
も
疲つ
か

れ
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
僕

は
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
よ
。
」

「
私
も
お
母
さ
ん
と
二
人
暮
ら
し
だ
か
ら
、
弁
当
は
自
分
で
作
る
よ
。
ま
だ
、
あ

ま
り
上
手
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
ね
。
」

と
親
友
の
明あ

す

か
日
香
も
笑
っ
て
言
っ
た
。

　

ふ
と
、
咲
希
は
昨
夜
の
自
分
の
家
族
の
光
景
を
思
い
出
し
て
い
た
。

「
た
だ
い
ま
。
部
活
で
く
た
く
た
。
あ
れ
、
お
母
さ
ん
は
？
」

と
咲
希
は
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
父
と
兄
に
声
を
か
け
た
。

「
お
帰
り
。
お
母
さ
ん
は
ま
だ
会
社
だ
よ
。
」

と
父
が
言
っ
た
。
な
ん
だ
か
怒お
こ

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
最
近
、
お
父
さ
ん
、

い
ら
い
ら
し
て
い
る
な
あ
と
咲
希
は
思
っ
た
。

「
お
母
さ
ん
、
係
長
に
な
っ
て
か
ら
、
毎
晩
遅お
そ

い
な
あ
。
」

と
兄
が
言
っ
た
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
母
が
あ
わ
て
て
帰
っ
て
き
た
。

「
み
ん
な
、
ご
め
ん
ね
。
遅
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
」

「
も
う
、
お
な
か
ぺ
こ
ぺ
こ
だ
よ
。
」

と
兄
が
言
っ
た
。

「
こ
ん
な
に
毎
日
遅
く
な
る
ん
だ
っ
た
ら
、
係
長
な
ん
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
よ
か

っ
た
な
。
」

と
父
が
テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら
言
っ
た
。

「
咲
希
ち
ゃ
ん
、
晩
ご
は
ん
を
作
る
の
手
伝
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
。
」

と
洗せ
ん
た
く
も
の

濯
物
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
母
が
明
る
く
言
っ
た
。

「
え
っ
、
私
だ
け
？　

い
つ
も
私
ば
っ
か
り
。
」

と
咲
希
は
し
ぶ
し
ぶ
ソ
フ
ァ
ー
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
。
咲
希
が
兄
と
父
の
方
に
目

を
や
る
と
、
二
人
は
テ
レ
ビ
の
画
面
を
見
る
と
も
な
し
に
眺な
が

め
て
い
た
。

お
弁
当
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「
咲
希
さ
ん
、
咲
希
さ
ん
。
」

優
人
の
呼
び
か
け
に
、
咲
希
は
は
っ
と
我
に
返
っ
た
。

「
あ
、
何
？
」

「
咲
希
さ
ん
の
お
弁
当
は
誰だ

れ

が
作
っ
て
い
る
の
。
」

と
優
人
が
た
ず
ね
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
お
母
さ
ん
よ
。
今
ま
で
、
お
母
さ
ん
が
作
る
の
が
当

た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
…
。
」

と
咲
希
は
答
え
た
後
、
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
た
。

　

そ
の
日
の
帰
り
、
咲
希
は
町
で
ば
っ
た
り
と
保
育
園
の
時
の
先
生
に
出
会
っ
た
。

「
ま
あ
、
ず
い
ぶ
ん
大
き
く
な
り
ま
し
た
ね
。
お
母
さ
ん
も
お
元
気
で
す
か
？

あ
な
た
の
お
母
さ
ん
、
毎
朝
一
番
早
く
あ
な
た
を
保
育
園
に
預
け
に
来
ら
れ
て
、

お
迎む

か

え
も
い
つ
も
時
間
ぎ
り
ぎ
り
で
、
息
を
切
ら
せ
な
が
ら
走
っ
て
来
ら
れ
て
ま

し
た
よ
。
」

「
ご
迷
惑
を
か
け
て
い
た
ん
で
す
ね
。
」

「
そ
ん
な
こ
と
な
か
っ
た
の
よ
。
お
母
さ
ん
は
、
『
保
育
園
の
先
生
方
に
申
し
訳

な
い
し
、
ち
ょ
っ
と
で
も
早
く
迎
え
に
来
て
や
り
た
い
の
で
』
と
い
つ
も
明
る
く

言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
よ
。
あ
な
た
が
こ
ん
な
に
立
派
に
な
っ
て
、
お
母
さ
ん
も

喜
ん
で
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
ね
。
」

　

そ
の
日
の
晩
、
咲
希
が
帰
宅
し
て
リ
ビ
ン
グ
の
戸
を
開
け
る
と
、
父
と
兄
が
テ

レ
ビ
を
見
て
い
た
。

「
た
だ
い
ま
。
お
母
さ
ん
、
ま
だ
？
」

「
お
母
さ
ん
は
今
日
も
遅
い
っ
て
。
」

と
兄
が
言
っ
た
。

「
お
兄
ち
ゃ
ん
、
私
た
ち
二
人
で
晩
ご
は
ん
を
作
っ
て
み
よ
う
か
。
」

と
咲
希
が
、
思
い
切
っ
て
言
っ
て
み
た
。

「
え
え
っ
、
な
ん
で
。
僕
に
は
料
理
な
ん
か
無
理
無
理
。
」

と
兄
は
嫌
が
っ
た
。

「
同
じ
ク
ラ
ス
の
優
人
さ
ん
は
、
お
父
さ
ん
と
お
弁
当
を
作
っ
て
い
る
よ
。
友
だ

ち
の
明
日
香
さ
ん
も
自
分
で
お
弁
当
を
作
っ
て
い
る
ん
だ
っ
て
。
」

「
へ
え
、
中
学
生
な
の
に
偉え

ら

い
ね
。
で
も
、
僕
た
ち
の
家
は
違ち
が

う
よ
。
」

と
兄
が
言
っ
た
。
咲
希
は
言
葉
を
続
け
た
。

「
他
の
家
で
は
家
族
み
ん
な
で
助
け
合
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。
私
た
ち
の
家
は
昔
か

ら
お
母
さ
ん
が
一
人
で
家
事
を
し
て
き
た
よ
ね
。
お
母
さ
ん
は
仕
事
で
疲
れ
て
い

て
も
、
家
事
を
ほ
と
ん
ど
一
人
で
や
っ
て
き
た
の
よ
。
私
た
ち
も
大
き
く
な
っ
た

ん
だ
か
ら
、
で
き
る
こ
と
を
し
て
み
よ
う
よ
。
」

そ
し
て
、
保
育
園
の
先
生
が
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
時
思
っ
た
こ
と

を
兄
に
話
し
て
み
た
。

　

し
ば
ら
く
考
え
込こ

ん
で
い
た
兄
が
言
っ
た
。

「
う
ん
、
そ
う
だ
ね
。
お
母
さ
ん
は
係
長
と
し
て
も

頑が
ん
ば張

っ
て
い
る
ん
だ
。
や
っ
て
み
る
か
。
」

　

咲
希
と
兄
が
台
所
に
行
こ
う
と
す
る
と
、
二
人
の

話
を
黙だ

ま

っ
て
聞
い
て
い
た
父
は
、
ベ
ラ
ン
ダ
へ
出
て
、

照
れ
く
さ
そ
う
に
洗
濯
物
を
取
り
入
れ
始
め
た
。
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私
は
、
平
成
二
十
年
四
月
に
神こ
う
べ戸
に
あ
る

県
立
の
定
時
制
高
校
に
入
学
し
ま
し
た
。
ち

ょ
う
ど
還
暦
を
迎む
か

え
た
歳と
し

で
す
。　

　

「
も
し
も
合
格
し
な
か
っ
た
ら
…
。
」
と
、

受
験
し
た
こ
と
は
妻
に
も
子
ど
も
た
ち
に
も

言
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
合
格
発
表
の
時

は
、
も
の
す
ご
く
不
安
で
、
妻
に
は
行
き
先

を
告
げ
ず
に
つ
い
て
来
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
自
分
の
受
検
番
号
、
「
成
人
五
十
一
」
を
見
つ
け
た
と
き
は
、
と
び
あ

が
る
ほ
ど
嬉う
れ

し
か
っ
た
で
す
。
そ
こ
で
初
め
て
、
妻
に
定
時
制
高
校
に
入
学
す
る

こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。
合
格
番
号
の
前
に
立
ち
、
携け
い
た
い帯

電
話
で
撮と

っ
た
私
の
ピ
ー

ス
写
真
は
、
一
生
の
宝
物
で
す
。　

　

還
暦
に
も
な
っ
て
、
定
時
制
高
校
入
学
を
決
意
し
た
理
由
は
、
中
学
し
か
卒
業

し
て
い
な
い
こ
と
で
、
悔く
や

し
い
思
い
を
い
っ
ぱ
い
し
て
き
た
か
ら
で
す
。

　

私
の
ふ
る
さ
と
は
、
奄あ
ま
み美
大
島
の
徳と
く
の
し
ま

之
島
で
す
。
自
然
が
豊
か
で
、
人
情
味
あ

ふ
れ
る
島
で
す
。
父
は
、
神
戸
に
出で
か
せ稼

ぎ
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
私
が

中
学
二
年
の
時
に
島
に
残
っ
て
い
た
家
族
五
人
も
神
戸
に
引ひ

っ
越こ

す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
造
船
所
の
下し
た
う請

け
で
働
く
父
ひ
と
り
の
稼
ぎ
で
は
、
と
て
も

生
活
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
私
の
高
校
進
学
も
考
え
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
二
人
の
妹
と
弟
を
高
校
に
行
か
せ
る
た
め
に
、
長
男
の
私
が
中
学

を
卒
業
後
に
就
職
し
、
家
計
を
助
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
頃こ
ろ

中
卒
の
私
た

ち
は
、
「
金
の
た
ま
ご
」
と
も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
自
分
が
就
き
た
い
仕

事
か
ど
う
か
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、
仕
事
は
本
当
に
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
。

最
初
は
、
父
の
働
い
て
い
た
造
船
所
で
タ
ン
カ
ー
な
ど
の
船
を
作
る
仕
事
を
始
め
、

そ
の
後
は
鉄
鋼
の
組
み
立
て
や
溶よ
う
せ
つ接
の
仕
事
を
中
心
に
し
ま
し
た
。

　

仕
事
は
誰だ
れ

に
も
負
け
な
い
く
ら
い
頑が
ん
ば張
り
ま
し
た
。
お
か
げ
で
、
四
十
歳さ
い

で

「
奄あ
ま

美み

工
業
有
限
会
社
」
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
従
業
員
も
、
最
盛

期
で
二
十
～
三
十
人
を
数
え
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
仕
事
が
認
め
ら
れ
て
、
完
成

ま
で
五
～
六
年
間
か
か
る
ド
ー
ム
型
の
格
納
容
器
の
制
作
も
請
け
負お

い
ま
し
た
。

震し
ん
さ
い災
の
年
に
は
、
陥か
ん
ぼ
つ没
し
た
大
開
通
り
と
、
そ
の
下
を
走
る
山
陽
電
鉄
大
開
駅
の

線
路
の
復
旧
作
業
を
し
ま
し
た
。
阪
神
電
鉄
元
町
駅
の
ト
ン
ネ
ル
か
ら
、
工
事
の

道
具
や
機
械
を
運
び
入
れ
て
は
、
工
事
用
の
電
車
で
何
度
も
往
復
し
た
も
の
で
す
。

大
手
の
重
工
業
会
社
の
敷し
き
ち地
内
に
あ
る
大
型
ク
レ
ー
ン
が
壊か
い
め
つ滅
状
態
で
、
そ
の
復

旧
工
事
に
も
従
事
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
三
田
市
に
あ
る
千せ
ん
が
り刈

水
源
地
が
干
上

が
り
、
武
庫
川
か
ら
の
水
を
、
五
百
～
六
百
メ
ー
ト
ル
の
パ
イ
プ
を
引
い
て
送
り

込こ

む
仕
事
も
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
や
り
が
い
の
あ
る
大
き
な
仕
事
を
い
く
つ
も
こ
な
し
て
き
た
の

で
す
が
、
ひ
と
つ
だ
け
悩な
や

み
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
数
学
の
力
が
弱
い
た
め
、

図
面
を
見
て
の
計
算
も
、
材
料
調
達
の
た
め
の
計
算
も
で
き
ず
に
、
す
べ
て
他
人

任
せ
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
し
た
。
現
場
の
作
業
に
つ
い
て
は
誰
に
も

引
け
を
取
ら
な
い
の
に
、
い
つ
も
恥は

ず
か
し
い
思
い
を
し
て
き
ま
し
た
。

還か
ん
れ
き暦
過
ぎ
て
学
ぶ
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あ
る
日
、
何
と
か
し
て
分
数
の
計
算
を
身
に
つ
け
た
い
と
思
い
、
書
店
に
行
き

ま
し
た
。
「
マ
ン
ガ
算
数
お
も
し
ろ
攻こ
う
り
ゃ
く略」
と
い
う
小
学
生
向
け
の
本
を
見
つ
け

ま
し
た
。
何
か
、
宝
物
で
も
手
に
入
れ
た
気
分
で
、
わ
く
わ
く
し
て
、
家
に
持
ち

帰
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
暇ひ
ま

を
見
つ
け
て
は
、
分
数
の
引
き
算
、
足
し
算
、

割
り
算
の
と
こ
ろ
を
、
何
回
も
何
回
も
繰く

り
返か
え

し
読
み
ま
し
た
。
書
き
込
み
も
し

ま
し
た
。
本
は
よ
れ
て
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
る
ほ
ど
使
い
こ
み
ま
し
た
。
そ
し
て
例

題
の
計
算
が
解
け
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
は
、

「
や
っ
た
あ
！
」

と
、
大
声
を
あ
げ
て
叫さ
け

び
ま
し
た
。
自
分
の
胸
が
熱
く
な
り
、
い
つ
か
は
定
時
制

高
校
に
行
き
た
い
と
思
い
始
め
て
い
ま
し
た
。

　

私
の
定
時
制
高
校
入
学
を
一
番
に
後あ
と
お押
し
し
て
く
れ
た
の
は
、
今
は
亡
き
親
友

の
娘む
す
めさ
ん
の
姿
で
し
た
。
そ
の
娘
さ
ん
は
、
自
分
の
人
生
に
悩な
や

み
、
病
気
に
な
り
、

そ
の
た
め
に
入
退
院
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。
「
自
分
は
い
っ
た
い
何
の
た
め

に
生
き
て
い
る
の
か
。
」
と
悩
み
ぬ
か
れ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
三
十
才
に
な

っ
た
時
に
、
病
院
で
出
会
っ
た
看
護
師
さ
ん
の
影え
い
き
ょ
う響を
受
け
て
、
人
の
た
め
に
役

立
つ
仕
事
が
し
た
い
と
、
看
護
師
に
な
る
決
意
を
し
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
で
、

ま
ず
勉
強
を
し
直
す
た
め
に
予
備
校
に
一
年
間
通
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
、

よ
う
や
く
看
護
学
校
に
入
学
し
て
、
今
、
三
十
二
歳
で
す
。
そ
ん
な
彼か
の
じ
ょ女

の
姿
に

感
動
し
ま
し
た
。
私
も
、
こ
の
ま
ま
人
生
を
終
わ
り
た
く
な
い
、
何
か
で
き
る
こ

と
が
あ
る
は
ず
だ
と
思
い
、
定
時
制
高
校
に
入
学
す
る
決
意
を
し
ま
し
た
。

　

私
は
今
、
六
十
二
才
で
す
。
老
眼
が
進
み
、
細
か
い
字
を
読
む
の
も
ひ
と
苦
労

で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

計
算
は
少
し
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
ｘ
や
ｙ
と
い
っ
た

文
字
が
で
て
く
る
数
学
の
問
題
は
難
し
い
で
す
。
さ
ら
に
方
程
式
や
関
数
と
言
わ

れ
て
困
っ
て
い
ま
す
が
、
根
気
強
く
教
え
て
く
だ
さ
る
数
学
の
先
生
に
は
、
本
当

に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
お
か
げ
で
、
一
番
苦
手
な
数
学
の
問
題
も
、
少
し
ず
つ
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ほ
か
に
も
授
業
で
新
し
い
こ
と
を
学
ぶ
の
は
と

て
も
楽
し
い
で
す
。

　

入
学
し
た
当
初
、
ま
わ
り
は
十
代
の
若
者
た
ち
ば
か
り
で
し
た
。
「
孫
み
た
い

な
も
ん
と
は
、
友
だ
ち
に
は
な
れ
ん
。
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
少
し
ず
つ
打

ち
解
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
昼
間
は
懸け
ん
め
い命
に
働
き
、
疲つ
か

れ
て
い
る
の
に
夜
は

勉
強
し
て
い
る
若
い
人
た
ち
と
交
わ
る
と
、
不
思
議
に
元
気
が
も
ら
え
ま
す
。

　

私
は
、
こ
の
歳
に
な
っ
て
か
ら
学
び
直
し
て
い
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
ま

す
。
中
卒
で
働
き
だ
し
た
こ
と
を
後こ
う
か
い悔
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
で
き
る
な
ら
ば
、
そ

の
ま
ま
学
べ
て
い
た
ら
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
若
い
人
た
ち
に
は
、
い
ろ

ん
な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
、
若
い
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
勉
強
し
て
ほ
し
い
、
青

春
を
大
事
に
し
、
よ
く
勉
強
し
て
、
後
悔
し
な
い
人
生
を
歩
ん
で
も
ら
い
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
今
、
若
者
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
青
春
ま
っ
た
だ
中
に
い
ま
す
。
気
分
は

最
高
で
す
。
専せ
ん
こ
う攻

の
機
械
科
も
言
う
こ
と
な
し
で
す
。
急
が
ず
、
高
校
生
活
を
楽

し
み
ま
す
。
人
生
は
死
ぬ
ま
で
勉
強
。
死
ぬ
ま
で
青
春
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
こ

の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
が
ん
ば
り
ま
す
。
私
が
作
っ
た
短
歌
で
す
。

還
暦
を　

迎
え
て
学
ぶ　

定
時
制　

気
分
は
最
高　

専せ
ん
こ
う攻

機
械
科
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東
日
本
大だ
い
し
ん
さ
い

震
災
か
ら
半
年
た
っ
た
あ
る
日
、
僕ぼ
く

た
ち
の
学
校
に
福
島
県
か
ら
宏ひ
ろ
しが
転
校
し
て
き
ま

し
た
。　

「
山
口
宏
さ
ん
は
、
東
日
本
大
震
災
で
被ひ

さ
い災
し
、

さ
ら
に
原
子
力
発
電
所
の
事
故
で
避ひ

な
ん難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
、
親し
ん
せ
き戚
が

い
る
こ
の
町
へ
引ひ

っ
越こ

し
て
き
ま
し
た
。
み
ん
な
仲
良
く
し
よ
な
。
」

と
、
先
生
が
紹し

ょ
う
か
い介さ
れ
ま
し
た
。

　

僕
は
、
席
が
隣と

な
りに
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
宏
に
学
校
の
こ
と
や
こ
の
町
の
こ
と

な
ど
い
ろ
い
ろ
教
え
て
あ
げ
ま
し
た
。
宏
も
、
お
父
さ
ん
が
仕
事
の
関
係
で
福
島

県
に
残
っ
て
い
て
寂さ

び

し
い
こ
と
や
、
福
島
県
の
友
だ
ち
と
会
い
た
い
な
あ
と
思
う

こ
と
、
急
い
で
避
難
し
た
の
で
自
分
が
大
切
に
し
て
い
た
も
の
を
残
し
た
ま
ま
な

の
で
つ
ら
い
こ
と
、
地
震
が
起
こ
る
前
の
福
島
県
で
の
中
学
校
生
活
が
楽
し
か
っ

た
こ
と
な
ど
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

数
日
た
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
で
す
。
休
み
時
間
に
宏
が
ト
イ
レ
に
出
て
行
っ
た

と
き
、
明あ

き
らが
僕
に
話
し
か
け
て
き
ま
し
た
。

「
な
あ
、
な
ん
で
宏
と
仲
良
く
で
き
る
ん
や
。
」

考
え
て
も
い
な
か
っ
た
問
い
か
け
に
、
僕
は
、

「
え
え
っ
。
」

と
だ
け
言
っ
て
何
も
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。明
は
続
け
て
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
だ
っ
て
、
宏
は
福
島
県
か
ら
来
た
ん
や
で
。
体
に
悪
い
放ほ

う
し
ゃ
せ
ん

射
線
を
あ
び
て
る
や

ろ
。
福
島
県
の
人
が
放
射
線
を
測
定
さ
れ
て
い
る
様
子
を
テ
レ
ビ
で
見
た
こ
と
が

あ
る
け
ど
、
あ
れ
っ
て
体
か
ら
放
射
線
が
出
て
い
る
か
ら
や
ろ
。
何
か
僕
ら
に
も

宏
か
ら
放
射
線
が
飛
ん
で
き
そ
う
や
な
い
か
。
」

そ
の
話
を
聞
い
て
い
た
浩こ

う
じ二
が
、

「
そ
ん
な
わ
け
な
い
や
ろ
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
病
院
と
か
で
も
放
射
線
は

使
わ
れ
て
る
か
ら
、
そ
こ
で
働
い
て
る
人
か
ら
も
放
射
線
が
出
る
こ
と
に
な
る
で
。

僕
も
放
射
線
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
ん
け
ど
、
人
か
ら
出
る
な
ん
て
、
聞
い
た
こ
と

な
い
わ
。
」

と
言
い
ま
し
た
。

「
聞
い
た
こ
と
が
な
く
て
も
、
絶
対
に
出
な
い
っ
て
言
い
切
れ
る
か
。
」

と
明
が
浩
二
に
言
い
返
し
ま
し
た
。

「
い
や
、
そ
れ
は
よ
く
わ
か
ら
へ
ん
け
ど
…
。
」

そ
う
言
っ
て
浩
二
は
助
け
を
求
め
る
よ
う
に
僕
の
方
を

見
ま
し
た
。
で
も
僕
は
何
も
言
え
ず
に
黙だ

ま

っ
て
い
ま
し

た
。

「
な
ん
で
黙
っ
て
い
る
ん
や
。
や
っ
ぱ
り
み
ん
な
も
本

当
は
怖こ

わ

い
ん
や
ろ
。
放
射
線
っ
て
目
に
見
え
へ
ん
し
な
。
僕
は
放
射
線
が
怖
い
わ
。

や
っ
ぱ
り
、
宏
の
そ
ば
に
は
近
よ
り
た
く
な
い
わ
。
」

明
は
そ
う
言
っ
て
自
分
の
席
へ
戻も

ど

り
ま
し
た
。
浩
二
も
、
僕
の
方
を
見
た
ま
ま
黙

っ
て
自
分
の
席
へ
戻
り
ま
し
た
。
帰
っ
て
き
た
宏
は
、
い
つ
も
と
違ち

が

う
様
子
を
感

じ
た
の
か
、
何
だ
か
寂さ

び

し
そ
う
に
一
人
窓
か
ら
外
を
み
て
い
ま
し
た
。
僕
は
そ
の

日
、
宏
と
は
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

調
べ
て
み
れ
ば
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家
に
帰
っ
て
か
ら
、
僕
は
母
に
学
校
で
の
出
来
事
を
話
し
、
ど
う
し
た
ら
い
い

か
と
相
談
し
ま
し
た
。
母
は
、
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
そ
う
。
で
も
、
実
際
お
母
さ
ん
も
放
射
線
に
つ
い
て
詳く

わ

し
い
こ
と
は
わ
か
ら
へ

ん
な
あ
。
一
度
放
射
線
に
つ
い
て
自
分
で
詳
し
く
調
べ
て
み
た
ら
。
」

　

夕
食
後
、
僕
は
放
射
線
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
本
を
使
っ
て
調
べ
て

み
ま
し
た
。
文
部
科
学
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
「
知
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う

放
射
線
の
い
ろ
い
ろ
」
と
い
う
資
料
が
掲け

い
さ
い載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
僕
の
知
ら
な
い

こ
と
ば
か
り
で
し
た
。

　

つ
ま
り
、
宏
か
ら
放
射
線
が
出
る
な
ん
て
こ
と
は
絶
対
に
な
い
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
ま
た
、
「
放
射
線
が
怖
い
。
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
て
、
放
射

線
が
検
出
さ
れ
ず
安
全
な
農
産
物
や
海
産
物
に
つ
い
て
も
「

※

風ふ
う
ひ
ょ
う
ひ
が
い

評
被
害
」
が
発
生

し
、
多
く
の
福
島
県
の
人
々
が
辛つ

ら

い
思
い
を
し
、
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

　

一
方
で
、
福
島
県
の
子
ど
も
た
ち
を
支し
え
ん援
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
が
兵
庫
県

内
で
も
あ
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。
福
島
県
の
子
ど
も
た
ち
の
気
持
ち
を
少
し

で
も
和や

わ

ら
げ
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
夏
休
み
を
利
用
し
て
、
明あ
か
し石
市
や
佐さ
よ
う用
町
、

姫ひ
め
じ路
市
に
招
待
す
る
取
り
組
み
で
す
。
佐
用
町
で
は
、
町
を
あ
げ
て
歓か
ん
げ
い迎
し
、
地

元
の
小
学
校
と
の
交
流
や
、
町
の
名
物
料
理
な
ど
の
ふ
る
ま
い
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
佐
用
町
の
人
々
は
、

「
平
成
二
十
一
年
の
佐
用
町
の
水
害
で
全
国
の
方
々
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
そ
の

恩
返
し
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。
」

と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

僕
は
、
放
射
線
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
や
そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
を
、
学
校
で
明

や
宏
に
ど
う
話
を
し
よ
う
か
考
え
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
ど
ん
な
話
を
す
る

か
、
そ
の
内
容
を
お
母
さ
ん
に
相
談
し
ま

し
た
。

「
お
母
さ
ん
、
あ
の
な
…
。
」

※
…
事
実
や
正
確
な
情
報
を
伝
え
て
い
な
い
噂う
わ
さの
た
め
に
被
害
が
生
じ
る
こ
と
。

○
放
射
線
を
出
す
能
力
を
放
射
能
と
い
い
、
放
射
線
を
出
す
物
質
を
放
射
性
物
質

　
と
い
う
こ
と
。

○
放
射
線
と
は
、
物
質
か
ら
出
さ
れ
る
粒
り
ゅ
う
し子
線
ま
た
は
電
子
線
の
こ
と
で
、
エ
ッ

　
ク
ス
線
や
ガ
ン
マ
線
な
ど
た
く
さ
ん
の
種
類
が
あ
る
こ
と
。

○
放
射
線
は
、
病
院
で
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮さ
つ
え
い影
を
は
じ
め
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中

　
で
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

○
大
量
の
放
射
線
は
特と
く
し
ゅ殊

な
反
応
が
起
こ
っ
た
と
き
だ
け
出
る
も
の
で
あ
り
、
放

　
射
線
を
浴
び
た
物
質
か
ら
大
量
の
放
射
線
が
出
る
こ
と
は
な
い
こ
と
。

○
体
の
外
か
ら
放
射
線
を
受
け
た
こ
と
を
原
因
と
し
て
、
人
が
放
射
線
を
出
す
よ

　
う
な
こ
と
は
な
く
、
風か

ぜ邪
の
よ
う
に
人
か
ら
人
に
伝
染
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
。
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「
一
日
一
生し
ょ
う
が
い
涯
」

　

大
学
生
に
な
っ
た
今
の
私
は
、
一
日
一
日
を
大
切
に
生
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

差
別
を
許
さ
な
い
生
き
方
や
、
差
別
を
乗
り
越こ

え
た
本
物
の
人
間
愛
に
た
ど
り
つ

け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

八
月
が
来
る
と
、
私
は
中
学
三
年
生
の
夏
を
ふ
と
思
い
出
し
、
そ
ん
な
こ
と
を

考
え
て
み
る
。

　　

夏
休
み
に
入
っ
た
ば
か
り

の
あ
る
日
、
母
が
田
中
蔚し
げ
るさ

ん
の
「
娘む
す
めの

遺の
こ

し
て
く
れ
た

も
の
」
と
い
う
手
記
を
見
せ

て
く
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
日

航
機
墜つ
い
ら
く落

事
故
で
娘
さ
ん
を

亡
く
し
た
田
中
さ
ん
の
思
い
、

娘
さ
ん
に
つ
な
が
る
人
々
の

思
い
が
綴つ
づ

ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

昭
和
六
〇
（
一
九
八
五
）
年
八
月
十
二
日
、
群
馬
県
御お

す巣
鷹た

か
や
ま山

に
東
京
発
大
阪

行
き
の
日
本
航
空
の
飛
行
機
が
墜
落
し
た
。
死
者
は
航
空
機
事
故
最
悪
の
五
百
二

十
名
。
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
こ
の
日
偶ぐ
う
ぜ
ん然
乗
り
合
わ
せ
た
人
た
ち
が
、

飛
行
機
に
未
来
を
奪う
ば

わ
れ
た
。

　

毎
年
こ
の
事
故
の
ニ
ュ
ー
ス
が
テ
レ
ビ
で
流
れ
る
た
び
に
、
私
は
、
「
自
分
に

は
関
係
が
な
く
、
遠
く
の
話
だ
。
」
と
ぼ
ん
や
り
と
画
面
を
見
つ
め
て
い
た
。
し

か
し
、
手
記
を
読
む
う
ち
に
、
そ
ん
な
私
の
考
え
は
、
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

田
中
さ
ん
は
被ひ

差さ
べ
つ別
部
落
の
出
身
だ
っ
た
。
「
今
は
も
う
部
落
差
別
は
な
く
な

っ
て
い
る
の
で
は
。
」
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
家
の
結
び
つ
き
が
強
い
日
本
で
は
、

結け
っ
こ
ん婚
に
際
し
て
、
部
落
を
理
由
に
反
対
す
る
人
が
ま
だ
い
る
ら
し
い
。

　

田
中
さ
ん
も
娘
の
愛
子
さ
ん
の
縁え
ん
だ
ん談
を
聞
い
た
時
、
「
被
差
別
部
落
と
い
う
こ

と
で
、
親し
ん
せ
き戚
の
中
に
は
反
対
の
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
「
娘
が
先
々
思
い

悩な
や

む
の
で
は
な
い
か
。
」
と
、
様
々
な
不
安
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
愛
子

さ
ん
は
、
婚
約
者
に
自
分
は
被
差
別
部
落
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
告
げ
て
い

た
。
ま
た
、
そ
れ
を
聞
い
た
婚
約
者
の
お
父
さ
ん
も
、
二
人
の
結
婚
を
祝
福
さ
れ

た
。
被
差
別
部
落
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
こ
れ
と
心
配
し
た
田
中
さ
ん

は
、
自
分
が
恥は

ず
か
し
く
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

田
中
さ
ん
の
手
記
を
読
ん
で
、
私
は
、
市
内
の
中
学
生
が
集
ま
っ
て
開
か
れ
る

人
権
学
習
交
流
会
で
の
報
告
を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
は
、
市
内
の
女
子
高
生
が
被

差
別
部
落
出
身
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
交
際
相
手
の
母
親
か
ら
交
際
を
反
対
さ

れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

め
ぐ
り
来
る
夏
に
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そ
の
母
親
は
彼か
の
じ
ょ女
の
身
元
を
調
べ
た
り
、
「
何
で
黙だ
ま

っ
て
い
た
の
か
。
」
と
彼

女
を
責
め
た
り
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
悲
し
い
こ
と
に
、
彼
ま
で
も
「
な
ん
で
黙

っ
て
た
ん
や
。
も
う
付
き
合
え
ん
。
」
と
言
っ
た
そ
う
だ
。
「
な
ぜ
付
き
合
え
な

い
の
か
。
そ
の
こ
と
で
彼
女
が
ど
ん
な
思
い
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
」
私
は
、
い

た
た
ま
れ
な
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。

　

差
別
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
誰だ
れ

で
も
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
自
分

の
身
に
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
と
、
差
別
を
し
て
し
ま
う
人
が
い
る
。
こ
の
話
と
重

ね
て
み
る
と
、
愛
子
さ
ん
た
ち
は
差
別
を
乗
り
越こ

え
た
、
本
物
の
愛
で
結
ば
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

八
月
十
二
日
、
私
は
、
母
や
弟

と
と
も
に
初
め
て
御
巣
鷹
山
に
登

っ
た
。
手
記
を
通
じ
て
知
り
合
っ

た
田
中
さ
ん
が
、
現
地
で
案
内
を

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
は
、
田
中

さ
ん
の
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
事
故

で
な
く
な
っ
た
愛
子
さ
ん
の
こ
と

を
、
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
っ
た
。

　

御
巣
鷹
山
は
、
か
つ
て
大
き
な

事
故
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
感

じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
緑
に
覆お
お

わ
れ
、

川
の
せ
せ
ら
ぎ
が
響ひ
び

く
、
と
て
も

美
し
い
山
だ
っ
た
。

　

私
た
ち
が
山
に
登
っ
て
い
く
う
ち
に
、
所
々
に
小
さ
な
墓
標
が
現
れ
は
じ
め
た
。

こ
の
事
故
で
命
を
落
と
さ
れ
た
方
た
ち
の
亡
く
な
ら
れ
た
場
所
だ
。
一
つ
の
所
に

墜
落
し
た
は
ず
な
の
に
、
山
全
体
に
散
ら
ば
る
墓
標
は
、
墜
落
時
の
衝し
ょ
う
げ
き撃の
強
さ

を
感
じ
さ
せ
た
。
墓
標
に
刻
ま
れ
た
一
人
一
人
の
名
前
、
こ
の
一
つ
一
つ
に
、
未

来
に
つ
な
が
る
は
ず
だ
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の
中

に
愛
子
さ
ん
の
名
前
が
刻
ま
れ
た
墓
標
を
見
つ
け
た
。
線せ
ん
こ
う香
を
お
供
え
し
手
を
合

わ
せ
た
時
、
は
る
ば
る
訪
ね
、
そ
こ
に
た
ど
り
つ
い
た
実
感
が
足
下
か
ら
伝
わ
る

感
じ
が
し
た
。
同
時
に
時
の
流
れ
は
、
事
故
の
惨さ
ん
じ
ょ
う状を
覆
い
隠か
く

す
よ
う
に
山
を
再

び
緑
で
覆
っ
た
が
、
ご
遺
族
の
悲
し
み
、
心
の
傷
は
い
つ
ま
で
も
消
え
る
こ
と
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
ご
遺
族
の
悲
し
み
に
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
な
手
紙
が
田

中
さ
ん
に
送
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
同
時
に
知
っ
た
。
「
日
航

機
墜
落
事
故
の
原
因
が
や
っ
と
わ
か
っ
た
。

航
空
機
事
故
は
被
差
別
部
落
の
田
中
愛
子

が
乗
っ
て
い
た
た
め
起
こ
っ
た
。
穢け
が

れ
を

も
っ
た
愛
子
が
乗
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
」

と
い
う
内
容
の
手
紙
だ
っ
た
。
そ
れ
を
読

ん
だ
私
の
母
は
怒い
か

り
で
体
が
震ふ

る

え
て
い

た
。
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
の
消

印
。
ま
だ
新
し
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
本
当
に
希ま
れ

な
こ
と
だ
け
れ
ど
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も
、
で
も
こ
ん
な
人
が
い
ま
だ
に
い
る
こ
と
に
、
私
は
許
せ
な
い
気
持
ち
で
い
っ

ぱ
い
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
私
た
ち
に
田
中
さ
ん
は
、

「
こ
の
人
自
身
に
罪
は
あ
り
ま
せ
ん
。
差
別
の
歴
史
を
き
ち
ん
と
教
え
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
す
。
ゆ
が
ん
だ
偏へ
ん
け
ん見
だ
け
を
植
え
付
け
ら
れ
た
、
い
わ
ば
犠ぎ
せ
い牲
者
な
の

で
す
。
」

と
静
か
に
語
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
私
に
と
っ
て
本
当
に
思
い
が
け
な
い
言
葉
だ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
こ
そ
、
田
中
さ
ん
の
深
い
人
間
愛
と
信
念
に
基
づ
い
た

抗こ
う
ぎ議
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

　

私
は
、
墓
標
に
刻
ま
れ
て
い
た
「
一
日
一
生
涯
」
と
い
う
言
葉
を
見
つ
め
た
。

中
学
校
で
部
落
差
別
を
受
け
た
愛
子
さ
ん
が
、
己
自
身
を
磨み
が

こ
う
、
精せ
い
い
っ
ぱ
い

一
杯
生
き

よ
う
と
卒
業
ア
ル
バ
ム
に
寄
せ
書
き
を
さ
れ
た
言
葉
だ
そ
う
だ
。

　

私
は
ア
ル
バ
ム
に
、
ど
ん
な
言
葉
を

記
す
だ
ろ
う
か
。
今
は
ま
だ
ぼ
ん
や
り

し
て
い
る
。
で
も
、
私
も
愛
子
さ
ん
の

よ
う
に
、
差
別
に
負
け
な
い
生
き
方
、

差
別
を
乗
り
越
え
た
本
物
の
人
間
愛
に

た
ど
り
つ
け
る
よ
う
、
一
日
一
日
を
大

切
に
歩
ん
で
い
き
た
い
、
御
巣
鷹
山
の

風
景
と
と
も
に
そ
ん
な
思
い
を
心
に
刻

ん
だ
。

　

平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
の
夏
、
愛
子
さ
ん
の
こ
と
が
劇
に
な
っ
た
。

「
今
、
光
っ
て
い
た
い
～
娘
の
遺
し
て
く
れ
た
も
の
～
」
と
い
う
劇
だ
。
三
木
市

が
「
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
十
年
」
を
迎む
か

え
て
、
新
た
な
人
権
尊
重
の
機

運
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
計
画
し
た
も
の
だ
。

　

そ
の
練
習
風
景
を
、
弟
は
、
田
中
さ
ん
と
一い
っ
し
ょ緒
に
見
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
。

弟
は
、
公
演
一
週
間
前
の
熱
の
入
っ
た
本
番
さ
な
が
ら
の
練
習
に
、
自
然
に
引
き

込こ

ま
れ
た
と
い
う
。
こ
の
劇
は
、
市
民
劇
団
と
し
て
市
民
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
行

い
、
一
年
が
か
り
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
。

　

舞ぶ
た
い台
に
立
た
れ
て
い
る
人
は
、
み
ん
な
生
き
生
き
と
緊
き
ん
ち
ょ
う張
感
に
あ
ふ
れ
、
「
伝

え
よ
う
。
」
と
い
う
気
持
ち
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
と
く
に
、
手
紙
が
読
み
上
げ
ら

れ
、
田
中
さ
ん
が
語
る
シ
ー
ン
は
、
弟

の
心
に
強
く
残
っ
た
そ
う
だ
。
き
っ
と
、

練
習
を
積
み
重
ね
て
い
く
中
で
、
田
中

さ
ん
の
言
葉
が
役
者
さ
ん
自
身
の
思
い

と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

役
者
さ
ん
の
中
に
は
、

「
田
中
先
生
の
名
前
を
見
て
、
劇
に

応
募
し
た
ん
よ
。
『
劇
に
出
な
く
て

は
。
』
っ
て
思
っ
た
ん
よ
。
」

　

と
話
さ
れ
る
教
え
子
の
人
た
ち
が
お

ら
れ
た
。
か
つ
て
教
員
を
さ
れ
て
い
た

田
中
さ
ん
は
、
こ
の
と
き
八
十
八
歳さ
い

。

市民劇団の練習風景



29

教
え
子
と
い
っ
て
も
、
も
う
年
配
の
方
ば
か
り
だ
。

　

三
十
年
、
四
十
年
た
っ
て
も
、
田
中
さ
ん
の
名
前
に
突つ

き
動
か
さ
れ
る
の
は
、

い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
。
母
は
、

「
田
中
さ
ん
の
、
人
を
大
切
に
し
、
差
別
を
な
く
そ
う
と
す
る
教
育
が
、
一
人
一

人
の
中
に
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
。
」

と
言
っ
た
。
弟
は
、
時
を
越
え
た
そ
の
つ
な
が
り
に
、
田
中
さ
ん
の
人
と
し
て
の

深
さ
を
感
じ
た
と
言
っ
て
い
た
。

　

今
、
私
た
ち
の
周
り
に
は
、
部
落
差
別
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
い
る
テ
レ
ビ
番

組
や
新
聞
記
事
は
少
な
い
。
で
も
結
婚
差
別
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
差
別

な
ど
、
今
も
見
え
に
く
い
と
こ
ろ
で
差
別
は
続
い
て
い
る
。
大
切
な
こ
と
な
の
に
、

語
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
劇
が
市
民
レ
ベ
ル
で
上
演
さ
れ

た
意
義
は
大
き
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
や
、
差
別
を
越
え
た
人
と
人

と
の
つ
な
が
り
が
、
私
た
ち
の
周
り
に
も
、
ま
た
社
会
に
も
広
が
っ
て
い
く
こ
と

が
大
切
な
の
だ
と
思
う
。

　

今
年
も
ま
た
八
月
が
や
っ
て
き
た
。
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
慰い
れ
い霊

登
山
の
様

子
と
と
も
に
、
今
の
御
巣
鷹
山
の
風
景
を
映
し
出
し
て
い
る
。
テ
レ
ビ
を
見
つ
め

な
が
ら
、
私
は
、
中
学
三
年
生
の
と
き
の
、
あ
の
夏
の
出
来
事
と
と
も
に
、
田
中

さ
ん
の
も
う
ひ
と
つ
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
い
た
。

「
私
は
、
差
別
の
な
い
社
会
を
作
る
こ
と
を
娘
か
ら
託た
く

さ
れ
て
い
ま
す
。
人
を
憎に

く

む
暇ひ

ま

は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

愛
子
先
生
へ

　

私
は
、
中
学
三
年
生
の
時
、
先
生
に
保
健
体
育
の
授
業
を
教
え
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
で
、
私
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
授
業
が
あ
り
ま

す
。
保
健
の
授
業
で
、
先
生
が
言
わ
れ
た
あ
る
言
葉
を
ノ
ー
ト
に
メ
モ
を

し
た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。
「
一
日
一
生
涯
」
と
い
う
言
葉
で

す
。
い
つ
も
熱
く
語
っ
て
く
だ
さ
る
先
生
で
し
た
が
、
そ
の
日
の
先
生
の

お
話
は
い
つ
も
以
上
に
私
た
ち
の
心
に
響
く
も
の
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
た
八
月
の
夜
、
飛
行
機
の
墜
落
事
故
を
伝
え

る
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
、
先
生
の
名
前
が
映
し
出
さ
れ
ま
し
た
。
多
く

の
友
だ
ち
が
電
話
を
か
け
て
き
ま
し
た
。
電
話
口
の
向
こ
う
で
泣
い
て
い

る
友
だ
ち
。
い
つ
も
明
る
く
気
さ
く
に
話
し
か
け
て
く
だ
さ
り
、
大
切
な

こ
と
を
一
生
懸
命
語
っ
て
く
だ
さ
る
愛
子
先
生
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
大

き
な
存
在
で
し
た
。

　

何
年
か
た
っ
て
、
私
は
あ
る
書
店
で
、
あ
の
「
一
日
一
生
涯
」
と
い
う

言
葉
を
記
し
た
本
を
見
つ
け
、
手
に
取
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
先
生
の
お
父

さ
ん
が
書
か
れ
た
本
で
し
た
。
先
生
が
部
落
差
別
に
つ
い
て
考
え
て
お
ら

れ
た
こ
と
、
差
別
に
負
け
ず
に
一
日
一
日
を
大
切
に
生
き
て
い
き
た
い
と

思
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
そ
の
時
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
あ
の
日
の
保
健

の
授
業
が
と
て
も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
先
生
が
私
た
ち
に
伝
え
た
か
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
な
ん
だ
と
、
そ
の
時
分
か
っ
た
気
が
し
ま
し
た
。

　

私
は
今
、
西
宮
市
で
中
学
校
の
教
員
を
し
て
い
ま
す
。
世
の
中
の
い
ろ

い
ろ
な
課
題
も
、
み
ん
な
で
語
り
合
っ
て
い
け
ば
解
決
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
、
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
「
一
日
一
生
涯
」
の
言
葉
と
一
緒

に
生
徒
た
ち
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　

で
き
る
も
の
な
ら
、
も
う
一
度
お
話
が
し
た
い
な
あ
と
思
い
ま
す
。
で

も
そ
れ
は
叶か

な

い
ま
せ
ん
。
今
日
を
一
緒
に
過
ご
す
人
た
ち
と
明
日
も
必
ず

一
緒
に
い
ら
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
「
一
日
一
生
涯
」
。
今
日
を
丁
寧
に

生
き
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
て
き
な
考
え
方
の
人
は
、
い
つ
ま
で

も
多
く
の
人
の
記
憶
の
中
に
生
き
続
け
ま
す
。
先
生
が
願
わ
れ
て
い
た
差

別
の
な
い
世
の
中
が
実
現
す
る
よ
う
に
、
私
も
自
分
の
思
い
を
伝
え
、
多

く
の
人
と
語
り
合
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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私
の
懐
で
、
す
や
す
や
と
眠ね
む

る
わ
が
子
。

「
今
日
は
ポ※１
リ
オ
の
予
防
接
種
で
疲つ
か

れ
た
の
か
な
。
」

　

現
在
、
日
本
で
は
生
後
三
ヶ
月
に
な
る
と
地
域
の
医い

り
ょ
う療
機
関
で
ワ※２
ク
チ
ン
が
無

料
で
接
種
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
中
学
校
三
年
生
だ
っ
た
十
年
前
の
こ
と
を
思
い

出
し
、
当
時
書
い
た
作
文
を
出
し
ま
し
た
。

　

二
学
期
の
終
わ
り
の
十
二
月
十
日
、
僕ぼ

く

は
生
ま
れ
て
初
め
て
海
外
に
行
き
ま
し

た
。
行
き
先
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
ベ
ト
ナ
ム
で
す
。
旅
の
目
的
は
、
子
ど
も
Ｎ
Ｇ
Ｏ

の
活
動
で
、
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
一い

っ
せ
い斉
投と

う

よ与
の
国
家
式
典
に
参
加
し
、
ワ
ク
チ
ン
投

与
に
実
際
に
立
ち
会
う
こ
と
で
し
た
。

  

日
本
で
は
当
然
の
よ
う
に
予
防
接
種
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
世
界
で
は
今
日

も
大
勢
の
子
ど
も
た
ち
が
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
知
り
、
子
ど
も
Ｎ
Ｇ

Ｏ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
募ぼ

き

ん金
活
動
や
ア
ル
ミ
缶か
ん

を
集
め
た
り
し
て
支し

え

ん援
を
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
今
回
、
そ
の
多
く
の
方
々
の
思
い
を
届
け
に
行
く
た
め
に
日
本
を

出
発
し
ま
し
た
。

  

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ワ
ク
チ
ン
投
与
会
場
は
、
赤
ん
坊ぼ
う

を
抱だ

い
た
お
母
さ
ん
た
ち
が

大
勢
並
び
、
ま
る
で
お
祭
り
会
場
の
よ
う
に
に
ぎ
や
か
な
雰ふ

ん

い

き

囲
気
で
し
た
。

　
い
ざ
ワ
ク
チ
ン
投
与
に
な
る
と
、
本
当
に
僕
た
ち
が
や
っ
て
い
い
の
か
と
い
う

気
持
ち
と
、
自
分
の
手
で
人
の
命
が
救
え
る
と
い
う
思
い
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま

し
た
。
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
は
ス
ポ
イ
ト
を
使
っ
て
赤
ち
ゃ
ん
の
口
か
ら
飲
ま
せ
ま

す
。
お
医
者
さ
ん
に
、

「
二に

滴て
き

ず
つ
ね
。
」

と
言
わ
れ
、
ス
ポ
イ
ト
を
渡わ

た

さ
れ
ま
し
た
。
僕
を
見
つ
め
る
赤
ち
ゃ
ん
を
前
に
し

て
、
と
て
も
手
が
震ふ

る

え
ま
し
た
。
ス
ポ
イ
ト
は
ギ
ュ
ッ
と
押
し
た
ら
思
っ
て
い
た

よ
り
も
と
っ
て
も
硬か

た

く
、
な
か
な
か
ワ
ク
チ
ン
が
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど

う
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
赤

ち
ゃ
ん
が
泣
き
出
し
、
飲
ま
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
ワ
ク
チ

ン
に
日
本
で
募
金
を
し
て
く
れ
た
一
千

万
人
の
人
た
ち
の
気
持
ち
が
入
っ
て
い

る
と
思
う
と
、
う
ろ
た
え
て
い
る
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
僕
と
赤
ち
ゃ
ん
の

格か
く
と
う闘
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
い
や
が
る

赤
ち
ゃ
ん
の
口
を
開
け
、
ス
ポ
イ
ト
を

向
け
ま
す
。
二
滴
の
ワ
ク
チ
ン
が
赤
ち

ゃ
ん
の
口
に
入
っ
た
時
は
泣
き
そ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
十
二
月
十
六
日
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
あ
と
に
し
た
僕
た
ち
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
ツ
ー

ズ
ー
病
院
に
行
き
ま
し
た
。

　
病
院
の
印
象
は
強

き
ょ
う
れ
つ
烈
で
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
使
用
さ
れ
た
枯か
れ
は
ざ
い

葉
剤
の
影
え
い
き
ょ
う響

だ
と
い
わ
れ
る
奇き

け

い形
の
あ
る
赤
ち
ゃ
ん
が
、
標
ひ
ょ
う
ほ
ん
し
つ

本
室
で
ホ
ル
マ
リ
ン
に
漬つ

け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

「
も
っ
と
生
き
た
か
っ
た
。
」

赤
ち
ゃ
ん
た
ち
は
僕
に
訴

う
っ
た

え
か
け
て
く
る
よ
う
で
し
た
。
こ
れ
が
人
間
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
た
の
か
と
思
う
と
、
腹
が
立
ち
、
悲
し
く
情
け
な
く
な
り
ま
し
た
。

ツ
ー
ズ
ー
病
院
を
訪
れ
た
こ
の
日
は
僕
の
誕
生
日
で
し
た
。
病
院
を
後
に
し
た
バ

ス
の
中
で
涙
が
出
て
き
ま
し
た
。
　

　
今
回
訪
れ
た
二
つ
の
国
の
二
つ
の
薬
。
同
じ
人
間
が
開
発
し
た
薬
が
、
一
方
で

人
の
命
を
救
い
、
一
方
で
人
の
命
を
奪う

ば

っ
て
い
ま
し
た
。
人
間
の
知ち

え恵
や
技
術
が

全
く
違
う
目
的
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
嬉
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ツ
ー
ズ
ー
病
院
で
暮
ら
す
子
ど
も
た

ち
の
目
が
、
と
て
も
キ
ラ
キ
ラ
と
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
片
足
の
な
い
子
ど
も
が
、

私
の
懐
ふ
と
こ
ろに

ミャンマーでのワクチン投与のようす
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僕
た
ち
が
持
っ
て
い
っ
た
紙
ふ
う
せ
ん
で
、
と
て
も
楽
し
そ
う
に
遊
ん
で
い
ま
し

た
。
ま
た
、
枯
葉
剤
の
影
響
で
結
合
双そ

う
せ
い
じ

生
児
と
し
て
生
ま
れ
た
ベ
ト
さ
ん
と
ド
ク

さ
ん
兄
弟
が
、
ツ
ー
ズ
ー
病
院
を
出
る
僕
た
ち
を
明
る
く
見
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
日
本
に
帰
る
飛
行
機
の
中
で
、
僕
は
今
回
の
旅
の
こ
と
を
思
い
返
し
ま
し
た
。

そ
の
時
、
機
内
の
テ
レ
ビ
に
、
日
本
の
中
学
生
が
自
ら
の
命
を
絶
っ
た
と
い
う
ニ

ュ
ー
ス
が
映
し
出
さ
れ
ま
し
た
。
豊
か
だ
と
い
わ
れ
る
国
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
悲

し
み
や
悩な

や

み
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
僕
は
、
も
っ
と
周
り
の
人
た
ち
の

気
持
ち
に
敏
感
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
何
か

感
じ
た
ら
、
行
動
を
お
こ
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
も
思
い
ま
し
た
。

　
僕
は
こ
の
旅
で
、
自
分
の
生
き
方
、

生
活
の
仕
方
を
見
直
し
ま
し
た
。

　

十
年
前
の
作
文
を
読
み
終
え
た
私
は
、
現
在
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
つ
い
て
調
べ
て

み
ま
し
た
。
す
る
と
、
こ
の
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
一
斉
投
与
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
毎
年

行
っ
た
結
果
、
ポ
リ
オ
に
か
か
る
子
ど
も
た
ち
が
大お

お
は
ば幅

に
減
少
し
て
い
ま
し
た
。

日
本
だ
け
で
な
く
世
界
の
多
く
の
人
た
ち
が
支
援
を
行
っ
た
結
果
、
す
ば
ら
し
い

成
果
を
あ
げ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
多
く
の
支
援
に
よ
っ
て
、
学
校

に
元
気
に
通
う
子
ど
も
た
ち
が
増
え
て
き
た
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

　

先
日
、
ベ
ト
さ
ん
と
ド
ク
さ
ん
兄
弟
の
、
弟
の
グ
エ
ン
・
ド
ク
さ
ん
の
現
在
の

様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ド
ク
さ
ん
は
、
朝
七
時
か
ら
夕
方
五
時
ま
で
、
私
た
ち
が
か
つ
て
訪
問
し
た
ツ

ー
ズ
ー
病
院
で
働
い
て
い
ま
す
。
院
内
の
枯
葉
剤
被ひ

が
い
し
ゃ

害
者
施し

せ
つ設

に
、
日
本
な
ど
外

国
か
ら
の
来
訪
者
を
案
内
す
る
こ
と
が
主
な
仕
事
だ
そ
う
で
す
。

「
啓け

い
は
つ発

や
寄
付
に
つ
な
が
る
か
ら
。
」

と
、
記
念
撮さ

つ
え
い影

に
も
気
さ
く
に
応
じ
て
い
ま
し
た
。

　

ベ
ト
さ
ん
と
ド
ク
さ
ん
は
、
一
九
八
八
年
、
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
の
医
師
団
が
協

力
し
、
足
を
一
本
ず
つ
分
け
合
う
分ぶ

ん
り離
手
術
に
成
功
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
兄
の

ベ
ト
さ
ん
は
脳の

う
し
ょ
う症で
寝
た
き
り
に
な
り
、
二
〇
〇
七
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。

「
一
つ
の
体
で
生
ま
れ
、
よ
く
遊
び
、
よ
く
け
ん
か
を
し
た
。
悲
し
く
て
な
ら
な

い
。
戦
争
さ
え
な
け
れ
ば
…
。
」

と
ド
ク
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　

ド
ク
さ
ん
は
、
二
〇
〇
六
年
、
友
人
の
結け

っ
こ
ん
し
き

婚
式
で
知
り
合
っ
た
女
性
と
結
婚
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
九
年
、
双ふ

た
ご子
を
授
か
り
、
長
男
に
は
フ
ー
・
シ
ー

（
富
士
山
）
、
長
女
に
は
、
ア
イ
ン
・
ダ
オ
（
ベ
ト
ナ
ム
語
で
桜
の
意
味
）
と
名

付
け
ま
し
た
。

「
戦
争
は
終
わ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
経
済
は
成
長
し
た
。
で
も
、
障
害
者
は
教
育
で
も

就
職
で
も
厳
し
い
立
場
の
ま
ま
だ
。
僕
は
そ
こ
を
変
え
た
い
。
そ
し
て
平
和
を
訴

え
続
け
た
い
。
」

と
ド
ク
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　

二
〇
一
三
年
、
日
本
が
ベ
ト
ナ
ム
と
国
交
を
樹
立
し
て
四
十
年
と
な
り
ま
し
た
。

世
界
に
は
ま
だ
ま
だ
多
く
の
紛ふ

ん
そ
う争
が
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
課
題
が
あ

り
ま
す
。
ど
う
す
れ
ば
、
世
界
の
全
て
の
子
ど
も
た
ち
が
明
る
く
希
望
を
も
っ
て

暮
ら
せ
る
よ
う
な
、
平
和
で
豊
か
な
世
界
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
で

も
、
そ
の
ヒ
ン
ト
は
、
ド
ク
さ
ん
が
自
分
の
子
ど
も
た
ち
の
名
前
に
込こ

め
た
思
い

に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

父
親
と
な
っ
た
今
、
今
度
は
大
人
と
し
て
こ
の
活
動
に
参
加
し
て
み
た
い
と
思

い
、
子
ど
も
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
後こ

う
は
い輩
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
再
び
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
訪
れ
る
計

画
を
立
て
て
い
ま
す
。

※
１
…
ポ
リ
オ
ウ
イ
ル
ス
が
脊せ
き
ず
い髄
の
一
部
に
入
り
込
み
、
主
に
手
や
足
に
麻ま

ひ痺
が
あ
ら
わ
れ
、

　
　
　

そ
の
麻
痺
が
一
生
残
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

※
２
…
人
や
動
物
に
接
種
し
て
感
か
ん
せ
ん
し
ょ
う

染
症
の
予
防
に
用
い
る
医
薬
品
。
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二
〇
〇
九
年
三
月
三
十
一
日
、

祖
父
が
尼あ
ま
が
さ
き崎
を
卒
業
し
た
日
で

あ
る
。

　

祖
母
を
亡
く
し
、
体
の
不
自

由
な
祖
父
一
人
で
は
大
変
だ
ろ

う
と
、
私
が
四
才
の
時
か
ら
六

年
間
一い
っ
し
ょ緒
に
暮
ら
し
て
い
た
。

毎
日
一
緒
に
ゲ
ー
ム
を
し
て
遊

ん
だ
り
、
私
が
怒お
こ

ら
れ
る
と
な

ぐ
さ
め
て
く
れ
る
優
し
い
祖
父

が
大
好
き
だ
っ
た
。
私
の
心
の
拠よ

り
所
だ
っ
た
。　

　

と
こ
ろ
が
二
年
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
認に
ん
ち
し
ょ
う

知
症
の
症
状
が
出
始
め
た
。
初
め
は
た
だ

の
物
忘
れ
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
食
事
を
し
た
こ
と
や
、
私
た
ち
の
名
前

ま
で
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ト
イ
レ
の
失
敗
も
頻ひ
ん
ぱ
ん繁
に
起
こ
る
よ
う
に

な
り
、
下し
も

の
世
話
が
必
要
に
な
っ
た
。
被
害
妄も

う
そ
う想

も
増
え
、
物
が
無
く
な
る
と
母

を
疑
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
番
世
話
を
し
て
い
る
母
が
可
愛
そ
う
だ
っ
た
。

　

認
知
症
は
テ
レ
ビ
で
見
た
こ
と
も
あ
り
、
な
ん
と
な
く
分
か
っ
て
い
た
つ
も

り
だ
っ
た
。
だ
け
ど
、
実
際
に
目ま

の
当
た
り
に
し
、
大
変
さ
を
初
め
て
知
っ
た
。

介か
い
ご護

す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
辛つ

ら

さ
も
身
を
も
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

認
知
症
が
か
な
り
進
ん
だ
頃こ

ろ

、
母
が
少
し
出
か
け
た
時
の
こ
と
だ
っ
た
。
祖
父

が
困
っ
た
顔
を
し
て
い
た
の
で
、

「
ど
う
し
た
ん
？
」

と
聞
く
と
、

「
い
や
…
。
」

と
言
い
に
く
そ
う
だ
っ
た
。
ト
イ
レ
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
だ
。
私
は
戸と
ま
ど惑
っ

た
が
、
母
の
見
よ
う
見
ま
ね
で
、
シ
ャ
ワ
ー
を
使
い
き
れ
い
に
体
を
洗
っ
た
。

「
じ
い
じ
、
心
配
せ
ん
で
い
い
で
。
大だ
い
じ
ょ
う
ぶ

丈
夫
や
で
。
」

と
言
う
と
、

「
す
ま
ん
な
、
こ
ん
な
こ
と
ま
で
さ
せ
て
し
ま
っ
て
。
」

と
泣
い
て
い
た
。
私
は
不
思
議
と
汚き
た
ない
と
か
臭く
さ

い
と
か
感
じ
な
か
っ
た
。
た
だ
、

祖
父
が
気
持
ち
悪
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
と
、
母
の
仕
事
を
少
し
で
も
減
ら
し
た

い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
時
思
っ
た
。
母
の
大
変
さ
と
祖
父
の
辛
さ
を
。

「
あ
ん
た
に
ま
で
こ
ん
な
こ
と
を
さ
せ
て
し
ま
っ
て
。
ご
め
ん
な
。
あ
り
が
と

う
。
」

と
、
母
は
何
回
も
言
っ
た
。

　

そ
の
後
、
祖
父
の
症
状
は
更さ
ら

に
進
み
、
母
が
体
調
を
崩く
ず

し
、
祖
父
は
神
戸
の

施し
せ
つ設

で
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
祖
父
は
行
き
た
く
な
か
っ
た
に
違ち

が

い
な
い
。

「
最さ
い
ご期
は
こ
こ
が
い
い
。
」

前
に
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
家
か
ら
祖
父
が
居
な
く
な
る
な

ん
て
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
で
も
小
学
生
の
私
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な

か
っ
た
。
悲
し
か
っ
た
。
母
も
辛
か
っ
た
よ
う
だ
。

祖
父
へ
の
卒
業
証
書



33

　

入
所
す
る
前
日
、
家
族
全
員
が
泣
い
た
。
祖
父
は
、

「
今
ま
で
楽
し
か
っ
た
よ
。
あ
り
が
と
う
。
明
日
か
ら
は
友
達
も
い
る
し
不
安
は

な
い
。
大だ
い
じ
ょ
う
ぶ

丈
夫
。
」

と
笑
顔
で
話
し
た
。
一
番
辛
い
の
は
祖
父
な
の
に
。
私
と
弟
は
精せ
い
い
っ
ぱ
い

一
杯
頑が
ん
ば張
っ
て
、

祖
父
に
卒
業
証
書
を
贈お
く

っ
た
。
そ
の
日
が
二
〇
〇
九
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
。

決
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
日
で
あ
る
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
祖
父
に
会
い
に
行
っ
た
。
も
と
も
と
社
交
的
な
祖
父
は
、
た

く
さ
ん
の
友
達
が
で
き
、
楽
し
そ
う
に
話
を
し
て
い
て
、
生
き
生
き
と
し
て
い
た
。

私
は
心
か
ら
ホ
ッ
と
し
た
。
母
は
、

「
名
前
や
顔
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
じ
い
じ
が
毎
日
楽
し
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
嬉

し
い
。
」

と
言
っ
た
。
私
も
そ
う
思
っ
た
。
祖
父

が
、
今
日
の
暮
ら
し
の
な
か
で
、
楽
し

さ
や
う
れ
し
さ
を
感
じ
て
く
れ
る
時
間

が
少
し
で
も
多
く
あ
れ
ば
、
私
も
う
れ

し
い
。
記き
お
く憶

が
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た

と
し
て
も
、
私
た
ち
家
族
が
祖
父
と
の

思
い
出
を
覚
え
て
い
れ
ば
、
祖
父
の
記

憶
の
支さ
さ

え
に
も
な
る
し
、
祖
父
が
が
ん

ば
っ
て
生
き
た
証あ
か
しに

な
る
と
思
う
。

　

そ
ん
な
な
か
で
、
時
々
祖
父
の
記
憶
が
戻も
ど

る
時
間
が
あ
っ
た
。
私
は
、
祖
父
を

喜
ば
せ
よ
う
と
、
学
校
で
が
ん
ば
っ
て
い
る
こ
と
を
一
生
懸け
ん
め
い命
話
し
た
。
で
も
、

祖
父
は
き
ま
っ
て
、

「
す
ご
い
な
。
で
も
そ
ん
な
に
が
ん
ば
ら
ん
で
い
い
ん
や
で
。
元
気
で
い
て
く
れ

た
ら
そ
れ
で
い
い
。
」

と
言
っ
て
く
れ
た
。

　

二
年
後
、
祖
父
は
体
調
を
崩く
ず

し
、
天
国
へ
と
旅
立
っ
た
。
と
て
も
穏お
だ

や
か
な
顔

だ
っ
た
。
身
近
な
人
の
「
死
」
と
い
う
も
の
が
こ
ん
な
に
も
辛
い
も
の
だ
と
は
思

わ
な
か
っ
た
。

　

人
は
誰だ
れ

で
も
い
つ
か
は
老
い
る
。
年
を
と
れ
ば
今
ま
で
出
来
て
い
た
こ
と
が
出

来
な
く
な
っ
た
り
、
忘
れ
て
し
ま
う
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
決
し
て
恥は

ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
し
、
誰
に
で
も
訪
れ
る
現
実
だ
と
思
う
。
本
人
に
と
っ
て

辛
い
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
周
り
の
人
に
と
っ
て
は
寂ざ
び

し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
、
家
族
に
愛
情
を
注
ぎ
、
社
会
に
貢こ
う
け
ん献
し
て
く
れ
た
お
年
寄
り
に
感
謝
し
た

い
し
、
お
年
寄
り
か
ら
い
ろ
ん
な
パ
ワ
ー
も
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
介
護
さ
れ
る

側
、
介
護
す
る
側
、
ど
ち
ら
に
も
思
い
が
あ
る
。
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

で
き
る
だ
け
相
手
の
話
を
丁て
い
ね
い寧

に
聞
き
、
気
持
ち
を
理
解
し
、
自
分
の
気
持
ち
も

伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。

「
じ
い
じ
、
こ
れ
か
ら
も
私
た
ち
の
こ
と
を
遠
く
か
ら
見
守
っ
て
ね
。
あ
り
が
と

う
。
ず
っ
と
忘
れ
な
い
よ
。
」
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「
僕ぼ
く

た
ち
三
年
生
に
と
っ
て
、
中
学
校
生
活
最
後
の
体
育
大
会
。
自
分
た
ち
の

力
で
成
功
さ
せ
た
い
、
最
高
の
も
の
に
し
た
い
。
」

　

一
学
期
の
終
わ
り
に
、
僕
は
初
め
て
応お

う
え
ん援
リ
ー
ダ
ー
に
立
候
補
し
ま
し
た
。
心

の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
体
育
大
会
に
対
す
る
後こ

う
か
い悔
が
あ
り
ま
し
た
。

　

大
き
な
声
が
出
せ
な
く
て
盛
り
上
が
ら
ず
、
先せ

ん
ぱ
い輩
に
圧あ
っ
と
う倒
さ
れ
て
終
わ
っ
た
一

年
の
体
育
大
会
。
ま
と
ま
り
が
な
く
、
不
完
全
燃
焼
の
ま
ま
、
先
輩
ど
こ
ろ
か
後

輩
に
ま
で
負
け
て
し
ま
っ
た
二
年
の
体
育
大
会
。

「
こ
の
ま
ま
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
。
」

そ
の
強
い
思
い
が
僕
を
動
か
し
た
の
で
す
。

　

夏
休
み
中
、
何
度
も
学
校
に
来
て
、
他
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
と
相
談
を
重
ね
、
準

備
を
し
ま
し
た
。
こ
の
間
に
ど
れ
だ
け
の
準
備
が
で
き
る
か
が
、
重
要
で
し
た
。

今
年
は
、
練
習
期
間
が
六
日
間
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

体
育
大
会
成
功
の
た
め
に
、
優
勝
す
る
た
め
に
、
僕
た
ち
は
変
わ
ら
な
く
て
は

い
け
な
い
と
決
心
し
ま
し
た
。
自
分
た
ち
の
声
を
し
っ
か
り
と
出
し
、
気
持
ち
と

力
を
結
集
し
て
表
現
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
ま
し
た
。
応
援
演
技
は
、
速
い
動
き

を
多
く
組
み
合
わ
せ
、
複
雑
に
し
よ
う
と
決
め
ま
し
た
。
全
員
が
心
を
一
つ
に
し

て
行
わ
な
い
と
で
き
な
い
も
の
に
挑ち

ょ
う
せ
ん戦し

た
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
応
援
の
流

れ
や
動
き
を
考
え
、
小
道
具
を
作
り
ま
し
た
。
ま
た
、
学
年
の
み
ん
な
に
伝
え
る

た
め
に
動
き
を
入
念
に
練
習
し
ま
し
た
。

「
で
き
る
限
り
の
準
備
を
し
た
。
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
僕
は
不
安
で
し
た
。

「
応
援
リ
ー
ダ
ー
か
ら
の
提
案
に
み
ん
な
は
賛
成
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
今
年

も
ま
た
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
」

み
ん
な
の
気
持
ち
が
高
ま
っ
た
と
し
て
も
、
時
間
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
本
当
に
、
こ
の
応
援
演
技
を
完
成
で
き
る
の
か
。
」

不
安
と
焦あ

せ

り
が
、
ず
っ
と
僕
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
ま
し
た
。

　　

二
学
期
に
な
り
、
体
育
大
会
の
練
習
が
始
ま
り
ま
し
た
。
悩な

や

ん
だ
結
果
、
す
ぐ

に
で
も
応
援
演
技
の
練
習
に
入
り
た
い
気
持
ち
を
お
さ
え
て
、
ま
ず
学
年
集
会
を

行
い
ま
し
た
。
リ
ー
ダ
ー
が
分
担
し
て
、
ど
の
よ
う
な
演
技
を
め
ざ
す
の
か
、
ど

の
よ
う
な
流
れ
や
動
き
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
練
習
計
画
な
の
か
を
説
明
し
ま
し

た
。
み
ん
な
で
頑が

ん
ば張
り
た
い
と
い
う
思
い
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
こ
と
、
準
備

し
て
き
た
こ
と
を
精せ

い
い
っ
ぱ
い

一
杯
訴う
っ
たえ
ま
し
た
。
僕
が
一
番
に
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
だ
と
い
う
強
い
気
持
ち
で
し
た
。
説
明
を
聞
い
て
い
る
み
ん
な
が
ど
ん
ど
ん

真し
ん
け
ん剣

な
表
情
に
な
り
、
気

持
ち
が
高
ま
り
、
ひ
と
つ

に
な
っ
て
い
く
の
を
感
じ

ま
し
た
。

　

説
明
後
す
ぐ
に
、
動
き

の
練
習
を
始
め
ま
し
た
。

み
ん
な
は
応
援
の
練
習
に

集
中
し
、
複
雑
な
動
き
を

す
ぐ
に
覚
え
て
い
き
ま
し
た
。

み
ん
な
が
笑
顔
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休き
ゅ
う
け
い憩時
間
も
積
極
的
に
練
習
し
、
細
か
い
と
こ
ろ
も
お
互た
が

い
に
何
度
も
確
か
め

合
い
ま
し
た
。
そ
の
様
子
を
見
て
、
「
み
ん
な
が
応
え
て
く
れ
て
い
る
」
と
い
う

実
感
が
わ
き
、
ず
っ
と
抱い

だ

い
て
い
た
不
安
は
消
え
ま
し
た
。
そ
の
後
も
集
中
し
た

練
習
を
続
け
、
つ
い
に
、
僕
た
ち
は
応
援
演
技
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

最
終
リ
ハ
ー
サ
ル
の
様
子
を
撮と

っ
た
ビ
デ
オ
を
見
終
わ
っ
た
時
、
誰だ
れ

か
ら
と
も
な

く
大
き
な
拍は

く
し
ゅ手
が
沸わ

き
起
こ
り
ま
し
た
。
僕
た
ち
に
と
っ
て
初
め
て
の
経
験
で
し

た
。

　

体
育
大
会
当
日
。

　

僕
た
ち
は
一
つ
一
つ
の
競
技
に
精
一
杯
の
力
を
出
し
て
い
き
ま
し
た
。
や
が
て
、

競
技
を
終
え
て
応
援
席
に
戻
っ
て
き
た
選
手
に
互
い
に
声
を
か
け
、
拍
手
を
し
、

ハ
イ
タ
ッ
チ
で
迎む

か

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
僕
た
ち
は
み
ん
な
の
笑
顔

に
迎
え
ら
れ
、
体
の
疲つ

か

れ
は
消
え
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
応
援
演
技
の
直
前
の
こ
と
で
し
た
。
「
こ
れ
だ
け
は
負
け
な
い
。
」

と
思
っ
て
い
た
綱つ

な

引
き
で
、
僕
た
ち
は
二
年
生
に
負
け
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
悔く
や

し
さ
で
泣
き
出
す
人
も
い
る
中
、
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
が
、

「
自
分
た
ち
と
向
き
合
お
う
や
。
自
分
た
ち
の
応
援
を
完か

ん
ぺ
き璧
に
や
っ
て
、
思
い
を

伝
え
よ
う
や
。
自
分
た
ち
は
こ
れ
ま
で
と
は
違ち

が

う
は
ず
や
。
」

と
み
ん
な
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

練
習
の
成
果
を
出
し
切
っ
た
応
援
演
技
の
後
、
僕
た
ち
は
み
ん
な
、

「
あ
り
が
と
う
。
」

と
言
い
な
が
ら
泣
い
て
い
ま
し
た
。

　

全
て
の
競
技
と
演
技
が
終

し
ゅ
う
り
ょ
う
了
し
、
結
果

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
僕ぼ

く

た
ち
は
応
援
の

部
で
最

さ
い
ゆ
う
し
ゅ
う

優
秀
賞
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

総
合
の
部
で
は
、
二
年
生
に
負
け
て
し
ま
い

ま
し
た
。
本
来
な
ら
、
総
合
優
勝
を
逃の

が

し
て

悔
し
い
は
ず
な
の
に
、
僕
は
す
ん
な
り
と
負

け
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

周
り
を
見
る
と
、
み
ん
な
が
笑
顔
で
し
た
。

　

後
日
、
み
ん
な
が
書
い
た
体
育
大
会
の
感
想
を
先
生
が
僕
に
見
せ
て
く
れ
ま
し

た
。
僕
は
思
わ
ず
涙な

み
だ
が
出
そ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
み
ん
な
の
笑

顔
が
思
い
出
さ
れ
ま
し
た
。
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平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
一
月
十
七
日
。
兵
庫
県
は
阪は
ん
し
ん神
・
淡あ
わ
じ路
大だ
い
し
ん
さ
い

震
災
に
見

舞
わ
れ
ま
し
た
。
六
千
人
を
超こ

え
る
人
々
が
亡
く
な
り
、
多
く
の
人
々
が
被ひ
が
い害
を

受
け
ま
し
た
。
兵
庫
県
で
は
、
こ
の
震
災
か
ら
得
た
教
訓
を
生
か
す
た
め
に
、
自

然
の
脅き
ょ
う
い威
と
生
命
の
尊
さ
、
共
生
の
大
切
さ
を
考
え
る
防
災
教
育
を
推
進
し
て
き

ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
先
進
的
な
活
動
を
行
う
学
校
を
顕け
ん
し
ょ
う彰
す
る
「
ぼ
う
さ
い

甲こ
う
し
え
ん

子
園
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
ぼ
う
さ
い
甲こ
う
し
え
ん

子
園
」
に
お
い
て
、
岩
手
県
釜
石

市
立
釜
石
東
中
学
校
は
、
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
、
二
十
三
（
二
〇
一

一
）
年
と
二
年
連
続
で
優
ゆ
う
し
ゅ
う秀
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、

釜
石
東
中
学
校
と
兵
庫
県
立
舞ま
い
こ子
高
等
学
校
と
の
交
流
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

　

二
度
目
の
受
賞
と
な
っ
た
平
成
二
十
三
年
一
月
か
ら
二
ヶ
月
後
、
東
北
地
方
を

大
地
震
が
襲お
そ

い
ま
し
た
。
多
く
の
人
々
が
津つ

な
み波

の
犠ぎ

せ
い牲

者
と
な
り
、
死
者
・
行
方

不
明
者
は
一
万
八
千
人
を
超こ

え
ま
し
た
。
釜
石
市
で
も
津
波
に
よ
っ
て
千
人
を
超

す
死
者
・
行
方
不
明
者
が
出
ま
し
た
。
し
か
し
、
釜
石
市
の
小
中
学
生
は
二
千
九

百
二
十
一
人
が
津
波
か
ら
逃の
が

れ
ま
し
た
。
九
十
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
生
存
率
で

し
た
。
学
校
に
い
た
児
童
生
徒
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
下
校
し
て
い
た
児
童
生
徒

も
、
多
く
が
自
分
の
判
断
で
高
台
に
避ひ
な
ん難

し
ま
し
た
。
釜
石
東
中
学
校
は
、
隣り

ん
せ
つ接

す
る
鵜う
の
す
ま
い

住
居
小
学
校
と
と
も
に
「
釜
石
の
奇
跡
」
と
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

　
三
月
十
一
日
午
後
二
時
四
十
六
分
、
約
五
分
間
に
わ
た
る
激
し
い
揺ゆ

れ
が
続
い

た
。
そ
の
と
き
、
釜
石
東
中
学
校
の
一
、
二
年
生
は
部
活
動
を
し
て
い
た
。
三
年

生
は
帰
宅
準
備
を
し
て
い
る
と
き
だ
っ
た
。
教
頭
先
生
が
、
校
内
放
送
で
避
難
を

呼
び
か
け
よ
う
と
し
た
が
、
停
電
で
放
送
は
で
き
な
い
状
じ
ょ
う
き
ょ
う
況
だ
っ
た
。
避
難
訓
練

で
は
、
校
庭
に
避
難
し
、
点
呼
を
と
る
よ
う
に
決
め
て
あ
っ
た
。
し
か
し
、
校
庭

は
液
状
化
現
象
で
泥ど
ろ

水み
ず

が
噴ふ

き
出
し
、
と
て
も
点
呼

が
と
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

　
部
活
動
を
し
て
い
た
生
徒
の
中
に
は
、
揺
れ
て
い

る
最
中
か
ら
自
分
の
意
志
で
校
庭
を
駆か

け
出
し
、
隣

接
す
る
鵜
住
居
小
学
校
に
向
か
っ
て
、

「
津
波
だ
。
逃に

げ
る
ぞ
！
」

と
叫
び
な
が
ら
避
難
す
る
者
が
い
た
。
教
頭
先
生
も
、

「
逃
げ
ろ
ー
。
走
れ
ー
。
点
呼
は
と
ら
な
い
で
い
い
か
ら
。
」

と
叫さ
け

び
な
が
ら
生
徒
二
百
十
二
人
と
先
生
十
六
人
を
誘ゆ

う
ど
う導

し
た
。
校
舎
内
に
い
た

生
徒
も
上う

わ

ば履
き
の
ま
ま
飛
び
出
し
た
。
三
百
五
十
人
の
児
童
が
い
た
近
く
の
鵜
住

居
小
学
校
は
、
津
波
の
到
と
う
ち
ゃ
く
着
が
早
い
か
も
し
れ
な
い
と
判
断
し
、
当
初
、
大
半
の

児
童
を
校
舎
の
三
階
に
避
難
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
釜
石
東
中
学
校
の
生
徒
が

走
る
の
を
見
た
先
生
が
、
避
難
所
に
行
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
判
断
し
、
校
外
へ
の

誘ゆ
う
ど
う導
を
始
め
た
。
児
童
は
一い
っ
せ
い斉
に
校
舎
を
飛
び
出
し
、
中
学
生
と
合
流
し
て
避
難

を
始
め
た
。

　
釜
石
東
中
学
校
で
は
、そ
の
前
年
、鵜
住
居
小
学
校
と
合
同
で
津
波
の
避
難
訓
練

を
し
て
い
た
。「
遅お
く

れ
て
い
る
小
学
生
を
助
け
な
が
ら
逃
げ
る
こ
と
」
を
課
題
に
し

釜
石
か
ら
の
発
信
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た
。
津
波
の
到と

う
た
つ達

は
地
震
発
生
か
ら
三
十
四
分
後
と
想
定
し
、
訓
練
開
始
か
ら
十

五
分
以
内
に
避
難
所
（
福ふ

く

し

し

せ

つ

祉
施
設
）
で
整
列
し
点
呼
を
終
え
る
の
が
目
標
だ
っ
た
。

　
二
時
五
十
五
分
ご
ろ
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
て
い
た
避
難
所
の
福
祉
施
設
に

た
ど
り
着
い
た
。
訓
練
通
り
ク
ラ
ス
ご
と
に
整
列
し
、
初
め
て
点
呼
を
と
っ
た
。

だ
が
、
大
き
な
余
震
が
続
き
、
避
難
所
の
脇わ
き

に
あ
る
崖が
け

は
崩く
ず

れ
か
け
て
お
り
、
海

へ
目
を
や
る
と
津
波
が
防ぼ
う
は
て
い

波
堤
に
当
た
っ
て
激
し
い
水
し
ぶ
き
を
上
げ
て
い
る
。

こ
の
様
子
を
見
た
あ
る
男
子
生
徒
が
、

「
先
生
こ
こ
じ
ゃ
ダ
メ
だ
。
」

と
言
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
あ
る
介か

い

ご護
事
業
所
へ
移
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ

の
声
を
聞
い
て
教
頭
先
生
は
、

「
後
ろ
は
絶
対
見
る
な
！
ま
っ
す
ぐ
避
難
し
ろ
！
」

と
大
声
で
叫
び
な
が
ら
消
防
団
員
と
一い
っ
し
ょ緒
に
な
っ
て
生
徒
た
ち
を
避
難
さ
せ
た
。

後
ろ
に
は
大
津
波
が
迫せ
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
て
し
ま
っ
た
ら
、
恐き

ょ
う
ふ怖

で
足
が
す

く
ん
で
動
け
な
く
な
る
。
「
後
ろ
は
絶
対
見
る
な
！
」
と
叫
び
な
が
ら
高
台
ま
で

避
難
し
た
。
三
年
生
の
女
子
生
徒
は
、
鵜
住
居
小
学
校
の
男
子
児
童
の
手
を
ひ
い

て
逃
げ
た
。

「
大
丈
夫
だ
よ
。
」

不
安
そ
う
な
男
の
子
を
励は
げ

ま
し
た
が
、
自
分
は
恐き

ょ
う
ふ怖

で
後
ろ
を
振ふ

り
返
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
他
の
生
徒
た
ち
も
福
祉
施
設
の
お
年
寄
り
に
手
を
貸
し
て
高
台

へ
と
向
か
っ
た
。
三
時
十
五
分
ご
ろ
に
介
護
事
業
所
に
到
着
し
た
。
再
び
点
呼
を

し
て
い
る
途
中
、

「
津
波
が
来
た
！
」

と
、
先
生
が
叫
ん
だ
。
最
後
尾
に
い
た
教
頭
先
生
は
、

「
逃
げ
ろ
、
止
ま
る
な
。
自
分
の
命
は
自
分
で
守
れ
！
」

と
大
声
を
上
げ
、
さ
ら
に
高
台
へ
と
向
か
っ
た
。
そ
の
手
前
の
急
な
坂
道
で
、
幼

い
子
ど
も
二
人
の
手
を
引
く
母
親
に
気
づ
い
た
生
徒
が
一
人
の
子
ど
も
を
お
ぶ
っ

た
。
サ
ッ
カ
ー
部
の
生
徒
た
ち
は
、
保
育
所
の
子
ど
も
を
乗
せ
た
手て

お押
し
車
を
職

員
に
代
わ
っ
て
押
し
な
が
ら
坂
道
を
上
っ
た
。
三
時
三
十
分
ご
ろ
高
台
に
あ
る
国

道
の
石
材
店
ま
で
た
ど
り
着
い
た
生
徒
た
ち
は
町
を
見
下
ろ
し
た
。
町
は
津
波
に

の
ま
れ
、
白は
く
え
ん煙

が
上
が
っ
て
い
た
。
釜
石
東
中
学
校
は
三
階
ま
で
浸し

ん
す
い水

し
、
最
初

に
避
難
し
た
福
祉
施
設
も
津
波
に
さ
ら
わ
れ
て
い
た
。

　
三
年
生
の
男
子
生
徒
は
、

「
夢
中
で
何
も
覚
え
て
い
な
い
。
小
学
生
と
一
緒
に
逃
げ
た
の
か
ど
う
か
も
、

記き

お

く憶
が
な
い
。
」

別
の
女
子
生
徒
は
、

「
初
め
津
波
を
見
た
と
き
、

死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
。
真
面
目
に
訓
練
し

て
、
い
つ
も
早
く
逃
げ
る

よ
う
に
工
夫
し
て
い
た
か

ら
、
生
き
残
れ
た
の
だ
と

思
う
。
」

と
振ふ

り
返
っ
た
。

 

２時 50分ごろ    
急いで校外へ 

３時 15分ごろ 到着      
３時 20分ごろ 
津波を確認し、さらに高台に 

３時 30分ごろ 
津波から逃れ点呼、 
全員無事を確認 

２時 55分ごろ 到着 
３時 10分ごろ 
崖崩れを見て介護事業所へ 
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『
津
波
て
ん
で
ん
こ
』
。
東
北
地
方
の
三
陸
沿
岸
部
に
伝
わ
る
言
葉
で
す
。

「
津
波
の
時
に
は
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
に
、
一
人
一
人
で
逃
げ
な
さ
い
。
」
と
い

う
教
え
で
す
。
東
北
地
方
の
三
陸
沿
岸
部
で
は
、
過
去
繰く

り
返
し
津
波
の
被
害
を

受
け
て
き
ま
し
た
。
明
治
二
十
九
（
一
八
九
六
）
年
の
明
治
三
陸
津
波
で
は
、
二

万
二
千
人
も
の
人
々
が
亡
く
な
り
、
釜
石
市
で
も
当
時
の
人
口
六
千
五
百
人
の
う

ち
、
四
千
人
の
人
々
が
犠ぎ

せ
い牲
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
母
親
が
地
震
の

あ
と
必
死
に
わ
が
子
を
捜さ

が

し
た
り
、
祖
父
母
を
気き
づ
か遣
っ
て
家
に
も
ど
っ
た
り
し
た

こ
と
で
、
津
波
に
の
み
こ
ま
れ
て
い
っ
た
人
々
も
多
く
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
う
し
た
こ
と
を
教
訓
に
、
こ
の
『
津
波
て
ん
で
ん
こ
』
と
い
う
教
え
が
生
ま
れ

ま
し
た
。

　

い
ざ
と
い
う
場
面
で
、
家
族
へ
の
思
い
を
振
り
払は

ら

っ
て
一
人
で
逃
げ
る
こ
と
は

で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
当
時
一
歳さ

い

半
の
男
の
子
を
亡
く

し
た
女
性
は
、

「
『
守
っ
て
あ
げ
ら
れ
な
く
て
ご
め
ん
ね
。
マ
マ
が
生
き
て
い
て
ご
め
ん
ね
。
』

と
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
。
」

と
話
さ
れ
ま
す
。
「
自
分
の
命
の
危
険
を
顧か

え
りみ
ず
、
子
ど
も
を
助
け
に
い
く
」
、

そ
れ
が
親
の
思
い
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
う
す
べ
き
か
を
考

え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

釜
石
市
で
は
、
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
か
ら
、
防
災
の
取
り
組
み
を
続
け

て
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
「
想
定
に
と
ら
わ
れ
る
な
」
「
最
善
を
つ
く
せ
」

「
率
先
避ひ

な
ん難

者
た
れ
」
の
『
津
波
避
難
の
三
原
則
』
を
学
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
一

生
懸け

ん
め
い命

逃
げ
る
姿
が
周
囲
の
命
も
助
け
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
前
提
に
、

「
家
族
も
き
っ
と
逃
げ
て
い
る
は
ず
だ
。
」
と
い
う
信
頼
関
係
を
家
族
の
中
に
つ

く
っ
て
お
く
こ
と
の
大
切
さ
も
学
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
取
り
組
み
が
東
日
本
大
震
災
で
生
か
さ
れ
、
釜
石
東
中
学
校
の
生
徒
た
ち

の
行
動
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。
釜
石
東
中
学
校
の
生
徒
は
、
自
ら
の
命
を
守
っ

た
だ
け
で
は
な
く
、
周
囲
に
い
た
大
人
た
ち
の
命
も
救
い
ま
し
た
。
自
ら
の
判
断

力
や
想
像
力
で
危
機
を
乗
り
切
っ
た
生
徒
た
ち
の
行
動
は
、
『
釜
石
の
奇
跡
』
と

し
て
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
「
自
分
の

命
を
守
る
こ
と
が
、
地
域
の
人
々
の
命
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
、
自

分
の
ふ
る
さ
と
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
」
生
徒
た
ち
は
そ
ん
な
こ
と
を
証

明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
生
方
は
言
い
ま
す
。

「
わ
た
し
た
ち
は
、
『
奇
跡
』
と
い
う
言
葉
は
使
い
ま
せ
ん
。
」

　

県
立
舞
子
高
等
学
校
は
、
震
災
直
後
か
ら
募
金
活
動
を
行
い
、
四
月
に
は
、
先

生
一
名
と
生
徒
二
名
が
釜
石
市
に
向
か
い
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
兵
庫
県
か
ら

は
多
く
の
小
・
中
・
高
・
特
別
支
援
学
校
生
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
東
北
地

方
を
訪
れ
た
り
、
募ぼ

き
ん金

活
動
を
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で

は
全
国
か
ら
温
か
い
支し

え
ん援
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
、
復
興
へ
の
大
き
な
力
と
な
り
ま

し
た
。
「
神
戸
か
ら
東
北
へ
。
今
度
は
私
た
ち
が
。
」
を
合
い
言
葉
に
、
交
流
・

支
援
の
活
動
は
今
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

「
ぼ
う
さ
い
甲
子
園
」
を
通
し
て
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
教
訓
を
学
ん
だ
こ

と
や
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
交
流
が
、
釜
石
市
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
力
の
一
つ
に

な
り
、
復
興
へ
の
意
欲
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
度
は
、
釜
石
市
の
取

り
組
み
を
、
兵
庫
県
を
は
じ
め
全
国
の
学
校
が
学
ぼ
う
と
し
て
い
ま
す
。
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避
難
訓
練
　
要
援
護
者
の
方
と
共
に

　
災
害
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い
要
援
護
者

に
対
す
る
避
難
計
画
の
作
成
が
全
国
の
市
町
村
の
課
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
そ
う
し
た
こ
と
へ

の
取
り
組
み
を
い
ち
早
く
行
っ
て
い
る
中
学
校
が
、
兵
庫

県
内
に
も
あ
り
ま
す
。
南
あ
わ
じ
市
立
南
淡
中
学
校
も
そ

の
ひ
と
つ
で
す
。

　

同
校
は
、
学
期
に
一
回
の
ペ
ー
ス
で
防
災
訓
練
を
行
い
、

平
成
二
十
五
年
三
月
に
は
、
「
災
害
時
に
自
力
避
難
が
困

難
な
人
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
手
助
け
す
る
か
」
を
テ
ー
マ

に
防
災
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。
講
師
に
市
の
社
会
福
祉
協

議
会
の
職
員
を
招
き
、
高こ
う
れ
い
し
ゃ

齢
者
や
障
害
者
の
ほ
か
、
妊に
ん
ぷ婦

や
傷
病
者
ら
に
対
す
る
避
難
の
手
助
け
に
つ
い
て
学
び
ま

し
た
。
講
師
は
、
「
自
ら
が
助
け
る
側
と
い
う
認
識
を
も

ち
、
何
が
で
き
る
か
を
考
え
て
行
動
す
る
。
」
と
い
う
こ

と
を
強
調
さ
れ
、
耳
や
目
、
肢し
た
い体
な
ど
要
援
護
者
の
自
由

で
な
い
状
態
に
応
じ
、
避
難
誘ゆ
う
ど
う導
の
コ
ツ
を
解
説
さ
れ
ま

し
た
。
目
の
不
自
由
な
人
に
つ
い
て
は
、

「
声
を
か
け
た
上
で
、
半
歩
前
を
ゆ
っ
く
り
進
む
。
」

な
ど
と
具
体
的
な
話
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

生
徒
た
ち
が
、
避
難
誘

導
を
体
験
し
ま
し
た
。

生
徒
の
一
人
は
、

「
段
差
が
あ
る
場
所
や

高
さ
を
的
確
に
伝
え
る

の
が
難
し
か
っ
た
。
」

と
振
り
返
る
な
ど
、
真

剣
に
訓
練
に
取
り
組
み

ま
し
た
。

神戸新聞　2011（平成 24）年４月９日（土）
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【事例２】

　今、親友のアキコからチャットアプリで相談を受けていま
す。同級生とケンカになってしまい、とても困っているみたい
なんです。学校から帰ってきてからずっとチャットをしている
んですが、まだまだ終わりそうにありません。夕食の時もメッ
セージが来たので、返事を打っていると、父が「食事中だぞ。
いいかげんにしないか。」と怒

おこ

り出して、気まずい雰
ふ ん い き

囲気になってしまいました。しばらく返事が
できずにいたら、アキコが「どうしてすぐに返事してくれないの？」と怒

おこ

ってしまいました。
　今使っている無料のチャットアプリは、相手がメッセージを読んだかどうかがわかるようになっ
ていて便利なんだけど、こんな時は困ってしまいます。その後もアキコとのチャットは続き、今は
もう夜中の２時です。宿題もまだ終わってないし、明日も部活の朝練で７時には家を出なければい
けません。でもアキコに嫌

きら

われたくないし、どうしたらいいでしょう。

【事例３】

　この間、同じクラスのケンジがブログに僕
ぼく

の悪口を書きこんだ。僕はケンジのブログを読めない
けど、同じ部活のユウタが見つけて転送してくれた。腹が立って投

とうこう

稿サイトに、「こいつは万引き
犯です。」とコメントをつけてケンジの写真をアップした。もちろん嘘

うそ

だけど、けっこうたくさん
の反応があって「こいつ知ってる。○○中やろ。」とか「警察に通報してやれ。」などのコメント
があがってきた。
　それからケンジは学校でもみんなにひそひそと噂

うわさ

をされたり、無視され
るようになった。そして、しばらくしてケンジは学校に来なくなった。
　自

じ ご う じ と く

業自得だと思っていたら、ある日ユウタから、「あの悪口の書き込
こ

み、本当はケンジじゃないねん。あの時ケンジとケンカしてて、腹が立っ
たからつい…。」というメールが来た。びっくりしてすぐに写真やコメン
トは削

さくじょ

除したけど、もう他のサイトに写真が広まってるらしい。誰
だれ

が写真
をアップしたのかは警察が調べればすぐわかると聞いたことがある。
　僕はもうすぐ捕

つか

まってしまうのかなあ。

○友だちとのメールやチャットのやり取りで、気をつけなければならない点を考えましょう。

○僕やユウタの行動についてどう思いますか。

◎インターネットを便利な道具として、みんなが気持ちよく利用するために必要なことを考えましょう。
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ケータイ・スマホ…あなたは大
だいじょうぶ

丈夫？

　今や私たちの生活にとって身近な存在であるインターネット。携
けいたい

帯電話やスマートフォンだけでは
なく、パソコンやテレビ、ミュージックプレーヤー、携帯ゲーム機などからも簡単にアクセスでき、
自分の知りたいことや見たいものがすぐに調べられたり、欲しいものをボタン一つで買うこともでき
ます。また、人と人の心をつないでくれることもあります。
　しかし、インターネットは使い方を誤ると、その人の人生を大きく狂

くる

わせてしまう危険性も潜
ひそ

んで
います。インターネットをどう活用すればよいのかを考えてみましょう。

【事例１】

　今朝、お母さんとケンカをしてしまいました。部活の試合が近いので練習は大変だし、学級委員
として、来週の合唱コンクールに向けてクラスをまとめていかなければならない。そんな忙

いそが

しい時
に、勉強、勉強とうるさいから、ついカッとなって、「お母さんは何もわかってない。」と怒

ど な

鳴っ
てそのまま学校へ行ってしまいました。朝からイライラしていたので、部活の朝練習にも身が入ら
ず、教室でもぼーっとしていました。
　家に帰ってからも何も手に付かずゴロゴロしていたら、同じクラスのサオリ
から、「今日、様子がおかしかったけど大丈夫？一人で悩

なや

まないで。私はいつ
でも側にいるよ。」というメールが来たんです。何か肩

かた

の力が抜
ぬ

けて、ホッと
した気持ちになりました。私のことをちゃんと見てくれている人がいたんだと
思って、元気が出ました。
　今も病院で仕事をしているお母さん。夜勤明けで疲

つか

れていても必ずお弁当を
作ってくれます。あんなことを言ってしまって本当に後

こうかい

悔しています。
　少しでも早く気持ちを伝えたいから、メールをしてみようかなあ。

◎次の事例からインターネットの活用について考えてみましょう。

○メールはどんな時に役に立ちますか。

○もらってうれしいメールとはどんなメールですか。
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「
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
」
で
学
ん
だ
こ
と
は
、
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
一
番

強
く
感
じ
た
の
は
、
残
念
な
が
ら
今
の
自
分
で
は
そ
れ
ほ
ど
人
の
役
に
立
た
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
か
ら
何
を
学
ん
で
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
。
福ふ
く
し祉
関
係
の
仕

事
に
就
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
介か
い
ご護
施し
せ
つ設
で
「
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
」

の
活
動
を
し
た
が
…
。

　

外
か
ら
は
見
え
な
い
苦
労
や
辛つ
ら

さ
を
知
っ
た
今
、
将
来
の
こ
と
を
思
う
と
、
希

望
と
と
も
に
不
安
も
感
じ
る
。
地
域
の
人
た
ち
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
も
あ
ふ
れ
る

ほ
ど
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ど
う
返
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
。
地
域
に
貢こ
う
け
ん献
す
る

大
人
に
な
る
た
め
に
は
、
途と
ほ
う方
も
な
く
遠
い
道
を
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
気
が

し
た
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
た
時
、
そ
の
道
標
と
な
る
か
け
が
え
の
な
い
出
会
い

が
待
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
や
わ
ら
か
な
若
葉
が
、
ぎ
ら
ぎ
ら
と
ま
ぶ
し
い
初
夏

の
日
差
し
を
受
け
、
青
葉
へ
と
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
時
だ
っ
た
。

　

「
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
」
に
続
く
地
域
学
習
が
始
ま
っ
た
。
九
月
末
の
厳き
び

し
い
暑
さ
の
残
る
あ
る
日
、
二
班
の
メ
ン
バ
ー
五
人
は
記
者
と
な
っ
て
海
岸
へ
と

急
い
だ
。
「
社
会
に
貢こ
う
け
ん献

す
る
人
」
の
活
動
を
紹し

ょ
う
か
い介す

る
壁か

べ

新
聞
を
作
り
、
文
化

祭
で
発
信
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
わ
た
し
た
ち
は
、
約
三
十
年
間
も
松
林

の
清せ
い
そ
う掃

を
続
け
る
笹
谷
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

約
束
の
時
間
ぎ
り
ぎ
り
に
到と

う
ち
ゃ
く着し

た
わ
た
し
た
ち
を
、
笹
谷
さ
ん
は
ベ
ン
チ
で

に
こ
や
か
に
迎む
か

え
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
本
物
の
新
聞
記
者
の
方
も
一い
っ
し
ょ緒

だ
っ
た
。

　

亮り
ょ
うさ
ん
か
ら
質
問
を
始
め
た
。
見
る
と
だ
ら
だ
ら
の
汗
だ
。

「
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。
」

緊き
ん
ち
ょ
う
張
し
て
い
る
の
か
、
亮
さ
ん
は
い
つ
も
よ
り
声
が
小
さ
い
。

「
松
が
好
き
で
、
こ
の
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
誰だ
れ

か
に
頼
ま
れ
た
と
い
う
訳
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
、
小
さ
い
時
か
ら
こ
こ
で
遊
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
の
松

林
が
、
わ
た
し
を
育
て
て
く
れ
た
の
で
す
。
そ
ん
な
中
で
松
に
情
が
移
っ
た
と
い

う
感
じ
で
す
。
」

　

笹
谷
さ
ん
の
声
も
小
さ
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
語
一
語
を
か
み
締し

め
る
よ
う
に

静
か
に
話
し
始
め
た
。

「
昔
の
松
林
は
、
荒あ

れ
て
い
ま
し
た
。
ゴ
ミ
だ
ら
け
で
汚よ
ご

れ
て
い
ま
し
た
。
誰
も

傷
つ
い
た
松
を
手
入
れ
し
な
か

っ
た
の
で
す
。
誰
か
が
や
ら
な

け
れ
ば
と
い
う
も
ど
か
し
さ
と
、

今
す
ぐ
に
で
も
何
か
し
な
け
れ

ば
と
い
う
切せ
っ
ぱ羽

詰つ

ま
っ
た
思
い

か
ら
、
わ
た
し
に
で
き
る
こ
と

を
始
め
た
の
で
す
。
」　

言
え
ば
よ
か
っ
た
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遠
く
を
見
つ
め
る
そ
の
目
に
は
、
昔
の
風
景
が
映
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。

「
一
年
の
う
ち
、
ど
の
く
ら
い
清
掃
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。
」

「
三
百
六
十
五
日
で
す
。
」

わ
た
し
た
ち
は
、
驚お
ど
ろい
た
り
う
な
ず
い
た
り
し
た
。
さ
ら
に
取
材
は
ゆ
っ
く
り
ゆ

っ
く
り
と
進
ん
で
い
く
。
松
の
種
類
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
仲
間
の
こ
と
、
地
域
の
子

ど
も
た
ち
と
の
交
流
や
手
作
り
の
ベ
ン
チ
の
こ
と
な
ど
、
話
は
際
限
な
く
広
が
っ

て
い
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
、
笹
谷
さ
ん
の
情
熱
に
圧あ
っ
と
う倒
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か

し
一
方
で
、
相
当
時
間
が
経
っ
て
い
る
。
拓
也
さ
ん
は
、
部
活
の
こ
と
を
少
し
気

に
し
て
い
る
様
子
だ
っ
た
。
最
後
は
、
麻ま

希き

さ
ん
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
大
切
な
質
問
だ
。

「
わ
た
し
た
ち
中
学
生
に
、
伝
え
た
い
こ
と
は
何
で
す
か
。
」

「
こ
の
松
林
を
、
美
し
い
ま
ま
で
受
け
継つ

い
で
ほ
し
い
で
す
ね
。
そ
し
て
、
も
っ

と
も
っ
と
自
然
と
遊
ん
で
ほ
し
い
。
み
な
さ
ん
は
、
将
来
こ
の
町
を
離は
な

れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
身
は
違ち
が

う
所
に
お
い
て
も
、
ど
う
か
心
だ
け
は
、
ふ
る
さ

と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
」

　

数
日
後
、
わ
た
し
た
ち
の
取
材
風
景
は
新
聞
に
載の

り
、
周
り
の
友
だ
ち
か
ら
羨う
ら
や

ま
し
が
ら
れ
た
。

神戸新聞  ２０１２（平成２４）年９月３０日（日）
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今
度
は
、
わ
た
し
た
ち
の
番
だ
。

「
壁
新
聞
の
メ
イ
ン
カ
ラ
ー
は
、
松
の
緑
と
砂
の
色
に
し
よ
う
。
」

み
ん
な
の
意
見
は
す
ぐ
に
一い
っ
ち致
し
た
。
ト
ッ
プ
記
事
を
任
さ
れ
た
わ
た
し
は
、
見

出
し
・
リ
ー
ド
・
本
文
と
書
き
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
あ
る
言
葉
を
随ず
い
し
ょ所
に
使
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
る
言
葉
は
、
他
の
班
員

の
記
事
に
も
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
た
。

　

わ
た
し
た
ち
の
「
松
林
新
聞
」
は
、
取
材
の
日
に
は
一
度
も
出
て
こ
な
か
っ
た

「
愛
」
で
埋う

め
尽
く
さ
れ
、
完
成
し
た
。

　　

文
化
祭
当
日
。
先
生
か
ら
笹
谷
さ
ん
が
新
聞
を
見
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と

を
聞
い
た
。
一
緒
に
来
ら
れ
た
た
く
さ
ん
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
仲
間
の
人
た
ち
と
、

「
い
い
新
聞
が
で
き
た
。
」

と
他
の
新
聞
も
口
々
に
褒ほ

め
合
い
、
そ
し
て
、
指
導
さ
れ
た
先
生
た
ち
に
ね
ぎ
ら

い
と
感
謝
の
言
葉
を
か
け
て
、
喜
ん
で
帰
ら
れ
た
そ
う
だ
。　
　

　

そ
の
話
を
聞
い
て
、
わ
た
し
は
、
は
っ
と
し
た
。
笹
谷
さ
ん
は
、
自
然
だ
け
に

優
し
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

　
　

                        

　

笹
谷
さ
ん
が
旅
立
た
れ
た
と
聞
い
た
の
は
、
三
年
生
に
な
っ
て
間
も
な
く
の
こ

と
だ
っ
た
。
取
材
の
あ
の
日
、
穏お
だ

や
か
に
ゆ
っ
く
り
と
話
を
さ
れ
た
の
は
、
実
は

重
い
病
気
の
せ
い
だ
っ
た
の
か
。
気
づ
か
な
か
っ
た
。
い
や
、
気
づ
け
な
か
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
は
た
だ
、
自
分
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
番
ま
で
ド
キ
ド
キ
し
、
答
え
を

聞
い
て
は
ひ
た
す
ら
書
き
取
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

か
つ
て
の
二
班
の
メ
ン
バ
ー
が
、
何
か
見
え
な
い
力
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う

に
、
廊ろ
う
か下
の
隅す
み

に
集
ま
っ
た
。
和
樹
さ
ん
が
、
下
を
向
い
た
ま
ま
言
っ
た
。

「
今
度
、
み
ん
な
で
松
林
の
清
掃
に
行
こ
う
。
」

わ
た
し
は
、
あ
の
日
の
笹
谷
さ
ん
の
最
後
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
い
た
。
あ
れ
は
、

わ
た
し
た
ち
へ
の
精
一
杯
の
エ
ー
ル
だ
っ
た
の
か
。
心
の
底
か
ら
、
悔
し
さ
が
こ

み
あ
げ
た
。
あ
の
時
、

「
は
い
、
分
か
り
ま
し
た
。
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。
」

「
わ
た
し
た
ち
が
、
そ
の
心
を
受
け
継つ

ぎ
ま
す
。
」

と
、
言
え
ば
よ
か
っ
た
。
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「いじめ防止対策推進法」
（2013（平成25）年６月28日公布）

　いじめを、「児童生徒に対して、当該児童生
徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生
徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行
う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン
ターネットを通じて行われるものを含む。）であっ
て、当該行為の対象となった児童生徒が心身の
苦痛を感じているもの」と定義し、国及び学校
に、いじめの防止等のための対策に関する基本
的な方針の策定を義務づけました。

「青少年が安全に安心してインターネットを利
用できる環境の整備等に関する法律」

（2008（平成20）年６月18日公布）
　インターネットにおいて青少年（18歳に満た
ない者）にとって有害な情報が多く流通してい
ることに対して、青少年がインターネットを適
切に活用する能力を習得するための措置を行う
ことや、フィルタリングサービスの提供義務な
ど、青少年が有害情報を閲覧する機会をできる
だけ少なくするための措置を行うことを目的と
しています。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の
ための施策に関する基本的な方針」

（2008（平成20）年１月11日）
〈基本的な考え方〉
○　配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも
　含む重大な人権侵害である。
○　配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合
　女性であり、経済的自立が困難である女性に
　対して配偶者が暴力を加えることは、個人の
　尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなって
　いる。
○　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力
　を防止するとともに、被害者の自立を支援す
　ることを含め、その適切な保護を図ることが
　必要である。

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問
題への対処に関する法律」

（2006（平成18）年６月23日公布）
○　政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又
　は拉致されたことが疑われる日本国民の安否
　等について国民に対し広く情報の提供を求め
　るとともに自ら徹底した調査を行い、その帰
　国の実現に最大限の努力をするものとする。
○　北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、12月10日
　から16日までとする。

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関す
る法律」（2003（平成15）年７月16日公布）

〈参議院法律提案の趣旨〉
　性同一性障害は、生物学的な性と自己意識が
一致しない疾患であり、性同一性障害を有する
者は、諸外国の統計等から推測し、おおよそ男
性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存
在すると言われております。…性同一性障害者
は社会生活上様々な問題を抱えている状況にあ
り、…性同一性障害者について法令上の性別の
取扱の特例を定めようとするものであります。

「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平
和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出
入国管理に関する特例法の一部を改正する等の
法律」　　 （2012（平成24）年７月９日施行）
　在留資格をもって中長期間在留する外国人を
対象としてその在留状況を継続的に把握する制
度です。在留期間の上限をこれまでの３年から
最長５年とすることや、出国の日から１年以内
に再入国する場合の再入国許可手続を原則とし
て不要とするなどの制度が導入されました。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律」

（2005（平成17）年11月９日公布）
　高齢者虐待を「高齢者が他者からの不適切な
扱いにより権利利益を侵害される状態や、生命
・健康・生活が損なわれるような状態に置かれ
ること」と捉え、高齢者虐待を次のように定義
しています。
①身体的暴力による虐待
②性的暴力による虐待
③心理的障害を与える虐待
④経済的虐待
⑤介護等の日常生活上の世話の放棄、拒否、怠
　慢による虐待

　「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支
援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調
査結果　　　　 （2012（平成24）年12月厚生労働省）
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人権に関する近年のあゆみ
西暦 平成 世界の動き（国際連合関連） 日本の動き（きらめき資料関連）

1995 ７
　人権教育のための国連10年 □「育児・介護休業法」施行

◇「高齢社会対策基本法」施行
■「環境の保全と創造に関する条例」（県）

1996 ８
　貧困撲滅のための国際年 　「人権擁護施策推進法」

●「らい予防法の廃止に関する法律」

1997 ９
　貧困の撲滅のための国連の10年 　「人権教育のための国連10年国内行動計画」

○「アイヌ文化振興法」

1998 10
　「人権教育基本方針」（県）
△「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を
　　改正する法律」

1999 11
◇国際高齢者年 □「男女共同参画社会基本法」

■「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」

2000 12

□国連特別総会「女性2000年会議」
　平和の文化国際年
　人身取引防止議定書

　「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」
▽「児童虐待の防止等に関する法律」
◆「外国人児童生徒にかかわる教育指針」（県）
◇「介護保険法」施行

2001 13
●国連エイズ特別総会
　反人種主義・差別撤廃世界会議

　「人権教育及び啓発に関する総合推進指針」（県）
■「特定電気通信法」（プロバイダ責任法）
□「配偶者暴力防止法」

2002 14 　地球サミット 　「人権教育・啓発に関する基本計画」

2003 15
■「個人情報保護法」
★「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関す
　　る法律」

2004 16 　人権教育のための世界計画

2005 17

　持続可能な開発のための教育（ESD）
　の10年

▲「犯罪被害者等基本法」施行
◇「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する
　　支援等に関する法律」
△「発達障害者支援法」施行

2006 18

△障害者の権利に関する条約 △「障害者自立支援法」施行
△「バリアフリー新法」
☆「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問
　　題への対処に関する法律」

2007 19 ○先住民族の権利に関する国連宣言

2008 20

　「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]」
○「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決
　　議」
■「青少年が安全に安心してインターネットを利
　　用できる環境の整備等に関する法律」
□「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の
　　ための施策に関する基本的な方針」

2009 21 ▽「子ども・若者育成支援推進法」
▽「青少年愛護条例」改正（県）

2010 22 ●ハンセン病差別撤廃決議 □「第３次男女共同参画基本計画」

2011 23 　人権教育及び研修に関する国連宣言 　「人権教育・啓発に関する基本計画」一部変更

2012 24

◆「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平
　　和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
　　出入国管理に関する特例法の一部を改正する
　　等の法律」施行

2013 25
△「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
　　法律」公布
▽「いじめ防止対策推進法」

□女性、▽子ども、◇高齢者、△障害者、◎同和問題、○アイヌの人々、◆外国人、● HIV 感染者・ハ

ンセン病患者等、■情報・環境、▲犯罪被害者等、☆拉致被害者等、★性同一性障害者
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　「同和対策事業特別措置法」の施行から 40 年以上のさまざまな取り組みにより、教育上の較差
の解消、住

じゅうかんきょう

環境の改善等は大きく進みました。また、人々の人権意識も高まってきましたが、同
和問題がまだ完全に解決されたわけではありません。
　現在も、人権や同和問題についての学習が学校や職場、地域でなされています。私たち一人一
人が同和問題をはじめ多くの人権課題を正しく理解することが、差別の解消に向けて必要なこと
です。そしてそのことが、自分だけでなく、ともに生きるみんなの幸せにつながります。
　私たちが、すべての人権課題を自分のことと受け止め、何ができるか話し合い、自分たちがで
きることに取り組んでいきましょう。

　同和問題について、講師の先生からお話を聞きました。その人自身に問題があるわけではないの

に、学ぶことや結婚することなどの自由が奪われるのはとてもおかしいということを、あらためて

確認することができました。先生が話されていたことをこの場だけで終わらせるのではなく、差別

がなぜいけないのか、自分の中で深めて、そこから広めていきたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県内中学生）

わたしたち一人一人の課題として

３　同和問題の解決のため、私たちはどうしていけばよいか話し合おう

資料 11　人権課題に関する関心

　

〇　同和問題に関して、現在はどのような課題があるのでしょう。

〇　資料11の人権課題について、あなたはいくつ説明できますか。

〇　差別をなくすために、「私」ができることを考えましょう。

平成 25 年版人権教育・啓発白書（法務省）
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　昭和 30 年代には、被差別部落の生活環境改善のために国の予算が計上されるようになりました
が、それは部分的な政策にとどまりました。そこで、差別をなくすために、部落解放を求める運
動団体をはじめ多くの国民が、政府や国会に総合的な対策を講じるよう求めていきました。これ
に対して、政府は、1961（昭和 36）年に同

ど う わ た い さ く し ん ぎ か い
和対策審議会を設置しました。

　同和対策審議会は、４年かけて差別をなくすために必要な対策を審議し、1965（昭和 40）年に
「同和対策審議会答申」を政府に提出しました。この答申において、同和問題の解決は、「国の責
務」であるとともに「国民的課題」であると明示され、国をあげてその解決を図るよう求めました。
部落差別の問題（「同和問題」）がようやく国民全体の課題となったのです。

　政府は答申の趣
し ゅ し

旨に沿って、1969（昭和 44）年６月、国会へ「同
ど う わ た い さ く じ ぎ ょ う と く べ つ そ ち ほ う

和対策事業特別措置法」を提
出しました。法案は満

まんじょういっち

場一致で可決され、同年に公布、施
し こ う

行されました。この法律は 10 年間の時
限法で、日本国憲法と答申の精神を尊重し、対策事業を国及び地方公共団体の責任において実施し、
被差別部落（同和地区）の経済力を高め、住民の生活の安定と福

ふ く し

祉の向上などを図ることとしま
した。
　これは、1871（明治４）年にいわゆる「解放令」が公布されてから百年近くたって、法律に基
づいて国が総合的な取り組みをしようとする画期的なものでした。この法律に基づいて、各地
で事業が積極的に推進されていきました。被差別部落の環

かんきょうかいぜん

境改善をはじめとする実態的差別の
解消が図られるとともに、広く国民の理解と協力を得る必要から、心理的差別の解消を図るため
啓
けいはつかつどう

発活動も進められました。
　「同和対策事業特別措置法」は３年間延長され、その後、国は新

※
しい法の制定や改正を重ね、残

された課題を整理しながら、その解決に努めてきています。現在は、2000（平成 12）年 12 月に施
行された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、同和問題の解決をはじめ、さ
まざまな人権課題の解決に取り組んでいます。
　　　※…1982（昭和 57）年　地域改善対策事業特別措置法
　　　　　1987（昭和 62）年　地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
　　　　　　　　　　　　　　 （2002（平成 14）年３月失効）

【前文（抜粋）】
　　いうまでもなく同和問題は人

じんるい

類普
ふ へ ん

遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法  
　によって保障された基本的人権にかかわる課題である。

【第１部（抜粋）】
　　いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差
　別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会において
　も、なおいちじるしく基本的人権を侵

しんがい

害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されてい
　る市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。

－（中略）－
　　すなわち、近代社会における部落差別とは、ひとくちにいえば、市民的権利、自由の侵

しんがい

害にほかな
　らない。市民的権利、自由とは、職

しょくぎょうせんたく

業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住及
およ

び移転
　の自由、結

けっこん

婚の自由などであり、これらの権利と自由が同和地区住民にたいしては完全に保障されて
　いないことが差別なのである。

－（以下略）－

資料 10　同和対策審議会答申

〇　同和問題は、どうして国民的課題なのでしょう。

〇　同和問題を解決するために、国はどのような取り組みをしたのでしょう。

（４）　国民全体の取り組みへ
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　この文章は、当時高知県に住んでいた、北
きただい

代色
いろ

さんが 70 歳の時に初めて出した手紙です。北代
さんは、明治 38（1905）年に高知県土佐清水市に生まれ、５歳のころから子守と地

じばさんぎょう

場産業の草
ぞ う り

履
づくりをしていたため学校に行けませんでした。そのため、北代さんは字をまったく知らないま
ま大人になりましたが、識

し き じ

字学級に参加してやがて文字が書けるようになりました。
　識字学級は、昭和 38（1963）年に福岡県で開設されたのがはじまりとされ、その後、全国に広まっ
ていきました。「電車やバスに乗るとき行き先がわからない。病院や役場へ行っても自分の住所や
名前を書くことができない。」など文字の読み書きができないことは、人間としての必要な最低限
の文化的な生活を奪

うば

われることになります。その後、文字を学ぶ運動が各地で展開されるように
なり、被差別部落を中心に識字学級が開設されていきました。

　1961（昭和 36）年から、高知県高知市長浜では教科書を無
むしょう

償にする取り組みが進められました。
高知市にあった被差別部落では、仕事に恵

めぐ

まれず、母親たちの多くは失業対策事業に出て働い
ていました。当時の失業対策事業は、１日働いて約 300 円でした。それに対して、当時、１年
分の教科書代は、小学校で約 700 円、中学校では約 1200 円でした。親たちにとって、教科書
代はかなりの額であり、毎年３月を迎

むか

えることを辛
つら

く思っていました。
　親たちは、学習会で憲法第 26 条に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護
する子女に普

ふつうきょういく

通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」とあること
を学びました。そこで、親たちは、教師をはじめ多くの人々に働きかけ、「長浜・教科書をタ
ダにする会」を結成し、集会を開いたり、署名を集めたりしました。その行動は、多くの団体
の支持を得て、高知市議会も、小・中学校の教科書を無償にするように内閣総理大臣や文部大
臣に意見書を提出しました。
　このように、教科書無償化への取り組みは、全国各地に広がり、多くの人々の熱い思いは、
国会でも取り上げられ、1963（昭和 38）年 12 月に「義務教育諸学校の教科用図書の無償措

そ ち

置
に関する法律」が成立しました。1964（昭和 39）年は、小学校１～３年生が無償になり、その後、
無償の学年枠が順に広がり、1969（昭和 41）年には、全小・中学校の教科書無償が全国的に実
現しました。

資料８　教科書無償化への取り組み

資料９　夕焼けが美しい

〇　北代さんの詩を読んで、感想を話し合いましょう。
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　水平社に結集した人々は、部落解放と民主主義の実現をめざして、差別解消のための取り組み
を続けましたが、日本が第二次世界大戦の戦時体制を強める中で、水平社は解散せざるをえませ
んでした。
　しかし、戦後水平社の精神は受け継

つ

がれ、新しい憲法のもとでの部落解放運動に大きな力とな
りました。1946（昭和 21）年２月には、水平社の運動を受け継

つ

いだ部落解放全国委員会が結成さ
れました。
　そして、同年11月には、基本的人権の尊重を基本原則の一つとした日本国憲法が制定されました。

　しかし、部落差別をなくす具体的な手立てが講じられなかったため、教育の較差や就職、結
けっこん

婚
における差別の実態はその後も改善されませんでした。

「夏休みが待ち遠しい」
　私はこのごろよく学校を休む。休んだあくる日に学校に行くと、みんなが「あんた学校さい
さい休むねえ。どうしたが」ととう。私は、「かぜをひいて休んだ」というと、「あたしらあか
ぜをひいたばあ休まんよ」と言われる。
　先生、わたしが学校をさいさい休むのは、かぜをひいて休むときもありますが、もうひとつ
のわけは、うちがびんぼうで、ねえさんが中学校を休んでうちの手伝いをしています。私はそ
のねえさんを見ていると、きのどくで朝学校へ行こうと思っても、行きにくくなって休むので
す。先生ごめんなさい。
　それから先生にもうひとつおねがいがあります。それは、先生が給食代をもって来た人の表
を教室の前にはっていますが、あれをはずしてくれませんか。私はあの表が心配で学校へ来に
くい日があります。
　私のうちは、おとうさん、おかあさんが毎日昼ごはんを食べんずく働いてくれます。私は学
校の給食代をようはらいません。私だけではなしに、三年の弟の給食代もたまっています。私
と弟と二人で、学校給食を食べるのは無理だと思います。それで、来月から自分がやめて、弟
だけ食べさしてやりたいと思いますが、先生いきませんか。私はこれがいまいちばん困ってい
ることです。
　はやく夏休みになったらよいと、この間から思っています。そしたら、うちの手伝いもでき
ます。夏休みには給食代をはらうにようびません。

参考

　戦後の同和問題における教育上の課題の一つに、被差別部落の子どもたちの長期欠席や不就
学の問題がありました。奈良県の統計では、1951 年～ 1952 年の中学生の長期欠席率が被差別
部落出身生徒では 35.0％であるのに、被差別部落外の生徒は 2.7％でした。他の府県も同じよ
うな状

じょうきょう
況がありました。長期欠席や不就学の原因として、家庭において、子どもも働き手とし

て家計を支えていたことが考えらます。こうした状況に的確に対応するために、高知県では、
福
ふ く し

祉教員を学校に配置するという制度が始まりました。『きょうも机にあの子がいない。』は同
和問題への取り組みの合い言葉となりました。その後、1969（昭和 44）年の同和対策事業特別
措
そ ち

置法の制定に伴
ともな

い（Ｐ 48 参照）、国においては同和加配教員の制度が生まれました。

資料７　高知県の児童の作文（1950 年代後半）

第 14 条　すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
　　　　政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

（３）日本国憲法の制定と部落解放運動
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　創立大会には、兵庫県からも多くの参加者がありました。
　当時県内から参加された人への聞き取りの内容が残されています。その方は、参加したとき 13
歳だったそうです。その一部を紹介します。

【聞き手】（村の青年から水平社創立大会に行くように）声をかけられた時は、どんなきもち
　　　　　でしたか。
【話し手】まあ、とにかく行ってみたかった。行ってみたいけれども、そう簡単には決断でき
　　　　　ない。まあ、刑

けいじょう

場に行くような気持ちが若
じゃっかん

干子どもながらにあったと思うんです。
　　　　　はたして戻

もど

ってこられるんかどうか。行く時に母親から、「捕
つか

まえにきたら逃げな
　　　　　あかんで、逃げたらなんぼ巡

じゅんさ

査でも見逃してくれるさかい」と言われたことを覚え
　　　　　ておりますわな。
【聞き手】最後に行くというふうに決められても、費用は結構かかったと思うんですけど、ど
　　　　　んなふうに工面されたんでしょうか。
【話し手】母親から５円もらいましたな。さあ、５円というお金は、当時としては大金ですわ
　　　　　な。（当時、５円は500銭、かけそば１杯が約10銭であった。）
【聞き手】どこを通って行かれたのですか。
【話し手】（まだ暗がりに出て）まず三田まで（約20㎞か）歩いていき、そこから汽車で大阪
　　　　　に出て京都まで行きましたな。（中略）そうそう、赤松峠（現在の三木市吉川町と
　　　　　神戸市北区）を越してね、そして一番か二番の汽車に乗ったんですよ。
【聞き手】公会堂が近づいてきて、会場に向かう人たちが増えてきたと思うんですけど、声を
　　　　　交わされる人などはいなかったのですか。
【話し手】それはありました。たしか、兵庫県から来た四、五名にも出会い、話をしたような
　　　　　覚えがあります。（中略）郷土におればですね、部落出身ということで非常に少数
　　　　　で力が足らんし、頼

たよ

るもんもないし、さびしい思いやったけども、全国からこうや
　　　　　って集まってくるとえらいもんやなあ。そういう感動といいますか、心

こころだの

頼みという
　　　　　か、前

ぜ ん と

途頼
たの

もしいもんを子どもながらに感じ取ったと思いますね。
【聞き手】あの「宣言」が朗読されたときには皆

みな

さんが涙され、やがて大拍手と歓
か ん こ

呼の声があ
　　　　　がったという話を聞きますけれども、そのときの雰

ふ ん い き

囲気はどうだったのですか。
【話し手】まあ、全国から集まれば、仲間はこれだけおるねんや。代表だけでもこれだけおん
　　　　　ねんや。力強いもんやと。これから差別するもんに対してはやっぱりその過ちをた
　　　　　ださなあかんねん。自分らの力だけでできなんだら、仲間が助けてくれる。京都や
　　　　　大阪からも増

ぞうえん

援に来てくれるんやと。（中略）だから、全国の仲間と手を握ってね、
　　　　　そこでまあ、感

かんるい

涙、感動といいますかね、皆すすり泣いたことが非常に印象に残っ
　　　　　ていますね。　

全国水平社創立メンバー

写真提供：水平社博物館

チラシ「全国水平社創立大会へ」

写真提供：水平社博物館
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　1918（大正７）年におきた米
こめ

騒
そうどう

動をきっかけに、人々の生活上の権利を求める動きが盛んにな
りました。そして、大正デモクラシーのうねりが高まるにつれ、被差別部落の人々は、人間の自
由や平等についての認識を深め、自らの力で部落解放をめざしました。
　1922（大正 11）年３月、被差別部落の人々は、差別からの解放を求めて全国水平社を創立しました。
その中心になったのは、部落差別の不当性を社会に訴

うった

えるとともに、自ら立ち上がることの大切
さを自覚した阪

さかもと

本清
せいいちろう

一郎や西
さいこう

光万
まんきち

吉、駒
こ ま い き さ く

井喜作らの被差別部落の青年たちでした。
　創立大会は京都市の岡

おかざき

崎公会堂で開かれ、各地の被差別部落を代表した 3,000 人余りの人々がか
けつけました。
　大会は、熱気あふれる雰

ふ ん い き

囲気で終始し、「差別からの解放」「経済・職業の自由の獲
かくとく

得」「人間性
の原理に覚

かくせい

醒し人類最高の完成への突
とっしん

進」という三大綱
こうりょう

領や、日本の人権宣言とも言われる「水
平社宣言」などを満場一

い っ ち

致で採
さいたく

択しました。宣言は、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」としめく
くられ、人々は深い感動にうち震えながら、解放への決意を誓

ちか

い合いました。
　水平社の運動は、３府 21 県に広がり、地方につくられた水平社の数は、300 を超

こ

えました。

　地方代表にまじって、一人の少年が壇
だんじょう

上に上がりました。まだ 14 歳の紅顔の山
や ま だ

田孝
こ の じ ろ う

野次郎
という少年でした。
　「私は、郡役所の方や学校の先生のお話をよく聞きました。それらの方は口をすっぱくして平
等を叫び、差別は不合理だと訴えます。そして、私どもをいかにも理解しているかのように言い、
差別的な感情など少しもないかのように言われますが、一度教壇に立った先生の瞳

ひとみ

は、なんと、
冷たいものでしょう…。」
　ここまで話すと少年の瞳には涙がにじんできました。そして、差別された、苦しい体験をあ
げて話を続けましたが、小さな胸に怒りと悲しみがあふれ、ついに泣いてしまいました。会場
からもむせび泣く声が聞こえ、壇上にいた委員もその場にいたたまれず事務所に走り込み、手
を取り合いながら泣きました。少年は、涙をおさえ、大きい声を張り上げて叫びました。
　「いま私どもは泣いているときではありません。大人も子どももいっせいに立ち上がって、そ
して光り輝く、新しい世の中にしていこうではありませんか。」
　たちまち会場は、あらしのような拍手につつまれました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国水平社機関誌「水平」第１巻（1922 年）から引用

資料６　全国水平社創立大会の様子

〇　「水平社」という言葉や、荊
け い か ん き

冠籏のデ

　ザインにはどんな意味や思いがこめら

　れているのか考えてみましょう

（２）全国水平社の結成
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　1855 年、岡
おかやまはん

山藩は、財政難を解決しようとして倹
けんやくれい

約令を出しま
した。その倹約令の最後の５カ条は、被差別部落の人々を対象とし
たものでした。その内容は、「新しくつくる衣類は木綿で、しかも
無
む も ん

紋・渋染・藍
あい

染
ぞめ

のものに限る」など、きびしい差別の命令になっ
ていました。そのため、50 余りの被差別部落の人々が団結して反対
し、翌年、嘆

たんがんしょ

願書を出しました。　　
　しかし、嘆願書が差し戻

もど

されたため、1,500 人以上の人々が集まっ
て一揆を起こし、２日間にわたる交

こうしょう

渉の末、藩に嘆願書を受け取ら
せました。藩は倹約令の撤回はしなかったものの、渋染・藍染の着
物を強制することはしませんでした。

一、このたび倹約令を出された上に、私たちには別
べ っ と

途のお触
ふ

れを出され、私たち一同、大変困
　　っております。
一、私たちは、田を耕し年

ね ん ぐ

貢を納め、非常の時は警備の仕事もしています。それなのに、この
　　ようなお触れを出され、百姓と分け隔

へだ

てをされては、私たち一同生きるかいもありません。
　　若者たちは、農業をほってしまうほど元気をなくして、嘆

なげ

かわしく思っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　～中　略～
一、紋

も ん つ

付き着物は決して着てはならないとおっしゃいましても、私どもは、紋付きを新たにつ
　　くる者などおりません。十人のうち、七、八人は古着を買い求めて着ています。他家の紋
　　付きは、値段が安いのです。暮れの年貢が差し支

つか

えたときは質屋に入れて、とにかく年貢
　　を納めようと、心して暮らしています。
　　
　　　この度のお触れを承知しますと、老若男女とも身の上がどのようになるのだろうか、昼
　　夜を問わず嘆き悲しんでいます。みんな涙

なみだ

を流し、なぜこのような別の命令を出されたの
　　か、嘆かわしいことだと思っています。

資料５　嘆願書

　

〇　人々はどのような思いで一揆を起こした

　のでしょう。右のイラストの寄り合いでど

　んな話し合いが行われたのか、シナリオを

　つくって演じてみましょう。

○　一揆へ向かう人々とそれを見送る家族が

　言葉を交わす場面を絵に描いてみましょう。

〇　一揆が成果をおさめた要因は何だと思い

　ますか。

渋染の着物

（柿の渋で染めている。）

（１）差別の撤回を求めた人々　－渋
しぶぞめ

染一
い っ き

揆－

２　同和問題の解決に向けた行動や取り組みについて調べ、考えよう
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　明治政府は、近代国家を建設するための政策の一つとして、江戸時代の身分制度を改め、天皇
の一族を皇族、公家と大名を華

か ぞ く

族、武士を士族、百姓と町人を平民としました。
　そして、1871（明治４）年８月の太政官布告（いわゆる「解放令」）によって、被

ひ さ べ つ

差別身分を
廃
は い し

止しました。
　その背景には、「えた」「ひにん」などの身分は廃止するべきであると主張した出

い ず し

石（兵庫県）
出身の加

か と う

藤弘
ひろゆき

之や、土
と さ

佐（高知県）出身の大
お お え

江卓
たく

らの意見とともに、被差別身分の人々の訴えが
ありました。また、厳しい財政状

じょうきょう

況の政府にとっては、被差別身分の人々も平民にして税金をと
る対象を増やす必要もあったのです。
　「解放令」によって、被差別身分の人々（以下「被差別部落の人々」）は、差別がなくなると喜
び合いました。そして、「解放令」をよりどころに、山林や用水の平等な利用、寄合や祭礼での対
等な交際の要求など、差別からの解放を求める動きが各地で起きました。
　しかし、被差別部落の人々は零

れいさい

細な小作農が多かったため、地
ち そ

租改
かいせい

正の圧
あっぱく

迫を強く受けました。
さらに、被差別部落の人々がこれまで営んできた皮革などの仕事も、大きな資本の参入によって
被差別部落の皮革産業は衰退し、生活はますます苦しくなりました。
　政府は、華族や士族には生活の保障をしましたが、平民には何もしませんでした。そのうえ、納税、
兵役、教育などの負担も重く、政府に対する不満が高まっていきました。
　また、政府は、1872（明治５）年に学制を定め、すべての国民に教育を受けさせようとしました。
しかし、多くの家庭にとって、子どもたちは生活を支える大切な労働力であり、また、学校の建
設費や高い授業料など負担も大きく、子どもを学校へ通わせることができない家庭もありました。
なかでも被差別部落の人々の生活はきびしく、子どもを学校に行かせることは困難でした。その
うえ、学校に入学した後もさまざまな差別を受けました。
　このように、政府は被差別部落の人々の生活を改善する具体的な施策はとらず、また、長く続
いた慣習や差別意識も簡単には改まらなかったので、居住や就職、結婚などで差別を受けること
は根強く残りました。
　これに対して、被差別部落の人々は差別をなくすよう要求していきました。

　えた・ひにん等の名
めいしょう

称が廃
は い し

止されたので、これからは身分、職業
ともに平民と同様であるべきこと。

同じく府県へ
　もっとも、地租その他の負担を免

めんじょ

除してきた慣習があれば、それ
を改めるために、再調査して大蔵省へ伺

うかが

い出るべきこと。

資料４　　太政官布告（いわゆる「解放令」）（1871（明治４）年８月）

〇　「解放令」が出た後、差別をされていた人々の生活はどうなったでしょう。

〇　「解放令」が出た後も、差別がなくならなかった理由を考えましょう。

太政官布告（明治４）抜粋

国立公文書館蔵

（３）　近代　－「解放令」と人々のくらし－

参考

　当時の様子を記す県内の記録には、
「…九月十五、六日頃よりえた非人素人同様の御

ご さ た

沙汰触れ書廻り御座
候…蓬

よもぎ

物餅
もち

つき内祝い致
いた

す」
とあり、被差別部落の人々の、解放令への喜びや期待を伝えています。
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　江戸時代は、解剖のことを「腑
ふ わ

分け」と言いました。
　杉田玄白は、「解体新書」を翻

ほんやく

訳し、「蘭学事始」と
いう本をあらわしました。「蘭学事始」には、翻訳の
苦心と、人体の解

かいぼう

剖を初めて見た時の感動が記されて
います。
　この時、解剖をして内臓の説明をした人は、「えた」
身分の人でした。このような人が、すぐれた解剖の技
術を生かしてこの頃の医学を支えていました。

　江
え ど

戸幕府は、豊臣秀吉が進めた兵農分
ぶ ん り

離をもとに、1671 年の
※

宗
しゅうもんにんべつあらためちょう

門人別改帳の法的整備を進める
なかで、人々を武士と百

ひゃくしょう

姓・町人という身分に分けて固定化していきました。
　さらに、幕府は、中世からの人々の差別意識をもとに、百姓・町人のほかに「えた」や「ひにん」
と呼ばれる身分を制度的に固定しました。
　「えた」身分の人々は、農業などを営みながら、死牛馬の処理や皮革の製造、草

ぞ う り

履や雪
せ っ た

駄づくり、
芸能などの仕事に従事しました。「ひにん」身分の人々は、都市に住み、警備の仕事などにあたり
ました。このように、これらの人々は社会や文化を支える役割を果たしていましたが、百姓・町
人からも疎

そ が い

外され、住む場所や服装・交際などで厳しい制限をうけ、差別はさらに強化されてい
きました。
　しかし、差別を受けながらも、人々は力を合わせて生活を向上させていきました。「えた」身分
の人々の中にも、広い田畑を経営する者や、雪駄づくりの仕事を行って豊かになる者も出てきま
した。

資料２　江戸時代の人口の変化

資料３　医学を支えた人々

 

〇　グラフのうち、ＡとＢのどちらが差別を受けていた村でしょう。

〇　差別をされていた人々の生活を調べましょう。

竹皮草履の裏面に皮が貼られ、防水機能

がある。高級感があり、高価な品であっ

た。

雪駄

※…初めは、仏教徒であることの確認を目的としていたが、やがて、結婚・出生・死亡や移転などを記した
　戸籍としての役割や、租税台帳としての役割をもつようになった。定期的な調査が義務づけられた。

（２）　近世　－身分制度の中でたくましく生きた人々－
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同和問題の歴史について調べ、考えよう

　むかしの人々は、地
じ し ん

震や洪
こうずい

水のような天変地異・死・出産・出血・火事・犯罪など、日常生活
に変化をもたらすような出来事を「けがれ」と考え畏

おそ

れました。この「けがれ」意識が日本の社
会のなかの差別意識と結びつくことがありました。
　中世社会では、天皇や貴族、僧

そうりょ

侶や神官、武士などの身分があり、さらに細かな身分に分かれ、
身分関係は大変複雑でした。人間は、生まれや地位によって尊い者と賤

いや

しい者に分かれるという
考え方も社会に広がっていきました。
　商業や手工業が発展してくると、さまざまな職人が活

かつやく

躍するようになりました。なかには、死
牛馬の処理や皮づくり、染め物、庭づくり、芸能、寺社の清

せいそう

掃や警護、運送などの仕事をする人々
が生まれました。清いところとされていた神社・寺院や都の清掃、死牛馬の処理、葬

そうそう

送の仕事は、「清
め」（「不

ふじょう

浄のものの清
せいそう

掃」）とよばれました。また、庭づくりや芸能の仕事も日常とは異なる状態
として「けがれ」に関わるものと考えられていました。平安時代以後、貴族を中心に死や血など
を忌

い

み嫌
きら

う考え方が強くなり、これらの仕事が、「けがれ」意識や異なる能力に対する「畏
おそ

れ」意
識などと結びついて、これらの仕事に従事する人々への差別意識につながっていったと言われて
います。
　そのなかからも、庭をつくり、石

いしがき

垣を築く技術に優れた人々が生まれ、龍
りょうあんじ

安寺の石庭や銀閣寺
の庭はそうした人々によってつくられました。また、現在にもつながる芸能に従事した人々もい
ました。
　今日、日本の伝統文化といわれるものには、中世に源流をもつものが多くあります。そして、
この中世の文化の形成には、差別をされていた人々の貢

こうけん

献もありました。

【龍
りょうあんじ

安寺の石庭】

　水を用いずに石や砂などで山と水を表現す
る「枯

かれさんすい

山水」とよばれる技法でつくられた石
庭です。この龍安寺の石庭は、当時、差別を
されていた人々によってつくられました。

資料１  　龍安寺の石庭と能

〇　当時、差別をされていた人々は、ほかに、どんな文化を担っていたか調べましょう。

（１）　中世　－民衆の中の差別意識と優れた文化を担った人々－

１　同和問題の歴史について研究しよう

写真提供：篠山市教育委員会

【世
ぜ あ み

阿弥と能】

　現在に伝わる伝統芸能の「能」は、室町時
代に世阿弥が大成させました。芸能に従事し
た人々は当時差別を受けていましたが、世阿
弥は、将軍などの保護を受ける中で、独学で
教養を身に付け、「能」を大成させ、芸能論
を残しました。
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知
ち り

里　幸
ゆきえ

恵（1903 ～ 1922）

松
まつうら

浦　武
たけしろう

四郎（1818 ～ 1888）

　アイヌの人々は、現在の北海道とロシアにまたがる地域の先住民族です。古くから狩
しゅりょう

猟や農業、

交易を行っていました。今も北海道には、アイヌ語に由来する地名も多くみられます。スキー場で

有名なニセコアンヌプリの「ヌプリ」は、アイヌ語で「山」という意味です。

　14 世紀になると、本州から進出してきた和人（アイヌでない日本人）との交易も始まりました。

しかし、アイヌの人々の生活は次第に圧
あっぱく

迫されるようになり、しばしば和人との間に争いも起こり

ました。その後も、明治以降の開
かいたく

拓によって、アイヌの人々の居住地や文化はさらに奪
うば

われていき

ました。日本とロシアの国境交
こうしょう

渉も、アイヌの人々の居住地域については考
こうりょ

慮されないものでした。

　アイヌの人々が、日本国憲法の下で平等を保障された国民として、その人権が擁
よ う ご

護されなければ

ならないのは、当然のことです。しかし、アイヌの人々に対する理解が十分ではないため、進学や

就職、結
けっこん

婚などで差別や偏見が依然として存在しています。これに対し、アイヌ民族の正当な地位

を築こうという気運が高まり、1997（平成９）年には、アイヌ文化を振
しんこう

興し、伝統の普
ふきゅう

及を目的と

した「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」（アイヌ

文化振興法）が成立しました。そして、2007（平成 19）年９月、「先住民族の権利に関する国連宣言」

（先住民族権利宣言）が採
さいたく

択され、政府が初めて、アイヌの人々が先住民族であることを認めました。

　現在、アイヌ語伝承のためのアイヌ語教室が開設されたり、伝統文化や伝統行事が各地で復活し、

国や地方公共団体もアイヌの人々に対する理解と認識を深めるよう支
し え ん

援を行っています。

　アイヌ語で和人を示す言葉は、「シサム」です。これは「本当の隣
りんじん

人」という意味です。

　北海道の登
のぼりべつ

別市で生まれ育ったアイヌ。幸恵は、文字をもたなかったアイヌ語にロー

マ字での発音と日本語訳をつけ、『アイヌ神
しんようしゅう

謡集』にまとめた。13 篇
へん

のカムイユカラ（神

謡）が収められているこの著書のアイヌ語表記と対訳及び序文は高い評価を受けてい

る。1922（大正 11）年５月、幸恵は上京するが、心臓病のため、同年 9 月、19 歳と

いう短い生
しょうがい

涯を閉じた。アイヌとしての民族意識と誇
ほこ

りをもち、アイヌ語とアイヌ民

族の文化を伝えるという使命を果たした幸恵は、没
ぼつ

後、その著書と、そこにこめられ

た精神によってさまざまな人たちに感
かんめい

銘を与
あた

え続けている。

　三重県松
まつさか

阪市出身の探検家。アイヌ民族と寝
しんしょく

食をともにする調査を行い、ア

イヌ民族が素晴らしい文化をもっていることを強く感じた。そして、蝦
え ぞ

夷地の

様子を伝える多くの紀行本の執
しっぴつ

筆や地図製作に取り組み、アイヌ文化の紹
しょうかい

介に

力を注いだ。幕府が、文化の異なるアイヌ民族に本州の文化を強制的に押し付

けたり、商人たちがアイヌの人びとを酷
こ く し

使している実態を改善しようと、アイ

ヌ文化への正しい理解を求めて、幕府への調査記録などで切実に訴
うった

えた。

トピックス３　日本の先住民族　アイヌの人々とその文化

私はアイヌだ。何
ど こ

処までもアイヌだ。

　旅には生きた学問があります。人が人を知らずしてなん
で人の道をまっとうできましょうか。

写真提供：ＮＰＯ　知里森舎

写真提供：松浦武四郎記念館
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　3 月 21 日は国連が定めた人種差別撤廃デーです。（1966（昭和 41）年、国連総会で制定）1960 年に

南アフリカで、アパルトヘイトに反対するデモ行進に警察が発
はっぽう

砲し、69 名が犠
ぎ せ い

牲になりました。この

事件を忘れることなく、人種差別撤廃に取り組もうと、毎年この日を記念して、世界中で人種差別の

撤廃を求める運動が展開されています。

ネルソン・ホリシャシャ・マンデラ（1918 ～ 2013）

マーティン・ルーサー・キング・ジュニア（1929 ～ 1968）

杉
すぎはら

原　千
ち

畝
うね

（1900 ～ 1986）

　反アパルトヘイト運動により反逆罪として逮
た い ほ

捕され、27 年間に渡
わた

り刑
け い む し ょ

務所に

収容された。釈
しゃくほう

放後、アフリカ民族会議（ANC）の副議長に就任し、その後議

長を務めた。アパルトヘイトを撤廃する方向へと南アフリカを導き、1991 年、

アパルトヘイトは全廃された。1994 年に黒人として初めての大統領に就任し、

1999 年に行われた総選挙を機に引退した。2013 年 12 月死去したが、追
ついとう

悼式に

は 100 近い国と地域の指導者が集まり、市民 5 万人以上が詰
つ

めかけた。運動の

なかで、27 年間の獄
ごくちゅう

中生活を送るが、ともに運動をしてきた人々は、「マンデ

ラ氏は、牢獄から憎しみではなく和解の思いをもって出てきた。マンデラが許

したから私も白人を憎まない。」と語る。1993 年ノーベル平和賞受賞。

　アフリカ系アメリカ人公民権運動の指導者として活動した。インド独立の父

マハトマ・ガンディーの影響を受け、非暴力主義による運動を行った。1963 年

８月 28 日に行われたワシントン大行進において、リンカーン記念堂の前で、

「I have a dream」（私には夢がある）で知られる演説を行い、人種差別の撤廃と各

人種の協和を訴
うった

え広く共感を生んだ。演説から約 50 年の時が流れ、アメリカ合衆

国では、2009 年アフリカ系のオバマ大統領が誕生した。1964 年ノーベル平和賞受賞。

　第二次世界大戦中、日本領事館領事代理として赴
ふ に ん

任していたリトアニアのカ

ウナスで、ナチス・ドイツによって迫
はくがい

害されていた多くのユダヤ人たちにビザ

を発給し、約 6,000 人のユダヤ人難民を救ったといわれる。杉原の発給したビ

ザは「命のビザ」とよばれる。

トピックス１　国際人種差別撤廃デー

トピックス２　人種差別に立ち向かった人たち

　自由であるというのは、単に己の鎖
くさり

を脱
ぬ

ぎ捨てるだけで
はなく、他人の自由を尊重し、向上させるような生き方を
することである。

　私には夢がある。それは、いつの日か、私の４人の幼い
子どもたちが、肌

は だ

の色によってではなく、人格そのものに
よって評価される国に住むという夢である。

　世界は大きな車輪のようなものですからね。
　対立したり、あらそったりせずに、みんなで手をつなぎ
あって、まわっていかなければなりません。
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　アパルトヘイトは、南アフリカ共和国で行われていた、人種隔
か く り

離や人種差別の政策です。少数の白

人が、多数の非白人を支配するため、政治・経済・社会のあらゆる場面で差別政策がとられました。

　人種別に居住地を定めた「集団地域法」や、出生時の人種別登録を義務づけた「人種登録法」、異人

種間の結
けっこん

婚を禁じる「雑婚禁止法」、公衆トイレなどの公共施
し せ つ

設をすべて白人用と非白人用に区別した

「隔離施設留保法」などから成りました。1991 年に国による差別政策は廃
は い し

止されましたが、撤廃運動を

指導したのがネルソン・マンデラ氏でした。

　かつて、メキシコ高原にはアステカ帝
ていこく

国が、ペルー高原にはイン

カ帝国が栄えていました。いずれも巨
きょだい

大な石造の神殿などをもつ都

市をつくっていましたが、16 世紀の前半にスペインに滅ぼされまし

た。征服された先住民たちは、鉱山やさとうきび農園などでの労働

を強いられていました。先住民の人口が減ると、アフリカから黒人

が奴隷として連れてこられ、働かされるようになりました。

　また、アメリカ合衆国南部においては、黒人の奴隷を使う大農場が広がりました。

　1863 年、アメリカ合衆国は奴隷解放を宣言し、奴隷制度は廃
は い し

止されました。しかし、奴隷からの解放は、

直ちに人種差別の撤
てっぱい

廃を意味するものではなく、学校やトイレ、プールなどの公共施設やバスなどの

公共交通等において、白人と非白人が異なる施設を用いることは容認されたままでした。

　約 100 年後の 1950 年代から 1960 年代にかけて、非暴力主義によって、黒人の公民権獲
かくとく

得の運動を

指導したのがキング氏でした。

　1965 年の第 20 回国連総会で採択された人種によるあらゆる差別をなくすことを目的とする条約で

す。日本は 1995（平成７）年に 146 番目の締
ていやく

約国となりました。

第 1 条の１

　この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世
せいけい

系又は民族的若しくは種族的出身に基づ

くあらゆる区別、排
はいじょ

除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる

公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享
きょうゆう

有し又は行使することを妨
さまた

げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

　これは、1980 年代の南アフリカ共和国の公衆トイレと立て看板を描
えが

いたものです。

1989 年に南アフリカ共和国のダーバンビーチで撮影された写真をもとに描いています。

あらゆる人種差別の撤廃に向けて

アメリカ大陸の先住民族と黒人奴
ど れ い

隷

人種差別撤廃条約（あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約）

アパルトヘイト

参考
　1919（大正８）年のパリ講和会議で、日本は、国際連盟の規約に「人種差別撤廃」を盛り込む提案を行いました。
国際連盟規約委員会の出席者 16 人中 11 人の賛成を得ましたが、全会一致の考え方により否決されました。しかし、
この日本の提案は多くの国々の共感を呼びました。

LADIES MEN COLOREDLADIES MEN COLORED

マチュピチュ
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〇　命のつながりを学び育てる環境教育　～尼
あまがさき

崎市立成
せいりょう

良中学校～

○　地域を知ろう ため池学習　～明
あ か し

石市立江
え い が し ま

井島中学校～

　本校は、阪
はんしんこうぎょうちたい

神工業地帯の中心として繁
はんえい

栄してきた地域の中にあり、「命の尊さ」を根底に据
す

え、
専門家や市民との協働で、循

じゅんかんがたしゃかい

環型社会の構築につながる体験型の環境学習に取り組んでいる。平
成 24 年、本校は「ユネスコスクール」に認証され、積極的な活動を展開している。

【活動例】
　・チッソやリンを吸収させてワカメや貝類を育て、それを原料にして堆

た い ひ

肥を作り、作物を栽
さいばい

培
　　する。
　・巣箱の製作や観察活動から、自然と生物多様性について学ぶ。
　・「環境」をテーマにしたフォーラムを開

かいさい

催する。など

　学校近くにはいくつものため池があり、そこに生息するオニバスなどの貴重な生物やため池の
役割について学習している。これらの学習を通じて、身の回りの自然を再発見し、ため池ととも
に生きてきた先人の生活の知

ち え

恵への理解を深めている。

①　自分たちの身近に残っている自然を探してみましょう。
②　身近で行われている自然保護や環境保全の活動を調べてみましょう。また、自分たちが取
　り組める自然保護や環境保全の活動を考えてみましょう。

オニバス

　スイレン科の一年草で、日本の水生植物の中で一番大

きな約２ｍの葉を夏ごろにつける。全国では約１００ヵ所

程度しか生息が確認されない希少な植物であり、本州（現

在では新潟市が北限）、四国、九州のため池に生息する。

　環境の変化により、絶
ぜつめつ

滅が危
き ぐ

惧されている。

尼崎港でのワカメの収穫

ため池の調査

生徒主体の環境フォーラムの様子

ため池のオニバス
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持続可能な社会

自然保護や環
かんきょうほぜん

境保全の取り組み

　今から 100 年後の地球はどうなっているでしょう。今を生きる私たちは、同時に、未来に生き
る人たちのことも考えなければなりません。
　国の環

かんきょう

境基本計画（現在第４次まで策定）では、「持続可能な社会」とは、「健全で恵
めぐ

み豊かな
環境が地球規模から身近な地域までにわたって保全されるとともに、それらを通じて国民一人一
人が幸せを実感できる生活を享

きょうじゅ

受でき、将来世代にも継
けいしょう

承することができる社会」と定義してい
ます。現在私たちは、化石燃料などの資源を消費して生活しています。しかし、その資源には限
りがあり、いつかはなくなってしまいます。自然環境を守ることは、私たちの生命への配

はいりょ

慮であり、
地球上のすべての人々の人権を守ることに密接にかかわっています。再生可能エネルギーの利用
などにより環境への負担を少なくし、人間と自然の共生を維

い じ

持しなければなりません。
　日本は、2002（平成 14）年の第 57 回国連総会において、2005（平成 17）年からの 10 年間を「持
続可能な開発のための教育の 10 年」とする提案をし、満

まんじょういっち

場一致で採
さいたく

択されました。
　また、その後、2011（平成 23）年 3 月 11 日に発生した東日本大

だいしんさい

震災が、「持続可能な社会」を
めざそうとする動きへの関心をさらに高めることとなりました。

○　成
な る が し ま

ヶ島クリーン作戦 ～洲
す も と

本市立由
ゆ ら

良中学校～

　生徒会の自主活動として、校区にある貴重な自然が残る成
な る が し ま

ヶ島をきれいにする活動（「クリーン
作戦」）を長年にわたって行っている。町中の清

せいそう

掃がきっかけとなり、広く地域の各種団体と連
れんけい

携
を進め、環境保全活動に発展した。
　まとめの冊子には、「ごみは絶対に捨てない。」「島を守っ
ていくのは自分たちだ。」などの意見がつづられている。

自然と人間の暮らし

①「持続可能な社会」を実現するために自分にできることを考えてみましょう。
②「再生可能エネルギー」について調べてみましょう。

成ヶ島

　由
ゆ ら

良沖
おき

に、約 2.5km に渡
わた

って砂
さ す

洲が延びる無人島。ハマ

ボウやハクセンシオマネキなど、兵庫県版レッドデータ

ブックに掲
けいさい

載されている貴重な動植物が生息している。

ハマボウ ハクセンシオマネキ
成ヶ島全景

クリーン作戦の様子
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14 阪神大震災の被災地から発せられた
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　兵庫県教育委員会においては、平成 10（1998）年３月に「人権教育基本方針」を策定し、人

権という普遍的文化を築くことを目標に人権教育を推進してきました。そして、この方針に基づ

き、平成 15（2003）年３月に、中学生用教育資料『きらめき』を作成し、各学校において効果

的に活用し、人権教育の充実を図ってきたところです。中学生用教育資料『きらめき』について

は、生徒の発達段階や特性を踏まえ、学んだことを実生活に生かせるよう身近な生活における人

権についての課題を取りあげ、効果的な手法を備え、作成当時としては非常に斬新な人権教育資

料であり、その理念は今でも十分使用に耐えうるものです。

　しかし、作成から 10 年が経過し、価値観やライフスタイルの多様化、少子高齢化、情報化など、

社会の情勢は大きく変化しました。これらは子どもたちを取り巻く状況も変化させ、重大な人権

課題も生じています。いじめや児童虐待は、子どもたちの心身に大きな傷を残し、生命にかかわ

る事案も起きています。インターネットによる人権侵害等は、子どもたちの現在及び将来の生活

を脅かす事態を引き起こしており、深刻な状況となっています。改めて生命尊重の大切さを痛感

するとともに、自他に対する肯定的な態度と共生社会の実現に主体的に取り組む実践力を育む人

権教育の重要性が今問われています。

　こうしたなか、国においては、教育基本法の改正や学習指導要領の改訂、「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］」の公表などがありました。また、県においては、

「ひょうご教育創造プラン」が策定されました。

　このような社会状況の変化や国・県の動向を踏まえ、中学生用教育資料『きらめき』を、より

使いやすく、いっそう学習効果が期待できる内容にしていくため、改訂を行いました。生徒に、

人権に関する知的理解の深化と人権感覚の涵養を基盤として、問題状況を変えようとする人権意

識、意欲、態度、さらには自他の人権を守るような実践行動にまで高めていくための資料づくり

を行いました。

　学校における人権教育は、各学校の生徒や地域の実態を踏まえ、発達段階に応じて系統的に実

践するとともに、学校の教育活動全体を通じて行うことが必要です。本資料が各学校における人

権教育の充実に大いに活用されることを期待しています。

　本書の編集にあたり、ご尽力いただきました人権教育資料検討委員会並びに人権教育資料作成

委員会の委員の皆様方に対し、心からお礼申し上げます。

　平成 26 年３月

兵庫県教育委員会

中学生用教育資料『きらめき』の改訂にあたって
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Ⅰ　改訂について

　　平成 15 年３月に作成した中学生用教育資料『きらめき』及び活用の手引きの見直しにあたっては、
　以下のように基本方針及び視点や内容を設定し、進めました。

１　改訂の基本方針
　⑴　「教育基本法」（平成 18 年 12 月改正）に掲げられた教育の理念を踏まえ、「中学校学習指導要領」

（平成 20 年３月改訂）の趣旨に即した内容としています。
　⑵　「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］」（平成 20 年３月）の趣旨に即

し、人権を取り巻く今日的な課題に対応できる内容としています。
　⑶　「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」（平成 13 年３月）を踏まえ、「人権教育基本

方針」（平成 10 年３月）に基づき、「ひょうご教育創造プラン」（平成 21 年６月）に即した兵庫
らしい特色ある内容としています。

２　改訂の視点
　⑴　資料全体について
　　ア　「教育基本法」、「中学校学習指導要領」、「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］」等との整合性を保持しています。
　　イ　「人権教育基本方針」に基づき、「中学校学習指導要領」に示された各領域のねらいと内容に

即して編集しています。
　⑵　個々の資料について
　　ア　社会状況や生徒を取り巻く環境の変化から生じている新たな人権課題の解決をめざす内容と

しています。
　　イ　教科学習の時間をはじめ、学校教育のあらゆる場面で活用できる内容にしています。

３　改訂の内容
　⑴　教育資料
　　ア　「人権教育基本方針」の推進項目になかった資料を新規に作成しています。
　　イ　兵庫の特色「ひと、もの、こと」を生かした資料を作成しています。 
　　ウ　東日本大震災に対する県内の人々の支援活動を扱った資料を作成しています。
　　エ　インターネット上のいじめなど、人権侵害の危険性を扱った資料を作成しています。
　　オ　平成 14 年度版教育資料は、今後も十分使用できる内容であるため、引き続き活用すること

は可能としています。
　⑵　活用の手引き
      ア　新規に作成した教育資料に対応した指導例を作成しています。
　　イ　これまでの指導例を全面的に見直しています。
　　ウ　これまでの指導例も引き続き活用することは可能としています。

中学生用教育資料『きらめき』及び活用の手引きの編集について
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Ⅱ　編集について

１　編集方針
　　これまでの中学生用教育資料『きらめき』の編集方針を引き継ぎ、「人権教育基本方針」に基づき、

各教科や道徳の時間、特別活動等における活用を視野に入れ、「中学校学習指導要領」に示された
各領域のねらいと内容に即して編集しています。

２　内容
　⑴　生徒が人権を身近に考えられるよう、兵庫県にゆかりのある「ひと・もの・こと」を積極的に
　　取り上げています。
　　ア　東日本大震災を題材にした資料を作成し、助け合い、支え合って生きていくことの必要性と
　　　すばらしさを考えさせることをねらいとしています。
　　イ　地域の福祉活動への参加にかかる資料を作成し、人権尊重の精神に根ざした地域づくりに参
　　　加しようとする意欲を高めることをめざしています。
　　ウ　県内生徒の作文を素材にした資料を作成し、ともに暮らす人々の声や感性から学ぶ内容とな
　　　っています。
　⑵　人権教育の基盤である生命尊重や、希薄になりつつある異年齢集団や高齢者とのかかわり等、
　　豊かな人間関係づくりにつながる資料を作成しています。
　　　　
３　構成
　⑴　教育資料（右綴じ）
　　　24 編を集録しています。
　⑵　活用の手引き（左綴じ）
　　ア　指導例
　　　　各教育資料には、指導者用として指導例を提示していますが、生徒や学級の実態やこれまで
　　　の学習の積み重ね等を踏まえて、指導者が創意工夫しながら指導計画を作成することが大切で
　　　す。
　　　　さらに、参考資料も掲載していますので、生徒に提示、配付するなど、学習を深めるために
　　　活用ください。
　　　　また、指導にかかわる評価については、生徒や学校、地域の実態を踏まえ、人権教育を通し
　　　て育てたい資質や能力を明確に定めたうえで、適切に行うことが重要です。例えば、学習状況
　　　や成果などについて、肯定的な生徒観に基づき、生徒のよい点や学習に対する意欲や態度など
　　　を踏まえて適切に評価することが大切です。なお、人権教育の成果は、すぐに現れるものでは
　　　ないため、系統的・継続的な指導に十分留意する必要があります。
　　　　評価の観点として、次のようなことが考えられます。
　　　・　学習に主体的に取り組み、課題の解決に向けて積極的に取り組もうとする実践的な意欲や
　　　　態度を身につけることができたか。
　　　・　学習活動を通しての気づきを大切にし、自分とのかかわりで人権課題を捉え、日常生活の
　　　　変容につなげることができたか。
　　　・　個別的な人権課題の理解とともに、普遍的な視点から人権の大切さを認識するなど、人権
　　　　についての学びを深めることができたか。
　　イ　資料編（各人権課題について）
　　　　教育資料で取り上げなかった個別の人権課題についての資料を掲載しています。あらゆる教
　　　育活動において、取り上げてください。

４　活用
　　兵庫県教育委員会事務局人権教育課ホームページからダウンロードして活用してください。
　　http://www.hyogo-c.ed.jp/~jinken-bo/index.html
　　教育資料、挿絵、指導例、ワークシートのデータ
　　※　本教育資料を、無断で転載・転用することを禁止します。



― 4 ―

１　生徒の発達段階を踏まえた指導方法の工夫
　　「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］」では、「学校において人権教育

に取り組むに際しては、児童生徒が心身ともに成長過程にあることを十分に留意した上でそれぞれ
の発達段階に即した指導を展開することが重要である。」としています。その中で、中学校の発達
段階に即した指導方法の工夫として、以下のように述べられています。

　内省的傾向が顕著になって自意識も一層強まる。自立した主体的な個であるという自意識と、
実際に置かれている状況や生徒自らの実態との乖離に悩む時期でもある。他者との関わり方、
生き方についての悩みも深まる。他者との関係では、特定の仲間集団の中に安息を見出し、仲
間特有の言語環境で充足感を覚え、排他的であることをよしとし、広く他者と意思疎通を図る
ことに意識が向かわない傾向もある。
　こうした青年初期の特色を理解した上で、生徒の自己肯定感を育てるとともに、多様な生の
在り方や様々な価値観を持って生きる他者の存在を、知的にも感覚的にも受容できるように導
く学習が求められる。
　また、パソコンや携帯電話等の機器を個人で所有し、操作知識に習熟した者も多くなること
から、インターネットによる人権侵害等の加害者・被害者とならないための判断力を身に付け
させるよう、情報モラル教育の一層の充実を図ることも重要である。

　　今回の中学生用教育資料『きらめき』の改訂において、自尊感情を高め、他者の痛みや感情を共
感的に受容できるための想像力や感受性といった人権感覚を育てることをねらいとした文章教材資
料を新たに作成しています。また、ワークシート的な資料も作成し、体験的な学習を可能にしてい
ます。

　　さらに、インターネットによる人権侵害に関する資料も新たに取り入れ、自分を振り返り、問題
点について改善を図っていくことができるような事例に基づいた学習の工夫をしています。

２　生徒の実態に即した指導方法の工夫
　　各教育資料の活用については、掲載している指導例を参考に、常に生徒や学級の実態等を踏まえ、

十分に検討を重ねてよりよい指導案を作り出していくことが大切です。
　　教育資料によっては、指導例に例示しているものとは別の視点や異なる領域で扱うこともできま

す。文章教材的な教育資料であっても体験を取り入れるなど展開を工夫したり、生徒や学校、地域
の実態や課題に即した資料を新たに開発するなど、指導者の創意工夫のある取組を期待します。

○　指導例について

　　＜分　類＞　　「人権教育基本方針」の内容項目による分類を示しています。
　　＜領　域＞　　教科、道徳、特別活動（学級活動）の別を示しています。
　　　　　　　　　道徳については、主として関連のある内容項目を示しています。
　　＜ねらい＞　　各領域における目標や活動の内容に即して記しています。
　　＜趣　旨＞　　主題等と人権教育との関連、教育資料の概要やポイントなど、指導にあたって
　　　　　　　　の基本的な考え方や留意点など、特に必要なものについて挙げています。
　　＜配慮事項＞　指導にあたって、指導者（教師）が知っておくべきことや気をつけなければな
　　　　　　　　らないこと等、特に配慮すべきことを記しています。
　　＜参　考＞　　学習を深め、広げるために参考となる資料や教育資料の解説・補充等を記して
　　　　　　　　います。

 中学生用教育資料『きらめき』の活用にあたって
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〈　内　容　〉

１　人権としての教育

　すべての人に対して、とりわけ
差別や偏見などによって十分に学
ぶことができない人に対して学習
機会の提供に努め、自己実現を支
援する。

２　人権についての教育

　生命の尊厳や人権の概念と価値
についての認識を培い、すべての
人の人権が尊重される社会を築い
ていこうとする意欲や態度の育成
を図る。

３　人権を尊重した生き方のため
　の資質や技能を育成する教育

　人権尊重の理念に基づいて、人
と人とが豊かに共生していくた
めに必要な資質や技能の育成を図
る。

４　学習者の人権を大切にした教育

　教育指導や学習の環境が、学習
者の人権を尊重したものとなる
よう、「児童の権利に関する条約」
等の趣旨もふまえ、その充実に努
める。

   

〈　推　進　項　目　〉

ア学びとの出会いの促進
　・識字、基礎学力、民族文化      
　　等に関する学習機会の充実
イ基礎・基本の定着
　・言語能力・表現力の育成
　・情報活用能力等の育成

ア自尊感情の形成
　・自己の生活背景の肯定
　・個に応じた指導方法と評価
イ自分と社会についての認識の啓
　培
　・生い立ち・将来の可能性
　・伝統・文化・歴史等の探求

ア生命の尊厳についての学習
　・自然と人間、生命と人権
　・感動体験、身近な生命
イ人権の歴史と思想についての学
　習
　・人権をめぐる歴史
　・憲法と人権関係国際文書

ア差別と人権問題についての学習 
　・部落差別、障害者差別
　・いじめ、プライバシー等
イ人権の擁護とその活動について
　の学習
　・司法と人権擁護制度
　・国連や人権 NGO・NPO の活動

ア「市民意識」の醸成
　・自己決定、自立心、責任
　・問題発見・解決能力の育成
イ個性・能力の伸長
　・選択肢の多い教育活動の展開 
　・自己実現への展望、自己評価

ア人間関係の活性化
　・人権尊重とルールやマナーと
　　の関係の理解
　・異質な存在との交流とコミュ
　　ニケーション力
イ社会参加の促進
　・ボランティア・コミュニティー
　　活動への参加
　・地域への教室進出、開かれた
　　学校

ア学習者の権利と責任の重視
　・興味・関心に応じた学習活動
　・学習集団の育成と規範意識 
イ個を生かす集団の育成
　・相互受容的な人間関係の醸成
　・自発的・自治的活動の活性化

ア指導者の人権意識の向上
　・子どもたちをより深く理解す
　　る視点
　・隠れたカリキュラムの見直し
イ教育条件の整備
　・弾力的な教育課程の編成
　・学習環境・設備の充実
   

〈　重　点　目　標　〉

⑴自ら学ぶ力の育成

　学ぶことから疎外された人が、
学びに出会い、その素晴らしさを
知ることによって、自ら学ぶ力を
身につけることを支援する。

⑵自己についての肯定的な認識の形成

　自尊感情の形成を促すととも
に、自分と社会についての確かな
認識を培い、アイデンティティー
を確立することを支援する。

⑴人権意識の高揚
　生命の尊厳を基礎として、憲法、
人権の歴史、平和と人権にかかわ
る問題、国際的な人権思潮などに
ついての認識を培い、人権意識を
育てる。

⑵差別解消への態度の形成

　差別や偏見の不当性とその解消
をめざす人々の生き方の学習な
どを通して、人権問題に積極的に
取り組もうとする意欲や態度を培
う。

⑴自立向上の精神の育成
　自立心を育てるとともに、個性
や能力を伸ばすことの素晴らし
さに気づかせ、仲間のなかで自分
を高めていこうとする態度を育て
る。

⑵思いやりの心の育成

　さまざまな個性をもつ人々との
出会いと交流を通して、自他の違
いを認め合う態度や豊かな人間関
係を築くための資質、技能を身に
つけさせる。

⑴一人一人を大切にした教育指導

　学習者の興味や関心などに応じ
て、自主的、主体的な学習を促す
教育指導に努める。

⑵学習環境と条件の充実

　学習者の個性と能力を伸長させ
るため、学習環境と条件の充実に
努める。

   ※「人権教育基本方針」（兵庫県教育委員会　平成 10 年 3 月策定）で示された４つの内容について整理した資料です。

人 権 教 育 の 内 容 構 成
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中学生用教育資料『きらめき』系統表

※国＝国語　 社＝社会   理＝理科   道＝道徳   総＝総合的な学習の時間   学＝特別活動（学級活動）　

内
容

重点
目標 推進項目 平成 14 年度版 平成 25 年度版

１ 

人
権
と
し
て
の
教
育

（
１
）自
ら
学
ぶ
力
の
育
成

ア　
学びとの出会いの促進

特 どうして学校に行くの（１年） 特 還暦過ぎて学ぶ（２・３年）

イ　
基礎・基本の定着

（
２
）自
己
に
つ
い
て
の

　
　

肯
定
的
な
認
識
の
形
成

ア　
自尊感情の形成

特 自分さがしの旅（全学年） 道 みんなが笑顔（３年）

イ　
自分と社会についての
認識の啓培

２ 

人
権
に
つ
い
て
の
教
育

（
１
）人
権
意
識
の
高
揚

ア　
生命の尊厳についての
学習

国
道

天と地とが（１年）
100 万回生きたねこ（全学年）

特
道
理

釜石からの発信（３年）
わたしが生まれた理由（全学年）
自然と人間の暮らし（全学年）

イ
人権の歴史と思想につ
いての学習

道
道
総

わしの名前も（２年）
立ち上がった青年たち（２年）
人権に関する近年のあゆみ（全学年）

総

総

同和問題の歴史について調べ、考えよ
う（全学年）
人権に関する近年のあゆみ（全学年）

（
２
）差
別
解
消
へ
の
態
度
の
形
成

ア　
差別と人権問題につい
ての学習

道
道
特
道
総

プロレスごっこ（１年）
折り鶴（１年）
知らず知らずに（２・３年）
祭ばやしが聞こえる（３年）
光明をもとめて（３年）

道
理
道
道

本当に人気者？（１年）
調べてみれば（２・３年）
めぐり来る夏に（２・３年）
どうして？（全学年）

イ　
人権の擁護とその活動
についての学習

総 伝えよう！子どもの権利条約を（２・３年）社
総
総

会いたい（２年）
私の懐に（２・３年） 
あらゆる人種差別の撤廃に向けて（全学年）

３ 
人
権
を
尊
重
し
た
生
き
方
の
た
め
の
資
質
や
技
能
を
育
成
す
る
教
育

（
１
）自
立
向
上
の
精
神
の
育
成

ア　
「市民意識」の醸成

特
特
特

「どうしたらいいんですか」（１・２年）
もしも、あなたの子どもが（２・３年）
阪神淡路大震災の被災地から発せられた
ニーズから、人権について考える（３年）

道 前へ（１・２年）

イ　
個性・能力の伸長

道
道
特
特

父の汗（２・３年）
夢を持って（全学年）
私　発見（全学年）
一番欲しいものは何（全学年）

道 お弁当（２年）

（
２
）思
い
や
り
の
心
の
育
成

ア　
人間関係の活性化

総
道
特

いつもの場所から（２年）
私が私であるために（３年）
あなたなら、どうする（全学年）

特
総
総
特
道

わが家のある日（２年）
翔の怒り（２年）
ケータイ・スマホ…あなたは大丈夫？（３年）
自分の感情とうまく付き合うために（全学年）
先輩からのメッセージ（全学年）

イ　
社会参加の促進

道
総

総

お手玉（２年）
生き物引越し大作戦～「トライやる」
の活動が河川工事を変えた～（２年）
住みよいまちづくり（全学年）

特
道
道

今の私にできること（２年）
祖父への卒業証書（２・３年）
言えばよかった（３年）
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１　ねらい
　　生命に対する尊厳や人権を尊重する意識を高め、より良い社会を築くために人権課題に積極的に
　取り組もうとする意欲をもつ。

２　趣旨
　○　中学生時代は、自己中心的な考えにとらわれがちで、自他の関係や社会を客観的に見ることが

できないこともある。個人の幸福は、集団や社会全体が幸福になるなかで実現するという視点を
身につけさせたい。　　　　　　　　　　　　　　

　○　社会の中では、自分の言動は一人だけのものではなく、集団を築く要因となっている。自分の
言動が、集団にどのような影響を与えているかを振り返ることにより、社会の担い手であるとい
う自覚をもたせたい。 

　○　個人がさまざまな欲望を膨らませることが、社会の矛盾や差別を生み出す場合があることを気
づかせる。また、人間と自然を対比させ、自然から学び謙虚に大らかに生きていこうとする姿勢
を培いたい。理想の社会を語ることにより、自己を成長させようとする意欲を育てたい。

３　配慮事項
　○　解釈に縛られず、自由に自分の生き方や考え方が述べ合える雰囲気を大切にする。あらかじめ

同名の短詩を創らせ発表させることもできる。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　詩を読んで理解する。

　・一連「本当の強さ」とは何か。
　・二連「群れを拒む」とはどういう意味か。
　・三連「優越」はなぜ生まれるのか。
　・四連「つつましさ」とはどういう態度の
　　ことか。　

２　詩の中で、共感できる部分を出し合う。

　
　・駈けぬけよ　その優しさで
　・わたしだけの緑を光らせたいのに
　・わたしは消さない　臙脂の炎

３　理想の実現のためには何が必要か考える。
　
　
　・誰の話も丁寧に聞く。　
　・いろいろなことに関心をもって視野を広
　　げる。
　・大切なことは自分一人でもしようとする。
　・差別に対する怒りをもつ。
　・人と人とのつながりを大切にする。
　・自分の思いを上手に伝える力をもつ。

・質問に対する答えを考えさせ、発表させる。
・自由に鑑賞するよう促す。

・一か所選び、理由を挙げながら発表させる。
・自分の経験や思いと重なる点などを紹介さ
　せる。
・各連の主旨は、
　一連「いのちを育む大地の偉大さ」
　二連「個として自立を願う前向きさ」
　三連「差別に負けないという意志の強さ」
　四連「理想の社会の実現をめざす志」
　と考えられる。

・これから自分に必要なものは何かを自覚さ
　せながら発表させる。

詩の言葉に込められた意味を考えてみよう。

最も心に残ったところはどこでしょう。

「無二の世界」をつくるために、どんな行動が必要なのでしょう。

№ ① 分類 2－⑴－ア 資料名 わたしが生まれた理由 学年 全学年 領域 道徳 3－⑴

５　参考

　○　この詩は、新温泉町立浜坂中学校３年生の３名の生徒が合同で制作をしたものである。
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№ ② 分類 3－⑵－ア 資料名 自分の感情とうまく付き合うために 学年 全学年 領域 特別活動（学級活動）

１　ねらい

　○　対人関係で起こる感情について考え、怒りや悲しみがもたらす心や体の様々な変化に気づく。
　○　怒りや悲しみに対して様々な対処法があることに気づき、自分に合った望ましい感情の表現を
　　知る。

２　趣旨

　○　怒りや悲しみによるストレスを、いじめや暴力という他者の人権を侵害する方法で発散するの
は間違いであることを理解させたい。

　○　感情のコントロールやその望ましい表現の方法を学ぶことは、自他の人権を守るうえで大切で
あることに気づかせる。

３　配慮事項

　○　感情表現が苦手な生徒には、友人の表情を観察させるなど無理に表現をさせない。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　人にはどんな感情があるのかを考える。

２　怒りや悲しみの感情について考える。

　・文句を言われた。
　・友だちから嫌なことを言われた。
　・嘘をつかれた。
　・ものを隠されたり壊されたりした。
　○その時の心と体の変化を考える。

　
　・不愉快　・腹立たしい　　・やり場がない
　・つらい　・やりきれない　 ・傷ついた　
　・頭がカーッと熱くなった　 ・涙が出た
　・手足が震えた　・手に汗がにじんできた
　・息苦しくなった　・のどがカラカラになった　

３　いろいろな対処法を知る。　
　　　

　・好きなことをして発散した。
　・八つ当たりをした。
　・友だちに話した。
　○「怒りや悲しみの解決の樹」を見て、自分
　　で書いたもの以外にあてはまるものに印
　　を付ける。
　○選んだ対処法の効果や周りに及ぼす影響、
　　結果を考える。
　○望ましい対処法と望ましくない対処法に
　　分ける。
　○解決の樹以外の対処法について話し合う。
　

４　本時の内容を振り返る。

・喜怒哀楽の表情をさせてみるなど、なごや
かな雰囲気を作る。

・「○○さんが悪かったから。」などと、他の
人への批判にならないよう配慮する。

・同じ体験をしても、怒りではなく悲しみと
して捉える人がいることを理解する。

・「体」のイラストにその時の表情を描きこん
だり、変化を言葉で表現したり、色を塗ら
せたりしてもよい。

・怒りや悲しみは、心や体に影響を及ぼすこ
とに気づかせる。

・緑の葉はどれも望ましい対処法であり、落
ち葉は望ましくない対処法であることに気
づかせる。「ゲームはやりすぎるとよくな
い。涙はストレスを流す。大声を出すのは
よいがＴＰＯを考える。」などについて考
えさせる。

・怒りや悲しみは、抑え込まず適切に対処し
ていく必要があることを伝える。

・対処法の一つとして、10 秒呼吸法やアサー
ショントレーニングを紹介する。

・アサーショントレーニングは、次時の学習
につなげることもできる。（活用の手引Ｐ
85 を参照。）

・喜怒哀楽以外の様々な感情にも目を向け、
その対処法を知ったり、リフレーミング等
によってものの見方を変えることで、自分
に自信をもって心豊かに生活が送れること
を知らせる。

友人や家族に対して、怒りや悲しみを感じたことがありましたか。（原因）

その怒りや悲しみをどうやって鎮めましたか。（対処法）

その時、心や体はどうなりましたか。（反応）
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ストレスマネジメントについて

　毎日の暮らしのなかで、いろいろなストレスがかかります。ストレスが適度であれば、心身の活動
性が高まり健康にも良いということも言われています。しかし一方で、過度のストレスや慢性的なス
トレス状態は、病気にかかりやすくなったり、誤ったストレスの発散が、いじめにつながったりする
こともあります。ストレスをコントロールし、ストレスによって生まれるマイナスの影響を小さくす
ることは、自分の感情とうまく付き合うために大切な力だと言えます。ストレスに対処する技術とし
て次のようなことが考えられます。

　リラクゼーションの呼吸法について紹介します。
　人は勉強や仕事を頑張ろうとする時は、浅い呼吸の胸式呼吸ですが、寝ている時は、深い安らぎが
あたえられる腹式呼吸をしています。ところが起きている時に腹式呼吸をすると、落ち着くことがで
きます。特に怒りが込み上げてきた時には短時間で冷静になれる効果があります。いつでもどこでも
できるので、普段の学校生活でも活用しましょう。では一度やってみましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　①　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　③

　　椅子に座る　　　　背筋を伸ばして立つ　　　　鼻から深く吸う　　　口から細く長く吐く

【参考文献】
　○　「ストレスマネジメント技法集」（2012 年　冨永良喜著　兵庫教育大学）

① リラクゼーション：呼吸法、ストレッチ、イメージトレーニング、ヨガ、瞑想法、自律訓練法等

② 運動：ジョギング、サイクリング、水泳、ダンス、ウォーキング、テニス、野球、サッカー等

③ 趣味を楽しむ：読書、絵画、ゲーム、楽器演奏、音楽鑑賞、歌唱等　

④ 認知的技法：自分に対する語りかけ、確信（はっきり言いきる）、ポジティブシンキング（いい方

　　　　　　向に考える）等

〈準備〉椅子にゆったりと座ります。立つ場合は、背筋を伸ばします。静かに目を閉じてみましょう。
　　　  吸う息が緊張、吐く息がリラックスです。お腹に手をあてるといいでしょう。

① まず、お腹にたまった空気を口からゆったり吐きましょう。

② そして、鼻から静かに「１・２・３」と息を吸い込み、「４」でちょっと止めます。

③ 次に、口から細く長く吐いて「５・６・７・８・９・10」と吐きます。何度か繰り返しやってみましょ
う。１回の間隔は 60 秒ほどです。
※吐く息とともに、イライラや嫌な気持ちが体の外に出ていく感じがするといいですね。
　（お腹にあてた手から、膨らんだりしぼんだりする様子が分かるかもしれません。）
※慣れてきたら自分のペースで続けます。ゆったり吸って少し止めて、フーッと細く長く吐くたび
　に体がゆるむ感じです。

④ 徐々に普通の呼吸に戻していきます。10 秒ほど待ちます。

⑤ 最後に手をグーパー・グーパーして、グーッと背伸びをして、目を開けて意識をはっきりさせます。

10 秒呼吸法の進め方

参考資料
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様々な感情の対処のために応用資料

１　趣旨

　○ 　人の感情は喜怒哀楽をはじめ、「ねたみ」「憎しみ」他多様なものがある。「怒り」や「悲しみ」
への対処の応用として、他の感情への対処についても考えさせる。また、自他のために「喜び」
や「楽しさ」といった感情を生み出すためにできることも考えさせたい。

２　進め方

　⑴　自分が解決を図りたい感情や、「喜び」などの高めたい感情を挙げて、樹にネーミングをする。
　　　（例…「友だちに喜びを与える樹」）
　⑵　その対処方法を考え解決の樹を作る。

※ワークシートの部分を拡大して下さい。

「解決の樹」を作ろう

ワークシート

　年　　組　　番　名前（　　　　　　　　　　　　）

　樹
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※ワークシートの部分を拡大して下さい。

「リフレーミング」

リフレーミング応用資料

１　趣旨

　○ 　見方を変えることをリフレーミングという。自分の性格や特徴を否定的にとらえがちな生徒が
いるが、自分が短所であると思っていることであっても、見方によっては長所であることに気づ
かせ、自分と他の人の良いところを認めていこうとする気持ちをもたせたい。また、ものの見方
や心のもち方を変えることで、日常生活の充実感や人間関係も変わってくることを認識させたい。

２　進め方

　⑴　１の 10 の言葉について各自リフレーミングをする。
　⑵　グループ内でそれぞれのリフレーミングについて発表する。
　⑶　２に自分の短所を２つ思い浮かべ、書き込む。
　⑷　グループ内でワークシートを交換し、友だちの短所をリフレーミングする。
　⑸　友だちが書いてくれたリフレーミングを読む。

ワークシート

　年　　組　　番　名前（　　　　　　　　　　　　）

　「あなたの短所は何ですか。」と聞かれたら何と答えますか。自分が短所だと思っている

ところも見方によっては長所になります。そのように見方を変えることをリフレーミング

といいます。ものの見方や心のもち方で考え方や感じ方もずいぶん変わってきますね。

１　次の言葉をリフレーミングしてみましょう。

１　頑
が ん こ

固　　　　→ ６　でしゃばり　→

２　調子に乗る　→ ７　堅
かたくる

苦しい　　→

３　おとなしい　→ ８　すぐ人に頼る→

４　あきっぽい　→ ９　臆
おくびょう

病　　　    →

５　慌
あわ

て者　　　→ 10　おおざっぱ   →

２　私の短所を友だちにリフレーミングしてもらいましょう。

⑴：

⑵：

リフレーミング

リフレーミング



― 12 ―

１　ねらい

　○　異年齢の集団の中で、自分の良さや仲間の尊さに気づき、人を思いやる態度を身につける。

２　趣旨

　○　本資料は、けがをして試合に出られなかった「僕」が、自分本位な考え方でチームメイトに不
満を感じている時に、仲間や自分の代わりに試合に出た後輩の言葉や態度を通して、思いやりの
心の大切さに気づき、それを行動に移していこうとする様子が描かれている。児童期から青年期
へと成長する過程の中で、その場の自分の思いにとらわれて周囲に失望するのではなく、視野を
広げ、共に過ごす人々を大切に思える気持ちを育てたい。

３　配慮事項

　○　部活動に所属していない生徒や集団生活の中で悩んでいる生徒の実態を事前に把握し、授業中
や授業後の指導に留意する必要がある。

　○　まずは１ページ目だけを提示し、試合に出られなかったことへの葛藤について考えさせるのも
よい。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　違う学年の人と交流した経験を話し合う。
　　
２　資料を読んで、春の大会での僕の気持ち
　を考える。

　・せっかくがんばってきたのに試合に出ら
　　れないのが悔しかった。
　・後輩が試合に出るのがおもしろくなかっ
　　た。
　・自分がけがで出られない試合でチームが
　　勝ち、みんなが喜んでいるのがおもしろ
　　くなかった。
　・自分の悔しい気持ちを、誰も分かってい
　　ないと感じた。

　
　・自分勝手なことを考え、恥ずかしかった。
　・チームが負けることを願い、情けなかっ
　　た。
　・みんなが自分のことを思ってくれていた。
　・目標に向かって頑張ろうと決意した。

３ 「僕」の行動の変化を考える。
　　　　　　　　　　　

　・けがや病気をしている仲間や、試合に出
　　られない仲間や後輩への声かけや励まし
　　を行う。
　・準備や片付けなどをしっかりやる。
　・先輩の思いや考えを後輩へ伝える。

４　本時の感想や自分の体験について話し合
　う。

・小学校時代も含めて学校行事や登校班など
　の異年齢集団での体験を思い出させる。

・僕の思いは自分本位であることに気づかせ
　る。
・自分も僕と同じ気持ちになったことがない
　か自問させる。

・後輩の涙と僕の涙に着目し、僕の心の動き
　を「自分本位な考え方」「仲間に配慮でき
　る考え方」などの視点から考えさせる。
・仲間への思いが深まったことに気づかせる。

・試合後、後輩が言った言葉に再度着目し、
　日々の中で、後輩たちがどのような目で先
　輩たちを見ているのか、また評価している
　のかについて考えさせたい。

・自分を振り返り、似たような体験があれば
　発表し合い、異年齢の集団の中での自分の
　役割やこれからの行動を考えさせる。

「僕」は応援もせず、勝った後も暗い表情でいたのはなぜでしょう。

「涙が出た。」のはなぜでしょう。

「僕」が気づいた「自分の役割」とは何でしょうか。

№ ③ 分類 3－⑵－ア 資料名 先輩からのメッセージ 学年 全学年 領域 道徳 2－⑶
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「みんなと一緒に僕も歌える」～合唱を通して、仲間との関わりがＡ君を変えた～

　Ａ君の場合はこれらの要素がうまく作用し、自分の存在に自信と誇りをもつことにつながっていったのだ
と確信している。
　Ａ君は中学校卒業後高校に進学し、現在は専門学校で自身の希望する職業に就くための勉強をする傍ら、
本校コーラス部の卒業生が多く所属する合唱団で毎週練習に参加し、年間にいくつかのステージに立って生
き生きと活動を続けている。
　その日もＡ君は後輩たちと共に軽く発声練習をした。後輩たちは「やっぱり先輩はすごいなあ。」とＡ君
を手本に練習に励んだ。照れながらも、後輩たちに慕われているＡ君は本当に頼もしい。Ａ君は、後輩たち
の練習をしばらく見学した後、にこやかな表情で家路についた。　　　　　　　　　　（コーラス部顧問）

　「先生、Ａ先輩が差し入れを持ってきてくださいました。」
　本校のコーラス部には卒業生たちが後輩たちを激励にやってくる。そんな先輩たちの中でもＡ君は、度々
訪ねてくれる先輩の一人だ。
　Ａ君は小学校時代、自分の中に思い入れがあって、それに反する事態が起きるとパニックを起こし、人や
物にあたったり、大きな声を出して学校中を走り回るという状態があった。そんなＡ君の中学校入学に際し
ては、関係機関にも今後の指導方針について意見を聞く必要があった。
　Ａ君は本校入学後、コーラス部に入部した。Ａ君の小学校時代を知っている部員の間で、部内にトラブル
が増えるのではないかとの動揺があったが、心配したほどの大きなトラブルもなく活動を続けることができ
た。では、なぜＡ君はそんなに変わることができたのだろう。
・心の拠り所ができた。
　　Ａ君にとって、コーラス部は安心できる居場所であった。人は、悲しい時には歌えない。だからこそ、
　日頃の活動の中で、お互いを認め合うことを活動の基本とした。
・「分かった、出来た」という実感や、自分が上達していく実感が得られた。
　　練習をつめば必ず上達できるような一人一人に合ったアドバイスを、教師や先輩を中心とした周囲の人
　が常に与えることができる集団作りをめざした。
・周囲の生徒がＡ君のハンディにとらわれず、歌の好きな一人の仲間として受け入れた。
　　入学当初から先輩たちや同級生たちが根気強くＡ君を支え続けた。
・一人一人がコーラス部の一員として活躍し、部に貢献することができた。
　　自分の働きが部に貢献できているという実感がもてる活動をめざした。Ａ君の努力が実り、上達し、活
　躍できる場所ができたことが大きな自信となった。
・同級生だけではなく、下級生からも認められ、慕われた。

姫路市立広嶺中学校コーラス部の取組参考資料

世界文化遺産記念フォーラムでの演奏 神戸新聞　2012（平成 24）年 10 月 24 日（水）

　姫路市立広嶺中学校コーラス部は、2005（平成 17）年創部、当初は 10 余名から活動を開始
しました。その後、全日本合唱コンクール関西大会において７回金賞を受賞し、全国大会にも
３回出場しました。コンクール以外にも、世界文化遺産記念フォーラムでの記念演奏などを行
い、地域の文化活動の高揚に貢献しています。
　「優れた歌声を創り出すためには、みんなが認め合えて、自分に自信をもっていることが大
切だ。」という顧問の先生の考え方のもとに、学年を越えて励まし合い、高め合い、日々の練
習に励んでいます。そのつながりは卒業後も続いています。
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学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　友だちの存在について考える。

２　「なつみ」の気持ちを考える。

　・逆らえない雰囲気があった。
　・余計なことは言わない方がいい。
　・自分がいじめられる心配がある。
　

　・ユミには悪いけど仕方がない。
　・自分が無視される立場になりたくない。
　・本当はいじめはダメだと言いたい。
　
３　ユミからのメールを受けて、「なつみ」
　が打ち始めたメールについて考える。

　・ユミへ…無視をしてごめんね。
　・みずほへ…やっぱりいじめはよくないか
　　らもう無視はやめよう。

４　いじめの構造を踏まえ、いじめを絶対許
　さない学校・学級づくりについて考える。

　・腹が立つことがあっても相手を無視した
　　りせず、話し合って解決する。
　・傍観者でなく、仲裁者になれるようにす
　　る。
　・一人一人の個性や違いを大切にする。
　・「いじめは絶対許さない」をスローガン
　　にしてみんなで取り組む。

・話をしたり遊んだり、時には相談したりし
　ていることを捉えさせる。

・無視に同調したり傍観したりすることは、
　いじめをしているのと同じであることを捉
　えさせる。

・いじめの被害者は、悲しく苦しい気持ちで
　あることはもちろんであるが、いじめに同
　調したなつみも苦しんでいることを理解さ
　せる。

・ユミからのメールを受け取った時のドキッ
　としたなつみの心の痛みを考えさせる。
・自分の過ちに気づき、仲裁者として勇気を
　出して行動することの大切さに気づかせる。

・いじめの構造を理解させるとともに、これ
　までの自分の言動を振り返り、人としての
　在り方を考えさせる。
・いじめの未然防止や解消には、まわりの人
　がいじめは人権侵害であり絶対に許さない
　という態度を示すことが大切であることを
　理解させる。

１　ねらい

　○　いじめに同調したり傍観することなく、互いの違いを認め合い、いじめは絶対に許さないとい  
　　う態度を身につける。

２　趣旨

　○　友だちを無視する行為に同調した「なつみ」の行為は、いじめと同様であることに気づかせる
とともに、いじめの未然防止や解消のためには、まわりの人がいじめは絶対に許さないという態
度を示すことの大切さを理解させる。

　○　いじめは、「相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」ことを理解
させるとともに、子どもたちが人の痛みを思いやることができるよう人権意識の高揚を図る必要
がある。

３　展開例

４　参考

　○　中学生用「いじめを許さない人権教育教材」（平成 25 年　兵庫県教育委員会）から引用

みずほからのメールに対して、なぜ「なつみ」は『どうして』と返信しなかったのでしょう。

「なつみ」は、ユミを無視している時、どんな気持ちだったのでしょう。

「なつみ」は、誰に、どんな内容のメールを打ち始めたのでしょう。

№ ④ 分類 2－⑵－ア 資料名 どうして？ 学年 全学年 領域 道徳 4－⑶

　いじめを絶対許さない学校・学級づくりのために、自分にできることは何でしょう。
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１　ねらい

　○　自分では意識をしていなくても、人の心を傷つけている場合があることに気づき、相手の立場
　　に立って物事を考える姿勢を身につける。
　○　いじめは重大な人権侵害であることを再確認し、いじめをしない、許さない態度を身につけ、
　　望ましい友人関係を築くためにどのように行動するべきかを考える。

２　趣旨

　○　生活の中には様々な「笑い」があるが、感動からくる「笑い」といじめや差別意識による「笑
い」を区別し認識する必要がある。

　○　友だちや学級の変化を感じとれるような生徒や学級作りを進めたい。

３　配慮事項

　○　学級の実態を把握し、学級のなかに状況が重なる生徒がいる場合は、配慮して指導を進める。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　「健二」と学級のみんなの関係について
　考える。

　・人気者である。
　・学級をいつも盛り上げてくれる。
　・みんなを笑わせるムードメーカーである。

２　「健二」の気持ちを考える。

　・みんなに馬鹿にされているようでつらい。
　・注目されてうれしい。

３　僕の気持ちについて考える。

　・「健二」も一緒に楽しんでいたと思って
　　いたのに、本当は困っていたことを初め
　　て知った。
　・深く傷つけていた（いじめであった。）
　　ことに気づいた。
　・自分も加害者の一人と気づいた。

４　僕がこれからどうすべきかを考える。

　・先生やみんなに「健二」の気持ちを伝え
　　る。
　・「健二」にいじめられていることに気づ
　　けなかったことを直接謝る。　
　・相手の気持ちを考えずに人を笑いものに
　　していたことを反省し、同じことを繰り
　　返さないようにする。

・周囲の生徒から見ると、本人も楽しんでい
　るように見え、それがいじめであることに
　気づいていないことを認識させる。

・周囲がそのつもりはなくても、すでにいじ
　めの構図ができていることを捉えさせる。
・健二がなぜ「いやだ。」と言えなかったの
　かについて考えさせる。

・一見楽しそうに見えることにも、実は悲し
　い思いをしたり、つらい思いをしている人
　もいる可能性があることに気づかせる。
・健二のお母さんの様子に着目させ、いじめ
　は家族の人も苦しめることを認識させる。

・相手の気持ちを考えない笑いがいじめとな
　ることを理解させる。
・理由を発表させることで、自分と重ね合わ
　せ、望ましい友人関係を作るために必要な
　行動を考えさせる。
・傍観者から仲裁者へとなるために、判断力
　と一歩を踏み出す勇気をもつことの大切さ
　に気づかせる。

「健二」は学級の中でどのような存在なのでしょう。

「アイドルやから。」と言われた時、「健二」はどんな気持ちだったでしょう。

「健二」の様子と一言が、なぜ僕の頭から離れなかったのでしょう。

僕は、この後どうするでしょう。

№ ⑤ 分類 2－⑵－ア 資料名 本当に人気者？ 学年 １年 領域 道徳 4－⑶
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■いじめについての正しい認識を徹底すること

　「弱い者をいじめることは人間として絶対に許されない。どのような社会にあっても、いじめは許されない、
いじめる側が悪いという明快な一事を毅然とした態度で行き渡らせる。いじめは子どもの成長にとって必要な場
合もあるという考えは認められない。またいじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様
に許されない。」（文部科学省）という見解を生徒や保護者に徹底し、いじめは決して許さないという断固とした
姿勢を学校が示すことが必要です。
　いじめ問題についての過去の事例の分析を行い、「いじめはどの子どもにも、どの学校においても起こりうる。」
との認識のもとに、教職員が自らの問題としてとらえ、学校をあげて取り組んでいこうとする雰囲気をつくるこ
とが必要です。生徒に対しては、年度初めの学級開きの日に話をし、全校集会や学年集会、日々の学級生活のな
かで、折りに触れ語り続けることが必要です。

■人権教育資料を活用した学習を計画的、系統的、継続的に行うこと

　人権教育資料を活用した学習を平素から行い、生徒たちが自分たちの生活のなかにいじめにつながる事例がな
いかどうかを振り返ったり、そうした場面に遭遇したときに、自分がどのような行動をとるだろうかということ
について考えることは、大切なことです。
　○参考となる人権教育資料
　・中学生用教育資料「きらめき」から
　　「プロレスごっこ」（平成 14 年度版）
　　「どうして？」「本当に人気者？」「ケータイ・スマホ…あなたは大丈夫？」（平成 25 年度版）
　・中学生用「いじめを許さない人権教育教材」から
　　「大切なことは」「パソコンの向こうには」

■生徒の自尊感情の高揚を図ること

　生徒たちの自尊感情の高揚を図ることは、いじめの発生を抑え、未然防止のうえで大きな力になります。自分
が認められていないと感じる生徒は、自分よりも弱い存在を探し、いじめに向かうこともあります。自尊感情は、
目標を達成したり、成功体験を積み上げることによって自分への自信を深めることから生まれます。また、他者
からの評価によって生まれることもあります。教職員からの温かい声かけが、「認められた。」という自己肯定感
につながります。直接的な声かけとともに、学級通信等を通して間接的に讃えることも効果的です。さらに、共
に過ごす仲間たちからの評価も重要です。そのために、生徒同士がお互いを讃え合う場面を、毎日の生活の中に
設定していくことが必要です。毎日の短学活でその日の仲間のがんばりを讃える場面を作ったり、教室に仲間の
良さについて掲示をするコーナーを設置するなど、さまざまな方法が考えられます。
　生徒たちは、周りの環境によって大きな影響を受けます。生徒たちにとって教職員の姿勢は、重要な教育環境
の一つです。教職員が子どもたちに対して愛情をもち、配慮を要する子どもたちを中心に据えた温かい学級経営
や教育活動を展開することが必要です。

■生徒たちの主体的な参加による活動を充実させること

　生徒会活動による自発的、自主的な活動で、いじめの防止を訴え、解決を図れるような取組を進めていくこと
は重要です。
　生徒会が中心となり、いじめをテーマに演劇を制作して上演し、全校生徒や保護者、地域に向けてのメッセー
ジを発信したり、「いじめをなくす宣言」や標語、ポスター等を作る取組を進めることも効果的です。また、定
期的に生徒会の運営委員会等を開催し、自分たちの生活を見つめる機会をもつこと、また全校朝会や生徒集会、
学年集会等の場面で、生徒会の役員をはじめ生徒たち自身が、平素からいじめの防止を訴え続けていくことも大
切です。
　さらに、「新入生を迎える会」の開催や、縦割りでの体育大会の運営等を通して、異年齢の交流のなかで、お
互いを認め合い助け合う関係を築くことも大切です。

■ネット上のいじめに対応すること

　インターネットの特殊性による危険を十分に理解した上で、ネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、
情報モラルに関する指導力の向上に努める必要があります。未然防止には、生徒のパソコンや携帯電話、スマー
トフォン等を第一義的に管理する保護者と連携した取組を行う必要があります。関係機関と連携し、その力を借
りていくことも重要です。

【参考資料】
　○　「いじめ対応マニュアル」（平成25年　兵庫県教育委員会）

いじめ未然防止のために参考資料
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１　ねらい

　○　障害のある人の願いを知り、互いに助け合って生きていこうとする気持ちをもち、実践する力
　　を身につける。

２　趣旨

　○　本資料は、中学校時代に卓球の選手として活躍した主人公が、その後難病を発症し絶望的な気
持ちになりかけたが、卓球を通して生きる希望を見出し、また、中学校時代からの仲間たちの支
えもあって前向きに生きている姿を描いている。

　○　主人公と仲間たちは、共に生きる姿勢でお互いを高め合って生きている。誰もが共生できる社
会の実現に向けて、自分にできることを考えさせたい。

３　配慮事項

　○　学級に、障害のある生徒や障害のある家族がいる生徒が在籍する場合は、事前にその気持ちを
聞いてみるなど十分に配慮する必要がある。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　同じ目標に向かって努力をしている仲間
　について考える。

２　「彼女」の気持ちを考える。
　○大好きな卓球に打ち込んでいた時
　

　・うまくなりたい。強くなりたい。
　・高校でも活躍したい。
　○病気が分かった時

　・もう卓球ができないのか。
　・健康な体にもどりたい。
　・何で私だけがこんな目に遭うのか。

３　「彼女」が障害を乗り越えて生きてきた
　力の源について考える。
　　

　・卓球を通して、心が強くなっていた。
　・支えてくれる人が周りにいた。
　・「彼女」も仲間も、互いに勇気をもらい
　　高め合えた。　

４  共生社会の在り方について考える。

　・「彼女」が病気のことで遠慮をしている
　　ときには励ますなど、自分のこととして
　　考えている。
　・障害の有無にかかわらず、共に生きる思
　　いをもって付き合っている。
　・一緒に苦労した仲間は、一生付き合って
　　いけるのかもしれない。　

・これまでの経験も踏まえ、悩みを打ち明け
　られるような友だちの存在について考えさ
　せる。

・目標をもって一生懸命練習に励み、充実し
　た生活を送っていたことを押さえる。

・「生きる希望を失いかけた」を手がかり
　に、悩み、苦しんだことを想像させる。

・常に前を向いて物事を考える彼女の様子に
　着目させる。
・本人の気持ちが強かったことに加え、仲間
　の存在も原動力になっていることを捉えさ
　せる。

・部活動の仲間たちの姿を通して、共生社会
　の形成に向けて、必要なことや自分にでき
　ることを考えさせたい。

「彼女」はどんな思いで部活動に取り組んでいたのでしょう。

病気が分かった時、どんなことを考えたのでしょう。

前向きに生きられるようになったのはどうしてでしょう。

卓球部の仲間たちについて、どんなことを感じますか。

№ ⑥ 分類 3－⑴－ア 資料名 前へ 学年 １・２年 領域 道徳 2－⑵
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　私がここにいるのは、スポーツによって救われたからです。スポーツは私に人生で大切な価値を教えてく
れました。それは、2020年東京大会が世界に広めようと決意している価値です。
　19歳のときに私の人生は一変しました。私は陸上選手で、水泳もしていました。また、チアリーダーでも
ありました。そして、初めて足首に痛みを感じてから、たった数週間のうちに骨肉種により足を失ってしま
いました。もちろん、それは過酷なことで、絶望の淵に沈みました。
　でもそれは大学に戻り、陸上に取り組むまでのことでした。私は目標を決め、それを越えることに喜びを
感じ、新しい自信が生まれました。そして何より、私にとって大切なのは、私が持っているものであって、
私が失ったものではないということを学びました。
　私はアテネと北京のパラリンピック大会に出場しました。スポーツの力に感動させられた私は、恵まれて
いると感じました。
　2012年ロンドン大会も楽しみにしていました。しかし、2011年３月11日、津波が私の故郷の町を襲いまし
た。６日もの間、私は自分の家族がまだ無事でいるかどうかわかりませんでした。そして家族を見つけ出し
たとき、自分の個人的な幸せなど、国民の深い悲しみとは比べものにもなりませんでした。
　私はいろいろな学校からメッセージを集めて故郷に持ち帰り、私自身の経験を人々に話しました。食糧も
持って行きました。ほかのアスリートたちも同じことをしました。私達は一緒になってスポーツ活動を準備
して、自信を取り戻すお手伝いをしました。そのとき初めて、私はスポーツの真の力を目の当たりにしたの
です。
　新たな夢と笑顔を育む力。
　希望をもたらす力。
　人々を結びつける力。
　200人を超えるアスリートたちが、日本中から、そして世界中から、被災地におよそ1,000回も足を運び、
５万人以上の子どもたちを励ましています。私たちが目にしたものは、かつて日本では見られなかったオリ
ンピックの価値が及ぼす力です。そして、日本が目の当たりにしたのは、「卓越、友情、尊敬」が、言葉以
上の大きな力をもつということです。

　日本において障害者スポーツが広まった契機は、1964年に日本で開催された東京パラリンピックです。各国の
選手たちが生き生きとスポーツをする姿に、日本の障害者や医療関係者、福祉関係者は深い感銘を受け、日本で
も障害者スポーツを盛んにしようとする動きが高まりました。そして、翌年には国民体育大会が開催された地で
身体障害者の全国スポーツ大会が開催されるようになり、次第に訓練の延長としてではなく、スポーツをスポー
ツとして楽しむという意識が生まれてきました。
　さらに、1998年に開催された長野パラリンピック冬季競技大会では、日本選手団のめざましい活躍が深い感動
を呼び、マスメディア等を通じて広く国民が障害者スポーツの競技性を認識し、関心をもつこととなりました。
　1960年の第１回ローマ大会の参加国は23カ国、参加人数は400人でしたが、2012年ロンドンパラリンピックの
参加国は164カ国、参加人数は4,310人となりました。　　　　　　　　
　パラリンピックに出場するためには、　　　　　　　　　　　　　　
　①大会で定められた標準記録を突破
　②世界ランキングの上位に入り出場権を獲得
　③世界選手権大会や地域選手権大会で出場権を獲得
などの厳しい条件をクリアしさらに国内の競技団体に選考されなければなりません。世界のトップアスリートだ
けが出場できる国際競技大会です。実施競技は、以下の通りです。（夏季…第14回、冬季…第11回　現在）
　夏季： 陸上競技、水泳、車いすテニス、ボッチャ、卓球、柔道、セーリング、パワーリフティング、射撃、
　　　　自転車、アーチェリー、馬術、ゴールボール、車いすフェンシング、ボート、
　　　　車椅子バスケットボール、視覚障害者５人制サッカー、脳性麻痺者７人制サッカー、
　　　　ウィルチェア－ラグビー、シッティングバレーボール
　冬季：アルペンスキー、クロスカントリースキー、バイアスロン、アイススレッジホッケー、
　　　　車いすカーリング

　1968年、故ケネディ大統領の妹ユニス・シュライバーは、当時スポーツを楽しむ機会が少なかった知的発達障
害のある人たちにスポーツを通じ社会参加を応援する「スペシャルオリンピックス」を設立しました。現在は、
スポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会を年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織とな
っています。
　2015年には第14回夏季世界大会がロサンゼルス（アメリカ）で、2017年には第11回冬季世界大会がシュラート
ミンク（オーストリア）で開催される予定です。夏季競技は15競技、冬季競技は７競技を実施しています。

2020 年五輪招致最終プレゼンテーション　佐藤真海さんのスピーチ

パラリンピック

スペシャルオリンピックス

パラリンピックシンボル
心・肉体・魂を表現している。

参考資料
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№ ⑦ 分類 3－⑵－ア 資料名 わが家のある日 学年 ２年 領域 特別活動（学級活動）

１　ねらい

　○　家族の状況や立場を理解しながら、家族の絆を強くするために自分ができることを具体的に考
　　え、実践しようとする。

２　趣旨

　○　一人一人が自分の生活を中心に考え、家族の結びつきが希薄になってきている昨今、改めて家
族の絆を見直す機会が必要である。

　○　家族のそれぞれの立場や役割を理解しながら、自分の今の生活を振り返り、自分が変わってい
くことで、より深い家族の絆を築いていけることに気づかせる。

３　配慮事項

　○　生徒の家庭状況の違いから、様々な意見がでてくることが予想される。いろいろな意見を聞こ
うという雰囲気の中で話し合えるようにし、価値の押し付けにならないように留意する。

　○　一人親家庭等、生徒の家庭環境を十分に把握したうえで、実態に応じた指導を行うことに留意
し、各生徒が現在の自分の環境のなかで、よりよい家庭生活をつくっていくために自分ができる
ことを考えようとする意欲をもたせる。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　自分の家族に対しての思いを話す。

２　この家族の状況について考える。

　・わたし（明美）：部活動で疲れている。
　　友だち関係で悩みがある。自分のことで
　　精いっぱい。
　・弟（茂樹）：母を手伝いたいと思ってい
　　る。イライラした雰囲気が嫌だと思って
　　いる。父にかまってもらいたいと思って
　　いる。
　・母親：仕事だけでなく家事を一人でやっ
　　て疲れている。子どもの反抗期に悩んで
　　いる。
　・父親：仕事で疲れている。子どもを気に
　　かけながら、気分転換もしたいと思って
　　いる。

３　家族の絆を深めるためにできることを考
　える。

　・料理や掃除などを一緒にする。
　・一緒に食事をする回数を増やす。
　・一緒にスポーツや音楽・映画鑑賞をする。
　・悩みを相談する。　
　・心配していることがあれば、伝え合う。
　・その時々の家族の状況や気持ちを想像す
　　る。　
　○明美が父に送ったメールの内容を考える。

４　家族生活の中の自分のことを振り返って
　みる。

・日頃思っていることを自由に発表させる。事
　後の指導が必要な意見がないか留意する。

・前半部分の家族の状況とそのときのそれぞ
　れの気持ちを考えさせる。
・小グループで、わたし、弟、父親、母親の
　それぞれの立場で気持ちを考えさせるとよ
　い。
・ロールプレーイングを活用し、役割指定を
　して考えさせる方法もある。
・後半の結びつきを深めていく方法も、同じ
　く役割分担して家族会議のように行うこと
　も考えられる。

・方法は多く考えられるが、共通の時間や経
　験を共有することは、お互いの気持ちを分
　かち合い理解し合うことにつながっていく
　ことを意識させる。
・自分の家族ではなく、資料の家族で考えさ
　せることにより、意見を出しやすくする。

・メールの内容を書かせ、発表させてもよい。

・今、自分が家族に対してできることを考え、
　実践しようとする気持ちをもたせたい。

この家族のそれぞれの悩みや思いを考えましょう。

この家族が絆を深めるにはどうすればよいでしょうか。



― 20 ―

№ ⑧ 分類 3－⑵－ア 資料名 翔の怒り 学年 ２年 領域 総合的な学習の時間

１　ねらい

　○　外国人や外国につながる人々の生活実態や願いを知り、共生社会の実現に向けて必要なことを
　　考える。

２　趣旨

　○　共生社会の実現のために、学校や地域コミュニティなどで外国人に関わる人たちがどのような
ことをしなければならないかを考えさせる。

３　配慮事項

　○　学級に在籍する外国人生徒の思いや家庭状況について、事前に指導者が把握しておく。
　○　日本や県内に在住する外国人の人口や生活実態などに関する資料を併用することで理解がより
　　深まる。（Ｐ 21 ～ 22 を参照することができる。）

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　資料を読む。

２　翔の心に灯った「あたたかな灯」につい
　て話し合う。

　・パウロの役に立ててうれしい気持ち。
　・外国人の仲間と気持ちが通じ合えた実感。

３　翔が母の話を聞いたあとに腹を立てた理
　由について話し合う。

　
　・母は気にしていると言いつつ、具体的な
　　行動に移さないことに不満があった。
　・困っている人に救いの手を差し伸べない
　　周囲の人たちの態度に怒りを覚えた。
　・パウロと母の言い争いに声をかけられず
　　帰った自分に腹が立った。
　

４　パウロの話を聞いた翔が取るべき行動に
　ついて話し合う。

　・パウロの悩みや思いを受け止める。
　・クラスの仲間にパウロの思いを伝え、パ
　　ウロをみんなで支えていこうと呼びかけ
　　る。
　・パウロのお母さんの悩みや願いを知り、
　　支援団体の情報等、解決のための方法に
　　ついて研究し伝える。

・事前に日本や県内に多数の外国人が在住し
ていることを、資料を活用して説明する。

・自分から声をかけ、小さなことから助け合
うことが共生への第一歩であることに気づ
かせる。

・外国人との共生には地域社会の理解と援助
が必要なことに気づかせ、外国人が就労し
ている職場も重要な地域コミュニティであ
ることを認識させる。

・そのまま帰ってきた自分に対する怒りでも
あることを理解させる。

・パウロの母がブラジルを愛し、母国への誇
りをもっていることを理解させる。

・外国人の思いを周囲の人がしっかり受け止
めることが大切であると気づかせる。

・外国人の支援団体やその活動の情報を収集
し、伝えていく必要性があることを理解さ
せる。

・共生社会の実現はすべての人の生活を豊か
にしていくことを理解させる。

翔の心に灯った「あたたかな灯」とは、どのような気持ちを表しているでしょうか。

パウロの笑顔を取り戻すために、どんなことができるでしょうか。

翔は、なぜ腹が立ってきたのでしょうか。
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外国人生徒や外国にルーツをもつ生徒、保護者への支援について

■子ども多文化共生センター

　　兵庫県教育委員会では、いろいろな国籍や文化をもつ人々が、お互いを
　理解し合いながら、共に住みよい社会をつくっていくことをめざした取組
　を続けています。
　　その中核施設として、平成15（2003）年に、子ども多文化共生センター
　を芦屋市に開設し、情報提供、教育相談、教材や書籍の展示、ボランティ
　アの登録などを行っています。「多文化共生」をキーワードにいろいろな
　人がつながる場所となっています。学校や関係機関と連携して支援にあた
　るほか、県内各地域で出張教育相談も実施しています。
　　ホームページでは、次の内容について情報発信しています。
　・学校で使える会話文例や通知文
　　等（多言語版）
　・多文化共生教育にかかわる資料
　・外国人児童生徒の受入や日本語
　　指導にかかわる資料
　・イベント・研修会の情報
　・ボランティアの情報
　・センター通信
　・教育相談窓口等連絡先　　　　　　　　　　　　　　　
　○　℡：0797－35－4537

■ＮＰＯ法人関西ブラジル人コミュニティＣＢＫ

　　ブラジルにルーツをもつ児童・生徒・保護者のコミュニティです。
　○　主な活動
　　・ＣＢＫ子ども教室（ポルトガル語教室と日本語の学習）
　　・フェスタジュニーナ、カーニバル等のお祭りの紹介
　　・成人ブラジル人への学習支援（日本語教室）
　　・日本人成人のための講座、教室（ポルトガル語教室、料理教室、ダンス講座）
　　・サッカー教室
　○　場所：神戸市中央区山本通３－ 19 －８  ３F　℡：078 － 222 － 5350

■民族子ども会コッキリの会

　　韓国・朝鮮にルーツをもつ児童・生徒・保護者を対象にしています。学ぶだけでなく、悩み相談をした
　り将来の夢について語り合ったりするなど、コミュニティとしての機能を味わっています。
　○　主な活動
　　・夏休みに一泊二日のサマーキャンプ
　　　　民族の歴史や文化、言葉について学んでいます。また、子ども同士、親同士が語り合います。
　　・年間を通じて、料理教室、チャンゴ教室、ハングル教室を開催。
　○　連絡先：西宮市教育委員会人権教育推進課　℡：0798 － 35 － 3890

■公益財団法人兵庫県国際交流協会

　　兵庫県の外郭団体として、多文化共生の社会づくり、県民の国際交流活動の
　促進、国際性豊かな社会の創造に寄与することを目的に設立されました。外国
　人県民インフォメーションセンターを設置し、外国人に対する様々な相談に応
　じています。
　○　相談例
　　「学校で配布されるプリントの内容が、両親とも日本語ができないためわか
　らないので教えてほしい。」
　　対応…まずはＦＡＸで国際交流協会にプリントを送ってもらい、翻訳し電話
　　　　　で内容を伝えている。
　　他に、労働条件や医療関係などの相談内容が増えている。
　○　平成24年度の相談件数…約3,400件 
　○　場所：神戸市中央区脇浜海岸通 1丁目 5番 1号  ℡：078 － 382 － 2052

2013（平成 25）年 6 月末現在

兵庫県内在留外国人数

（「法務省在留外国人統計表」で検
　索すると最新情報が入手可能）

参考資料

ホームページ　子ども多文化共生センターで検索

母語教室の様子

国　　籍 人　数
韓国・朝鮮 48,778
中国 23,705
ベトナム 4,931
フィリピン 3,498
ブラジル 2,612
米国 2,199
インド 1,480
台湾 975
ペルー 882
インドネシア 728
タイ 706
英国 620
ネパール 617
カナダ 468
オーストラリア 435
フランス 303
ドイツ 229
ロシア 212
パキスタン 177
マレーシア 174
ニュージーランド 167
シンガポール 126
ラオス 126
スリランカ 119
イタリア 118
その他 2,108
総　数 96,493
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参考資料

■　現在日本に住んでいる外国人の数とその国籍について教えてください。
　 　2013（平成 25）年６月現在の日本国内の在留外国人数は、2,049,123 人となっています。国籍別では、中国

が一番多く 647,230 人（構成比 31.6％）、２番目が韓国・朝鮮で 526,575 人（同 25.70％）です。1980 年代後半
のバブル景気により、外国人受け入れの議論が活発化しましたが、1990（平成２）年の入国管理法の改正では、
いわゆる「単純労働」のための外国人受け入れは認められませんでした。しかし、「日系人」「研修生」「エンター
テナー」等を例外的に受け入れるようになり、その結果外国人が急増しました。1990（平成２）年 12 月の外
国人登録者数は、1,075,317 人であり、この 25 年間で日本に住んでいる外国人数は約２倍になりました。

（法務省在留外国人統計）
■　外国人の在留資格のうち特別永住者について教えてください。
　 　特別永住者とは、1991（平成３）年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等

の出入国管理に関する特例法」により定められた在留資格または当該資格を有する者で、1945（昭和 20）年
以前から引き続き日本に居住している韓国・朝鮮人及び台湾人とその子孫のことをいいます。1910 年代当初、
日本にいる朝鮮人は 800 人ほどでしたが、1910（明治 43）年の韓国併合によって急増します。1920 年には約
３万人、1930 年には約 30 万人、1940 年には約 120 万人、1945 年には 200 万人近くまで増えました。その理由は、
生活苦などから中国東北部や日本への移民となる人々が増えたこと、日本の労働力不足を補うために 1939 年
ごろから朝鮮人の強制連行が行われたことが考えられます。渡日した朝鮮人の多くは、炭鉱、港湾工事、道路
舗設、ダム建設、鉄道工事などの産業に従事しました。しかし、1952（昭和 27）年の平和条約によって在日
朝鮮人、台湾人は一律外国籍となったことから、こうした人々の永住を認めるための資格です。

（高校生用教育資料「HUMAN　RIGHTS」）
■　戦争が終わったのに朝鮮半島に帰らなかったのはなぜですか。
　　第二次世界大戦後 1946（昭和 21）年までに、帰還希望の在日朝鮮人 140 万人が朝鮮半島に帰りました。しかし、
　朝鮮半島での生活の基盤がすでに失われていたこと、日本で蓄えた財産の持ち帰りを禁止されたこと、さらに
　朝鮮が南北に分断され政情不安となっていたことなどの理由から、帰りたい気持ちはあっても帰れない人々も
　多くいました。　　　　　　　　　　　　（「知っていますか？在日韓国・朝鮮人問題一問一答」（解放出版社））
■　外国人住民が直面する主な課題はなんですか。
　 　まず、コミュニケーションに関するものです。日本語習得の機会や、通訳・翻訳サービスが少ないといった

ことです。次に、生活に関するものです。健康保険や年金の加入率が低い、就学の義務がなく不就学児童生徒
が存在する、雇用が不安定で日本での生活が安定しない、災害に不慣れでスムーズに避難できないといったこ
とです。さらに、地域社会との関係に関するものです。地域住民と接点がなくなじめない、文化摩擦や偏見か
ら差別に遭うといったことです。　　　　（「知っていますか？在日韓国・朝鮮人問題一問一答」（解放出版社））

■　外国人が本名を名乗っていないことがあるのはなぜですか。
　 　生まれてきた子どもの名前をつけるとき、相当な労力と神経を注ぎ、その名前に熱い願いをこめます。その

大切な本名を使わないということは、使うことで不利益があるということです。本名を名乗ることでいじめら
れたり、就職や結婚のとき差別されるのではないかという心配があるからだと言われています。外国人生徒が
本名を名乗り、民族的自覚や誇りを確立できる状況をつくらなければなりません。そのためにも、外国人生徒
の自尊感情の形成を促すとともに、母国の文化や言語にふれる学習機会に努めなければなりません。そして、
すべての生徒に外国人に対する偏見や差別の不当性についての認識を深めさせなければなりません。入学試験
や就職試験、また海外への修学旅行等の機会に、通称名で生活をする生徒の本名が周囲に知れるといったこと
がないように、十分に配慮することも必要です。（「外国人児童生徒にかかわる教育指針」　兵庫県教育委員会）

■　日本人と同じ権利をもつために「帰化」してはどうですか。
　 　外国人が、日本人と同じ権利や義務をもとうとすれば、「帰化をする」（日本国籍を取得する。）という方法

もあります。しかし、だれにとっても「自分は何者であるのか」というアイデンティティは尊重されるものです。
自分のルーツについて誇りをもって生きたいという願いがあります。そうした思いに応えるために、県内でも
さまざまな取組が行われています。「マダン」もそのひとつです。韓国・朝鮮文化をより広く理解してもらう
ため舞踊や楽器演奏などが行われ、会場ではチヂミ、キムチなどの屋台が立ち並び、最近では他の外国の文化
の紹介もされています。また、かつては外国籍の生徒は各種スポーツ大会への参加などに制限がありましたが、
1997（平成９）年には日本中学校体育連盟が外国人学校にも同連盟主催大会への参加を承認し、2006（平成
18）年の「のじぎく兵庫国体」からは、外国籍選手、監督の参加資格が大幅に緩和され、在日外国人に対して
ほぼ全面的に門戸が開放されました。開会式のイベントには初めて外国人学校の生徒たちが組織的に参加しま
した。帰化の是非ではなく、帰化を望まない外国人が日本での生活の上で受ける制限を緩和していくことは必
要なことです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高校生用教育資料「HUMAN　RIGHTS」）

　 　日本同様、世界の多くの国々では、今後人口減少・高齢社会を迎えます。労働力人口の減少、とりわけ介護・
看護労働者の不足は大きな問題です。外国人の積極的な受け入れは、経済発展や福祉の向上に寄与するという
考え方もあります。また、文化は、異なる視点から刺激を受けて変化、成長してきました。外国人住民が新し
い地域文化を創造することがあり、一例として、北海道のニセコ町では、オーストラリア人の移住によってス
キー場経営が軌道に乗り、町が活性化したといわれています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「人権啓発指導者養成研修会資料」  2013 年　法務省）
【参考資料】

　○　「外国人児童生徒にかかわる教育指針」（2000（平成 12）年　兵庫県教育委員会）

■　多文化共生は、どんなメリットを日本にもたらせますか。
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№ ⑨ 分類 2－⑵－イ 資料名 会いたい 学年 ２年 領域 社会

１　ねらい

　○　拉致問題が重大な人権侵害であることを理解するとともに、解決に向けて一人一人が考えるこ
　　との大切さを認識する。

２　趣旨

　○　拉致被害者やその家族の苦悩や願いについて考えさせ、自らの問題として考えていこうとする
姿勢を育てる。

　○　在日韓国・朝鮮人の人々の思いを理解しながら、真の解決に向けて一人一人が何をすべきかを
考えさせる。

３　配慮事項

　○　地域性や外国人生徒へ配慮し、人と人との関係は国家の利益に左右されることはないことを理
解させる。

　○　政治的、政策的な問題には触れないようにし、人道的な観点からの学習を進める。

４　展開例

５　参考

　○　本教育資料（平成 14 年度版）№９「私が私であるために」の学習とつなげていくことができる。
　○　学習にあたっては、アニメ「めぐみ」も活用できる。

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　資料を読む。

２　拉致被害者の家族の思いを考える。

　・ずっと毎日心配するだろう。
　・楽しいと感じることがなくなる。
　・時間が止まってしまう。
　・夢も希望もなくなる。

３　在日韓国・朝鮮人の人々の思いを知る。
　○拉致問題のことを聞いてきた時のユミの
　　気持ちを考える。
　・わたしのことをどう思っているのか。
　・在日韓国・朝鮮人がいじめられないかな。
　・早く解決してほしい。

　

　・悩みに気づいてあげられずにごめんね。
　・ユミには何も責任はないよ。
　・これからもずっと友だちでいてほしい。
　・いっしょにできることを考えよう。

４　解決のためにできることを考える。
　○「私にできること、私がしなければなら
　　ないこと」について考える。
　・いろいろな人権課題に目を向ける。
　・「被害者や家族の悩みや願いを忘れてい
　　ない。これからも忘れない。」というメッ
　　セージを伝え続ける。

・拉致問題についての補足説明をする。

・自分の家族がいなくなった状況を想像しな
　がら、考えさせる。
・横田さんのお母さんのメッセージをもう一
　度読んでもよい。

・拉致問題は国家の一部の指導グループによ
　る犯罪行為であり、在日韓国・朝鮮人の人
　人、また北朝鮮の国民には罪はないことを
　認識させる。
・拉致問題に関連して在日韓国・朝鮮人の人
　人へのいじめがあった事実を伝え、そうし
　た行動の過ちに気づかせる。

・一人一人を尊重し、理解し、共生を求めて
　いくことが、真の解決につながることを認
　識させる。

・拉致問題は必ず解決しなければならない問
　題であることを認識させ、社会全体で解決
　を図ろうとすることが必要であることを認
　識させる。
・自分の言動が、悩みを抱える人に勇気や希
　望を与えることを認識させる。

「突然この家からいなくなったら…」に続く気持ちを考えましょう。

「私」はユミにどんな話をするのでしょう。
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拉致問題とは

　1970年代から1980年代にかけ、多くの日本人が不自然な形で行方不明となりました。日本の当局による捜査や、
亡命北朝鮮工作員の証言により、これらの事件の多くは北朝鮮当局による拉致の疑いが濃厚であることが明らか
になりました。
　平成14（2002）年９月17日、第１回日朝首脳会議において、北朝鮮は長年否定していた日本人拉致を初めて認
め、謝罪しました。
　日本政府は、北朝鮮当局による拉致被害者として、これまでに17人を認定しました。このうち５人については、
北朝鮮当局が生存を認め、その後この５人は日本に帰国しました。残る12人の被害者について、横田めぐみさん
や有本恵子さん（神戸市）を含む８人は死亡、4人は未入境であると、北朝鮮当局は主張しています。日本政府
は、死亡したとされる８人について、「死亡」を裏付けるものが一切存在しないため、被害者は生存していると
いう前提に立って被害者の即時帰国と納得のいく説明を行うように北朝鮮当局に対して求めています。このほか
にも拉致の可能性を排除できない事案があるとの認識の下、調査・捜査を進めています。
　政府は、総理大臣を本部長、拉致問題担当大臣、内閣官房長官及び外務大臣を副本部長とし、すべての国務大
臣を構成員とする拉致問題対策本部を設置しています。そして、被害者家族は、平成９（1997）年３月に「北朝
鮮による拉致被害者家族連絡会（家族会）」を結成しました。また、支援団体として、「北朝鮮に拉致された日
本人を救出するための全国協議会（救う会）」、「北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する
議員連盟（拉致議連）」、「特定失踪者問題調査会（調査会）」等があります。
　国際連合においては、平成15（2003）年以来毎年、日本が提出している北朝鮮人権状況決議が採択され、北朝
鮮に対し拉致被害者の即時帰国を含めた拉致問題の早急な解決を強く要求しています。

兵庫県内の中学生の皆さんへ　　　　　　　　　　　　有本　明弘　嘉代子　　
　娘恵子は、1960（昭和35）年、私たちの三女として、この長田に生まれました。幼いころからおとなしく
て、引っ込み思案でしたが、私たちの言うことをよく理解してくれる子どもでした。
　そんな恵子が、私たちの反対を押し切って、どうしてもやりたいと言ったことがありました。ヨーロッパへの
語学留学でした。恵子は高校に進学したころから英語への興味が高まり、神戸市外国語大学に進学しました。そ
して卒業の直前になって、「イギリスに留学したい。」と言い出したのです。費用もコツコツと自分で貯めてい
たようです。恵子の幼稚園の時の先生も「引っ込み思案だった恵子さんが一人で外国へ行きたいと言い出すなど
信じられない。」と言われましたが、それだけ、英語への関心が高く、自分の夢を実現したいという思いが強か
ったのだと思います。留学中の恵子は月に一度は手紙をくれていました。とても楽しそうで、とても積極的にな
っていたように感じました。しかし、その留学先で拉致をされたのですから、今となっては、「どうしてあの時、
どんなことをしてでも留学を止めなかったのか。」と後悔の念ばかりが募ります。
　1983年に音信が途絶えてから、30年の月日が経ちました。しかし、恵子のことを忘れる日など一日もあり
ませんでした。「ちゃんとご飯食べているのかな」と、いつも思っています。「どんな気持ちで過ごしているの
だろう。ずいぶん苦しい思いもしているのだろう。あの子の人生はいったい何なんだろう。」いろんなことを考
えてしまいます。私たちに心配をかけ、悲しませたことについても恵子は苦しんでいるのではないかと想像しま
す。拉致が分かった20年前から、私たちは夫婦二人で救出を訴えてきました。街頭で署名も求めました。しか
し、はじめのころはその署名もほとんどしてもらえませんでした。2002年、日本の首相が訪朝してやっと大き
くとりあげられるようになりました。恵子が帰ってきてくれるその日まで、私たちは取組を続けます。決してあ
きらめません。
　しかし、これまで、多くの人たちに支援をしてもらいました。ずっと支援をしてくださっている方がこんな手
紙をくださったこともありました。「今は、東北に震災の復興のお手伝いにきています。でも、有本さんのこと
は忘れてないからね。」という内容でした。「ある人の悲しみに気づける人は、いろんな人の悲しみにも気づけ
るのかもしれない。ひとつの課題に関心のある人は、他の多くの課題にも関心をもっているのかもしれない。」
ふと、そんなことを思います。
　在日朝鮮人の方の中にも、ずっと手紙をくださる方がおられます。メッセージと絵を刻んだ置物を送ってくだ
さったこともありました。そこには、「一日も早く会えますように」という文字が刻まれていました。その方も、
ご家族は今も北朝鮮におられ、会うこともできないようです。国交が正常化されて、いろんな問題が解決するこ
とを願っておられます。そう考えたら、私たちも、在日朝鮮人の方々も願いは同じなのかもしれません。拉致問
題に関して、在日朝鮮人へのいじめが起こったことがありました。在日朝鮮人の方には何の罪もありません。人
をいじめることは、ひきょうなことです。同じ人間として、仲良くするのは当然です。
　私たちが、恵子のことをずっと思い続けているように、みなさんのご家族も、いつもみなさんのことを考えて
おられます。心配をかけないようにしてあげてくださいね。そして、先生方のおっしゃることもよく聞いてくだ
さいね。先生方もみなさんのことをいつも考えておられますよ。
　多くのことを学んで、いろんなことに関心をもって、だれもが「この国に生まれてよかった。」と思える国に
してください。これからの日本をよくできるのは、中学生のみなさんです。　　　　　平成25年12月　

参考資料
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№ ⑩ 分類 3－⑵－イ 資料名 今の私にできること 学年 ２年 領域 特別活動（学校活動）

１　ねらい
　○　ボランティア活動の趣旨を理解するとともに、事例を通して支えあって生きることの意味につ
　　いて考える。

２　趣旨
　○　被災地でのボランティア活動などにあたっては、被災者の願いを知ることが大切であり、その

ためには、体験や想像力が必要である。特に被災者の心に寄り添うことが重要である。
　○　ボランティア活動は時間の経過とともに変化する被災地からのニーズを捉えながら継続してい

くことが必要であることを認識させる。

３　配慮事項
　○　被災地から避難してきている生徒が学級に在籍している場合は、事前にその生徒の家庭状況や

心の状態をしっかり把握しておく必要がある。
　○　阪神・淡路大震災や東日本大震災におけるボランティアの実践記録や心のケアに関する資料等

を活用して、事前・事後指導を行う。

４　展開例

５　参考

　○　第 33 回全国中学生人権作文コンテスト法務大臣政務官賞受賞作品の「『思い』を受け止め『心』
　　をつなぐ」（西宮市立大社中学校３年　投石　萠さん）を参考とすることができる。
　　http://www.moj.go.jp/content/000116361.pdf

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　資料を読む。

２　先生の言葉の意味について、話し合う。

　・被災者の願いを想像することが、活動の
　　第一歩であり、そのうえでかける言葉を
　　考えよう。
　・阪神・淡路大震災の時の被災者の様子を
　　知ることが、東北の方々に対する効果的
　　なボランティア活動につながる。

３　被災者の言葉のもつ意味について、話し
　合う。
　

　・自分の思いを受け止めてくれたことへの
　　感謝の気持ち。
　・一緒に泣いてくれたことに対するうれし
　　さ。

４　「ユリ」の提案について、話し合う。
　○「ユリ」はどんな言葉にしたいと思った
　　のか考える。
　・「無理せず、少しずつ。」
　・「共に、生きましょう。」
　・「一人じゃない、みんながいるよ。」
　・「ずっと忘れないでいるよ。」
　○復興のために自分にできるボランティア
　　を考える。
　・現地の様子について関心をもち続け、状
　　況を知り多くの人に伝える。
　・必要な物資の支援を続ける。

・阪神・淡路大震災の教訓が、東日本大震災
の復興支援に活かされること、ボランティ
ア活動に携わるとき、受ける人の気持ちや
状況を考えて行うことが大切であることに
気づかせる。

・共感の姿勢で話をきちんと受け止めること
が、被災者の心のケアにとって重要である
こと、そうした心を支える活動もボラン
ティアの大切な活動のひとつであることに
気づかせる。

・なぜその言葉を選んだのか、理由も併せて
発表させる。

・がんばれない時はがんばらなくてもいいこ
と、泣きたい時は泣けばいいこと等、被災
した人の心に寄り添うことについて気づか
せる。

・ボランティア活動には様々な方法があり、
今の自分にできることを考え実行し、継続
的に行っていくことの重要性を認識させ
る。

先生は、クラスのみんなに何を伝えたかったのでしょう。

被災者の「ありがとう」には、どんな気持ちが込められていたのでしょう。



― 26 ―

参考資料

阪神・淡路大震災（兵庫県） 東日本大震災（岩手県､ 宮城県､ 福島県）

期間（H7 ～ 8） 延べ活動者数（人） 一日平均（人） 期間（H23 ～ 24）延べ活動者数（人） 一日平均（人）

1/17 ～ 2/17 620,000 20,000 3/11 ～ 4/11 112,700 3,500

2/18 ～ 3/16 380,000 14,000 4/12 ～ 5/11 181,000 6,000

3/17 ～ 4/18 170,000 5,200 5/12 ～ 6/11 142,500 4,600

4/19 ～ 5/21 36,000 1,100 6/12 ～ 7/11 129,600 4,300

5/22 ～ 6/20 21,000 700 7/12 ～ 8/11 118,900 3,800

6/21 ～ 7/23 26,000 800 8/12 ～ 9/11 79,200 2,600

7/24 ～ 8/20 22,000 800 9/12 ～ 10/11 57,500 1,900

8/21 ～ 9/20 28,000 900 10/12 ～ 11/11 47,100 1,500

9/21 ～ 10/20 18,000 600 11/12 ～ 12/11 32,800 1,100

10/21 ～ 11/20 19,000 600 12/12 ～ 1/11 12,400 400

11/21 ～ 12/20 15,000 500 1/12 ～ 2/11 14,800 500

12/21 ～ 1/20 22,000 700 2/12 ～ 3/11 22,000 800

合　計 1,377,000 合　計 950,600

災害ボランティア活動者数の推移

※延べ活動者数は、阪神・淡路大震災が 1,000 単位の概数、東日本大震災が 100 単位の概数で表しているため、合計値が一
　致しない場合がある。
※一日平均は、延べ活動者数／日数で計算し、100 単位の概数で表しています。
※東日本大震災におけるボランティア活動者数は、社会福祉協議会災害ボランティアセンターで受け付けた人数を表してい
　ます。
※参考　「阪神・淡路大震災一般ボランティア活動者数推計」（兵庫県）
　　　　「社会福祉協議会災害ボランティアセンターで受け付けたボランティア活動者数の推移」（全国社会福祉協議会）

 
 

 

 
 
 
                                        
 
 
 
 

   
 

                        
 

 
 

 
 

 

　2015（平成 27）年１月 17 日、阪神 ･ 淡路大震災から 20 年を迎えます。兵庫県では、2014（平
成 26）年４月から１年間、『伝える』『備える』『活かす』をコンセプトに阪神 ･ 淡路大震災 20 周
年事業を行います。
　震災から 20 年を迎える今、原点に立ち返り、ボランティア活動等の体験を通して、生命の尊厳
を基盤に、「共生」の心を育成することが大切です。

　阪神・淡路大震災では、地震発生直後からの１年間に、延べ137万人以上が被
災地で活動し、1995（平成７）年は「ボランティア元年」と言われています。
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１　ねらい

　○　男女共同参画社会の実現に向けて、性別による固定的役割分担意識を見直し、家庭や学校、地   
　　域や職場において、個性や能力を発揮し協力し合おうとする意識を高める。

２　趣旨

　○　性別により家族の役割や仕事が制限されることなく、男女が共にその人権を尊重するとともに、
差別を解消しようとする意欲を養う。

　○　男女共同参画の視点に立ち、性別によらず誰もが自分の個性や能力を発揮できることが、社会
全体を豊かにしていくということを認識させる。

３　配慮事項

　○　生徒の家庭状況を把握したうえで、家族の形態は多様であってよいことを伝える。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　弁当にまつわる話を出し合う。
　・作るのは誰か。
　・弁当箱は誰が洗うのか。　など

２　資料を読み、登場人物の気持ちを話し合う。

　・「咲希」の家では母親が弁当作りをして
　　いて、他の家でも同じだと思った。
　
　
　・晩ごはんが遅くなるのが、嫌だった。
　・「女の人は仕事よりも家庭を優先にすべ
　　きだ。」という考えをもっていた。
　・母親以外の誰かが晩ごはんを作ってもよ
　　いという考えがなかった。
　・係長としてのやりがいに気づかなかった。
　・遅くまで働く母親の健康を心配した。

３　「咲希」の気持ちの変化を考える。

　・友だちの家の話を聞いて、お母さんだけ
　　が家事をするのはおかしいことに気づい
　　た。
　・保育園の先生の話を聞いて、お母さんが
　　仕事と育児の両立にがんばっていたこと
　　に気づいた。
　・目標をもって仕事をするお母さんを応援
　　したいと思った。
　・女性が活躍できることが社会全体にとっ
　　て幸せなことだと考えた。

４　本時のまとめをする。

・話し合いやすい雰囲気を作る。
・自分の家庭生活を振り返り、クラスの人の話

を聞き、家庭によって違うことを知る。

・咲希には、弁当を作るのは母親だという潜
在的な意識があることに気づかせる。

・母親が帰ってくるまで、誰も何もせずに待
っていることの不合理さに気づかせる。

・「女性は仕事より家庭を優先するべき
だ。」という考え方が女性の社会での活躍
を妨げていることを認識させる。

・母親自身が、家事は女性がするものだと思っ
ているところがあることにも気づかせる。

・長時間労働の問題にも触れ、管理職であっ
てもワークライフバランスが必要であるこ
とに触れる。

・咲希が友だちや保育園の先生との会話の中
で不合理に気づき、自分の家庭を変えよう
としていることに気づかせる。

・男女共同参画社会の実現のためには、家事
や育児、介護、仕事について協力し合うこ
との大切さを認識させる。

・日本では、まだ女性の管理職が少ないが、
政府は2020年には30％を目標にしているこ
とを知らせる。（第３次男女共同参画基本
計画）

・多様な考え方を尊重することが大切である
ことを押さえる。

「咲希」は、どうして、優人のお母さんが弁当を作ったと思ったのでしょうか。

お父さんは、どうして、「係長にならなかったらよかった。」と言ったのでしょうか。

　「咲希」は、どうして「できることをしてみようよ。」と言ったのでしょうか。

№ ⑪ 分類 3－⑴－イ 資料名 お弁当 学年 ２年 領域 道徳 4－⑶

５　参考

　○　第３次男女共同参画基本計画（2010 年）については、活用の手引Ｐ 54 を参考とすることがで
　　きる。
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№ ⑫ 分類 1－⑴－ア 資料名 還暦過ぎて学ぶ 学年 ２・３年 領域 特別活動（学級活動）

１　ねらい

　○　学ぶことの楽しさや学校に行けることの喜びに気づき、学ぶ機会を求めようとする意欲をもつ。

２　趣旨

　○　経済的な理由で学ぶことから疎遠にならざるをえなかったが、学ぶことへの意欲をもち続ける
ことで人生を豊かにしていく姿について考えさせる。

　○　学校での勉強だけが学びではなく、自分の可能性を拓いていくことが学ぶことであり、生きて
いる限り学びへの姿勢を持ち続けることを理解させる。

３　配慮事項

　○　中学校卒業後の進路は生徒によって様々である。進路については、個々の適正や興味・関心に
応じて自分で決定することの重要性を認識させる。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　学ぶことに対する思いを発表する。

　・学校の勉強　・知識の習得
　・将来にとって必要なこと
　・しんどいこと　
　・おもしろいこと

２　資料を読み、話し合う。
　　　

　・中卒で悔しい思いをした。
　・数学ができなくて恥ずかしい思いをした。
　・分数の計算ができるようになり、うれし
　　くてもっと学びたいと思った。
　・親友の娘さんの姿に感動した。

　・分からなかったことが分かるようになる
　　のは、本当におもしろい。
　・学ぶことで、生きる元気が生まれる。
　・学ぶことは自分から求められる。
　・学び直しはいつからでもできる。
  ・学ぶことで人と出会え、その人たちから
　　教えられることがある。

３　自分がこれから追求し、研究し、深く学
　んでいきたいと思うことを考えてみる。
　・語学を学びたい。
　・サッカーの戦術を研究したい。
　・料理について極めたい。

・「学ぶ」とはどういうことか、そのことに対
する印象はどのようなものか、自由に発言
させる。

・定時制高校について補足説明する。

・事業に成功しながらも、計算ができずに悔
しい思いをしてきたことを感じ取らせた
い。

・独学で学ぼうとした探求心のすばらしさを
感じ取らせたい。

・定時制高校で学び直すことで、私が得たも
のや感じたことについて考えさせたい。

・私の経験から、現在学べる環境にいること
を大切にしてほしいというメッセージを受
け止めさせる。

・私が、若い人たちとの交流から、学ぶこと
と楽しみを得ていることを感じ取らせた
い。

・学ぶことが、自分の感性を磨き、誇りや生
きる意欲につながることを再認識させた
い。

・指導者が、学ぶことで得られた楽しみなど、
自身の体験談を語るのもよい。　　　

　「学ぶ」という言葉を聞いてどんなことを思い浮かべますか。

「私」がみんな（中学生、若い世代）に伝えたいことは何だったのでしょうか。

なぜ「私」は高校に入ろうと思ったのでしょう。

５　参考

　○　本資料は平成 21（2009）年度、兵庫県立神戸工業高校生が「定時制・通信制生徒生活体験発
　　表会神戸地区大会」で発表した「還暦過ぎて学ぶ」を改編したものである。
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定時制高校について 県立西脇北高等学校の取組

参考資料

【震災ボランティア活動】

　「微力ながら、参加者の一人一人が『心を尽
くして、ひたむきに』作業をし、交流に臨み、『私
たちは、忘れていません忘れません！』と力強
いメッセージを伝えよう！」、県立西脇北高等
学校の学校だよりにはこんな言葉が綴られてい
ます。　
　本校では、平成 23（2011）年の東日本大地
震発生以来、毎年、宮城県を訪れてボランティ
ア活動を行っています。第１回目は、震災から
わずか２ヶ月後の５月でした。排水溝にたまっ
たヘドロをかき出し、住居から荷物を運び出し
ました。
　翌年の第２回目は、砂浜の清掃活動や仮設住
宅への訪問を行いました。平成 25（2013）年
の第３回目は、兵庫県内の農業高校から提供さ
れた花をもって仮設住宅を訪問しました。また
津波で大打撃を受けた宮城の水産業の手伝いも
しました。阪神・淡路大震災を体験した兵庫県
の高校生として何ができるのかを考えながら活
動を続けています。

【定時制の課程とは】

　働きながら学びたい人、その他さまざまな目
的で学ぼうとする人のために設けられている課
程で、修業年限は３年以上となっています。教
育内容は全日制課程と同じです。有職生徒には、
教科書が原則として無償になるなど経済的負担
が少なくてすみます。昼間や夜間の特別な時間
帯に教育活動が行われます。午後１時頃から４
時頃まで学ぶ昼間定時制と午後５時頃から９時
頃まで学ぶ夜間定時制があります。

【多部制の課程とは】

　複数の時間帯に教育活動が行われます。午前
（１部）、午後（２部）、夜間（３部）の３つの
部があり、いずれかの部に所属して学習します。
それぞれの生活スタイルに合わせ、部をこえて
時間割を組み、学習することもできます。
　現在、西宮香風高校（普通科）、阪神昆陽高
校（普通科）、西脇北高校（普通科）、飾磨工業
高校（工業科）に設置されています。

高等学校への進学率（中学校卒業者のうち、高等学校等の本科・別科，高等専門学校に進学した者）

　高等学校進学率は、高度経済成長期に上昇を続け、1970 年代半ばに 90％を超えた後、横ばいの状
態に転じた。現在では約 97％となっている。高度経済成長前期には中卒就職者が「金の卵」と呼ばれ、
中学校卒業直後に集団就職列車で東京に出てくる時代が 1954（昭和 29）年から 1975（昭和 50）年ま
で続いた。1950 年代前半の高校進学率は 50％以下であった。

（文部科学省統計調査企画課「文部統計要覧」）
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№ ⑬ 分類 2－⑵－ア 資料名 調べてみれば 学年 ２・３年 領域 理科

１　ねらい

　○　東日本大震災に関する風評被害について知り、物事を科学的、客観的に判断したうえで行動す
　　ることの大切さに気づく。

２　趣旨

　○　被災した福島県の人々が、誤った情報や思い込みによってさらに傷つき、精神的にも経済的に
も苦しい状況にあることを認識させる。

　○　差別や偏見を解消していくためには、正しい情報を収集し、それを広く伝えていくことが必要
であることに気づかせる。

　○　理科における放射線についての学習と関連させることで、風評被害や人権侵害の事例に対する
不合理さや憤りを感じさせることができる。

３　配慮事項

　○　学級に被災地から避難している生徒や、被災した親戚がいる生徒が在籍する場合は、事前に授
業内容を伝え、理解を求める。

　○　前半部と後半部を区切って提示し、学習を展開することも有効である。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　東日本大震災について、知っていること 
　を発表する。

２　資料を読み、「僕」の気持ちを考える。

　・放射線のことがわからないから不安だっ
　　た。
　・宏から放射線が出ることはないはずだけ
　　ど、明に「違う。」とは言い切れなかった。
　・宏に申し訳なかった。
　・自分も疎外しようとしていたと宏に思わ
　　れた。
　○「僕」が調べたことをもとに、放射線に
　　ついて確認する。

３　「僕」が学校で友だちに話す内容を考える。

　・宏から放射線が出るなんてことは絶対に
　　ない。
　・声をかけられずにごめんね。
　・福島県産の農産物や海産物すべてから放
　　射線がでているように思われているんだ
　　よ。
　・不確かなことについては、何が正しいの
　　かを調べることが大切だ。
　・風評被害の解決策について一緒に考えよ
　　う。

４　本時のまとめをする。

・東日本大震災の被害や、原子力発電所の事
故について簡単に説明する。

・宏に対して、それぞれの登場人物がどのよ
うに考えているかを整理する。

・宏に申し訳ないと思いながらも、放射線の
ことがよくわからないために、反論でき
なったことを押さえる。

・正しく反論をする人がいないと偏見や差別
が広がっていくことを認識させる。

・農産物や海産物などの例から、不確かな情
報により風評被害が起こっていることを知
らせる。

・自分の生活の中で、噂などが大きくなって
困ったことがないかを問いかけ、風評被害
が同じような仕組みで起こることを認識さ
せたい。

・正しい情報や、科学的な認識をもつことが、
人権侵害や風評被害を防ぎ、他の人権課題
も解決していくことを認識させる。

・福島県産の農産物や海産物はすべて危険で
あると思っている人もいることから、風評
被害を、自分の問題として考えさせたい。

・自分で調べたことにより、自信をもって話
せることに気づかせる。

・正しい認識をもち、支援を行う人も多くい
ることを理解させる。

　なぜ「僕」は宏と話をすることができなかったのでしょう。

「僕」は学校で宏や明にどんな話をするのでしょう。
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１　ねらい
　○　現在もなお残る部落差別の現実に触れ、その解決に向けて様々な努力がなされていることを知
　　る。
　○　差別を解消するために取り組んできた人たちの姿から、差別を見抜く力を養い、差別のない社
　　会を構築するために行動しようとする意欲を高める。

２　趣旨
　○　本資料は、日航機墜落事故の犠牲者となった田中愛子さんが、差別に負けずに強く優しく生き

た姿と、その家族が、遺族としての悲しみの中にありながら周囲の人への思いやりをもって生き
る姿を知り、自分の生き方を考えようとする「私」の心を描いている。

　○　自分と同世代の「私」の考えに対しては、生徒も共感できる部分が多いと考えられる。自分た
ちの世代で差別を解消しようとする意欲を高めたい。

３　配慮事項
　○　日航機墜落事故や慰霊登山の様子を写真や記事などで取り上げ、遺族の心に寄り添いながら学

習する。
　○　田中さんの手記「娘の遺してくれたもの」等も事前学習などで活用するとよい。
　○　生徒の同和問題についての理解度によっては、社会科と関連づけて指導を行う。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　御巣鷹山の日航機墜落事故について知る。

２　「私」が田中さんの手記を読み、感じた
　ことや考え方が変化したことについて話し
　合う。

　・世の中には、部落差別がまだある。この
　　ままでよいのか。
　・人権学習交流会での報告を思い出して腹
　　が立った。
　・愛子さんたちは、差別に関係なく本物の
　　愛で結ばれていたんだ。
　・部落差別について自分でもっと調べたい。

３　手紙に対する田中さんの言動について考える。

　
　・なぜもっと怒りをあらわにしないのだろう。
　・田中さんは、差別や差別を残す「社会」
　　に怒りを感じている。
　・田中さんは、差別する人も正しく知るこ
　　とで変わっていくと信じている。
　
４　差別の解消のためにできることを考える。

　・何が正しいのか、自分で調べ判断する。
　・正しいと思うことを行動に移す勇気をも
　　つ。
　・いろいろな人権課題に関心をもつ。
　・自分に自信がもてるようにする。

・当時の写真や慰霊登山の記事等で、事故の
　悲惨さと、遺族の悲しみが今も続いている
　ことを知らせる。

 
 

・差別が今も残ることを知り、またそれを乗
　り越える人の存在を知ったことで、考え方
　が変わっていったことを認識させる。
・今の自分と同じ中学３年生の意見であり、
　自分の考え方と比較しながら考えさせた
　い。

・手紙に対する憤りを感じさせたい。
・そうした田中さんの考え方や生き方が多く
　の人の共感を生み、差別解消への力となっ
　ていることに気づかせたい。
・自分の生き方や考え方への自信から生まれ
　る言葉であることを理解させたい。

・三木市の取組をはじめ、差別をなくすため
　の様々な取組があり、確実に成果をあげて
　いることを認識し、明るい展望をもたせた
　い。
・正しい認識と行動をもって生きていくこと
　が、誇り高い生き方であることを認識させ
　たい。

　田中さんの手記を読んだ「私」はどんなことを考えたのでしょう。

田中さんの「犠牲者なのです。」という言葉を「私」はどんな思いで聞いたのでしょう。

差別のない社会をつくるために、自分にできることは何ですか。

№ ⑭ 分類 2－⑵－ア 資料名 めぐり来る夏に 学年 ２・３年 領域 道徳 4－⑶

５　参考

　○　本資料は丹波市内の大学生が中学３年生の時に書いた作文をもとに作成したものである。
　○　本資料中の「愛子先生へ」は、現在西宮市で勤務する中学校教員によるメッセージである。
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　1985（昭和60）年８月12日、娘が日航機墜落事故で遭難した。娘は中学校で体育の教師をしていた。御巣鷹山
の山奥で、傷があれば自分で止血し、夜露を飲んででも、必ず生きているにちがいない。そう信じて現地に馳せ
つけた。事故は凄惨を極め想像を絶していた。バラバラ遺体の中を気が狂ったように探し求めてわが子にやっと
巡り会えたのは７日目であった。
　「どんなに変わり果てた姿であろうと、せめて一晩わが家の畳の上に寝かせてから葬ってやりたい。」そうい
う妻を説いて、遠い高崎の地で荼毘にふした。来春の結婚に夢見たであろうウェディングドレスを着せ、好きだ
ったテニスのボールを左手に握らせて。一条の煙と共に白骨と化したその遺体を抱きしめた時、とめどなく流れ
る涙と共に「よう帰ってきたのう。」と思わず微笑んだ私。その時、一緒に同道した婚約者の姿がいじらしかっ
た。彼はこの事故の一ケ月ほど前に「愛子さんとの結婚を認めてください。」とわが家を訪れた。「うちは同和
地区ですよ。」と言うと、「愛子さんから聞いています。両親が、お盆にお願いにくるはずです。」これが彼と
交わした最初の会話であった。
　そして、奇しくも遺体収容の藤岡市の体育館で両家の親が対面した。私が同和問題に触れたとき、彼のお父さ
んは「私は教師です。少なくとも人様に平等を説く人間として、自分を偽るようなことはようしません。」と言
われた。私は返す言葉もなかった。娘の縁談を聞いたとき、「それでも親戚の中には反対の人がいるかもしれな
い。」「娘が先々思い悩むのでは。」と、あれやこれや思い過ごしていた自分が恥ずかしかった。こんなお父さ
んや彼だからこそ、「私部落の生まれなんよ。」と重い言葉を打ち明けることができたのだろう。「これからも
息子を、お宅の家族の一員に加えてお付き合いさせてください。」とお父さんはおっしゃった。
　お盆休みの休暇が切れ、いくら勧めても彼は職場に帰ろうとしなかった。疲れ果てた妻の肩をもみ、私に濡れ
タオルを絞り、買い物や電話の対応や、遺体の確認に奔走してくれた。四十九日がすんでから、彼は畳半分もあ
る大きな娘の肖像画を持ってきた。娘の面影がそこに鮮やかに描かれていた。「仕事の合間に毎晩絵筆をとる間
だけが心休まる時なんです。愛子さんに会いたくなれば、この絵を見にきます。」と四十九日を一つの区切りに
思いを断ち切らせたいと願った私だったのだが。11月の連休には、彼が泊りがけでやってきた。生まれて初めて
の、稲刈りや脱穀を手伝ってくれた。「これで来年田植えをすれば、僕もひとかどのお百姓さんになれますか
ね。」とも言った。あれから数ケ月、やがて田植えの時期がやってくる。
　遺体が見つかるまでの一週間、娘が神戸を発つときの服装や持ち物、歯型などの情報を持って、数人の友達が
阪神や和歌山から駆けつけてくれた。いずれも大学時代やその後のスポーツ仲間だった。葬式がすんでからも四
国や岡山から友達が訪ねてきた。友情とは何なのか。愛とはいったい何なのか。ひとかどに愛の道を人に説いて
きた私に果たしてそれができるのか。愛とは人に説くことではなく行うことなのだ。それを私は教えられた。
　　人に命には限りがある　
　　だから自分の思うように生きたい
　　人は軽く、十年先、二十年先を口にするけれど　
　　そのときを大切にしなければ
　　今、光っていたい
　娘の絶筆である。「今、光っていたい」の思いを遺して娘は還らぬ人となってしまった。朝夕仏壇に合掌する
たびに、唱えるべきお経を知らない私は、この詩を口ずさむ。いつの間にかフシのつくようになった詩を口ずさ
みながら、私は水平社宣言のさいごにある「人の世に熱あれ、人間に光あれ」の西光万吉の言葉とが、重なり合
って今日も静かに手を合わせる。
　　人を愛し愛される人に　育てよと　名づけし、「愛子」空に散り逝く　　　　　　　　

娘の遺してくれたもの　　　　　　　　田中　蔚

今、光っていたい
１　時間は
　　悲しみや苦しみをやわらげて
　　涙をため息にかえてくれる
　　そう信じます
　　人の心は翼をもっていて
　　人の命には限りがある
　　だからこそ自分の思うように生きたい
　　人は軽く、十年先、二十年先を口にするけれど
　　その時を大切にしなければ
　　今、光っていたい
２　「一日一生涯」とお前は言った
　　その時、その一日を精一杯生きていたいと
　　被差別部落に生まれて
　　人に後ろ指さされるような
　　恥ずかしい生き方はしたくないと
　　人としての誇りに生き抜きたいと
　　私は今、光っていたい　　　

　　
３　今、光っていたい、そんな思いを残して
　　娘は26才の生涯を閉じた
　　娘よ、お前はそんなに光っていたかったのか
　　娘よ、お前から光を決して消しはしない
　　暗闇の仏間に今日も灯りをつける
　　お前の小さな灯りが
　　やがて燎原の炎となって
　　この世から差別がなくなるその日まで
　　娘よ燃え広がれ　娘よ光るがいい

４　心は翼をもっていて
　　娘は私に語り続けてくれる
　　「お父さん　悲しみや苦しみを乗り越えて
　　　今、光っていたい　
　　　私の思い　人に伝えてね
　　　みんなに伝えてね　お父さん
　　　年老いたなんて言わないで　お父さん」

参考資料
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№ ⑮ 分類 2－⑵－イ 資料名 私の懐に 学年 ２・３年 領域 総合的な学習の時間

１　ねらい

　○　地球上の子どもたちを取り巻く環境について知り、子どもたちの生命や安全、権利を守ってい
　　くことの重要性を考えるとともに、命の大切さや生きることの尊さを学ぶ。

２　趣旨

　○　本資料は、県内の中学生がＮＧＯ活動でアジアの国々の支援を行った体験の中で感じたことを
描いている。

　○　ベトさんとドクさんとの交流の中で感じたことを取り上げ、紛争や貧困の問題を解決し世界中
の人々が共生していくために何をすべきかを考えさせようとしている。

３　配慮事項

　○　家族など身近な人の死を経験している生徒の状況を事前に把握しておく。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　住んでみたい国について、その理由とと
　もに話し合う。

２　資料を読み、ミャンマーとベトナムの両
　国で感じたことについて考える。　

　・日本の多くの人々の気持ちを無駄にする
　　ことなくワクチンが投与できた。
　・世界にはこれほど大変な状況がある国が
　　あるということを知らなかった。
　・自分が人の役に立てたと実感した。

　
　 ・子どもたちが犠牲になったことが悲しい。
　 ・人間同士が争っていることが悲しい。
　・自分はとても無力だ。

３　旅を終えての思いを考える。

　・世界にはまだまだいろいろな課題がある。
　・戦争は決して許さない。
　・日本の子どもたちは本当に幸せなのか。
　・自分にできることを考えて実行したい。
　○ドクさんが自分の子どもの名前に込めた
　　思いについて考える。
　・日本の人々に感謝している。
　・自分の子どもがベトナムと日本の友好の
　　ために活躍して欲しい。

４　今の自分たちにできることを考える。
　・キャップ回収など学校で取り組めること
　　を積極的に行う。
  ・世界の国の子どもたちの様子について調
　　べ、その様子を伝えていく。

・Ｐ34の参考資料等を活用し、治安や経済的
　な面で厳しい状況にある国があることを押
　さえる。

・学校や地域で行ったことのある福祉活動な
　どの経験から、主人公の気持ちを想像させ
　る。

・自分の誕生日であったこともあり、「生」
　と「死」について深く考えたことに気づか
　せる。

・厳しい状況を感じながらも、僕が前向きに
　考えていることを感じ取らせる。
・自分の生き方や生活の仕方を見直そうとし
　た僕の思いに共感させたい。
・ドクさんが日本の医療によって助けられた
　ことを知らせながら、国家間の友好や様々
　な人権課題の解決のための糸口を考えさせ
　る。

・生徒会活動等を通して、今の自分たちにで
　きることを具体的に考え、実行しようとす
　る意欲を高める。
・自分が幼少時にワクチン接種を受けたこと
　や、戦後日本が多くの国々の支援を受けた
　り、また支援してきたことなどを知らせ、
　今の自分の命や生活が多くの人に支えられ
　ていることに気づかせたい。

　ワクチンの投与で「僕」はなぜ泣きそうになったのでしょう。

バスの中で出た涙はどのような涙だったのでしょう。

この旅を通して、「僕」はどんなことを感じたのでしょう。
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ベトさんとドクさん参考資料

　兄グエン・ベトさん、弟グエン・ドクさんの双子の兄弟。1981（昭和56）年、下半身がつながった結合双生児
として生まれた。二人が結合双生児となったのは、ベトナム戦争時に散布された枯葉剤の被害の可能性があると
報道された。
　日本でも支援活動が起こり、1985（昭和60）年に「ベトちゃんとドクちゃんの発達を願う会」が福井県で結成
された。
　1986（昭和61）年にベトさんが急性脳症を発症し、後遺症が残った。1988（昭和63）年にベトさんが意識不明
の重体になったため、二人とも死亡してしまう事態を避けるために、ホーチミン市立ツーズー病院で分離手術が
行われた。この手術は日本赤十字社が支援し、日本からも医師が派遣された。ベトナム人医師70人、日本人医師
４人という医師団が編成され、17時間に及ぶ手術が行われ、手術は成功した。ベトさんに左足が、ドクさんに右
足がそれぞれ残された。
　ドクさんには日本から義足が提供された。1992年、ドクさんは来日
し、兵庫県立総合リハビリテーションセンターに約80日間入院し、義
足の新調とリハビリを行った。このとき、全国から励ましの手紙が寄
せられ、また、同センターの病院長らの呼びかけで発足した「ドク
ちゃん寄金」には、9,000万円あまりの募金が集まった。
　2006（平成18）年にドクさんは結婚し、その後、ベトさんを引き取
り夫婦で介護していた。2007（平成19）年ベトさんは腎不全と肺炎の
併発により26歳で死去した。
　2009（平成21）年、ドクさん夫婦に双子が生まれた。　　　　
　　　　　　　資料提供：兵庫県立総合リハビリテーションセンター リハビリを行うドクさん

子ども NGO 懐

　但馬地方の子どもたちを中心とした NGO グループ。メンバーは現在約 350 名。募金活動や文化事
業の収益金を基に、子どもたちがアジアの国々に赴き、ポリオワクチンや文房具などを送る活動を行っ
ている。現在は東日本大震災へのボランティア活動にも力を入れている。

世界の子どもたちは、今

パレスチナ自治区　紛争下の子どもたち

　ぼくたちの国では、突然銃撃戦が始まります。
ぼくの家は空からの攻撃で壊されてしまい、一瞬
でなくなってしまったんだ。これから、ぼくの生
活はどうなるんだろう。

コロンビア　避難民の子どもたち

　私たちは 40 年以上続く紛争で、自分たちの家
が焼かれてしまったの。家族みんなで避難所にす
んでいます。時々、知らない人が家に入ってきて、
乱暴する夢をみます。私の夢は、家族みんなと平
和に暮らしたいだけなのに。

コンゴ民主共和国　子ども兵士の解放

　ぼくの国では長く、内戦がつづいていた。ぼく
は小さい時に武装組織に誘拐されて、銃の使い方
を習ったあと、仲間と一緒に戦っていたんだ。で
もユニセフが、ぼくたちのような子ども兵士を武
装組織から救い出して、暴力を目の当たりにした
心の傷をいやし、勉強する場所を与えてくれたん
だ。

パキスタン　児童労働

　私はレンガ工場で働いています。14 歳以下の
子どもが働くことは法律で禁じられているけれ
ど、お父さんが病気で働けないから、私が学校へ
行かないで家族の生活のために働かなければいけ
ないの。

南アフリカ共和国　子どもの保護

　ぼくのお母さんは２歳の時に殺され、ぼくのお
父さんは刑務所に出たり入ったりしているんだ。
おじいちゃんはぼくをひきとってくれたんだけ
ど、家がないから路上で生活しながら、ずっと物
乞いをさせられていた。今は身寄りのない子ども
のためのセンターに通っていろいろ相談にのって
もらっているんだ。将来の夢は悪い人をつかまえ
る警察官になることだよ。

エチオピア　女の子の早い結婚

　私は 13 歳。この国の伝統や習慣では結婚を決
めるのは親です。私は学校に通い続けたいといっ
たけれど、親は聞き入れてくれず、今までに２回
も強制的に結婚させられそうになったけれど逃げ
出したの。そして、今は学校へ通って勉強をして
いるのよ。女の子も自分の意思で、人生や生活が
送れるようにならないといけないと思う。それに
は教育が大切なの。

グアテマラ　　ＨＩＶ / エイズ

　ぼくは生まれた時からＨＩＶ陽性なんだ。だか
ら、エイズの発症を抑えるお薬を飲んでいます。
ずっとこの薬は飲み続けなければならないんだ。
ぼくのお父さんもお母さんもＨＩＶ陽性だけど、
最近お父さんの具合が悪いから心配なんだ。

（「ユニセフと世界のともだち」（2007 年　財団法人日本ユニセフ協会）から転載）



― 35 ―

１　ねらい

　○　老いていくということはどういうことかを考え、本人や家族の思いや願いを大切にしながら、 
　　家族や社会の中で支え合っていこうとする意欲や態度を身につける。

２　趣旨

　○　核家族化が進み、日常的に高齢者と接する機会が少なくなってきていることから、高齢者やそ
の家族の思いや願いを理解できる生徒も少なくなってきている。

　○　本資料は、県内の中学生が、４歳の時から一緒に暮らしてきた祖父が少しずつ老いていく姿を
実感しながら、祖父の願いや悩み、家族の思いや願いを知り、お互いの思いを理解したうえでの
触れ合いが大切であることを語る内容となっている。高齢社会の現状と課題、家族の在り方につ
いて考えさせられる資料である。

３　配慮事項

　○　認知症を正しく理解させ、差別的な意識や偏見をもたせないようにする。　
　○　家族に要介護者がいる生徒を把握しておく。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　老いていくとはどういうことかを話し合う。
　・物忘れが多くなる。　・ゆっくりしている。
　・体の機能が衰える。 ・やさしくなる。

２　家庭での介護について考える。

　・祖父は、辛いんだろう。
　・介護は難しい。
　・気にしなくてもいい。

３　祖父が施設で暮らすことについて考える。

　・離れ離れになりたくない。
　・一緒に暮らす方法はないのだろうか。
　・祖父はとてもさみしく不安だろう。
　・祖父を励ましたい。
　○祖父に会いに行ったときの気持ちを考え
　　る。
　・元気そうでほっとした。
　・友だちができ、楽しそうにしていて本当
　　によかった。

４　高齢社会のあり方について考える。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　・家族との関わりを作っていく。
　・高齢者ができることとできないことを認
　　識し、かかわり方を考える。
　・高齢者の悩みや希望を丁寧に聞く。
　・高齢者が力を発揮できる場面をつくる。

・高齢社会が急速に進行していることを具体
　的な数字とともに理解させる。
・自分が高齢者となった時の状況も知らせ、
　自らの問題であることを認識させる。

・祖父の辛さを感じ取らせる。
・懸命に世話をしている母の気持ちを感じ取
　らせ、介護の課題について関心を持たせる。
・認知症について正しく理解させる。

・家族がお互いをいたわっていることを感じ
　取らせる。
・家族で介護をする大変さや、高齢社会の課
　題についても理解させる。
・祖父の施設での生活を心配していることを
　感じ取らせる。
・施設において、高齢者のための様々な心配
　りや取組があることを理解させる。

・子どもや孫との触れ合いを大切に感じてい
　ることを認識させる。
・介護は家族だけの問題ではなく、社会全体
　で考える課題であることを理解させる。
・高齢者への尊敬がその基盤にあることを理
　解させる。

泣いている祖父を見て、「私」はどんなことを考えていたのでしょう。

卒業証書を贈った時の「私」はどんなことを考えていたのでしょう。　

高齢者が豊かに生きていくために私たちにできることを考えましょう。

№ ⑯ 分類 3－⑵－イ 資料名 祖父への卒業証書 学年 ２・３年 領域 道徳 4－⑵

５　参考

　○　本資料は尼崎市の中学３年生が書いた作文をもとに作成したものである。
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学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　これまでに経験した学校行事を振り返る。

２　資料を読み、「僕」や仲間たちの気持ち
　について考える。

　・みんなといい思い出をつくりたい。
　・自分の力をみんなのために使いたい。
　・自分を変えたい。

　・精一杯頑張った。
　・自分たちは力を合わせることができた。
　・互いに、仲間への信頼が生まれている。

３　「僕」や仲間たちが得たものについて考
　える。

　
　・全力でやりきった。
　・頑張った応援演技が認められた。
　・みんなと一体感を感じることができた。
　・夢中になれて楽しかった。
　・自分たちに自信がもてた。

　・最高の体育大会だった。
　・やればできるということが実感できた。
　・リーダーがいてくれたから、みんなでが
　　んばれた。

４　今後の自分たちの学校行事への取組につ
　いて考える。

・良かったところ、課題となったところを発
　表させる。

・希望とともに不安もあったことに気づか
　せ、それでもがんばろうとした理由を想像
　させたい。

・仲間への信頼感や互いの頑張りに対する肯
　定感が生まれていることに気づかせる。
・困難な状況をみんなで乗り越えようとする
　気持ちに気づかせる。

・「ありがとう」に込められた思いを考えさ
　せたい。
・信頼し合い、感謝し合える仲間関係になれ
　たことをみんなが感じていることを認識さ
　せたい。

・仲間の言葉によって僕の自尊感情が高めら
　れたことに気づかせたい。
・自分の役割を果たし、仲間とともに精一杯
　努力することの大切さを認識させたい。

・今後の学校行事や活動に対する前向きな気
　持ちをもたせたい。

１　ねらい

　○　それぞれの良さを認め、伝え合い、自分の力を周囲の人々のために発揮したいという思いで生  
　　活をすることで、自分という存在に自信をもち自己肯定感を育むことができることに気づく。 

２　趣旨

　○　体育大会への取組を通して、力を合わせて努力したことにより、自己肯定感を得た「僕」の姿
を通して、学年や学級等の中での自分の役割について考えさせたい。

　○　一人の声がみんなの心を動かし成果や絆を生むことを認識させ、自分がその一人になりたいと
いう思いと、また、仲間から声がでた時には率先して協力したいという気持ちをもたせたい。

３　配慮事項

　○　体育大会や文化祭などの取組を始める時期に扱うとよい。

４　展開例

５　参考

　○　本資料は、平成 24 年度篠山市音楽弁論大会最優秀賞受賞作品「自分次第」を改編したもので
ある。

なぜ応援リーダーに立候補したのでしょう。

「自分たちはこれまでとは違うはずや。」とはどういうことでしょう。

なぜ、みんなが笑顔だったのでしょう。

№ ⑰ 分類 1－⑵－ア 資料名 みんなが笑顔 学年 3年 領域 道徳 1－⑸

みんなの感想にはどのようなことが書かれていたのでしょう。
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№ ⑱ 分類 2－⑴－ア 資料名 釜石からの発信 学年 ３年 領域 特別活動（学級活動）

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　東日本大震災について想起する。

２　地震が起きたらどんな行動をとるか考え
　る。（意識確認）　
　・机の下に隠れる。
　・すぐに安全な場所へ逃げる。
　・家にいる場合は家族を探す。　

３　釜石東中学校の生徒の行動を知る。
　○福祉施設にたどり着いた場面までを読む。
　○地震直後の生徒たちの行動を確認する。
　・揺れている最中から自分の意志で逃げ出
　　した。
　・小学校に向かって叫びながら避難した。
　・教頭先生の指示で、福祉施設まで逃げた。
　○後半部分を読む。
　

　・それぞれが自分の判断で行動した。　
　・災害時に自分の取るべき行動を、普段の
　　避難訓練の時から真剣に考えて訓練に臨
　　んでいた。
　・友だちや先生、家族との間に信頼関係が
　　あった。

４　釜石市の取組について考える。
　

　・やっぱり奇跡に近いことだ。
　・普段から真剣に訓練を行い、自分の身は
　　自分で守った結果だから奇跡ではなく当
　　然の結果だ。
　・普段からの信頼関係が生んだものであり、
　　奇跡でも偶然でもない。

５　自分や他の人の命を守るために、普段か
　ら心掛けることは何かを考える。　　　
　・避難訓練などに真剣に取り組む。
　・人に対して思いやりをもち、協力して暮
　　らす。
　・交通ルールを守るなどできることは実行
　　する。

・活用の手引きＰ38の参考資料等によって具
　体的な数字や写真資料によって説明したい。
・そうする理由も発表させる。
　その後どうする？
　どこに逃げる？
　どこを探す？　という質問をしてもよい。

・マニュアルにとらわれず、自分の意志で逃
　げた行動を評価しつつ、避難訓練の約束事
　を守ることを否定しないようにする。
・前年に小学校と合同で避難訓練をしていた
　ことが生かされたことに気づかせたい。

・「先生ここじゃダメだ。」という生徒の言
　葉に注目させ、生徒が自分で観察し判断す
　る力が備わっていることを認識させる。
・「ぼうさい甲子園」で優秀賞をとるなど普
　段から高い意識で取り組んでいたことを認
　識させる。
・釜石東中学校の生徒たちが、周りの人たち
　を手助けしながら一緒に逃げていたことに
　気づかせる。

・釜石市の中学生たちの行動についてあらた
　めて評価したい。
・「てんでんこ」の難しさを認識させたうえ
　で、それを可能にしたものは何かを考え、
　「奇跡」ではないことを確認させる。
・今の自分の生活をふり返り、具体的な行動
　について考えさせたい。
・被災地の復興はまだ途上で、被災者が体調
　を崩すなどの問題もあり、継続的な取組が
　必要であることを認識させたい。

釜石東中学校の生徒はどうして自分の命を守ることができたのでしょう。

「釜石の奇跡」と言われることをあなたはどう思いますか。

５　参考

　○　「兵庫の防災教育  明日に生きる」（平成 25 年 兵庫県教育委員会）を参考とすることができる。

１　ねらい
　○　生命の尊重を最優先として、状況に応じて自分なら何ができるか、何をしなければならないか
　　を考え、主体的に行動しようとする意識を高める。
２　趣旨
　○　岩手県釜石市では、地震について教科等学校生活全般を通して学んでいる。東日本大震災にお

ける津波発生時、普段からの防災教育の教えを忠実に守り、「率先避難者」となった中学生の行
動について理解させる。

　○　災害時には、「自分の命は自分で守る」という考え方を基本としながら、「助けられる人から助
ける人へ」の自覚をもたせ、社会的弱者に目を向け、自他の生命を尊重できるようにさせる。そ
のためには、普段から様々な場面で生命の尊重を意識できる環境づくりが大切である。

３　配慮事項
　○　震災により避難してきている生徒がいれば、状況を把握し、必要に応じて配慮をする。
４　展開例
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阪神・淡路大震災と東日本大震災参考資料

阪神・淡路大震災 東日本大震災

発生日時 平成 7 年１月 17 日（火）5 時 46 分 平成 23 年 3 月 11 日（金）14 時 46 分

マグニチュード 7.3 9.0

地震型 直下型 海溝型

被災地 都市部中心 農林水産地域中心

震度６弱以上県数 1 県（兵庫）
８県（宮城、福島、茨城、栃木、岩手、群馬、
埼玉、千葉）

津波 数 10 ｃｍの津波の報告あり、被害なし
各地で大津波を観測（最大波　相馬 9.3 ｍ
以上、宮古 8.5 ｍ以上、大船渡 8.0 ｍ以上）

被害の特徴
建築物の倒壊
長田区を中心に大規模火災が発生

大津波により、沿岸部で甚大な被害が発生、
多数の地域が壊滅

死者
6,434 名

（平成 18 年 5 月 19 日現在）
18,703 名

（平成 25 年 9 月 1 日現在）

行方不明者
3 名

（平成 18 年 5 月 19 日現在）
2,674 名

（平成 25 年 9 月 1 日現在）

住家被害（全壊）
104,906 棟

（平成 18 年 5 月 19 日現在）
126,574 棟

（平成 25 年 9 月 1 日現在）

災害救助法の適用 25 市町（2 府県）
241 市区町村（10 都県）

※長野県北部を震源とする地震で適用され
　た４市町村（２県）を含む

被害額
9 兆 9,268 億円

（平成 7 年 4 月 5 日推計）
16 兆 9 千億円

（平成 23 年 10 月 28 日推計）

（内閣府「中央防災会議第１回防災対策推進会議」（平成 23 年 10 月 28 日）資料から）
　※東日本大震災における死者、行方不明者、住家被害（全壊）については、消防庁災害対策本部「平成 23（2011）
　　年東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について（第148報）」（平成25年９月９日）により時点修正を行った。

1.17 防災未来賞 ぼうさい甲子園

　阪神・淡路大震災の経験と教訓を未来に向かっ
て継承していくため、学校や地域で防災教育や防
災活動に取り組んでいる子どもや学生を顕彰する
事業です。
　阪神・淡路大震災 10 周年を機に、平成 16 年度
から、兵庫県、公益財団法人ひょうご震災記念
21 世紀研究機構、毎日新聞社の主催で行われて
います。

津波に襲われる釜石市港町

被災後、校庭が瓦礫置き場となった釜石東中学校

３階に軽乗用車がつきささった鵜住居小学校

写真提供：Yahoo ！ JAPAN

「東日本大震災　写真保存プロジェクト」



― 39 ―

№ ⑲ 分類 3－⑵－ア 資料名 ケータイ・スマホ…あなたは大丈夫？ 学年 ３年 領域 総合的な学習の時間

１　ねらい
　○　インターネットによる重大な人権侵害が起こっていることを認識し、情報モラルや情報リテラ
　　シーを正しく理解し、自分の生活を豊かにしていく利用方法を身に付ける。　

２　趣旨
　○　多くの中学生が携帯電話やスマートフォン、携帯ゲーム機などを所有しており、簡単にインター

ネットを利用できる状況にあることを踏まえ、具体的な事例を用いて、インターネットの正しい
利用について考えさせる。

３　配慮事項
　○　指導者が、情報化社会における最新の問題点や危険性を知っておく必要がある。
　○　全てをメールに頼るのではなく、対面でのコミュニケーションを大切にする姿勢を養いたい。
　○　「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（平成 20

年）」においては保護者の責務を規定しており、生徒への指導と合わせて保護者とともに学習を
していく必要がある。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　普段の生活のなかでのインターネットの
　利用状況を振り返る。

２ 【事例１】について考える。

　・悩んでいる時や困っている時にもらうメール。
　・自分のことをよくみてくれているなあと
　　感じることのできるメール。

３ 【相談２】について考える。

　・相手のことを考えて終わるきっかけを作る。
　・家族や友だちとの間で、使い方の約束事
　　をきちんと決めておく。

４ 【相談３】について考える。

　・隠れて人の悪口を書き込むのはひきょうだ。
　・無責任な書き込みが事態を悪くしていく。
　・自分の心配をする前にきちんと謝るべきだ。

５　インターネットとの付き合い方を考える。

　・相手の立場や状況に気を配る。
　・無責任な情報を発信しない。
　・大事な話は直接言うようにする。

・日常的に様々な方法でインターネットを利
　用していることを認識させる。
・利用していないことを否定的にとらえない
　ように留意する。

・メールは、相手を思いやる気持ちをもち利
　用すれば人間関係づくりに有効な手段であ
　ることを認識させる。

・一方的に思いを伝えるのではなく、相手の
　状況に配慮することが大切であり、時には
　自分の困っている状況を伝えることも必要
　だと気づかせる。
・文字による対話は対面とは違い、相手に自
　分の意図が伝わりにくいことを理解させる。

・一度公開された情報は、多くの人に瞬時に
　広まり、完全に消すことが難しいことや、
　情報源は特定できることなどインターネッ
　トの特性を理解させる。
・犯罪行為となることもあり、インターネッ
　ト上に他の人の誹謗中傷を書き込んではい
　けないことを理解させる。

・メール等は、使う人の人権感覚や言葉の使
　い方によって、人を勇気づけるものになる
　と同時に、人を傷つけるものにもなること
　を認識させる。

もらってうれしいメールとはどんなメールですか。

　メールやチャットのやりとりで気をつけなければならないことは何でしょう。

「僕」やユウタの行動について、どう思いますか。

　インターネットをみんなが気持ちよく利用するために必要な事を考えましょう。

５　参考
　○　学習・研修用教材
　　・「やってみよう、情報モラル教育」（文部科学省）http:www.kayoo.org/moral-guidebook/
   　・警視庁情報セキュリティ広場　　 http:www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/index.htm
   　・スマートフォンや無料通信アプリに関する「校内研修パッケージ」の活用について
　　　（兵庫県教育委員会）　http:www.hyogo-c.ed.jp/somu-bo/kenshus/
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１　ねらい

　○　地域の一員としての自分の役割について自覚し、地域社会の発展のために進んで貢献しようと   
　　する意欲や態度を身につける。 

２　趣旨

　○　地域の中で、世代間の交流が薄まっている今、学校・家庭・地域の連携は大切である。地域と
学校を結ぶ「トライやる・ウィーク」の活動を、さらに、発展的な内容と取組へと進める必要が
ある。

　○　この資料は、地域の人々の活動を知ることにより、ふるさとへの誇りや地域の方たちとの結び
つきを体験した取組をもとにしている。地域や社会は、多くの人々の力によって成り立っている
ことに気づかせたい。

３　配慮事項

　○　地域貢献の意識を高めた後、総合的な学習へとつなげ、人物新聞作りやボランティアマップ、
　　町のガイドブック作りなどの調べ学習へと展開することができる。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　自分の住む町について考える。

　

　・町のたたずまいが好きだ。
　・自然が美しい。
　・住んでいる人たちが優しい。
　・ゴミが落ちている。
　・駅前の駐輪マナーが悪い。　　　　

２　資料を読み話し合う。　

　・自分から行動を始める。　
　・一年中休まず続ける。
　・困難なことがあっても努力する。
　・自分の住む町の自然環境を守ろうとする。
　・地域の人たちみんなの良さを認めようとす
　　る。
　・ボランティア仲間などたくさんの人たちと
　　つながることができる。
　・自分の力を世の中のために使おうとする。

３　地域の中で自分のできることを考える。

　・地域の人たちに挨拶をする。
　・地域の活動に参加する。
　　（クリーン作戦・清掃活動・地域行事）
　・地域の人たちと交流を深める活動を実施す
　　る。（生徒会活動や行事への招待）
　・様々な学習活動の中で、地域の方々に話を
　　聞き、それを伝えていく。

・生徒一人一人が地域社会の一員であるとい
う意識を喚起させる。

・「トライやる・ウィーク」の後であれば、
活動で発見したことを報告させる。

・理由を挙げながら発言させる。
・否定的な内容であっても、受容する。

・無償の行為を休まず続けることの難しさを
認識させる。

・病をおして活動を続けたことに、笹谷さん
の町に対する思いの深さを感じさせる。

・笹谷さんの活動が、周りの人たちに影響を
与えていることに気づかせる。

・他の新聞もほめ、先生方にもねぎらいと感
謝の言葉を言って帰ったところに、豊かな
人間性を感じ取らせる。

・班で話し合い意見を交換させる。
・小さなことでも、行動することが大切であ

ることに気づかせる。
・今の自分の生活が地域とのつながりのなか

で成り立っていることを知らせる。
・今できることから始めることが、自分を変

え、社会を変える原動力になることに気づ
かせる。

　自分の住む町をどう思いますか。

　笹谷さんの言動から、「地域に貢献する」とはどのようなことだと思いますか。

　地域の中で、あなたにできることは何ですか。

№ ⑳ 分類 3－⑵－イ 資料名 言えばよかった 学年 3年 領域 道徳 4－⑻



― 41 ―

１　ねらい

　○　環境問題やエネルギー問題をはじめ、私たちとその子孫たちが、この地球で生きていくことを  
　　困難にするような問題に目を向け、その解決の方法を考え、実践していこうとする意欲をもつ。

２　活用上の留意点

　○　「持続可能」な社会の実現に向けて、県内の中学校で行われている自然保護や環境保全の事例
に触れ、興味・関心を高めたい。

　○　自分たちの地域の自然や資源に目を向け、自分たちにできることを考えて、行動しようとする
意欲や態度を育てたい。

　○　「循環型社会」についても、事前・事後の指導で触れる。

３　掲載資料に関する参考事項

　○　自然保護や環境保全の取組
　　・「成ヶ島クリーン作戦」（洲本市立由良中学校）
　　　校区の美しい自然、生態系を守るための取組
　　　※「兵庫県版レッドデータブック」とは、絶滅のおそれのある野生生物などをリストアップし
　　　　て、その現状をまとめた報告書（（公財）ひょうご環境創造協会発行）のこと
　　・「命のつながりを学び育てる環境教育」（尼崎市立成良中学校）
　　　工業地帯のなかで、空気や水を浄化し環境を保全していくための取組
　　・「地域を知ろう ため池学習」（明石市立江井島中学校）
　　　ため池についての学習を通して、地域の風土や先人たちの生きる知恵について学ぶ取組

４　展開例

№ ⑳ 分類 2－⑴－ア 資料名 自然と人間の暮らし 学年 全学年 領域 理科21

【導入】　 「持続可能な社会」とはどんな社会
　　　　　でしょう。　 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　「持続可能な社会」について知り、その実
　現に関心をもつ。
＜活　動＞
　・将来の地球での生活を困難にする問題につ
　　いて考える。

・100年後の地球を想像してみよう。
・自分たちの活動が自然に与える影響について
　考えてみよう。
・身近なところで再生可能エネルギーを利用し
　ている例を探してみよう。
・「持続可能な社会」とはどのような社会のこ
　とか調べてみよう。

【展開１】　兵庫県内で行われている自然保護
　　　　　や環境保全活動にはどんなものがあ
　　　　　るでしょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　身近に行われている自然保護や環境保全活
　動に目を向ける。
＜活　動＞
　・県内の中学校で行われている取組のねらい
　　や方法を知る。

・県内の中学校で行われている活動を調べてみ
　よう。
・自分たちの身近なところで行われている自然
　保護や環境保全活動を調べてみよう。

【展開２】　自分たちができる自然保護や環境
　　　　　保全活動について考えてみましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　自分たちができる自然保護や環境保全活動
　を考えるとともに、自然との関わりについて
　考える。
＜活　動＞
　・自分たちの地域の自然や資源について保護
　　と活用の方法を考える。

・自分たちの地域の守りたい自然について考え
　てみよう。
・自分たちができる自然保護や環境保全活動に
　ついて考えてみよう。



― 42 ―

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ：Education for Sustainable Development）参考資料

　2002（平成 14）年の第 57 回国連総会に日本が提案した、2005（平成 17）年からの 10 年間を「持続可能
な開発のための教育（ＥＳＤ）の 10 年」とする決議案が満場一致で採択され、「ＥＳＤの 10 年」の推進機
関としてユネスコが指名されました。
　2009（平成 21）年 10 月の第 35 回ユネスコ総会において、「国連ＥＳＤの 10 年」の最終年である 2014（平
成 26）年に日本政府とユネスコの共催で、「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関するユネスコ世界
会議」を日本で開催することが決議され、11 月に名古屋市と岡山市で世界会議が開催されることになりま
した。
※ 2008（平成 20）年、日本ユネスコ国内委員会の提言により、「持続可能な開発のための教育」を「持続可
　能な発展のための教育（持続発展教育）」としていましたが、2014（平成 26）年のユネスコ世界会議に向け、
　政府として作成する文書においては、「持続可能な開発のための教育」とすることになりました。
ＥＳＤとは
　ＥＳＤは、持続可能な社会づくりの担い手を育む教育です。
　ＥＳＤの実施には、特に次の２つの観点が必要です。
　○人格の発達や、自律心、判断力、責任感などの人間性を育
　　むこと。
　○他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を
　　認識し、「関わり」「つながり」を尊重できる個人を育むこ
　　と。
　そのため、環境、平和や人権等のＥＳＤの対象となる様々な
課題への取組をベースにし、環境、経済、社会、文化の各側面
から学際的かつ総合的に取り組むことが重要です。

ＥＳＤでめざすこと
①ＥＳＤの目標
　○すべての人が質の高い教育の恩恵を享受する。
　○持続可能な発展のために求められる原則、価値観及び
　　行動が、あらゆる教育や学びの場に取り込まれる。
　○環境、経済、社会の面において持続可能な将来が実現できるような価値観と行動の変革をもたらす。
②育みたい力
　○持続可能な発展に関する価値観（人間の尊重、多様性の尊重、非排他性、機会均等、環境の尊重等）
　○体系的な思考力（問題や現象の背景の理解、多面的かつ総合的なものの見方）
　○代替案の思考力（批判力）
　○データや情報の分析能力
　○コミュニケーション能力
　○リーダーシップの向上
③学び方・教え方
　○「関心の喚起→理解の深化→参加する態度や問題解決能力の育成」を通じて「具体的な行動」を促すと
　　いう一連の流れの中に位置づける。
　○単に知識の伝達にとどまらず、体験、体感を重視して、探求や実践を重視する参加型アプローチをとる。
　○活動の場で学習者の自発的な行動を上手に引き出すこと。
④日本が優先的に取り組むべき課題
　先進国が取り組むべき環境保全を中心とした課題を入り口として、環境、経済、社会の統合的な発展につ
いて取り組みつつ、開発途上国を含む世界規模の持続可能な開発につながる諸課題を視野に入れた取組を進
めていく。　　　　　　　　　　　　

（文部科学省日本ユネスコ国内委員会ホームページから引用）

再生可能エネルギー

　再生可能エネルギーとは、法律（※）で「エネルギー源として永続的に利用することができると認められるも
の」として、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが規定さ
れています。再生可能エネルギーは、資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因とな
る二酸化炭素をほとんど排出しない優れたエネルギーです。
　※…「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に
　　　関する法律」（2009 年）
参考：「再生可能エネルギーってなんだろう」（経済産業省資源エネルギー庁）
　　　http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/renewable/kids/index.html

環境学習

防災学習

気象変動

生物多様性

国際理解
学習

その他
関連する学習

エネルギー
学習

世界遺産や
地域の文化財等
に関する学習

ＥＤＳの基本的な考え方

〔知識、価値観、行動等〕

環境、経済、社会
の統合的な発展
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１　ねらい
　　人種差別の歴史や現状について理解を深めるとともに、差別解消のために立ち向かった人たちの
　活動に触れ、異なる文化を正しく理解することの大切さに気づき、人種差別を解消しようとする意
　欲や態度を身につける。

２　活用上の留意点
　○　人種差別や民族差別が存在していることを認識し、諸外国に対しての誤った認識が偏見や差別

につながっていることを捉えさせたい。
　○　人種差別や民族差別に関わる歴史（世界の現状、条約、アパルトヘイト等）についての理解を

深めさせるとともに、課題意識をもたせる。

３　掲載資料に関する参考事項
　○　海岸の立て看板は、「ダーバンビーチ条例第 37 節に基づき、この海水浴場は白人種集団に属す
　　る者専用とされる。」という意味である。
　
４　展開例

５　参考

　○　外務省　http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/　
　○　公益社団法人アムネスティ　http://www.amnesty.or.jp/about_us/　
　○　公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構（札幌市）http://www.frpac.or.jp/
　○　アイヌ文化交流センター（東京都中央区）http://www.frpac.or.jp/cultural_exchange/lecture.html

№ ⑳ 分類 2－⑵－イ 資料名 あらゆる人種差別の撤廃に向けて 学年 全学年 領域 総合的な学習の時間22

【展開１】　人種・民族問題について知ってい
　　　　　ることを話し合いましょう。　 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　人種・民族問題の存在を知り、その解決の
　ための世界的な取組について知る。
＜活　動＞
　・人種・民族問題について知っていることを
　　発表し合う。

・人種差別について、知っていることを話し合
　おう。
・今も人種差別が続いている理由について考え
　よう。
・人種差別撤廃条約を読み、その歴史や趣旨を
　確認しよう。

【展開２】　人種差別に立ち向かった人々の思
　　　　　いについて考えましょう。　 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　差別の解決に向けて取り組んだ人たちの願
　いやその方法について知り、自分も差別やい
　じめの解消のために取り組もうとする意欲を
　もつ。
＜活　動＞
　・資料から感じることや、自分が知っている
　　ことについて発表し合う。

・人種差別に立ち向かった人たちの取組や言葉
　について考え、願いや思いを感じ取り、感想
　を話し合おう。
・人種差別に立ち向かった人たちについて調べ
　てみよう。

【展開３】　アイヌ民族の歴史や文化について
　　　　　調べましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　アイヌ民族が日本の先住民族であるという
　認識をもち、アイヌ民族への差別の実態も知
　りながら、その解消と共生を考える。
＜活　動＞
　・アイヌ民族の歴史と文化について調べる。

・アイヌ民族の歴史や文化について知っている
　ことを発表しよう。
・アイヌ民族の願いや悩みについて知り、その解
　決の方法を考えよう。
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１　ねらい

　　中世から近代までの人権の歴史を科学的に理解し、差別されていた人々が社会や文化を支え、た
　くましく生きてきたことを知ることで、差別の不合理に気づき、差別解消への意欲を高める。

２　活用上の留意点

　○　近年の部落史の研究により、中世においても差別されていた人々が存在していたことが明らか
になっており、部落差別の起源を江戸時代とする考え方が見直されている。また、江戸時代では、
差別されていた人々と百姓の間には、生活面での格差はなかったとの研究もある。

　　　ここでは、中世の民衆の「けがれ」意識により差別が形成されていったことや、江戸時代の幕
藩体制下においては、人々の差別意識を基に身分制度が確立されたことに気づかせる。しかし、
差別されていた人々は、厳しい差別の中でも社会や文化を支え、たくましく生きていたことを理
解させたい。

　○　学習にあたっては、学校や地域の実態や部落差別にかかわる生徒の意識や学習状況に応じた配
慮が必要である。

　○　「えた」「ひにん」という呼称が、差別用語であることを指導者は明確に認識し、生徒にそのこ
とを理解させなければならない。また、授業においても、「えた」「ひにん」という呼称による説
明を何度も行わず、「差別されていた人々」などに置き換えることも必要である。

３　展開例

№ ⑳ 分類 2－⑴－イ 資料名 同和問題の歴史について調べ、考えよう
１　同和問題の歴史について研究しよう

学年 全学年 領域 総合的な学習の時間23

【展開１】　中世の差別について考えましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　中世において「けがれ」意識に基づく差別
　が起こったことと差別されていた人々の生活
　を理解する。
＜活　動＞
　・差別されていた人々の文化への貢献を調べ
　　話し合う。

・「けがれ」と「きよめ」について調べよう。
・差別されていた人々の職業について調べよう。
・差別されていた人々の文化的な貢献について
　調べよう。

【展開２】　江戸時代の差別や人々の暮らしに
　　　　　ついて考えましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　身分制度の中で、差別されていた人々は社
　会や文化を支え、たくましく生きたことを理
　解する。
＜活　動＞
　・差別法令や差別されていた人々の生活など
　　を調べ、話し合う。

・幕府や各藩が出した差別法令の内容を調べよ
　う。
・差別されていた人々の生活を調べよう。
・差別されていた村の人口が増加している理由
　を話し合おう。

【展開３】 「解放令」について考えましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　「解放令」が出され、差別されていた人々
　が、制度的な差別からは解放されたことを理
　解する。
＜活　動＞
　・明治新政府の政策や「解放令」のねらい、
　 「解放令」が公布された後の人々の生活を
　　調べる。

・「解放令」が公布された理由を考えよう。
・「解放令」が公布された後の人々の生活を調
　べよう。
・「解放令」が公布されたのに差別がなくなら
　なかった理由を話し合おう。
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⑴　中世　－民衆の中の差別意識と優れた文化を担った人々－

①「穢れ」とは？

　「浄、清浄」に対する観念で、「払われる（清められる）べき不浄」のことをいい、人や動物の死、
女性の出血（出産、生理）などがその代表とされる。穢れは、伝染するものと考えられ、これに触れ
ているとみなされた場合（「触

し ょ く え

穢」という）は、排除、忌避される。
　平安時代以後、貴族を中心に死や血を忌み嫌う考え方が強くなり、民衆の中へ定着していった。明
治政府の近代化政策の中で、廃止されたにもかかわらず、葬儀の後の「きよめ塩」や女人禁制など、
今なお、慣習、習俗として残っている。また、六曜や世間体などの考え方の中には、差別につながる
ものがある。　　　　　　　　　　　　　　　　（「日本の歴史と人権問題」（解放出版社）から引用）

六曜

　原則的に、「先勝」→「友引」→「先負」→「仏滅」→「大安」→「赤口」の順で巡ってくる。
月初めの六曜は、旧暦１月１日：「先勝」、旧暦２月１日：「友引」、旧暦３月１日：「先負」、旧暦
４月１日：「仏滅」、旧閏暦４月１日：「仏滅」、旧暦５月１日：「大安」、旧暦６月１日：「赤口」
とする。以下同じように、旧暦７月１日：「先勝」…12 月まで各月１日の六曜が順番で繰り返さ
れる。
　そして、旧暦１月１日：「先勝」、２日：「友引」、３日：「先負」、４日：「仏滅」、５日：「大安」、
６日：「赤口」となり、以下単純に繰り返し、月末に打ち切る。

（「人権スキルブック」（兵庫県人権教育研究協議会）から引用）

②差別されていた人々が担っていた仕事や文化

・都市の清掃、葬儀などの町を清める仕事　　　・猿楽、能楽などの芸能
・味噌や塩などの行商、皮革製造などの仕事　　・竹細工、履物づくり、武具づくりなどの仕事
・運送、渡し船、飛脚などの交通関係の仕事　　・護衛、刑罰などの下級役人の仕事
・屋根ふき、かべぬり、井戸ほり、石垣づくり、庭づくりなど土木関係の仕事

（「三木の部落史に学ぶ」（三木市教育委員会）から引用）

⑵　近世　－身分制度の中でたくましく生きた人々－

【平伏など強制の差別法（播磨国 赤穂藩）】
　御家中は申すに及ばず、村役人、身持ちなる者、往辺のみぎり、途中にて行き逢い候節は、冠物を
取り、よけ道いたし、平伏すべし。野辺の細道に候はば、田畑の作間の谷間へよけ、平伏すべき事。

（「部落史資料と人権教育」（安達五男著）から引用）

　この資料のように、兵庫県内においてもいくつかの差別法令が出された。江戸時代の後期になり、
幕藩体制が揺らぎだすと、差別はより強化されていった。それに対して、差別を受けていた人々は、
様々な形で立ち上がっていった。
②資料２　「江戸時代の人口の変化」のグラフについて

　差別を受けていた村の人口が増加している理由は、その村の主要な産業が原因と考えられる。差別
を受けていた村では、子どもが成人すると農業以外の多様な手工業や賃稼ぎに携わり、独立した家を
形成したために人口増加につながったと考えられる。手工業のひとつに雪駄作りが挙げられる。雪駄
は、草履に比べて丈夫であり、江戸時代の中期ごろからは、庶民も多く購入するようになった。雪駄
が多く売れ経済力が高まり、養える人の数も増加していったと考えられる。 
　農業を主な産業とする村では、跡継ぎ以外の子は、家を出て小作人になるか町へ奉公に出ていくた
め、基本的には人口は増加していない。

①差別法令

Ａ：差別を受けていた村
Ｂ：農業を主な産業とする村
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③現在の教科書記述について

　かつては、江戸時代の身分制度を「士農工商」で表し、さらに低い身分として「えた」「ひにん」
を置いたというものであった。しかし、部落史研究の深まりにより、次のことが明らかになってきた。
　江戸時代には、「士農工商」という身分制度はなく、この時代の身分は、「武士」と「百姓・町
人」であり百姓と町人の間には身分の序列はなかった。差別されていた人々は、社会から排除される
ことがあった。中世からの「穢れ意識に基づく賤

せ ん し か ん

視観」をもとに、幕府の政治権力の介入により被差
別身分が成立していった。

江戸時代の身分制度

武士と百姓・町人

　江戸幕府は、豊臣秀吉が進めた兵農分離をもとに、人々を武士と百姓（農民など）・町人（商
人・職人）の身分に分けて、身分の上下を強めました。
　武士は、多数の民衆を支配する高い身分とされ、名字を名のることや、刀を差すこと（帯刀）
などの特権が与えられました。また、同じ武士のなかでも、将軍から足軽まで、上下の関係が厳
しく分けられました。身分や家柄に応じて、役職や住居、衣服などが決められていたうえ、身分
は、その家の長男に代々受け継がれました。こうした身分制のしくみは、民衆の間にも広められ
ました。しだいに「家」の制度が重んじられ、女性の地位を男性より低くみなす考え方も強まり
ました。

身分による差別

　民衆のなかには、百姓・町人とは別に、えた・ひにんなどの身分とされた人々がいました。こ
れらの人々は、幕府や藩の役人のもとで、犯罪者の取りしまりや処刑などの役目を担ったり、芸
能にたずさわったりしました。えたの身分のなかには、農業を営んで年貢を納める者も多く、死
んだ牛馬を処理する権利をもち、その皮革を加工する仕事や、履物づくりなどの仕事に従事する
者もいました。
　これらの人々は、社会や文化を支える役割を果たしていましたが、暮らしのうえではさまざま
な差別を受けました。住む場所や服装、ほかの身分の人々との交際などを制限され、こうした差
別は、幕府や藩の支配に都合よく利用されました。

（「中学社会歴史」（教育出版）から引用）

⑶　近代　－「解放令」と人々のくらし－

　「解放令」の発布によって、被差別部落の人々は、法律や制度の上では平等になったが、経済状態
はむしろ悪くなった。江戸時代には現金収入の糧であった死牛馬処理権を、差別される原因であると
して自ら放棄する者もあったり、皮革関係産業に大きな資本が参入してくるなど被差別部落の産業は
衰退していった。
　明治政府は、「富国強兵」や「殖産興業」をスローガンとして次々に政策を打ち出したが、その財
源は1873（明治６）年に発布された「地租改正」に基づき農民などから徴収された税金を充てた。小
規模農家や被差別部落の人々は、ただでさえ少ない土地を次第に失っていき、多くの場合地主などに
土地を売って小作人にならざるをえなかった。また、仕事を求めて都市へ流出する人もたくさん出て
きた。
　また、翌年には、「学制」が出され、その就学資金や学校建設費用にも多くの資金が必要になった。
さらに、「徴兵制」により、働き手が多く奪われたことも痛手であった。
　このように、被差別部落の人々は、従来の差別に加えて、貧困という重荷を背負うことになり、社
会的な差別を助長していくことにもつながった。

（「三木の部落史を学ぶために」（三木市教育委員会）から引用）
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１　ねらい

　○　厳しい差別に負けることなく、差別解消に立ち向かった人々の思いや行動を考えることを通し
　　て、主体的に差別を解消しようとする態度を養う。

２　活用上の留意点

　○　差別が制度化されていた江戸時代において、被差別部落の人々は「差別はおかしい」という
強い意志のもと、差別を乗り越えようとたくましく生きていた。その思いが現れた例として、渋
染一揆が挙げられる。その後、大正デモクラシーのなか、被差別部落の人々は自らの力で差別を
なくそうと「全国水平社」を結成していった。そして戦後、日本国憲法のもとでの部落解放運動
の高まりのなか、「同和問題の解決は国民的な課題である」という同和対策審議会答申が出され、
同和問題を解決するための国民全体の取組を進めてきた。

　　　このような差別をなくすための取組の学習を通して、その人々の思いや願い、人間の尊厳を考
え、主体的に差別を解消しようとする意欲や態度を育てたい。

３　展開例

№ ⑳ 分類 2－⑴－イ 資料名
同和問題の歴史について調べ、考えよう
２　同和問題の解決に向けた取組につい
　て調べ、考えよう

学年 全学年 領域 総合的な学習の時間23

【展開１】　渋染一揆について調べましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　差別に負けず立ち上がった人々の思いを共
　感的に理解する。
＜活　動＞
　・渋染一揆について調べ、人々の思いや成功
　　した理由などを発表する。

・一揆を決める寄合の場面を想像し、シナリオ
　をつくって、劇にしてみよう。
・一揆に向かう人々とそれを見送る家族の様子
　をイラストにしてみよう。
・なぜ一揆が成功したのかについて考えよう。

【展開２】　「全国水平社」について調べまし
　　　　　ょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　被差別部落の人々は、全国水平社を結成し、
　自らの力で部落の解放をめざして立ち上がっ
　ていったことを理解する。
＜活　動＞
　・差別法令や差別されていた人々の生活など
　　を調べ、話し合う。

・荊冠旗のイメージや意味を話し合おう。
・「水平社」を立ち上げた人々を調べよう。
・全国水平社創立大会に集まった人々の思いを
　考えよう。
・「水平社宣言」を読んで宣言文に込められた
　思いを考えよう。
・教科書無償化の取組について調べよう。

【展開３】　「同和対策審議会答申」以後の取
　　　　　組について調べましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　差別をなくすための国民全体の取組や、被
　差別部落の人々の思いや行動を理解する。
＜活　動＞
　・同和対策審議会答申や同和対策事業特別措
　　置法の内容などを調べ、発表する。

・同和対策審議会答申の内容を調べよう。
・同和対策事業特別措置法の内容を調べよう。
・同和問題は、なぜ国民的課題であるか考えよ
　う。
・「統一応募用紙」の取組について調べよう。

４　参考

　○　「部落史に学ぶ　新たな見方・考え方にたった学習の展開」（外川正明著　解放出版社）を参考
　　とすることができる。
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⑴　差別の撤回を求めた人々　－渋染一揆－

参考資料

　岡山藩では、出費の増大などにより、大坂商人からの借銀が増加していた。天保以後、あいつぐ自
然災害による凶作のため、年貢の未納が増加し、さらに、黒船来航による房総半島警備の出費や兵制
改革などのため、財政は一層危機に瀕した。藩は、これを克服するため、1855( 安政２) 年、29 カ条の「御
倹約御触書」を出した。最後の５カ条は被差別部落 ( 以下「部落」という。) の人々を対象としたも
のであった。そのうち「着物の類は無紋・渋染・藍染に限る。」「雨天の時、村内の仲間の家へ行くと
きは、どろ足では迷惑だろうから、栗下駄を使用することは許す。ただし、顔見知りの百姓に出会っ
たら下駄をぬいで挨拶すること。他村へ行くときは下駄をはくことは許さない。」などというもので
あった。
　この条文に対して藩内50余りの部落の人々は、何度も会合を開き歎願書を差し出すことを決め、知
恵を出し合ってまとめあげ、郡会所へ差し出した。しかしながら、期待に反し、歎願書は差し戻され
た。その後、役人の厳しい強要に屈し「御倹約御触書」に請印する村々も出てきた。歎願の望みを断
たれた人々は、岡山藩の筆頭家老である虫

む し

明
あ げ

の伊
い

木
き

若
わ か さ の

狭守
か み

忠
た だ

澄
す み

に強
ごう

訴
そ

をすることに踏み切った。
　1856（安政３）年６月、八日市河原に結集した一揆勢は武器も持
たずに整然と虫明に向かった。このことを知った伊木の軍勢は亀井
戸に出張り、陣を構え、一揆勢は榎塚で伊木の軍勢と対峙した。二
日間かけてねばり強く交渉した結果、歎願書の差し出しに成功し
た。以後、部落の人々が渋染・藍染の着物を強制されることはなか
った。
　この行動は法

は っ と

度を犯すもので、藩の取り調べの結果12名が入牢と
なり、その内の６名は獄死した。その後、牢内外の部落の人々の歎願運動や協力者の働きにより二年
後に釈放された。
　封建制度の時代にあって、他に例を見ない人間の尊厳を守り抜く闘いであった。

福岡城跡

一揆勢の集合地点となった

別段お触書（最後の５カ条）

　一、えた身分の着物の類は無紋・渋染・藍染に限ることは勿論のことである。
　　　 しかしながら急いで仕替えては、かえって費用もかかり迷惑するであろうから、これまで

持っている粗末な木綿の着物の類は、そのまま当分きてもよい、持っていても定紋付のも
のは着用してはならない。もとより、渋染・藍染の外は新調することは決していけない。

　一、 目明しどものことは、日頃の身なりがお百姓とは違っているので、着物の類のことはまず
これまで通りと心得るべきである。もっとも絹類を用いることは一切いけない。

　一、 雨天の時、隣家や村内の同輩等の家へ行くとき、どろ足では迷惑するであろうから、その
様なときには栗下駄を使うことは許可する。しかし、顔見知りのお百姓に出会ったら下駄
を脱ぎ挨拶をせよ。他村等の遠くへいくとき下駄を用いてはならない。

　一、 身分相応に暮らし年貢を未納していない家の女、子どもについては、格別竹の柄の白張傘
を用いることを許す。

　一、 番役等を勤めている者どもが、他所や役目先に行くときには、まず、これまで通りと心得
よ。勿論、絹類は一切着ることは許さない。

栗下駄

栗材を用いた、農民手作りの下駄。栗材は、重くて堅いので細

工が難しく、下駄材としては最低の物である。

（岡山市渋染一揆資料館パンフレットから引用）
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⑵　全国水平社の結成

　大正デモクラシーとよばれる民主主義を求める時代の気運と米騒動で見られた大衆のエネルギーの
高まりのなかで、政府が行う部落改善を画策する融和事業（運動）に対して、自主的な解放をめざす
水平社運動が誕生した。西光万吉ら奈良県の被差別部落の青年たちを中心として、社会や政治権力に
向かって部落差別の不当性を訴え、「部落解放は被差別部落民衆自身の手によってなしうるべきであ
る。」との理念のもと、その創立に向けて取り組まれた。
　1922（大正11）年３月３日、京都市岡崎公会堂で、「全国水平社創立大会」が開催された。当日は、
日本国初の人権宣言といわれる「水平社宣言」を採択するなど、差別撤廃に向けて第一歩が踏み出さ
れた。この宣言は、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」で結ばれ、人間尊重の精神のもと被差別部落
の人々の誇りと自覚を促すとともに、自らの力で団結して差別から解放をめざすことの大切さを訴え
た。
　水平社という名前は、阪本清一郎によって名づけられた。「水平」いう言葉について阪本は、「あ
らゆる尺度というのは人間が作った。そしてその尺度によっていろいろな差がでてくる。絶対に差の
できないものは水平である。平等を表現するのは水平ということば以外にない。」と語っている。ま
た、水平社設立時の荊

け い か ん き

冠籏は、全国水平社創立者の一人西光万吉がデザインを考案し、赤い荊冠は受
難と殉教の象徴とされ、黒い背景は差別のある厳しい世の中を意味しているといわれている。

（※原文はルビなし）

宣
せ ん げ ん

言

　全
ぜ ん こ く

國に散
さ ん ざ い

在する吾
わ

が特
と く し ゅ ぶ ら く み ん

殊部落民よ團
だ ん け つ

結せよ。
　長

な が

い間
あいだ

虐
い じ

められて來
き

た兄
き ょ う だ い

弟よ、過
か こ は ん せ い き か ん

去半世紀間に種
し ゅ じ ゅ

々なる方
ほ う ほ う

法と、多
お お

くの人
ひ と び と

々と
によってなされた吾

わ れ ら

等の爲
た

めの運
う ん ど う

動が、何
な ん ら

等の有
あ り が た

難い効
こ う か

果を齎
も た

らさなかった事
じ じ つ

實
は、夫

そ れ ら

等のすべてが吾
わ れ わ れ

々によって、又
ま た

他
た

の人
ひ と び と

々によって毎
つ ね

に人
に ん げ ん

間を冒
ぼ う と く

涜されてゐ
た罰

ば ち

であったのだ。そしてこれ等
ら

の人
に ん げ ん

間を勦
いたわ

るかの如
ご と

き運
う ん ど う

動は、かへって多
お お

くの
兄
き ょ う だ い

弟を堕
だ ら く

落させた事
こ と

を想
お も

へば、此
こ の さ い わ れ ら

際吾等の中
な か

より人
に ん げ ん

間を尊
そ ん け い

敬する事
こ と

によって自
みずか

ら
解
か い ほ う

放せんとする者
も の

の集
し ゅ う だ ん う ん ど う

團運動を起
お こ

せるは、寧
む し

ろ必
ひ つ ぜ ん

然である。
　兄

き ょ う だ い

弟よ、吾
わ れ わ れ

々の祖
そ せ ん

先は自
じ ゆ う

由、平
び ょ う ど う

等の渇
か っ こ う し ゃ

迎者であり、實
じ っ こ う し ゃ

行者であった。陋
ろ れ つ

劣なる
階
か い き ゅ う せ い さ く

級政策の犠
ぎ せ い

牲者
し ゃ

であり、男
おとこ

らしき産
さ ん ぎ ょ う て き じ ゅ ん き ょ う し ゃ

業的殉教者であったのだ。ケモノの皮
か わ

剥
は

ぐ
報
ほ う し ゅ う

酬として、生
な ま な ま

々しき人
に ん げ ん

間の皮
か わ

を剥
は

ぎ取
と

られ、ケモノの心
し ん ぞ う

臓を裂
さ

く代
だ い か

價として、
暖
あたた

かい人
に ん げ ん

間の心
し ん ぞ う

臓を引
ひ き

裂
さ

かれ、そこへ下
く だ

らない嘲
ちょう

笑
しょう

の唾
つ ば

まで吐
は

きかけられた呪
の ろ

は
れの夜

よ

の惡
あ く む

夢のうちにも、なほ誇
ほ こ

り得
う

る人
に ん げ ん

間の血
ち

は、涸
か

れずにあった。そうだ、
そして吾

わ れ わ れ

々は、この血
ち

を享
う

けて人
に ん げ ん

間が神
か み

にかわらうとする時
じ だ い

代にあうたのだ。犠
ぎ

牲
せ い し ゃ

者がその烙
ら く い ん

印を投
な

げ返
か え

す時
と き

が來
き

たのだ。殉
じゅんきょうしゃ

教者が、その荊
け い か ん

冠を祝
し ゅ く ふ く

福される時
と き

が
來

き

たのだ。
　吾

わ れ わ れ

々がエタである事
こ と

を誇
ほ こ

り得
う

る時
と き

が來
き

たのだ。
　吾

わ れ わ れ

々は、かならず卑
ひ く つ

屈なる言
こ と ば

葉と怯
き ょ う だ

懦なる行
こ う い

爲によって、祖
そ せ ん

先を辱
はずか

しめ、人
に ん げ ん

間
を冒

ぼ う と く

涜してはならぬ。そうして人
ひ と

の世
よ

の冷
つめ

たさが、何
ど

んなに冷
つ め

たいか、人
に ん げ ん

間を勦
いたわ

る事
こ と

が何
な

んであるかをよく知
し

ってゐる吾
わ れ わ れ

々は、心
こころ

から人
じ ん せ い

生の熱
ね つ

と光
ひかり

を願
が ん ぐ ら い さ ん

求禮讃す
るものである。
　水

す い へ い し ゃ

平社は、かくして生
う

れた。
　人

ひ と

の世
よ

に熱
ね つ

あれ、人
に ん げ ん

間に光
ひかり

あれ。
大正十一年三月三日　　　　　　　　　　　　　　　　　　全國水平社創立大會

【水平社宣言】
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⑶　日本国憲法の制定と部落解放運動

①日本国憲法の制定

第14条　すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により
　　　政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第22条　何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第25条　すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第26条　すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける
　　　権利を有する。

②統一応募用紙の取組

　昭和40（1965）年、「同和対策審議会答申」は、職業選択の自由の保障には、就職の機会均等の保
障が不可欠であるという認識に立ち、「近代社会における部落差別とは、市民的権利、自由の侵害」
であり、「市民的権利、自由とは職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住及び移転
の自由、結婚の自由などであり」、中でも「職業選択の自由、すなわち就職の機会均等が、完全に保
障されていないことが特に重大である」という見解を示した。
　しかし、従来、高等学校の新規卒業者の採用時に使用される就職応募書類は、企業が一方的に記入
を求める指定用紙が使われてきた。これを「社用紙」と呼び、家族構成やその職業、学歴や収入、居
住地付近の地図を書かせるなど、差別的な身元調査の一因となっていた。
　そこで、近畿高等学校進路指導連絡協議会は、昭和45（1970）年に就職差別につながるおそれのあ
る項目を削除した「近畿統一応募用紙」を作成し、それを使用する取組を行った。そのことが全国的
に広がり、労働省（現厚生労働省）及び文部省（現文部科学省）は、昭和48（1973）年に全国高等学
校長協会の定めた「全国統一応募書類」を使用するよう通知した。平成９（1997）年に本籍、家族構
成、色覚、胸囲が、平成17（2005）年に保護者氏名がそれぞれ削除された。

現在の履歴書 旧来の履歴書

本人の履歴　

○氏名

○現住所と連絡先
○写真
○学歴・職歴・取得資格

○氏名（改名の場合には改名の理由）
○本籍（番地まで）
○現住所と連絡先（居住年数なども記入）
○写真
○学歴・職歴・取得資格（受賞歴含む）
○保護者氏名

家族にかかわること

項目なし ○家族構成（実・義、出身学校、職業、勤務年数、
　月収、健康などを含む）　
○親戚（氏名、年齢、出身学校、職業など） 
○自宅（見取図、交通機関、所要時間など） 
○資産・学資・身元保証人など

兵庫労働局職業安定部長、兵庫県教育長から事業主への依頼（抜粋）（平成 22（2010）年６月）

平成 22 年度高等学校新規卒業予定者の就職応募書類等について

□　外国籍の生徒、父母又はそのどちらかのいない生徒や経済的に恵まれない生徒などの就職に
　ついても、不利にならないようご配慮をお願いします。
□　特別支援学校高等部卒業生など、障害のある生徒の就職については、能力、特性を考慮し新
　たな職業開発も含めて、より積極的に適切な雇用の場が与えられるようにご配慮をお願いしま
　す。
　※その他、「男女雇用機会均等法」を踏まえ、「高等学校新規卒業予定者を対象とした募集も
　男女不問求人とし」、「男女双方に対する差別的取扱い」がないよう依頼している。

【参考資料】
　○　高校生用教育資料「HUMAN RIGHTS」（平成 23 年　兵庫県教育委員会）
　　http://www.hyogo-c.ed.jp/~jinken-bo/human-rights-new/newhumanrightsforstudent/new-
　　human-rights-for-student-13.pdf
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１　ねらい

　○　同和問題についての今日的な課題を理解し、その解決のためにどうすればよいかを話し合うこ
　　とを通して、同和問題の解決への主体的な意欲や態度を養う。

２　活用上の留意点

　○　今日までの様々な取組により、同和問題に対する理解、教育上の較差の解消、住環境の改善等
は大きく進んできた。また、結婚問題に関しても、通婚が進むなど人々の意識も変わってきてい
る。しかし、同和問題が完全に解決したわけではない。今日でも、結婚問題を中心に、同和地区
への居住の敬遠、身元調査、インターネットを悪用した差別的な情報の掲載など問題事象が発生
している。このような実態について認識を深めたい。

　○　あらゆる人権課題はその背景や構造において共通する部分がある。同和問題の解決のための取
組を進めていくと同時に、他の人権課題について関心をもち、その解決をめざしていくことの必
要性を認識させたい。

３　展開例

№ ⑳ 分類 2－⑴－イ 資料名
同和問題の歴史について調べ、考えよう
３　同和問題解決のため、私たちはどう
　していけばよいか話し合おう

学年 全学年 領域 総合的な学習の時間23

【展開１】　同和問題に関する現在の課題を調
　　　　　べましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　同和問題に関する現在の課題を理解する。
＜活　動＞
　・同和問題の課題について調べ、発表する。

・本教育資料№.⑭「めぐり来る夏に」から、
　同和問題に関する現在の課題について考え話
　し合おう。

【展開２】　同和問題とは何か、自分の言葉で
　　　　　説明できるようにしましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　同和問題をはじめあらゆる人権課題に関心
　をもち、正しい認識をもつことの必要性を認
　識する。
＜活　動＞
　・同和問題とは何か、自分で説明できるよう
　　にする。

・資料11の人権課題のなかから、関心のあるも
　のをあげてみよう。
・人権課題の中から、説明ができないものを取
　り上げ、調べてみよう。
・様々な人権課題に共通することを考えてみよ
　う。

【展開３】　同和問題をはじめあらゆる人権課
　　　　　題を解決するための方法を考えまし
　　　　　ょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　人権課題の解決のために自分にできること
　を考え、実践しようとする。
＜活　動＞
　・今の自分にできることを考え、意見交換を
　　する。

・同和問題はどうしたらなくなるか話し合おう。
・自分の家庭、地域、学級、学校をみつめ、困
　っていたり、つらい思いをしている人がいな
　いか考え、その解決方法を探ろう。
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参考資料

Ｑ１　同和問題とは何ですか？

　同和問題とは、国民の一部の人々が、歴史的な身分差別により、経済的、社会的、文化的に低い状
態を強いられ、今なお日常生活のいろいろな差別を受けている日本固有の人権問題です。被差別集落
を「部落」と呼ぶことがあり、「同和問題」は「部落問題」とも言われます。

Ｑ２　「部落」と「同和地区」は同じですか？

　  「部落」は「同和地区」ともよばれますが、「同和地区」という言葉は、被差別集落を指す行政用語で、
同和対策事業が必要であると行政機関によって認定された地区です。しかし、歴史的に「部落」であ
ると認識されている地区であっても、行政が「同和地区」と指定しなかった場合もあり、「部落」と「同
和地区」は必ずしも一致するわけではありません。また、明治以降に形成された集落が周辺地域から
差別を受け、同和地区に指定されたところもあります。差別される地域があるから同和問題があるの
ではなく、差別する人がいるから同和問題があるということを示しています。　　

Ｑ３　「歴史的な身分差別」とはどのようなものですか？

　社会科の教科書の江戸時代の記述によると、『百姓・町人とは別に、えた身分、ひにん身分などの人々
がいました。えた身分は、農業に従事して年貢をおさめたほか、死んだ牛馬の解体や皮革業、雪駄生
産、雑業などをして生活しました。また、犯罪者をとらえることや牢番など役人の下働きも役目とし
て務めました。ひにん身分も、役人の下働きや芸能、雑業などで生活しました。これらの身分の人々は、
ほかの身分の人々から厳しく差別され、村の運営や祭礼にも参加できませんでした。また、幕府や藩
により住む場所や職業を制限され、服装をはじめさまざまな制限を受けました。これは、これらの身
分の人々に対する差別意識を強める働きをしました。』（「新しい社会歴史」（東京書籍））とあります。
　しかし、部落差別が、江戸時代の初めに民衆を分断支配するために政治的につくられたというだけ
では、誰がどのようにして被差別身分に組み込まれたのかという疑問が生まれることがあります。
　現在の部落の人たちにつながる集団は、まず中世の社会的差別によってかたちづくられました。中
世の被差別民には、雑芸能に従事した遊芸民や、清掃・死牛馬の処理・皮細工・物資の運送・染色・
壁塗り・井戸掘・造園などの仕事に携わった河原者などがいました。こうした集団が各地に置かれて
いくわけですが、「けがれ」意識の広まりとともに人々の差別意識も強まっていきます。しかし、こ
うした人々の存在をぬきにしては、中世の商工業の発展や中世文化の創造は語れません。ただし、中
世の被差別民が、すべて近世の被差別部落につながっているわけではなく、近世の権力者によるなん
らかの事情（権力から危険人物とみなされた、皮革を確保するため、城を守る、あるいは街道筋の警
察的役目・監視役をさせるため権力が必要とした、など）により、民衆の一部分が被差別身分にされ
たのです。
Ｑ４　同和問題の歴史を教えるうえで留意すべきことは何ですか？

　同和問題の歴史を、最近の歴史研究をふまえ、日本の歴史全体の流れのなかで考えることが必要です。
　かつては、「士農工商」、「えた」、「ひにん」という言葉を使って教えていましたが、江戸時代には
このような言葉は使われていませんでした。教科書の記述も変化してきています。悲惨さや貧困さを
強調する記述がなくなり、経済的・文化的な豊かさを示す教科書もあります。また、「蘭学事始」等
を引用して、人体の解剖に関する技能、知識を担っていたのは、差別された身分の人々であったこと
が明記されています。さらに、すべての教科書で、差別された人々が藩の差別政策に対して立ち上が
った事例として「渋染一揆」について記述しています。

Ｑ５　明治時代になって、解放令が出されたのに差別がなくならなかったのはなぜですか？

　明治４(1871) 年の布告では、差別をなくすための具体的な政策や生活改善が行われませんでした。
　こうした状況のもと、明治時代の末から大正時代にかけて、部落の生活改善をめざした「部落改善
運動」が先覚者たちの個人的な活動からはじまりました。
　大正時代になると、同和地区住民による自主的な運動が展開されました。その代表的なものが大正
11（1922）年に結成された「全国水平社」による運動でした。水平社運動と相前後して、行政関係者
や民間の人たちが一体となって部落差別をなくしていく運動が推し進められてきました。これを「融
和運動」といい、各府県にそれぞれ融和団体がつくられていきました。しかし、これらの運動は第二
次世界大戦により埋没しました。
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Ｑ６　戦後の取組はどのようなものでしたか？

　戦後、食糧難や就職難のしわよせを受けた同和地区のなかには、就学期の子どもも働かざるをえな
いといった実態から、不就学・長期欠席の児童・生徒が多い状況がありました。それを解消するため
には、就学体制を整えることや差別を払拭する教育の必要性が叫ばれ、水平社運動の流れをくむ「部
落解放運動」がおこり、同和教育も各地でめばえてきます。
　昭和 28 年（1953）年、国の予算に戦後はじめて隣保館を設置する経費の補助金が計上され、その
他の共同利用施設等の設置などの環境改善事業の予算が増額されました。しかしそれは部分的な対策
にとどまりました。そこで部落問題解決のための国策樹立の声が高まり、昭和 36(1961) 年 11 月、総
理府に同和対策審議会が設置されました。同和対策審議会は、３年余にわたる審議の後、昭和 40（1965）
年８月に『同和対策審議会答申（同対審答申）』を行いました。この答申を受けて、昭和 44（1969）年『同
和対策事業特別措置法』が制定され、以後 33 年間にわたり国や地方公共団体が各種の特別対策を講
じた結果、進路や住宅など生活環境などの実態面は大きく改善され、教育や啓発も大きな成果をあげ
ました。その結果、平成 14（2002）年３月には特別対策も終了し、既存の一般対策により対応する
ことになりました。

【参考文献】
　○　「知っていますか？同和教育一問一答第２版」（森　実著　解放出版社）
　○　「部落史・部落問題学習のすすめかた」（藤里　晃著　解放出版社）
　○　「日本の歴史と人権問題」（大阪人権歴史資料館編　解放出版社）
　○　「人権文化をすすめるために」（兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会）　

Ｑ９　学校で教えないほうが、部落差別はなくなるのではないのですか？

　「解放令」が出されてから「全国水平社」が設立されるまで、差別解消に向けた運動や取組はほと
んどありませんでした。また、第二次世界大戦後、教科書に部落問題の記述はなく、特別措置法が出
されるまで学校でもほとんど教えられませんでした。しかし、この間部落差別がなくなることはあり
ませんでした。さらに差別事件も起こりました。差別を助長するような間違った情報によって部落差
別に出会う人がいるのであれば、学校で、また、職場や地域で、不合理さに気づき、正しく理解し、
偏見をなくすことが必要です。

Ｑ７　部落差別の解消に向けた取組が、多くの人の生活改善に結びついたとはどういうことですか？

　昭和 36（1961）年に高知県長浜において、半農半漁の部落の母親たちが、憲法を学び、「義務教育
は無償である」という権利意識に目覚めて、教科書を無償にする運動が生まれました。その結果、昭
和 38（1963）年には、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」が制定され、小・中
学校の教科書が無償となりました。この教科書無償化への取組をはじめ、就職差別の解消に向けた「統
一応募書類」の作成など、個別の人権課題への取組が、国民みんなの生活の改善につながることはた
くさんあります。

Ｑ８　いまでも部落差別はあるのですか？

　大きく改善はされてきましたが、残念ながら身元調査や結婚・就職差別を中心に今日でも課題が残
されています。
　また、同和地区出身者を誹謗・中傷する表現や同和地区の所在を示す書き込みがインターネットに
掲示されるということも起きています。

Ｑ 10　校区に同和地区がない学校でも、同和教育は必要でしょうか？

　同和問題は同和地区外の人が同和地区の人を差別しなくなれば解決します。同和地区外の人の学習
こそが必要ですから、校区に同和地区がない学校でこそ、学習が必要だともいえます。同和地区はな
くとも、同和問題のない学校はないといえます。
　しかし、当事者の悩みや願いが感じにくい状況では、知識だけの学習になったり、それがかえって
差別を助長することがないように、教える側が自分と同和問題の関わりを語ったり、児童生徒が自分
の問題としてとらえていけるような学習のあり方を研究したいものです。そして、人権教育を通して、
人権問題全般の本質が見え、自分たちに身近にある差別やいじめに気づいていけるような学習であり
たいものです。
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西暦
元号
平成

日本の社会の動き 女性 子ども 高齢者 障害者

2003 15 少子化社会対策基本法

2004 16

2005 17

高齢者虐待の防止、
高齢者の養護者に対
する支援等に関する
法律

発達障害者支援法

2006 18 教育基本法改正 障害者自立支援法
バリアフリー新法

2007 19 高齢化率が 21％を超
え超高齢社会に突入

2008 20
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）

配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保
護のための施策に関
する基本的な方針

「児童虐待の防止等
に関する法律」改正
青少年が安全に安心
してインターネット
を利用できる環境の
整備等に関する法律

2009 21 裁判員制度開始

2010 22 高校授業料無償化 第３次男女共同参画
基本計画

2011 23 東日本大震災

2012 24 高齢者雇用安定法改正

2013 25 いじめ防止対策推進法
障害を理由とする差
別の解消の推進に関
する法律

「児童虐待の防止等に関する法律」

（2008（平成 20）年改正）
　児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身
の成長及び人格の形成に重大な影響を与えることか
ら、児童虐待の予防・早期発見、児童虐待を受けた
児童の保護及び自立支援などを目的に制定された。
この法律で、親や親にかわる養育者が、18 歳未満
の子どもに対して行う「身体的虐待」「性的虐待」「養
育の拒否や放置」「心理的虐待」を児童虐待と定義
づけている。

発達障害者支援法　　　　（2005（平成 17）年施行）
（定義）
第二条　この法律において「発達障害」とは、自閉症、
　アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学
　習障害、注意欠陥多動性障害その他のこれに類す
　る脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に
　おいて発現するものとして政令で定めるものをい
　うものとする。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　発達障害者の支援等の施策が講じられるに
　当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者
　の意思ができる限り尊重されなければならない。

（国民の責務）
第四条　国民は発達障害者の福祉について理解を深
　めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障
　害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対
　し、協力するように務めなければならないものと
　すること。

第３次男女共同参画基本計画　　（2010（平成 22）年）
【基本的な方針】（一部抜粋）
　男女共同参画社会の実現は、女性にとっても男性に
とっても生きやすい社会を作ることであり、政府一体
となって取り組むべき最重要課題である。その目指す
べきは、①固定的性別役割分担意識をなくした男女平
等の社会、②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個
人が生きることのできる社会、③男女が個性と能力を
発揮することによる、多様性に富んだ活力ある社会、
④男女共同参画に関して国際的な評価を得られる社会
である。
　我が国においては、これまで国際的な動きと軌を一
にし、多くの女性たちの活動に支えられながら、男女
共同参画社会の実現に向けて男女共同参画社会基本法

（平成 11 年）、男女共同参画会議の設置など国内本部
機構の充実・強化、男女共同参画基本計画に基づく取
組等を推進してきた。

【第３次基本計画において改めて強調している視点】
①女性の活躍による経済社会の活性化
②男性、子どもにとっての男女共同参画
③様々な困難な状況に置かれている人々への対応
④女性に対するあらゆる暴力の根絶
⑤地域における身近な男女共同参画の推進

【今後取り組むべき喫緊の課題】（一部抜粋）
○　実効性のある積極的改善措置の推進
　「社会のあらゆる分野において、2020 年までに、指
導的地位に女性が占める割合が、少なくとも 30％程
度になるよう期待する」という目標の達成に向けて、
取組の強化・加速が不可欠である。

人権に関する近年の歩み　年表
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西暦 元号
平成 外国人 ＨＩＶ感染者・

ハンセン病　　
アイヌ民族・
沖縄問題　　 情報・環境 その他 世界の動き

2003 15 個人情報保護法
性同一性障害者
の性別の取り扱
いの特例に関す
る法律

2004 16 人権教育のため
の世界計画

2005 17
犯罪被害者等基
本法

国連持続可能な
開発のための教
育の 10 年

2006 18

拉致問題その他
北朝鮮当局によ
る「人権侵害問
題への対処に関
する法律

障害者の権利に
関する条約

2007 19 先住民族の権利に
関する国連宣言

2008 20
ハンセン病解決
の促進に関する
法律

アイヌ民族を先
住民族とするこ
とを求める決議

ホームレスの自
立の支援等に関
する基本方針

2009 21 水俣病救済特別
措置法

人身取引対策行
動計画 2009

2010 22 ハンセン病差別
撤廃決議

2011 23
人権教育及び研
修に関する国連
宣言

2012 24

出入国管理及び
難民認定法及び
日本国との平和
条約に基づき日
本の国籍を離脱
した者等の出入
国管理に関する
特例法の一部を
改正する等の法
律

2013 25

人権教育のための世界計画　　　（2004（平成 16）年）
　「人権教育のための国連 10 年（1995 ～ 2004 年）」
の終了をうけ、2004 年４月、第 59 回国連人権委員会
において、「人権教育のための世界計画」を提案する

「人権教育の国連 10 年フォローアップ決議」が無投票
で採択された。

【第一フェーズ（2005 ～ 2007）※ 2007 年に 2009 年ま
での延長を決議】
　初等・中等教育（日本では小学校から高等学校）に
おける人権教育の推進に焦点をあてる。

【第二フェーズ】（2010 ～ 2014）
　高等教育と、あらゆるレベルにおける教員、教育者、
公務員、法執行者、軍関係者の人権研修に重点を置く。

放射線被ばくについての風評被害に関する緊急メッセージ

（2011（平成 23）年　法務省人権擁護局）
　新聞報道等によりますと、原発事故のあった福島県
からの避難者がホテルで宿泊を拒否されたり、ガソリ
ンの給油を拒否されるといった事案のほか、小学生が
避難先の小学校でいじめられるなどの事案があったと
されております。
　放射能の影響を心配するあまりなのでしょうが、根
拠のない思い込みや偏見で差別することは人権侵害に
つながります。　震災に遭った人が、避難先で差別を
受けたら、どんな気持ちになるでしょうか。
　相手の気持ちを考え、やさしさを忘れず、みんなで
この困難を乗り越えていきましょう。

個人情報の保護に関する法律　　（2003（平成 15）年）
第一章　総則（一部抜粋）
第一条
　この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情
報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人
情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による
基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策
の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務
を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者
の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の
有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること
を目的とする。
第二条
　この法律において「個人情報」とは、生存する個人
に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生
年月日その他の記述等により特定の個人を識別するこ
とができるもの（他の情報と容易に照合することがで
き、それにより特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む。）をいう。

人権教育及び研修に関する国連宣言（2011（平成 23）年）
　人権教育及び研修を、あらゆる人権及び基本的自由
の普遍的尊重と遵守を促進するためのあらゆる教育、
研修、情報、啓発及び学習活動と定義し、すべての人
が人権及び基本的自由について知り、情報を求める権
利を有し、人権教育・研修へのアクセスを有するべき
だと規定しています。
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資料編各人権課題について

　人権教育・啓発に関する基本計画（平成 14 年３月 15 日閣議決定）第４章人権教育・啓発の推進方
策の２各人権課題に対する取組において、「人権教育・啓発に当たっては、普遍的な視点からの取組
のほか、各人権課題に対する取組を推進し、それらに関する知識や理解を深め、さらには課題の解決
に向けた実践的な態度を培っていくことが望まれる。その際、地域の実情、対象者の発達段階等や実
施主体の特性などを踏まえつつ、適切な取組を進めていくことが必要である。」と記され、以下のよ
うに、12 の人権課題が挙げられている。なお、平成 23 年４月 1 日、閣議決定により、人権教育・啓
発に関する基本計画の一部が変更され、「北朝鮮当局による拉致問題等」が追加されました。

（１）女性　　　　　　　　　　 　  　　（２）子ども
（３）高齢者　　　　　　　　　　   　　（４）障害者
（５）同和問題　　　　　　　　 　 　　 （６）アイヌの人々
（７）外国人　　　　　　　　　 　  　　（８）ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等
（９）刑を終えて出所した人　　     　    （10）犯罪被害者等
（11) インターネットによる人権侵害  　  （12）北朝鮮当局による拉致問題等
（13）その他（例えば、性的指向に係る問題や新たに生起する人権問題など）

　これらの人権課題の中から、本資料に取り上げていない人権課題について説明をします。

■ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等
　エイズウィルス（HIV）やハンセン病などの感染症については、まだまだ正しい知識や情報が
普及しているわけではなく、こうした感染症等についての理解不足から生じる人権問題もありま
す。例えば、エイズの原因である HIV の感染力は非常に弱く、正しい理解があれば日常生活を
ともにすることができます。医療技術の進歩により、感染したとしても通常の生活を送ることが
できるようになっています。兵庫県では、患者等の精神的不安等の負担の軽減を図るため、エイ
ズカウンセラーを派遣し、継続的にきめ細かな相談・カウンセリングを行う「兵庫県エイズカウ
ンセラー派遣事業」を平成 20 年度から行っています。
　また、ハンセン病は、もともと病原性の弱い「らい菌」による感染症ですが、過去には遺伝病
と誤解され、患者の強制隔離が行われました。しかし、感染したとしても発病することは極めて
まれで、しかも万一発病しても、早期治療により後遺症は残りません。ハンセン病に対する差別
や偏見の解消を更に推し進めるため、平成 20 年には「ハンセン病問題の解決の促進に関する法
律」が成立し、平成 21 年に施行されました。兵庫県では、「療養所入所者の里帰り事業」や「療
養所への訪問・交流事業」などを行っています。

■刑を終えて出所した人
　刑を終えて出所した人に対しては、まだまだ根強い偏見や差別意識があります。就職や入居に
関しての差別や、悪意のある噂や地域社会などからの拒否的な感情など、本人の努力にもかかわ
らず、更生意欲がそがれてしまうことがあり、社会復帰をめざす人たちにとって現実は極めて厳
しい状況にあります。また、本人だけではなく、その家族や親族に関しても、地域社会や職場、
学校などで差別的な扱いを受けることがあります。
　刑を終えて出所した人が、真の社会復帰を実現し、社会の一員として円滑な生活を営むことが
できるようにするためには、本人の強い更生意欲とともに、家族、職場、地域社会など周囲の人々
の理解と協力が必要です。刑を終えて出所した人に配慮し、同じ社会の一員として温かく迎える
ことが大切です。

■犯罪被害者等
　誰もが犯罪被害者になりうる現実がある中で、犯罪被害者やその家族は、生命を奪われ、家族
を失い、傷害を負い、財産を奪われるなどの目に見える被害に加えて、重大な精神的被害を受け
ています。加えて、再被害の不安や捜査・公判の過程での負担などで新たな精神的被害を受けた
り、さらには、周囲の好奇の目、誤解に基づく中傷、無理解な対応や、過剰な取材・報道などに
よる名誉や生活の平穏の侵害など、犯罪による直接的被害にとどまらず、副次的な被害に苦しめ
られることが指摘されています。
　このような事態を改善するため、平成17年には「犯罪被害者等基本法」が施行されました。兵
庫県では、平成18年に施行された「地域安全まちづくり条例」の中で、犯罪被害者等を支援する
機関・団体と協働して情報提供や相談、その他の支援を行うことを定めています。
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■ホームレス
　仕事の減少、倒産や失業、病気やけがなどが原因で、公園、河川敷、道路などでの生活を余儀
なくされる人々が多数います。こうしたホームレスとなった人々の中には、きちんと就職して働
きたいという自立の意志をもつ人が多いにもかかわらず、偏見や差別の対象になることが少なく
ありません。また、ホームレスに対する嫌がらせや暴力事件などもたびたび発生しています。
　こうしたホームレスの自立を支援するために、平成 14 年に「ホームレスの自立の支援等に関
する特別措置法（ホームレス支援法）」が成立し、地方公共団体は就労機会や住居の確保、生活
相談などの対策を講じるよう定められました。それに基づき、「ホームレスの自立の支援等に関
する基本方針」（平成 15 年）が策定され、全国調査を経て平成 20 年に見直しがなされました。
　兵庫県においても、平成 16 年に国・県・市の関係機関と民間支援団体からなる「兵庫県ホー
ムレス自立支援対策連絡協議会」を設置するとともに、「兵庫県ホームレスの自立の支援等に関
する実施計画」を策定し、ホームレスに対する相談体制、保健・医療の確保、住まいの確保や雇
用・就労支援の充実を図っています。
　ホームレスの自立を図るためには、ホームレス及び近隣住民双方の人権に配慮しつつ、ホーム
レスに対する偏見や差別を解消するよう、地域社会の理解と協力が必要です。

■セクシュアル・マイノリティ
　セクシュアル・マイノリティとは、性にまつわる場面において、少数派（マイノリティ）であ
る人たちのことを言います。具体的には、性的指向、性同一性障害などがあり、学校や職場など
において偏見や差別を受けて苦しんでいるという現状があります。
　性的指向とは、人の性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念を言い、具体的には、性愛の
対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指します。特に、
「男性が男性を、女性が女性を好きになる」ことに対しては根強い偏見があり、同性愛者、両性
愛者の人々は少数派であるがために正常と思われないことがあります。
　また、性同一性障害とは、生物学的な性（からだの性）、社会的文化的につくられた男女の性
役割や行動様式（社会の性）、性自認（こころの性）が一致しないため、自分の性別に違和感を
もち受け入れられず、社会生活に支障がある状態を言います。しかし、平成16年には「性同一性
障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、性同一性障害者であって一定の条件
を満たすものについては、性別の取扱いの変更の審判を受けることができるようになりました。
（平成20年改正、条件が緩和）
　現在も、これらの人々の人権を守るために、啓発活動や相談、調査救済活動が行われており、
理解を深め、偏見や差別をなくすことが必要です。

■人身取引（トラフィッキング）
　性的搾取や強制労働、臓器移植などを目的とした人身取引（トラフィッキング）の問題は、大
変深刻な人権侵害であり、決して許されるものではありません。被害者の多くは女性や子どもで
あると言われており、日本は被害者が最終的にたどり着く受入国の一つであると国際社会から批
判を受けています。
　こうした現状に対し、平成16年４月、内閣に「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」が設
置され、同年12月には同会議において、人身取引の撲滅、防止、人身取引被害者の保護等を目的
とする「人身取引対策行動計画」を取りまとめました。
　平成21年12月には、見直しが図られ、「人身取引対策行動計画2009」が策定されました。
　また、人身取引その他の人身の自由を侵害する犯罪に対処するため、平成17年６月に刑法等の
一部が改正され、同年７月から施行されています。
　人身取引をなくすためには、その実態を知り、社会全体の問題として認識する必要があります。

（「人権文化をすすめるために」（公財）兵庫県人権啓発協会発行から転載）



― 58 ―

１　ねらい

　○　「不安」や「絶望」の中からも、必ず「新しい希望」は生まれるということを感じながら、学
　　校生活に明るい展望をもつ。

２　趣旨

　○　この教材は、「天と地とがあるからのように」という繰り返し表現のあとに、「昼と 夜とが」「今
日と 昨日とが」「火と 水とが」など、この世に存在するあらゆるものが、対比されながら登場する。

　○　これらは、「天と地」が存在するのは当たり前であるように、この世界には「時間の流れ」「（ふ
るさとの）自然」「生命の営み」が絶えずその状況を変化させながら存在していることを表現し
ている。そして、第四連では、われわれ「人間の営み」も喜びがあり、また悲しみや絶望がある
など、様々な状況が訪れるのは当たり前であると表現し、悲しみや絶望から「新しい希望」が生
まれてくるとしている。

　○　中学校に入学して、新しい環境に順応できず、円滑な学校生活が送れなくなってしまう生徒も
多い。この詩には、たとえ不安なことや困難な状況が生まれても、決して負けることなく力強く
生きてほしいというメッセージが込められている。

３　配慮事項

　○　反復法・対句などの表現技法や言語事項については簡単に触れる程度にし、あまり時間をかけ
　　ない。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　詩を読む。

２　繰り返されている言葉の意味について話し
　合う。

　
　・この世界を象徴するもの
　・世界を形作る基になるもの
　・この世に当然のごとく存在するもの

３　詩に込められた作者の思いについて話し合う。
　　

　　・対になっている言葉を確認する。
　　　眠り⇔目覚め 　　
　　　喜び⇔悲しみ
　　　絶望⇔（新しい）希望
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

４　中学校生活に対する意欲を詩にする。　
　

　・詩の特徴を参考にする。
　・できるだけ具体的な内容にする。

・指導者の範読でもよい。
・数名に感想を発表させる。
・繰り返されている言葉から「人間の営み」
　をどのように捉えているか考えさせる。

・「天と地」があるから、あたりまえのように
　第一連：「時間の流れ」　
　第二連：「（ふるさとの）自然」
　第三連：「生命の営み」
　第四連：「人間の営み」
　があることに気づかせる。

・人の営みの中で繰り返されるものであるこ
　とに気づかせる。
・人が生きていくうえで、悲しみや絶望を感
　じるのは避けられないことであるが、そこ
　からは必ず「新しい希望」が生まれること
　に気づかせ、学校生活に明るい展望をもた
　せたい。

・繰り返されている言葉と接続詞だけを書い
　たワークシートを利用してもよい。
・教室掲示してお互いの思いが分かるように
　する。

「天と地」とは何を意味しているか考えましょう。

　第四連に込められた作者の思いを考えましょう。

 第五連を作ってみましょう。

№ 1 分類 2－⑴－ア 資料名 天と地とが 学年 1年 領域 国語
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１　ねらい

　○　いじめを見て見ぬふりをすることは、いじめを助長させるということに気づき、いじめは決し
　　て許されないという認識のもと、いじめに立ち向かう態度を身につける。

２　趣旨

　○　本資料は、プロレスごっこを断れない上田君と、いじめではないかと感じながらどうすること
もできない「ぼく」の様子を描いている。自分たちの日常生活を振り返りながら考えることがで
きる内容である。

３　配慮事項

　○　学級の実態をよく把握し、状況によっては発言を求める場面において留意する必要がある。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　プロレスごっこを見つめる「ぼく」の気
　持ちを考える。

　・ぼくが話していたのに。
　・ぼくの方を見ている上田君の様子が気に
　　なる。
　・真っ赤な顔で苦しそうだったな。

２　上田君に対する思いを考える。

　
　・何ではっきりと言わないのだろう。
　・川野君たちは、小学生の時いじめられて
　　いた上田君をかばっていたのに。

３　上田君がいやだと言った場面を考える。
　○上田君が「いやや」と言おうと思った理
　　由を考える。
　・もうプロレスごっこはいやだった。
　・「ぼく」が、味方になってくれる気がし
　　た。
　○上田君の気持ちを考える。
　・みんな助けて。
　・勇気をふりしぼっていややと言った。

　・その場で、「もうやめてやれ」と言う。
　・後で上田君に声をかけ、「味方だから」と
　　伝える。
　・先生に相談する。
　・みんなでどうすべきかを相談する。

４　自分たちの生活を振り返る。

・ぼくには何かひっかかることがあったこと、
　それはぼくの感性の鋭さであることを認識
　させたい。

・心配をしながらも、自分が山下君たちに言
　える勇気はないことに気づかせる。

・上田君は勇気をもって言ったことや、言っ
　た後も大変不安であったことを理解させ
　る。
・上田君にとっては、ぼくの言葉が支えにな
　っていることに気づかせたい。
・川野君と友だちであり続けたいと思ってい
　ることにも気づかせる。

・ぼくや周りのみんなにも、葛藤があり、勇    
　気が必要であることを認識させる。
・その場でとめることができなくても、先生
　に相談するなど、このまま放っておくわけ
　にいかないことを理解させたい。

・自分たちの生活のなかに似たような場面が
　ないか想起させ、解決のために自分が勇気
　をもって行動しようとする意欲をもたせた
　い。

「ぼく」はプロレスごっこを見ながら、何を思っていたのでしょう。

「いやや」と言えない上田君のことをどう思っていたのでしょう。

このあと「ぼく」やみんなには何ができるか考えましょう。

№ 2 分類 2－⑵－ア 資料名 プロレスごっこ 学年 1年 領域 道徳 4－⑶

５　参考

　○　「いじめ防止対策推進法」（平成 25 年６月公布）
　○　「いじめ対応マニュアル」（兵庫県教育委員会　平成 25 年３月改訂）
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１　ねらい

　○　障害のある人と共生を実現するには、相手の思いや願いに耳を傾け、理解することから始まる
　　ことを認識する。

２　趣旨

　○　「相手を思いやる。」とは、その時相手が必要としていることは何かを考えたり、聞いてみるな
どの行動ができることであるということを理解させる。

　○　この資料は、前半は、善意からの行為ではあるが思い込みや対応の仕方が間違っていたりする
ことで、障害のある人が困っている様子が描かれている。後半は、どのように接すればいいのか
の具体例が描かれ、精神的な面や技術的な面からも気づくことができる内容である。

３　配慮事項

　○　障害のある生徒や障害のある家族がいる生徒が在籍する場合は、事前にその思いや願いを知っ
　　たり、障害の状況を理解するなど配慮が必要である。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　障害のある人と触れ合った経験や、日頃
　から思っていること、考えていることを話
　し合う。

　・大変そうだ。　
　・かわいそうだ。
　・助けてあげたい。
　・見えているように歩道を渡ってすごい。
　・自転車がじゃまで車いすが通れないのを
　　見た。

２　この資料と同じ場面をロールプレイで再
　現し、どのように対応すればいいのかを考
　える。

３　３人の対応から、障害のある人への思い
　を読み取り、その行動について考える。
　・「どこに行くの」…思い込みによる親切。
　・「頑張ってね」…同情や憐みの気持ち。
　・「いっしょに行きませんか」…相手の願
　　いを尊重。

４　障害のある人と関わるうえで大切にした
　いことについて話し合う。
　・障害のある人が豊かな気持ちで生活でき
　　るような関わりをする。
　・社会全体の問題として考えていく。

・話しやすいようにイメージでもよい。
・もし生徒になければ指導者の体験談を話
　してもよい。

・生徒の意識を確認する。それぞれの意見
　を否定しないようにする。

・実際に行動することによって、対応の仕
　方を具体的に考えさせる。

・思い込みや同情が相手にどのような思い
　を抱かせるのかを想像させる。
・相手の気持ちを考えたり、聞いたりする
　ことが大切であることに気づかせる。

・障害のある人が、自分の願いを伝えたり、
　自分で選択できる環境をつくっていくこ
　との必要性について認識させる。
・介助等についての知識や技術を学習する
　ことが、より効果的な関わりを実現する
　ことを認識させる。

障害のある人に対するイメージはどのようなものですか。

町で目が不自由な人に出会いました。あなたはどう対応しますか。

№ 3 分類 3－⑴－ア 資料名 「どうしたらいいんですか」 学年 1・2年 領域 特別活動（学級活動）

５　参考

　○　第 33 回全国中学生人権作文コンテスト文部科学大臣賞受賞作品の「障害者だって、幸せだ」
　   （姫路市立広畑中学校３年　青石奈那香さん）を参考とすることができる。
　　http://www.moj.go.jp/content/000116361.pdf
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１　ねらい

　○　障害のある人に対する自分の意識に目を向け、望ましい関係の作り方を考え、実践する力を身
　　につける。

２　趣旨

　○　障害のある人に対して、人間性を見ようとせずに、見かけで能力を判断したり、同情したりす
ることがある。実際に交流し、互いのことを「知る」ことで偏見や差別をなくしていくことが必
要である。

　○　本資料は、小さな頃は純粋な気持ちで加代と接し、その良さを自然に理解していた「るみ子」が、
成長するにつれて、加代を避けるようになっていたが、見舞いに来てくれた加代が自分を心配し
てくれていることを感じ、あらためて加代の良さを認識し、友だちであり続けたいと考える姿を
描いている。

３　配慮事項

　○　障害のある生徒や障害のある家族がいる生徒が在籍する場合は、事前にその思いや願いを知っ
　　たり、障害の状況を理解するなど配慮が必要である。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　小学校時代の加代と「るみ子」の関係に
　ついて話し合う。

　・いっしょによく遊んだ。
　・いっしょにいると楽しかった。
　・加代が成功するとうれしかった。

２　中学生になってからの加代に対する「る
　み子」の思いについて話し合う。

　・忙しくなって自分の生活で精一杯になっ
　　た。
　・話が合わなくなった。
　・加代といっしょにいることで、周りの目
　　が気になった。

３　鶴を見た時の「るみ子」の気持ちについ
　て話し合う。

　
　・小学生のころのことを思い出した。
　・自分の回復を心から願ってくれているこ
　　とがうれしかった。
　・加代のことを笑った友だちのことを残念
　　に思った。

４　加代のもつ力について話し合う。
　・強い気持ちをもっている。
　・人の気持ちの痛みが分かる。

・｢自分のことのようにうれしくて、いっし
　ょにはしゃぎ回った。｣の部分に、二人が
　純粋にお互いの良さを認め合っていたこ
　とを理解させる。

・忙しさのなかで、周りの人を思いやる気
　持ちが薄れていくことがあること、それ
　が自分自身の気持ちの豊かさを失わせて
　いくことを考えさせたい。
・誰にでも、周囲の目が気になったり、偏
　見が生じることがあることを認識させる。

・一途に自分のことを心配してくれる加代
　の様子から、加代の心の美しさや優しさ､
　一生懸命さを再確認したるみ子の気持ち
　を押さえる。
・加代の本当の良さをみんなに伝えたいと
　いうるみ子の気持ちを捉えさせる。

・障害のある人から学ぶことが多くあり、
　助けたり助けられたりしながら、共に暮
　らしていきたいという気持ちをもたせた
　い。

加代と「るみ子」は小学校時代、どのような関係でしたか。

なぜ、「るみ子」は小学校のころのように加代と遊べなくなったのでしょう。

加代のくれた鶴を見て、「るみ子」はどう思ったのでしょう。

№ 4 分類 2－⑵－ア 資料名 折り鶴 学年 1年 領域 道徳 4ー⑶
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１　ねらい

　○　高齢者との交流を通して、相手の思いや願いを感じとり、互いに支え合っていこうとする意欲
　　や態度を身につける。

２　趣旨

　○　現代は核家族化が進み、日常的に高齢者と接する機会や高齢者の思いや願いを身近に感じる機
会が少なくなってきている。

　○　本資料は、「明子」が特別養護老人ホーム「友愛園」での触れ合いを通して、高齢者への理解
を深めていく姿を描いている。お互いの思いや願いを理解し合うことが大切であることを考えさ
せる資料である。

　○　「友愛園」訪問を楽しみにしていた「明子」が、行きたくなくなった気持ちの変化を捉えさせる。
職員や祖父の言葉から、自分の言動を見つめ直した「明子」の姿を通して、高齢者の願いや不安
について思いを巡らせながら、共に豊かに暮らせるための方法について考えさせたい。

３　配慮事項

　○　老いることをマイナスのイメージで捉えないように留意する。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　１の場面について考える。
　

　・大きな拍手をもらった時に人の役に立っ
　　ていると思えた。　
　・いろいろな話が聞けて役に立ったし、自
　　分の相談にのってくれてうれしかった。

２　２の場面について話し合う。　

　
　・無責任な発言はよくない。
　・喜ばせた分、悲しみも大きくなるから言
　　わない方がよい。
　・希望をもたせることは高齢者を元気にす
　　るから、実現が難しくても言うことはい
　　いことだ。
　
３　３の場面について話し合う。

　・「いっしょに私の故郷に行ってね。」と、
　　いつも言われる。
　・笑顔で話しかけられるのがつらい。

４　４の場面について話し合う。

　・鈴代さん自身も行けないことは分かって
　　いながら、自分と楽しい会話をしようと
　　思って言っていたのではないかな。
　・ボランティアは、無理をしない範囲で継
　　続して行うことが大切だ。
　・高齢者はいろいろな知恵や技術をもって
　　いる。

・喜んでもらえていることを自分の喜びだ
　と感じている明子の充実感に共感させる。
・明子もまた高齢者からいろいろなことを
　教わり、元気をもらっていることに気づ
　かせる。

・鈴代さんを一生懸命励まそうとした明子
　のやさしさを理解させたい。
・相手を喜ばせようとした言葉も、時には
　相手を悲しませることに気づかせる。
・高齢者に楽しみや希望をもってもらうこ
　とは大切なことであり、明子の言葉の是
　非について多様な意見を出させたい。

・明子の気持ちの変化について考えさせる。
・明子が相手を思うがゆえに重荷になって
　きたことを考えさせ、明子のやさしさに
　もふれたい。

・鈴代さんの気持ちを想像させることで、
　相手の気持ちを理解することの大切さに
　気づかせたい。
・支援をする側の苦労を理解し、「忘れる
　ことなく」継続して支援することの大切
　さを理解させたい。
・高齢者の力を社会に役立ててもらうとい
　う視点をもつことの必要性を認識させる。

なぜ、「明子」は訪問日をはずむような気持ちでむかえるようになったのでしょう。

「私といっしょに行きましょう。」という明子の言葉をどう思いますか。

なぜ、「明子」は次第に「友愛園」へ行くのが重荷になってきたのでしょう。

祖父の話を聞きながら、「明子」は何を思ったのでしょう。

№ 5 分類 3－⑵－イ 資料名 お手玉 学年 2年 領域 道徳 4ー⑵
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１　ねらい

　○　差別に対して、あきらめることなく、人間としての尊厳を守ろうと勇気を出して立ち上がった
　　人々の思いに共感し、差別解消のために自分も行動しようとする意欲をもつ。

２　趣旨

　○　この資料は、本村からの理不尽な要求や周りの村からの差別に対して、枝村の村人が人間とし
ての尊厳を守るために、葛藤しながらも自分たちの要求を訴えていこうと立ち上がっていく様子
が描かれている。歴史学習等で差別が作られてきた過程や差別の実態について学ぶことに加えて、
差別に立ち向かった人々の思いや生き方に触れることで、自らを見つめ、差別解消の担い手とな
ろうとする意欲や態度を育む資料である。

　○　寄合の様子を劇化したり、その家族の気持ちを想像させてイラストに描写するなど、体験型の
学習を工夫し、単に歴史的な事実の理解に終わることなく生徒が人々の思いに共感できるように
したい。

３　配慮事項

　○　社会科との関連を図りながら、系統的な指導計画の中で取り扱うことが大切である。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　枝村の人々の告発に込められた願いを考
　える。

　・自分たちや、子、孫の生活を守りたい。
　・人としての尊厳を守りたい。
　・差別の不合理を明らかにしたい。

２　返答を問われ、「言いしれぬ恐れ」が胸
　に迫る村の人たちの気持ちを考える。

　・追放や死罪など、本当に覚悟できるのか。
　・残された家族の生活はどうなるのだろう。
　

３　眼を閉じた太兵衛の思いを話し合う。

　
　・自分は、本当に闘う気があるのだろうか。
　・これで自分たちの思いは伝わるのだろう
　　か。

４ 「わしの名前も書いてくれ。」と叫んだ与
　七の決意について考える。

５　学習を終えての感想を書く。

・与助の言葉や厳しい表情で語る太兵衛の
　言葉から、告発に込められた願いについ
　て話し合う。
・差別政策がいかに理不尽なものであった
　のかを理解させ、枝村の人々の怒りに共
　感させ、願いに迫らせたい。

・家族を残して死んでいくことになるかも
　しれない恐怖や苦悩を感じさせ、それで
　も行動せざるをえなかったのは、何のた
　めであったのかを考えさせたい。

・太兵衛の行動から、人間の尊厳を守ろう
　とする姿や差別に立ち向う強い決意を感
　じ取らせたい。

・自分も差別をなくす主体となって、太兵
　衛とともに闘いたいという与七の思いを
　理解させたい。
・枝村の人々の生き方から感じたことや学
　んだことを今の自分の差別やいじめに対
　する行動と対比しながら書かせる。

枝村の人々の告発には、どんな願いが込められているのでしょう。

「言いしれぬ恐れ」が胸に迫る村の人たちは、どんなことを考えていたのでしょう。

姿勢を正し、眼を閉じた太兵衛は、どんなことを考えていたのでしょう。

№ 6 分類 2－⑴－イ 資料名 わしの名前も 学年 2年 領域 道徳 4ー⑶

５　参考

　○　本教育資料№○「同和問題の歴史について調べ、考えよう」を参考とすることができる。23
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１　ねらい

　○　在日外国人の置かれている状況を知り、その悩みや願いに丁寧に耳を傾け、多文化共生社会を
　　実現していこうとする意欲を高める。

２　趣旨

　○　外国人生徒やその家族が、周囲の日本人社会にうまく溶け込めず、また文化の違いから誤解を
受け、孤立するケースが増えている。しかし、一人の理解者の存在が希望を与え、その問題の解
決を生むことがあることを理解させたい。

　○　外国人のアイデンティティと日本の社会制度に目を向けながら、信頼関係をキーワードに多文
化共生を考えさせたい。

３　配慮事項

　○　外国人生徒が在籍している場合は、その家庭状況や日本人に対する思いをあらかじめ把握して
　　おく。また、その生徒に対する日本人生徒の感情もあらかじめ把握したうえで授業をすすめる。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　資料を読む。

２　「私」のタチアネに対する感情の変化を
　捉える。
　○「私」のタチアネに対する気持ちを表し
　　ている部分を抜き出し気持ちの変化を追
　　う。

　・言葉をなかなか覚えず、成果がでないの
　　で教えがいがない。
　・親切に教えているのに、日本語をしゃべ
　　ろうとしないのは、自分たちへの感謝の
　　気持ちがないからだ。

３　タチアネが「私」に「日本語を教えて。」
　と言った理由について話し合う。

　
　・事実や自分の思いを伝えたいと思った。
　・日本語を覚えることが、トラブルのない
　　人間関係を築くことになると思った。
　・「私」とコミュニケーションをとりたか
　　った。

４　管理人さんの誤解が解けた後の二人の気
　持ちについて話し合う。

　　
　・二人の心が再び結びついたことがうれし
　　かった。

・最初は興味があって多くの人が関わりを
　もつが、やがてその意識が薄れていくこ
　とが他のボランティアにおいてもみられ
　ることを認識させたい。

・外国人との共生において、言葉が大きな
　壁になっていることに気づかせる。
・異なる言語や価値観をもつ外国人の気持
　ちを認めることができず、トラブルが生
　じていることに気づかせる。
・日本語を覚えようとしない背景には、自
　国の言葉や文化に対する誇りがあること
　を認識させたい。

・誤解を解いて、もう一度仲良くなりたい
　というタチアネの気持ちを理解させる。
・外国人には、日本語を理解し、よりよい
　人間関係を築きたいという思いがあるこ
　とに気づかせる。

・互いの信頼関係の構築は多文化共生にと
　って必要不可欠であり、目的とも言える
　ことを認識させたい。

「私」のタチアネに対する気持ちは、なぜ変化したのか、考えましょう。   

タチアネが「日本語を教えて。」と言ったのはなぜでしょう。

管理人さんの誤解が解けたことが、二人にとって「どうでもよかった。」のはなぜでしょう。

№ 7 分類 3－⑵－ア 資料名 いつもの場所から 学年 2年 領域 総合的な学習の時間

５　参考

　○　「外国人児童生徒にかかわる教育指針」（2000（平成 12）年　兵庫県教育委員会）
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１　ねらい

　○　部落差別の解消のために自ら立ち上がった人々の思いと行動を知り、差別の解消は国民的な課
　　題であることを認識し、自分たちの力で解決していこうとする意欲をもつ。

２　趣旨

　○　本資料は、被差別部落の青年たちが、差別を解消し人間として尊重される社会の実現のために、
自ら立ち上がることが必要であると実感し、行動をした姿を描いている。

　○　人権課題の解決をめざす声は多くの人々の心を捉え、支援の輪が広がり、解決へと向かわせる
ものであることを実感させたい。

３　配慮事項

　　○　社会科との関連を図りながら、系統的な指導計画の中で取り扱うことが大切である。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　資料を読み、荊冠旗に込められた願いを
　考える。
　　
２　差別の実態や差別されていた人々の暮ら
　しについて考える。
　

　・日本中どこにも差別があり苦しんでいる。
　・毎日食べる米もない。
　・子どもたちは、満足に学校に行けない。

３　差別をなくすための取組や宣言文に込め
　られた人々の願いや思いを考える。
　

　・自分たちの力で差別をなくそう。
　・力を合わせることが大切だ。
　・大切なものを守るためには、自分自身が
　　立ち上がることが大切だ。
　・差別に負けず自信や誇りをもって生きて
　　いこう。
　・人間を人間として尊重できる社会をつく
　　ろう。
　

４　水平社を創立した人々の思いを踏まえ、
　差別をなくすためにできることを考える。
　・正しい知識を得て、行動する力を身につ
　　ける。
　・差別されている場面に出会ったら、勇気
　　をもって発言できるようにする。

・荊冠旗を提示し、デザインの意味を考え
　させて興味・関心を高める。
・活用の手引きP49を参照する。

・解放令が出され50年が経過しても、仕事
　や生活、教育などで厳しい差別が続いて
　いることを押さえ、差別に対する憤りを
　もたせる。
・差別されていた人々の暮らしを考えるこ
　とで、差別をなくすために立ち上がるま
　での青年たちの苦悩に気づかせる。

・資料として水平社宣言の全文を用意し、
　その内容から、人々の思いを考えさせる
　手がかりとしたい。
・水平社宣言は、全ての人々が幸せに生き
　る社会をつくるための宣言であったこと
　を押さえる。
・差別をなくすためには、差別に対して無
　関心にならず、自分のこととして考え、
　学習したり行動したりすることが大切で
　あることを押さえる。
・差別解消に向けたさまざまな取組により、
　国民の意識が変化し、改善に向かってい
　ることを押さえる。
・水平社を創立した人々の生き方は、現代
　の人権課題やいじめ問題の解決のための
　参考となることを押さえる。

解放令以降、差別されていた人々は、どのような暮らしをしていたでしょう。

水平社宣言には、どのような思いや願いが込められているでしょう。

№ 8 分類 2－⑴－イ 資料名 立ち上がった青年たち 学年 2年 領域 道徳 4ー⑶

５　参考

　○　本教育資料№○「同和問題の歴史について調べ、考えよう」と関連させながら学習を行うこと
　　ができる。活用の手引Ｐ 49 に「水平社宣言」を掲載している。
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１　ねらい

　○　外国人の苦労や悩みを理解し、お互いの文化や習慣、言語等の違いを認め合い、お互いのアイ
　　デンディティを尊重しながら、豊かに共生しようとする意欲や態度を身につける。

２　趣旨

　○　在日韓国・朝鮮人が、本名を名乗らずに生活をしていることやその背景を知らない生徒も多い。
また、歴史的な事実の認識不足等から偏見や差別的な事象も起こっている。

　○　本資料は、「自分が何者であるのか。」ということについて悩みながら生活してきた「私」が、
自国やその文化に誇りをもち、自信をもって生きてきた朴愛香さんの姿に励まされ、変化してい
く姿を描いている。またそこには、支える仲間の存在があったことにも気づかせたい。

　○　外国人のアイデンティティを大切にしながら、外国人にとって住みやすい国になることは、日
本人にとっても暮らしやすい国になるということを認識させたい。

３　配慮事項

　○　クラスに在日韓国・朝鮮人の生徒がいる場合、本人と保護者への連携と理解が必要である。
　○　本名を名乗らないことを否定してしまわないように留意する。
　○　日本と朝鮮との歴史的な関係については様々な説があるので、偏った解釈による指導とならな
　　いように留意する。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　「私」が本名を名乗ることを迷っている
　ことについて考える。

　・からかわれるかもしれないと思った。
　・差別を受けるかもしれないと不安があっ
　　た。

２　愛香さんが自己紹介した時の「私」の気
　持ちを考える。

　・愛香さんが、堂々としていた。
　・自分が韓国・朝鮮人であることを隠さな
　　かった。

３　本名を打ち明けた時の「私」の気持ちを
　考える。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・ありのままの自分が出せた気がした。
　・韓国・朝鮮人であることを友だちが受け
　　入れてくれた。

４　文化発表会の出し物を提案した時の「私」
　の気持ちを考える。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・韓国・朝鮮のことをもっと知ってもらい
　　たい。
　・韓国・朝鮮人であることに、誇りをもて
　　るようになった。

５　外国人や外国とつながる人たちと豊かに
　共生するために大切にしなければならない
　ことを考える。

・在日韓国・朝鮮人の歴史について理解さ 
　せることで、私の不安な気持ちを理解さ
　せたい。

・愛香さんの堂々とした姿を見ながら、自
　分自身をみつめている私の気持ちを想像
　させる。

・私が本名を名乗ろうとするまでの心の葛
　藤に共感させる。
・私のことを、ありのままに受け入れてい
　る友だちの存在の大きさに気づかせる。

・それぞれの言葉や文化を尊重することは、
　アイデンティティの確立にとって重要で
　あることを認識させる。

・「違い」を認め合うことが、互いの生活
　を豊かにしていくことに気づかせたい。

なぜ「私」は、本名を名乗れなかったのでしょう。

「私」は、愛香さんが本名で自己紹介した時、なぜびっくりしたのでしょうか。

「私」と愛香さんは、なぜ文化発表会で民族舞踊を提案したのでしょう。

「私」は、なぜ「私は私になったよ。」と感じたのでしょう。

№ 9 分類 3－⑵－ア 資料名 私が私であるために 学年 3年 領域 道徳 2ー⑸

５　参考

　○　活用の手引きＰ 22 を参考とすることができる。
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１　ねらい

　○　私たちの生活が様々な職業によって支えられていることを認識し、それぞれの仕事を担う人た
　　ちの思いや考えを知りながら、自分の興味や適性を踏まえて、自分の将来を考え、自分の力を社
　　会のために役立てていこうという意欲をもつ。

２　趣旨

　○　自分の好きなことには熱心に取り組むことができるが、関心のないことについては、その意味
を理解できないまま取り組む生徒も見られる。現在の学習と将来の仕事が結びつかないと考える
生徒もおり、学習の動機の弱さにつながっていると考えられる。

　○　本資料は、自分の将来について真剣に考えたことがなかった「哲治」が、叔母や友人の話をきっ
かけに、仕事について考えるようになり、そして、父の仕事に対する周囲からの評価を聞いて、
いつも父から言われる言葉の意味を捉え直す姿を描いている。

　○　興味のある職業について考えさせたり、「トライやる・ウィーク」での体験を想起させながら、
確かな勤労観や職業観を育み、自分の希望の実現のための知識や技術を身につけていこうとする
意欲をもたせたい。

３　配慮事項

　○　生徒の進路希望の実態を把握し、キャリア教育の推進と連携を図りながら学習を進める。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　興味がある職業について話し合う。

２　資料を読み、「哲治」の将来の夢に対す
　る思いの変化について考える。

　
　・その通りかもしれないな。
　・そんなこと、まだ考えていない。
　・自分の将来を決めつけられているようで
　　不満だ。

　
　・井上君が納得するような意見が言えなか
　　った。
　・しっかりとした理由が言えないのが少し
　　情けない。

　
　・悔しいけれど父の言う通りだ。
　・父はもう自分に期待していないのかな。
　

３　哲治が自覚した内容について話し合う。

　・言葉の意味が理解できた。
　・自分の将来を真剣に考えたいと思えた。
　・「お客さんに喜んでもらえる仕事をする
　　のが職人の誇りだ」という父の気持ちが
　　よく分かった。

４　感想を書く。

・「トライやる・ウィーク」を終えていれ
　ば、その体験も想起させながら自由に意
　見交換をさせる。

・将来の職業について自覚できず、まだ真
　剣に考えていないことを捉えさせる。

・哲治自身が、仕事についてあいまいな動
　機しかないことに気づいていることを認
　識させたい。

・父の言葉が妙にひっかかったのは、井上
　君や中田君との会話があり、自分のなか
　でも仕事について考えようとしていたか
　らであることを認識させたい。

・職業を選択するにあたっては様々な要素
　が考えられるが、やりがいを感じられる
　ことや自己実現ができることもその一つ
　であることを認識させる。

「お父さんの仕事を継いだらいい。」と言われ、「哲治」はどのように思ったでしょう。

「格好だけの勉強だったら」という父の言葉を聞いて、何を思ったでしょう。

父の「大工の仕事はな…」という言葉が、「哲治」に、なぜはっきりと聞こえたのでしょう。

井上君の何だか物足りなさそうな顔を見て、「哲治」はどのように思ったでしょう。

№ 10 分類 3－⑴－イ 資料名 父の汗 学年 2・3年 領域 道徳 1ー⑵
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１　ねらい
　○　地域社会の一員としての自覚をもち、地域の人々とのよりよい関係づくりに努力し、力を合わ
　　せて自分たちの町を発展させていこうとする意欲や態度を身につける。

２　趣旨
　○　本資料は、「トライやる・ウィーク」で生き物調査をし、議会で河川工事の計画について意見

を述べ、計画の変更が実現したという事例を紹介している。
　○　中学生が地域や地域の人々を守る存在になれることを感じ、自分たちも地域の活動に進んで参

加しようとする意欲を育てたい。

３　配慮事項
　○　大学の先生や町内会、保護者などの方々の協力を得ながら、生徒の考えや行動により、社会を
　　変えていく可能性があることを理解させたい。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　中学生の活動や気持ちの変化について話
　し合う。

　・いろいろな生物のことが分かって楽しか
　　った。
　・自分たちの町の川は希少生物がいる豊か
　　な川であることが分かった。
　・この自然を残したいと思った。

２　初めての意見陳述をする中学生たちの気
　持ちを考える。

　・調査結果や意見がうまく伝えられるかな。
　・自分たちの提案が実現すればうれしいな。
　・中学生の自分たちの言うことだから、お
　　そらく実現しないだろうな。
　○中学生たちは、工事の変更の決定を聞い
　　て、どう思ったか、意見を出し合う。
　・提案が採用されてうれしい。
　・中学生の提案が採用されて驚きだ。
　・この活動をもっと一生懸命やっていきた
　　い。
　・自分たちの意見が通ったのだから責任が
　　重大だ。

３　この町のすばらしさについて考える。

　・住民が環境の変化を心配する声をあげて
　　いる。
　・その声に対して中学生が調査し、行動を
　　起こしている。
　・中学生の提案を真剣に受け入れ、実現し
　　ている。

４　自分たちの町をよくするためにできるこ
　とを考える。

・「トライやる・ウィーク」での活動を通
　して、気がつかなかった自分たちの住む
　町の良さを認識したことに気づかせる。
・町内会の人々や仲間とともに行った活動
　であるからこそ、なお興味がわいたこと
　も認識させたい。

・自分たちの思いの実現のために一生懸命
　であったことを認識させたい。
・実現はしたいけれど、無理だろうと考え
　ていたことも想像させたい。

・意見が通ったことに対する驚きや喜び、
　またそのことによって感じた責任感やさ
　らなる活動の意欲について共感させたい。

・この町のすばらしさを挙げながら、それ
　ぞれについて自分たちの行動を振り返ら
　せたい。

・様々な活動の基盤には、地域の人々の信
　頼関係や協力体制が必要であることを認
　識させる。

環境・生物調査をしながら、何を感じたのでしょう。

初めての意見陳述を前にどんなことを思ったのでしょう。

この町のすばらしさは何だと思いますか。

№ 11 分類 3－⑵－イ 資料名 生き物引っ越し大作戦
～「トライやる」の活動が河川工事を変えた～

学年 2年 領域 総合的な学習の時間

５　参考

　○　本資料は、加古川市尾上町養田地区の取組を参考に作成したものである。
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１　ねらい

　○　思いがけない困難や挫折に出会った時にも、新たな希望を見つけて前向きに生きていこうとす
　　る意欲をもつ。

２　趣旨

　○　本資料は、病気のためにバスケットボールを続けられなくなった「私」が、事故で同じ思いを
した山川さんが車椅子バスケットボールに出会う話を知り、自分もマネージャーとして新しい道
を切り開こうと思い始めた姿を描いている。

　○　誰でも自分が思い描く生活や人生の実現のために日々努力をしている。しかし、時に思いがけ
ない状況に遭遇することがある。困難な状況を乗り越えた人の体験に触れ、自分がその状況になっ
た時のヒントや勇気を得たい。

　○　挫折や困難を乗り越えていくうえで周囲の人々の理解や支援が大きな力となることや、自分が
支える立場になりたいという意欲をもたせたい。

３　配慮事項

　○　障害のある生徒や現在挫折して悩んでいる生徒がいる場合は、その状況に配慮して指導する。 

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　10年後の自分の姿を想像してみる。

　・なぜ自分だけがこんな目にあうのか。
　・これから何を楽しみに生活するのか。
　・家族にもつらい思いをさせてしまう。

２　「私」の気持ちの変化を考える。

　・選手でありたい。
　・マネージャーなんかできない。
　・バスケットボール部に今までどおりいた
　　い。
　○山川さんの話を読んで「私」は何を感じ
　　たのか話し合う。
　・自分と似たような状況の人がいるんだ。
　・自分はそんなに強くなれない。
　・自分もがんばらないといけない。
　

　・やりがいや楽しみがあるかもしれない。
　・バスケットボールが好きだから関わって
　　いたい。
　・友だちと最後まで一緒にいたい。
　・先生や友だちのあたたかい気持ちに応え
　　たい。
　・最後までやりぬきたい。

４　本時の感想として自分の思いや気づきを
　書く。

・日常生活の中で、自然災害に遭ったり、
　障害者になることは想定していないこと
　を認識させる。

・自暴自棄になったり、希望をもてなくな
　ったりするであろうという気持ちを認識
　させる。

・選手として活躍を夢見てやってきたので、
　サポートするマネージャーになるのはつ
　らいという気持ちや葛藤を感じ取らせる。
・山川さんのようにがんばる自信はないと
　いう気持ちと、山川さんから刺激を受け
　勇気をもったことに気づかせたい。
・山川さんが、弱い部分も合わせもってい
　る人だったことが、私の共感を生んだこ
　とを認識させる。

・挫折や困難を乗り越えていくためには、
　周りの人たちの支えや信頼関係が大きな
　力となることを認識させたい。
・何かをめざして夢中になって取り組める
　時間が満足感につながることを認識させ
　たい。

・状況に応じて目標をもったり、困ってい
　る人がいたら声をかけ支援する必要性を
　認識させる。

突然「私」のような状況になったとき、あなたなら何を思いますか。

「私」がマネージャーをやってみようと思ったのは、なぜでしょうか。

顧問の先生にマネージャーを頼まれた時、「私」はどう思ったでしょうか。

№ 12 分類 3－⑴－イ 資料名 夢を持って 学年 全学年 領域 道徳 1ー⑵
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１　ねらい

　○　生命には限りがあるということとともに、他者を大切に思う心が自分の命を大切に思う気持ち
　　につながることを理解する。

２　趣旨

　○　「生命は大切である。」ということは知識としては理解しているが、身近な人の死を経験したこ
とのない生徒にとっては、生命が有限で、かけがえのないものであることを実感することは難し
いことがある。

　○　本資料は、「100 万回生き、100 万回死んだねこ」が、最後の一生で、それまでとは異なる一生
を送り、もう決して生き返らなかったという物語である。何回も死んでは生き返ることで、死ぬ
ことを何とも思わなかったねこが、愛する白いねこと子ねこたちを好きになる。そして白いねこ
が死んだ時に、悲しみに打ちひしがれる姿が描かれている。それまで生命を軽く考えていたが、
初めて生命の尊さを知り、100 万回泣くのである。

　○　自分を大切に思うと同時に他者を大切に思う気持ちが、自他の生命の尊重や人間関係づくりの
基盤となることを考えさせる資料である。

３　配慮事項

　○　身近な人の死を経験している生徒への配慮が必要である。  

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　資料を読み、話し合う。

　○白いねこに出会うまでの生活を考える。
　・飼い主が嫌いだった。
　・一回も泣いたことがなかった。
　・死ぬのなんか平気だった。
　○白いねこに出会ってからの生活を考える。
　・愛するものができた。
　・初めて泣いた。

２　ねこが100万回泣いたことについて考え
　る。

　・愛するものを失った悲しみを初めて知っ
　　た。
　・これまで自分を愛してくれていた人たち
　　の気持ちが初めて分かった。
　・愛するものと暮らせたことが楽しく幸せ
　　だった。

３　今後の生き方について考え発表する。

　・人との関わりを大切にしたい。
　・一日一日を大切に生きたい。
　・家族や友人に感謝したい。
　・周りの人たちの気持ちを考えたい。

・大型絵本や紙芝居、情報機器などを活用  
　することで話の内容をつかみやすくする。

・ねこに対する飼い主たちの思いを考えさ
　せる。
・ねこの気持ちの変化がわかりやすいよう
　に板書を工夫する。

・白いねこが死んだ悲しみや、今までの飼
　い主たちが自分の死を悲しんでいたこと
　に気づき、自分が愛されていたことに感
　謝する気持ちが起こったことを認識させ
　たい。

・大切だと思う人がいることが、自分を大
　切だと思えることにつながることに気づ
　かせたい。
・家族や友人たちの気持ちを考えながら、
　自分らしく生活していこうとする気持ち
　をもたせたい。

ねこが、白いねこに出会うまでと出会ってからの生活の違いは何でしょう。

これからの生活のなかで、大切にしていきたいことは何ですか。

ねこが「100 万回」泣いたのはなぜでしょう。

№ 13 分類 2－⑴－ア 資料名 100 万回生きたねこ 学年 全学年 領域 道徳 3ー⑴
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１　ねらい
　○　被災地から発せられるニーズを考えることは、人類が獲得してきた人権の内容を考えることに
　　なることを認識する。

２　趣旨
　○　災害直後の被災地からのニーズは、衣・食・住に関するものが中心となり、生存するための権

利が求められる。やがて、プライバシーの保護や文化的な生活への要求が加わっていき、その内
容も多様化していく。それは、自由権、平等権から社会権へ、そしてプライバシーの権利や自己
決定権等の新しい人権へと獲得の要求が拡大した人権の歴史と重なるものである。被災地支援を
考えることは、私たちが人権そのものを考える契機となる。

　○　被災地の支援においては、時間の経過と共に、ニーズと支援が一致しない状況が生まれること
がある。状況把握を行い、被害者に寄り添った支援を行うことで、ニーズに対する効果が生まれ
ることを認識させたい。

　○　資料を用いて災害時のニーズや権利の優先性について理解させるとともに、アクティビティを
実施し、それら一つ一つが人権であることを捉えさせたい。さらに、人権の概念についての理解
を深めるとともに、自分やみんな、社会のニーズと人権の関係を考え、身のまわりの人権課題へ
の解決に向けて積極的に取り組もうとする意欲や態度を養いたい。

３　配慮事項
　○　阪神・淡路大震災や東日本大震災発生時の状況については、事前に「明日に生きる」等で学習
　　しておく。
　○　東日本大震災の影響で被災地から避難している生徒がいる場合は、十分に配慮する。
　○　人々が支え合って復興に向けて取り組んできた事実を、お互いの人権を尊重する取組として捉
　　えさせたい。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　資料中の19枚のカードを使って、アクテ
　ィビティを実施する。
　○自分が被災した場合を想定して、被災直
　　後に必要とするものを５つ挙げ、その順
　　位づけを行う。
　○次に、必要とするものをさらに５つ挙げ、
　　その順位づけを行う。

２　資料を読んで考える。

　・発生直後…生きるために最低限必要なも
　　　　　　　の｡
　・数日後……普段どおりの生活に近づくた
　　　　　　　めに必要なもの｡
　・数週間後…プライバシーを守るために必
　　　　　　　要なもの｡個人的に必要とす
　　　　　　　るもの。

３　緊急時の権利の優先性について話し合う。
　

　・「必要なもの（Needs）」
　　人として生きる権利を求めること。
　・「欲しいもの（Wants）」
　　人としてよりよく生きる権利を求めるこ
　　と。

４　被災地の支援において留意すべきことを
　考える。

・カードについて簡単に説明し、自分の考
　えで順位づけを行う。
・班で意見交換を行い、その理由も説明さ
　せる。

・同じように班で意見交換を行い、その理
　由も説明させる。

・生命維持からプライバシー保護まで、ニ
　ーズと人権がどのように結びついている
　かを考えさせる。
・東日本大震災発生時は、インターネット
　などを活用してニーズが発信され、それ
　に基づいた支援が行われたことを紹介す
　る。

・権利には優先性があることを認識させる。
・「必要なもの」から「欲しいもの」への
　拡大は、人権獲得の歴史と重なることを
　理解させる。
・「人間らしく生きるための権利」の必要
　性について再認識させる。
・阪神・淡路大震災の経験から分かること
　やできることがあることを認識する。

ニーズは時間とともにどのように変化していきますか。

「必要なもの」と「欲しいもの」の違いは何ですか。

№ 14 分類 3－⑴－ア 資料名 阪神大震災の被災地から発せられた
ニーズから、人権について考える

学年 3年 領域 特別活動（学級活動）
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１　ねらい

　○　部落差別による結婚差別が存在し、それがすべての人々の幸せや自由を阻むことに気づくとと
　　もに、差別はなくしていけるものであるということを認識する。

２　趣旨

　○　同和問題に関しては、大きな改善がみられるものの、現在も結婚差別をはじめ課題が残されて
いる。

　○　本資料は、和子が部落の生まれであるという理由で両親から結婚を反対されている茂が、祭ば
やし保存会の仲間や弟の浩二とともに両親を説得する場面を中心に描いている。隣近所や親戚の
目などの世間体にとらわれ結婚に反対していた両親が、保存会の仲間や浩二の言葉と茂と和子の
強い絆に心を揺り動かされ、本当の幸せとは何かに気づいていく姿を描いている。差別は解消で
きるという明るい展望をもたせ、また、差別の解消は国民全体の生活を豊かにしていくものであ
ることを認識させたい。

３　配慮事項

　○　生徒や地域の実態をよく把握するとともに、それに応じて配慮した指導を行う。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　資料を読んで、茂が和子と結婚をしたい
　と思っている理由を想像し発表する。
　・勝ち気でしっかりしている。
　・いっしょにいると楽しい。
　・やさしい。

２　両親が、茂と和子の結婚に反対した理由
　を考える。

　
　・和子が被差別部落出身である。
　・隣近所の目を気にしていた。
　・親戚からいろいろ言われる。
　・反対することが茂のためだと思う。

３　両親の気持ちの変化を考える。
　

　・保存会の仲間たちの言うことがもっとも
　　だった。
　・結婚したいという茂の思いの強さが分か
　　った。
　・茂の気持ちを大切にしたいと思った。
　・周りにこの仲間たちがいてくれたら、差
　　別を乗り越えて幸せに暮らせる気がした。

４　まとめをする。

・茂が和子の人柄にひかれて結婚を考えて
　いることを理解させたい。
・周囲の仲間が茂と和子のことを祝福して
　いることに気づかせたい。

・反対の理由が、和子の人柄とは関係のな
　いものであることを認識させ、部落差別
　の不合理さに気づかせる。
・茂のためを思っているという気持ちが反
　対する行為を正当化していることに気づ
　かせる。
・茂のためだといいながら、結局それは両
　親のなかにある差別の心であることを認
　識させる。

・茂の仲間や弟の言動に着目し、仲間や弟
　の思い、茂と和子が支え合う姿が両親の
　心を動かしていったことに気づかせる。
・差別の解消は、全ての人々が自分の意思
　による生き方を実現するものであること
　を理解させたい。
・差別は解消していけることを認識させ、
　自分も解消のために行動しようとする意
　欲をもたせたい。

両親は、茂と和子の結婚になぜ反対したのでしょう。

何が両親の考えを変えていったのでしょう。

№ 15 分類 2－⑵－ア 資料名 祭ばやしが聞こえる 学年 3年 領域 道徳 4ー⑶
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１　ねらい
　○　ハンセン病について正しく理解し、不当な扱いや差別を受けてきた患者たちの気持ちを理解す
　　る。
　○　各地で交流が行われていることを知り、ハンセン病患者に対する差別を解消するために、自分
　　には何ができるかを考える。

２　趣旨
　○　ハンセン病やエイズウイルス等の感染症に対する正しい知識と理解が十分でない状況があり、

周囲の人々の誤った知識や偏見によって、患者や回復者、その家族が日常生活や職場、医療現場
等で差別等を受ける問題が起きている。

　○　本資料はハンセン病患者の中山さんの詩に出会い心動かされた生徒が、ハンセン病患者の人生
を描いた劇のシナリオ作りを試みるものである。そのシナリオは未完成になっており、生徒が差
別を解消するために自分には何ができるか、何をすべきか、という思いを書き込むことで完成す
るように作られている。

　○　課題は残っているが、「ふるさと訪問事業」が行われ各地で交流が続けられていることを知り、
差別解消に向けての明るい展望をもたせたい。

３　指導計画（３時間）
　　第一次…資料等を読み、ハンセン病について理解する。感想を書く。
　　第二次…詩・シナリオを使って学習する。（本時）
　　第三次…役割を決め、シナリオをもとに劇をする。

４　配慮事項
　○　この学習が、ＨＩＶや他の感染症にも関心をもつきっかけとする。
　○　資料中の語句について、指導者が理解をし、必要に応じて生徒たちに補足説明をする。

５　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　脚本「光明をもとめて」を読む。

２　登場人物の気持ちを考える。　
　○「ハンセン病」はどんな病気だと考えら
　　れていたか確認する。

　　
　・「ハンセン病」だと知られたくなかった。
　・本名などが分かると「島送り」になる。
　

　

　・島での生活に耐えられなかった。
　・ふるさとが好きで、ふるさとに住む人々
　　が好きだった。

　・まだ偏見をもつ人がいる。
　・家族や親戚から拒絶されている。
　○森田さんが語り続けていきたいことは何
　　かを考える。　　   

３　自分たちにできることは何か考える。

　・事実を科学的に学び正しく認識する。
　・当事者と実際に交流し、自分で確かめる。

・指導者の範読でもよい。
・「老人」とは、いったい誰であるか、考
　えさせる。
・場面ごとの登場人物の行動や考え方に共
　感させる。

・「なぜ知られたら困るのか。」「島送り
　とはどういう意味か。」と追質問しても
　よい。
・当時の患者に対する国の対応について、
　Ｐ74・75等の資料で確認させる。

・療養所での患者に対する対応が、人間の
　尊厳を踏みにじるものであったことを確
　認させる。

・誤った情報が偏見や差別を生み、それに
　より苦しんでいる人がいることを理解さ
　せる。
・森田さんが語り続けていこうとしている
　ことに焦点をあてる。

・自分たちにできることは何か話し合い、
　シナリオの続きを班ごとに考えさせる。

森田さんは、なぜ住所と名前を偽る必要があったのでしょう。

Ａさんが命をかけてふるさとへ帰ろうとしたのはなぜでしょう。

二度と同じことが起きないようにするために、今の自分たちにできることは何でしょう。

未だにふるさとに帰れない人や、遺骨になってももどれない人がいるのはなぜでしょう。

№ 16 分類 2－⑵－ア 資料名 光明をもとめて 学年 3年 領域 総合的な学習の時間
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参考資料

ハンセン病とは

　「ハンセン病」は、らい菌という細菌によって引き起こされる慢性の感染症です。古くから「らい病」
とか「らい」といわれていましたが、らい菌を発見したノルウェーの医師ハンセンの名をとって現在
は「ハンセン病」と呼ばれています。
　この病気そのもので死に至ることはありません。90 年にわたる患者隔離政策において、療養所の
職員の中から一人のハンセン病患者も出ていないことから、「ハンセン病」の感染力・発病力は非常
に弱いこともわかります。このことは、最初に法律を制定した 1907（明治 40）年当時から判ってい
たことです。
　治療については、元々自然治癒する場合もありますが、1943（昭和 18）年に特効薬プロミンの治
療効果が発表されたことで、治癒する病気となりました。1950（昭和 25）年頃以降、療養所内の患
者の多くが菌陰性となりました。飲み薬の治療薬ＤＤＳの登場により、在宅での治癒も容易になりま
した。
　しかし日本では、20 世紀を通じ一貫して絶対的終身強制隔離・患者撲滅政策がとられ続けてきた
のです。

患者取り締まり政策の始まりと人権侵害

　ハンセン病に対する最初の立法は、1907（明治 40）年制定の法律「癩予防ニ関スル件」でした。
この法律は、放浪するハンセン病患者の存在が、欧米人の目に触れることを国の恥と考え、その一掃
を図ったものでした。従って強制隔離の対象とされたのは放浪患者で、実際に強制隔離されたのは全
体の一割以下の患者でした。
　この法律は 1931（昭和６）年に「らい予防法」と名前を変え、当時の国家主義思想に基づいて改
正されました。「民族浄化」「無癩日本」を旗印に、今度は全ての患者を根こそぎ強制収容・隔離して、
新たな患者発生を絶滅しようとの政策が推進されたのです。このように国の政策によって、患者は行
動、居住、職業選択、就学、結婚の自由などありとあらゆる人間としての権利を奪われたのです。
　強制収容や消毒のやり方は、患者や家族の人権に全く配慮しない、見せしめ的な形で行われました。
そのことで周囲の恐怖心をあおり、患者家族への社会的差別を決定づけました。多くの患者は、家族
に差別が及ばないようにとの配慮から、強制隔離後も自らの存在をひた隠しにするようになりました。
中には、死んだことになっている患者もいます。
　こうしてハンセン病患者は、危険な存在というレッテルを貼られ、
長年にわたり家族を含めて激しい社会的差別に遭うことになりました。
　療養所内で亡くなった方は、ほんの少しの例外をのぞいて故郷の墓
に入ることがかなわぬまま、いまも 23,000人を超える遺骨が全国のハ
ンセン病療養所内にある納骨堂に納められています。
　入所者の詠

よ

んだこんな句があります。

「もういいかい　骨になっても　まあだだよ」　　 作　中山秋夫（邑
お

久
く

光
こう

明
みょう

園）

入所者たちの闘い

　一方患者たちは、日本国憲法制定後、療養所内に次々と患者自治会を結成し、治療薬プロミンの獲
得闘争に取り組みました。
　1951（昭和 26）年には患者自治会の全国組織である「全国国立癩療養所患者協議会」（現在の全
国ハンセン病療養所入所者協議会『全療協』）が発足し、待遇改善や「癩予防法」改正問題に取り組
み始めました。それにもかかわらず、国は、強制隔離政策を維持・継続する新法（らい予防法）を、
1953（昭和 28）年に患者団体の激しい反対闘争を押し切って制定したのです。患者団体はその後も
療養所内の待遇改善等の諸要求を実現すべく戦い続けてきました。しかし、1996（平成８）年の「ら
い予防法」廃止までの長きにわたり強制隔離政策が継続したのです。

星塚敬愛園（鹿児島県）の納骨堂
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ハンセン病入所者の現状と課題

　約 2,000 名（2013（平成 25）年３月現在）の入所者は、ハンセ
ン病自体は治癒していますが、過酷な処遇などによる後遺症を抱
えています。入所者に必要な医療的支援も満足できる状態にある
とは言えません。平均年齢は 85 歳を超え、経済的に自立すること
は困難な状態にあります。そのうえ、収容される際、家族に対す
る差別を恐れて故郷では亡くなったことにしてあったり、家族と
は二度と会わないことを約束したりしているため、自由に故郷に
帰ったり、ましてや故郷で生活することなどできません。社会復
帰された方々も、偏見や差別を恐れ、ハンセン病をひた隠しにし
て、ひっそりと暮らしているのが現状です。
　
　このようななか、1998（平成 10）年７月に熊本地方裁判所で被害者たちによる国家賠償請求訴訟
が提訴されました。国の加害責任の明確化と人間の尊厳の回復を求める裁判が始まったのです。翌
1999（平成 11）年３月には東京地方裁判所で、９月には岡山地方裁判所でも闘いが始まりました。
熊本地方裁判所においての裁判が終結し、2001（平成 13）年５月 11 日、元患者側の勝利判決が出ま
した。同５月 23 日、国はその判決を受けて控訴を断念し、隔離政策の誤りや人権侵害を求めて謝罪
しました。この裁判によって、国が行ってきた強制収容・隔離政策は誤りだったことが明らかになり
ましたが、社会には、なお偏見や差別が根強く残っていて、元患者の人たちに苦痛と不安を与え続け
ています。
　2003（平成 15）年 9 月 17 日、熊本県は県の事業として行っている「ふるさと訪問事業」の一環として、
国立ハンセン病療養所「菊池恵

け い ふ う

楓園」入所のハンセン病元患者 18 名と付き添い 4 名の宿泊を、ある
温泉のホテルに予約しました。
　旅の手配をした県の担当者が事前に客がハンセン病元患者の団体であることをホテル側に知らせな
かったとして、ホテル側が県に対し、「他の宿泊客への迷惑」などを理由に宿泊を遠慮するように申
し入れをしました。県側は宿泊拒否の撤回を求めましたが、ホテル側はこれを改めて拒否しました。
これを受けて 18 日、県は熊本地方法務局に報告を行い、人権侵害ならびに旅館業法違反などの疑い
により調査が開始されることとなりました。ハンセン病は完治していることや、通常の宿泊や飲食で
はハンセン病は感染しないことから「伝染性の疾病」には当たらないとして、2004（平成 16）年２
月 16 日、旅館業法違反で営業停止処分が発表されました。この頃、「菊池恵楓園」には、一般市民か
らの非難の電話や手紙が殺到しました。それらの多くはイタズラや嫌がらせでしたが、名前や住所を
明記した手紙もあったといいます。
　
　このように、社会における偏見・差別の解消や、ふるさととのつながりの回復、社会復帰支援策の
充実など、まだまだ課題はたくさんありますが、各地で元患者さんとの交流も進んでいます。香川県
の療養所内ではカフェができ、入所者が育てた野菜や果物を調理して訪問者に出しています。入所者
は「まずは会って話すこと。対話して共感の輪を広げることが差
別や偏見の解消につながる。」と話しています。菊池恵楓園では
園内に保育所が設置され、神戸市には療養所で入所者と交流する
「半日ホームステイ」を実施している中学校もあります。修学旅
行で入所者と交流するために演歌を練習している高校生の例もあ
ります。問題の根源にあるのは、人間が本来もつ偏見や差別の心
です。正しい知識の普及と人間一人一人が偏見や差別にとらわれ
ない強い信念をもてるように努力することが問題解決の糸口では
ないでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　

【参考資料】
　○　「わたしたちにできること～ハンセン病を知り、差別や偏見をなくそう～」（厚生労働省）
　○　新聞記事　http://www.time21c.org/10Years/touou12.5.20.pdf
　　　　　　　http://www.time21c.org/10Years/asahi12.6.29.pdf
　　　　　　　http://www.time21c.org/10Years/asahi12.2.18.pdf

大島青松園（香川県）

地域の人たちとの交流
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１　ねらい

　○　学校は様々な学びと出会いの場であることを認識し、自他を大切にし、互いに磨き合う学校生
　　活を送ろうとする意欲をもつ。

２　趣旨

　○　考えを出し合って完成させたダイヤモンドランキングの項目が、学校生活を充実させるための
目標となることに気づかせる。

　○　学校生活における自分の目標を大切にしつつ、他の人の大切にしていることを知ることで、お
互いの目標を達成していけるような学校生活のあり方を考えさせたい。

３　配慮事項

　○　理由を考え発表させることで、思考の過程が大事であることを伝える。
　○　この活動をもとにクラスの目標を決めていくこともできる。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　学校生活のなかで楽しい時間を挙げる。
　・部活動　・休み時間　・好きな教科の授
　　業　など

２　学校にいく理由や目的を考え、ダイヤモ
　ンドランキングを作る。

　○各自が理由や目的を10書く。
　　・授業を受ける。
　　・部活動をする。
　　・友だちと話をする。
　○グループ内で各自の意見を出し合う。
　○グループ内の意見を９項目に分類し、あ
　　らたに９枚の紙（付箋）に書く。
　○分類した９項目を、大切だと思う順番に
　　並べ、ダイヤモンドランキングを完成さ
　　せる。

３　各グループの代表が、どのような話し合
　いによって順位が決まったのか説明する。

４　他の人の目標を大切にするために、自分
　はどんなことに気を配るか考え発表し合う。
　・仲間の活躍を讃える。
　・自分が苦手なことや興味のないことでも、
　　得意な人、がんばりたい人がいるので、
　　協力して真剣に取り組む。

・自由に意見が言える雰囲気をつくり、そ
　の理由も述べさせる。

・あらかじめ１人10枚ずつ小さな紙（また
　は付箋）を配付しておく。

・お互いの意見をしっかり聞くように伝え
　る。
・あらかじめ１グループに９枚の紙（付箋）
　を配付しておく。
・お互いの意見を尊重しながら順位を決定
　させる。

・時間があれば、グループ内で意見が食い
　違ったカードについて理由を説明させる。
・ランキングの項目が、学校生活の目標と
　なることに気づかせる。

・多様な価値観や目標があることを認識し、
　認めあうことの必要性を認識させる。
・日々の仲間のがんばりや良さを讃えるこ
　とが、お互いの学校生活を充実させ、活
　動の意欲向上につながることに気づかせ
　る。

なぜ学校にいくのでしょう。

№ 17 分類 1－⑴－ア 資料名 どうして学校にいくの 学年 1年 領域 特別活動（学級活動）
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１　ねらい

　○　自己を客観的に見つめて発見した良さを、他者との関係や社会の中で個性として磨き伸長させ
　　ようとする気持ちをもつ。

２　趣旨

　○　多感な中学生時代は、自己と他者との関係性の中で悩み、自分を見失いそうになることがある
時期でもある。見下した態度をとったり、自己嫌悪に陥ったりする不安定な状況には、客観的な
自己分析が大切である。

　○　自尊感情は、人より優れた特性をもつことからではなく、人間社会の中で自分の個性が有為の
存在であるところから生まれる思いである。

　○　全ての人にいろいろな可能性があり、理想の人物像を創造していくことができることを知らせ
たい。自分を変える勇気をもち、様々なことに挑戦することが、自分自身を成長させるために必
要であることを自覚させたい。

３　配慮事項

　○　自他の思いを伝え合う温かい学級の雰囲気をつくり、知られたくないと思っていることについ
　　ては配慮をする。記入内容については、読む人がどう思うかを想像しながら書くことを伝える。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　自分のことを見つめる。

　・「私は、」に続く文を書く。
　・班員についての印象を個人カードに記入
　　する。
　　「あなたは、○○の時、○○な行動をし、
　　とても○○な人だと思った。」　など
　○班員の書いてくれたことをお互いに読む。
　
２　理想の自分像を考える。

　○「なりたい自分」を５つあげる。
　・優しい人になりたい。
　・プロのサッカー選手になりたい。　など
　○５項目について大切な順に並べ換える。
　
３　理想の実現に向けて、今の自分を見つめ、
　これからのプランをたてる。　
　○これからの自分の「人生マップ」を完成
　　させる。

　・実現のための方法について情報を得る。
　・他の人のことも思いやる。
　・今の生活習慣を見直す。

・自分を客観的に見ることを意識させる。

・素直に書くように促す。
・他の人が気づいていないようなことを具
　体的に挙げることが望ましいと伝える。
・読む人がどう思うかを想像して書くよう
　注意する。
・書いてもらったことへの感想やうれしか
　ったことなどを発表させてもよい。

・職業、人格、環境など自由に書かせる。

・実現したい順番に並べ変えることにより、
　自分の理想をより明確にさせる。

・スポーツ選手の事例等もあげながら、理
　想やプランが実現することが多くあると
　いう展望をもたせる。

あなた（友人）はどんな人でしょう。

これからどんな人になりたいですか。　

プランの実現のために何が必要ですか。

№ 18 分類 3－⑴－イ 資料名 私　発見 学年 全学年 領域 特別活動（学級活動）
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ワークシート

「私　発見」カード

年　　組　　番　名前（　　　　　　　　　　　　）

■ステップ１　最初に自分で「私は、　～　です。」の文を書きましょう。

■ステップ２　班員は、その人の別の面を発見して、理由も挙げて記入しましょう。

名　前 発見した内容

私は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

　　　さんは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

　　　さんは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

　　　さんは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

　　　さんは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

　　　さんは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

■ステップ３　班員の発見した内容を読んで、感想を書きましょう。

■ステップ４　なりたい自分を心に描き、「人生マップ」を完成させましょう。

年齢

進みたい道のり 心の成長

学校（入学・卒業）、就職、独立、ボランティア、

趣味　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

社会に貢献する。

失敗を恐れずチャレンジする。　　　　　　など

15

20

30

40

50

60

70

80

・・
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１　ねらい

　○　自分が大切にしているものを見つめ、他者の考えを聞きながら自分の価値観を確認し、整理を
　　して、よりよい暮らしをつくっていこうとする意欲をもつ。

２　趣旨

　○　自分が欲しいものは何かを考え、順位付けをすることにより、自分の価値観を見つめ直す機会
とする。

　○　他者の大切なものを知ることにより、価値観の多様さに気づかせたい。他者の価値観を尊重し、
共に伸びていこうとする意欲と態度を養いたい。

３　配慮事項

　○　活動が単なるゲームで終わらないようにする。
　○　生徒の家庭環境等にも配慮し、資料のオークションにかけられる物件⑬「自分を認めてくれる
　　親」を「自分を認めてくれる大人」に変える。

４　指導例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　今、困っていることや悩んでいることを
　一つ挙げる。
　・テストで点数がとれない。
　・部活動でうまくなれない。

２　オークションを行う。
　○オークションについて説明を受ける。　

　
　○オークションを行う。
　　⑴ 各自で欲しいものに点数をつけ、ポイ
　　　ント表を完成させる。
　  ⑵ 各自のポイント表について、班討議を
　　　する。
　　⑶ 学級全体で落札を行う。
　  ⑷ 落札者は、落札をした感想とそれを欲
　　　しいと思う理由をのべる。

３　自分が欲しいものを実際に手に入れるた
　めに、どうすればよいのかを考える。

　・情報を収集する。
　・手に入れている人のアドバイスを受ける。
　・毎日の生活習慣を見直す。

・手に入れたいものを考えていく導入とす
　る。
・班討議も取り入れながら、意見を出しや
　すい雰囲気を作る。

・ワークシート「一番欲しいものは何？」
（Ｐ80）を配付する。

・自分が欲しいものは何かを考えることに
　より、今の自分を見つめさせる。
・欲しいものを言う際には、その理由も説
　明させる。
・誰の意見もしっかりと聞くように伝える。
・価値観の多様さに気づかせる。

・あきらめずに具体的に取り組むことによ
　って欲しいものが手に入ることが多くあ
　ることを認識させ、明るい展望をもたせ
　たい。
・自分の要求の実現のためには、他者が望
　んでいることを尊重することが大切であ
　ると認識させる。

あなたが欲しいものは何ですか。

欲しいものを手に入れるために、今日からできることは何でしょう。

№ 19 分類 3－⑴－イ 資料名 一番欲しいものは何 学年 全学年 領域 特別活動（学級活動）
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ワークシート

一番欲しいものは何？

○　オークションの物件の中から、欲しいものに点数をつけましょう。

オークションにかけられる物件 点数 具体的に（理由を書きましょう。）

①　スポーツの才能

②　語学力

③　人への思いやり

④　チャレンジ精神

⑤　世界の平和

⑥　健康

⑦　勇気

⑧　自分を理解してくれる友人

⑨　自分を生かせる仕事

⑩　人気

⑪　合格通知　

⑫　勉強する意欲

⑬　自分を認めてくれる大人

⑭　趣味

⑮　美術の才能

⑯　自由な時間

⑰　音楽の才能

合　　計　 １００点

○　オークションの物件以外で、欲しいものがあれば書きましょう。

年　　組　　番　名前（　　　　　　　　　　　　）
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１　ねらい

　○　大人や周囲の仲間からの教えや助言の意味を理解するように心掛けるとともに、自分の考えを
　　論理的に伝えるための力を培う。

２　趣旨

　○　子どもは興味・関心や友だちづきあいを優先し、親の思いを理解できないことがある。そこで、
親の立場に立ち親の考えや立場を客観的に捉えさせ、親の言葉の意味を考えさせたい。

　○　マイクロディベートの形式をとることで、立場の違う者の意見を聴く力や相手を説得する論理
的思考力や表現力を養う。それは人間関係を構築する上でも重要な力となっていく。

３　配慮事項

　○　ディベート形式は国語科２年で学習するので、生徒が形式に慣れ、内容を深められるようにな
　　ってからの実施が望ましい。
　○　短学活の時間に、簡単な話題で練習をしておくのも効果的である。
　○　一人親家庭や経済的に厳しい状況の家庭など、様々な家庭環境の生徒に配慮する。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　子どもの欲求に、親としてどう対応する
　か考える。（コピーしたワークシートを書
　かせる。）
　　
２　マイクロディベートの実施方法を知る。
　⑴　準備。（３分間）
　　①３人一組のグループを作る。
　　②資料ワーク「もしも、あなたの子ども
　　　が…」１～６のうち話題を１つ選ぶ。
　　　・肯定者（エ 認める）
　　　・否定者（ア しかる、イ 言い聞かせる）
　　　・審判者
　　　を決める。
　　③肯定、否定それぞれの意見をワークシ
　　　ートに記入する。　
　⑵　１回目を行う。 （12分間）
　　①肯定者発言　（３分間）
　　②否定者発言　（３分間）
　　③フリートーク（３分間）
　　④判定・まとめ（３分間）
　⑶　役割分担を変え、２回目を行う。
　⑷　役割分担を変え、３回目を行う。

３　マイクロディベートを行った後の感想を
　発表する。
　・親の考えや気持ちが分かった。
　・主張することは難しい。
　・相手を納得させるには時間が足りなかっ
　　た。

・ワークシートの記入は、記号に加えて理
　由も書かせる。
・事前の課題としてもよい。

・国語科やこれまでの学級活動で行ったこ
　とがあれば省略できる。
・グループ分けは学級の実態に即して行う。
・ワークシートの記入を事前課題にしてお
　き、教師が事前に目を通して、意図的に
　分けてもいい。
・１～６の話題について、内容や子どもの
　年齢を変えることも可能である。

・発言が苦手な生徒に配慮する。
・学級全体で同時進行とし、指導者がタイ
　ムキーパーとなり、３分ごとに知らせる。
・揚げ足取りや個人攻撃になる議論は反則
　であることを確認しておく。
・審判者の判定は、迷ったら行わなくても
　よいとし、話し合いに対するコメントを
　させる。

・難しかった点やよかった点を振り返ると
　ともに、親の立場で肯定側、否定側両方
　について考えたことから、自分と親との
　関係について、日々の生活のなかで改善
　できる点を見つめさせたい。

№ 20 分類 3－⑴－ア 資料名 もしも、あなたの子どもが 学年 2・3年 領域 特別活動（学級活動）
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参考資料

マイクロディベート

　マイクロディベートとは、ディベートを簡略化した全員参加制の形式である。３人での話し合い、
やさしいディベートで多種多様な「聞く」、「話す」活動をできることが利点である。

《　実際の流れ　》　　　
⑴　準備をする。（３分間）
　①　３人一組のグループを作る。
　②　話し合う話題を選び、肯定者、否定者、審判の役割分担を決める。交替で３回するので、必ず、
　　どの役割も体験する。
　③　肯定、否定それぞれの意見をワークシートに記入する。
⑵　１回目を行う。（12 分間　３分ごとに時間経過を知らせる。）　　　　　
　①　肯定者発言（３分間）
　②　否定者発言（３分間）
　③　フリートーク（３分間）
　　　※進行役は審判者が行う。
　④　判定・まとめ（３分間）　審判はそれぞれの話をよく聞き、判定する。迷ったら、判定しな
　　　　　　　　　　　　　　　くてもよいが、話し合いに対してのコメントを必ず言う。
⑶　役割分担を変え、２回目を行う。
⑷　役割分担を変え、３回目を行う。
⑸　まとめをする。　マイクロディベートを行っての感想をワークシートに記入し、発表し合う。
　
　時間はディベートの経験や回数に応じて、適宜決めることができる。また、よりディベートに近
い形で、下記の約 15 分間としてもよい。
　①肯定側の立論〔２分間〕　　　②否定側質疑（応答）〔２分間〕　③否定側の立論〔２分間〕
　④肯定側質疑（応答）〔２分間〕  ⑤作戦タイム〔２分間〕　　 　　⑥否定側最終弁論〔１分間〕
　⑦肯定側最終弁論〔１分間〕　　⑧判定のための審査時間〔１分間〕⑨審判〔２分間〕

ワークシート （例）
マイクロディベート

あなたの 12 歳の子が ｢友だちの中で持っていないのは自分だけだ。｣ と携帯電話を買ってほしい
と何度も頼んできたら、あなたは親としてどうしますか。（話題や年齢は生徒が記入してもよい。）

肯定
エ　認める
　　　　　　　担当者（　　　　　　　　　　）

否定
イ　理由を聞いて言い聞かせる
　　　　　　　担当者（　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　審判　　担当者（　　　　　　　　　　）　判定は○をつける

　　　　　　　　　肯定側 　　　　　　　　　　否定側

審判者のコメント

マイクロディベートをしてみて、日ごろ、親や大人の人たちがあなたに言ってくれる言葉に対して、
今、どのように感じていますか。
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１　ねらい
　○　自分のなかに知らず知らずのうちにある偏見に気づき、それが、人を傷つけたり差別を引き起
　　こしていることを認識し、科学的に正しく物事を捉えていこうとする気持ちをもつ。

２　趣旨
　その１…東日本大震災でも多くのうわさやデマが事実のように流れた。人の言動に惑わされず正し

　　　く見極めようとする力を身につけ、人権に配慮した行動がとれるようにさせたい。
　　　　　情報教育やメディアリテラシー教育の導入として活用することもできる。
　その２…普段当たり前だと思っている固定観念に気づくとともに、イメージが偏見や差別へとつな

　　　がることがあるという仕組みを理解させる。
　その３…一定の層に注目が偏り、年齢や性別の偏りがあることに気づかせる。障害のある人など社

　　　会的弱者はあまり登場しない事にも気づかせ、その理由や改善の方法を考える。
　その４…男女の固定的役割分担意識を見直す。政治家は男性が多いことや、男性が管理職になるこ

　　　とが多かったり、女性には補助的な仕事が任されたりすることがあるなど、職場、育児や
　　　介護の場面などでも男女平等と言えない状況もあることに気づかせる。

３　配慮事項
　○　指導者の考えを押しつけることがないように留意し、指導者は、授業のファシリテーターに徹
　　し、多様な考え方を尊重する。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　その１について考える。　

　○「津波が島にやってくる」の話を見て話
　　し合う。

２　その２について考える。

　○自分が「トライやる・ウィーク」で取り
　　組んだ職業についてのイメージを紙に書
　　いてもらう。その後、実際に体験して感
　　じたこととのギャップを発表する。

３　その３について考える。　
　　　
　
　○各班に雑誌や新聞等の出版物を１冊用意
　　し、人物の写真を形に沿って切り取り、男
　　女別、年齢別に模造紙に貼り付け、気づ
　　いたことを話し合う。　

４　その４について考える。
　○本資料Ｐ52の表に各自記入し、結果を話
　　し合い発表する。

　・自分の家では機械をいじるのはお父さん
　　が多い。
　・社長や政治家は男性が多い。
　・女性は優しいイメージがある。

・大震災の時に実際に起こったうわさやデ
　マの実例について話す。
・情報の発信源やいつの時点での情報かな
　どを考え、間違った情報を見分けていく
　必要性を認識させたい。

・発表後、感じたことについて話し合わせ
　る。固定観念に気づくとともに、うわさ
　や思い込みにもとづく場合があることに
　気づかせる。

・出版物の写真以外に、漫画、映画、アニ
　メ番組、ドラマ番組、好きな曲の歌詞な
　どに登場する人物等について調べ書き込
　むなどの方法でもよい。

・自分のなかに性別による固定的な役割分
　担意識がないか認識させる。
・男女共同参画を実現することで、男性に
　とっても、女性にとっても、自分を発揮
　できて、各々の能力が活かせる社会とな
　ることを認識させたい。

№ 21 分類 2－⑵－ア 資料名 知らず知らずに 学年 2・3年 領域 特別活動（学級活動）

どんなことに気がつきましたか。

どうしてそう思いましたか。

職業についていだくイメージを比べてみよう。

どうして大騒ぎになったのか。原因はどこにありますか。
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１　ねらい

　○　自分の思いを伝える方法について研究し、自他を尊重する関係づくりのあり方を知り実践する。

２　趣旨

　○　円滑なコミュニケーションができることは、望ましい人間関係を築くために重要である。しか
し、日常生活の中で、人が傷つくことを言ったり、逆に自分の言いたいことが言えないという場
面も多い。そして、そのことによるトラブルがストレスや悩みとなることもある。よりよい人間
関係を築くための自他尊重の自己表現である「アサーション」を学ぶことで、自分の気持ちや考
えを相手に理解してもらえるような表現のスキルを身につけ、自分の願いも他者の願いも大切に
する心を育てたい。

３　配慮事項

　○　自分の意見を適切に主張するとともに、相手の話を受容的に最後まで聞く姿勢の大切さも理解
　　させたい。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　二人組になって相手の良いところを伝え
　合う。

２　場面１についてロールプレイをし、その
　様子をみて考える。

　○場面１の３つの自己表現の特徴を考える。
　　ア…はっきりしない。声が小さい。
　　　　（非主張的）
　　イ…自分の思いを伝えている。はっきり
　　　　している。（アサーティブ）
　　ウ…えらそう。自分勝手。（攻撃的）

３　３つの自己表現について理解する。

　○説明を聞く。

４　具体的な事例を通して考える。

　○個人でワークシートに取り組む。
　○グループを作って意見交換をする。
　○グループで出た表現方法や意見を発表す
　　る。

５　感想をまとめる。

・緊張感をほぐし、話しやすい雰囲気をつ
　くる。

・場面１についてロールプレイをし、それ
　を見て感じたことを話し合わせる。
・話の内容とともに、表情や口調、視線な
　ども注目させる。
・Ｂさん役の生徒に感じたことを発表させ
　る。

・Ｐ85のワークシート等を用いて、要点を
　押さえて説明する。

・メールの返信を断りたい場合など、生徒
　たちの日常生活のなかで起こりそうな場
　面を設定し考えさせてもよい。

・これまでの自分を振り返り、今後改善で
　きそうな点を具体的にまとめさせる。
・相手の良いところを伝え合う導入の場面
　で、お互い気持ちよく過ごせたことを思
　い出させ、伝え方のスキルとともに、ま
　ず相手を尊重する気持ちが大切であるこ
　とを認識させたい。

相手の良いところを探して伝えてみよう。

ロールプレイを見て考えよう。

アサーションについて学習しよう。

ワークシートの事例について、あなたなら何と言いますか。

№ 22 分類 3－⑵－ア 資料名 あなたなら、どうする 学年 全学年 領域 特別活動（学級活動）
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ワークシート

アサーション

年　　組　　番　名前（　　　　　　　　　　　　）

■アサーション（assertion）

　相手のことも配慮しながら、自分の欲求や考え、気持などを、素直に、正直に、その場の状況に合っ
た適切な方法で表現することであり、お互いの人権を尊重するコミュニケーションです。

↓
自分も相手も大切にした「さわやかな自己表現」

■３つのスタイルの自己表現

①アサーティブな自己表現

　自分のことをまず考えるが、
相手のことも配慮する表現。
どんなにアサーティブな表現
であっても、相手の意見を受
け入れられないことはある。
　その時に、攻撃的に打ち負
かしたり、非主張的に相手に
合わせたりせず、お互いが歩
み寄って、一番良い妥協点を
探す態度がアサーティブであ
ると言える。

②非主張的な自己表現

　常に相手を優先し、自分の
ことは後回しにする表現。自
分の気持ちを伝えられず、相
手に合わせるような態度。
　一見、相手を配慮している
ように見えるが、自分の気持
ちに素直ではなく、相手に対
しても素直ではない。次第に、
相手に対して恩着せがましい
気持ちや恨みがましい気持ち
になっていく。

③攻撃的な自己表現

　自分中心に考え、相手を無
視して自分の考えを押し通す
表現。
　理由や相手の言い分など聞
く余地もなく、頭ごなしに怒
鳴ったり、自分の欲求を押し
つけて、相手を自分の思い通
りに動かそうとする態度とな
る。

■あなたなら何と言う？

　学校からの帰り道で、あなたはクラスの友だちに「ノートを貸して。」と頼まれました。しかし、

あなたは今日そのノートを使って勉強をするつもりでした。その時、あなたは何と言いますか。

３つのスタイルで考えてみましょう。

■今日の感想を書きましょう。

⑴３つのスタイルの表現をしてみよう。

① アサーティブな表現 ② 非主張的な表現 ③ 攻撃的な表現

⑵グループで意見を出し合いましょう。

① アサーティブな表現 ② 非主張的な表現 ③ 攻撃的な表現
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１　ねらい

　○　世界や日本の子どもたちを取り巻く状況を知り、その改善のために制定されている「児童の権
　　利に関する条約」について学び、すべての子どもたちの生命と権利が大切にされる世界をつくっ
　　ていこうとする気持ちをもつ。

２　趣旨

　○　世界の子どもたちが置かれている状況を具体的に知ることで、子どもたちの権利を守る取組が
必要であることを実感する。

　○　制定されている権利条約の内容を、具体的な事例から考えさせて理解を深めたい。
　○　互いの意見を発表し合うことにより、多様な価値観に触れさせたい。

３　配慮事項

　○　障害のある生徒や、保護者から育児放棄された経験がある生徒等、条約の内容から自己を振り
　　返る場面が想定される生徒に配慮する。

４　展開例

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点

１　「児童の権利に関する条約」の制定過程
　を知る。

２　世界の子どもたちが置かれている状況を
　考える。

　・命の危険にある子どもたちがいる。
　・食べることができない子どもたちがいる。
　・学校に通えない子どもたちがいる。

　・児童虐待がある。
　・いじめがある。
　・インターネットによる人権侵害がある。

３　子どもの権利が守られるために何ができ
　るのかを考える。

　・条約の内容（権利の内容）を理解する。
　・世界の子どもたちの状況について知り、
　　それを伝えていく。
　・生徒会活動等でできることを考え、実践
　　する。

４　権利と義務について考える。
　○権利が守られないのはどのような場合か
　　を考える。
　・だれかが無制限に自分の権利を主張する。
　・権利とともにある義務を果たさない人が
　　いる。

・資料本文を使って指導者が説明をする。

・本教育資料№.⑮「私の懐に」とその参考
　資料等を活用し、具体的な状況について
　説明をする。

・豊かだと言われる日本にもさまざまな問
　題があることを認識させる。
・生活の中の身近な事がらについて考えさ
　せる。
・互いの考えを共有し、多様な価値観に触
　れさせる。

・当然の権利であると認識されていないこ
　とを指摘する。
・生徒会活動等での支援活動と関連させ、
　活動へのさらなる意欲づけとしたい。

・自分の権利が守られるためには、他の人
　の権利が尊重され守られる必要があるこ
　とを認識させる。

№ 23 分類 2－⑵－イ 資料名 伝えよう！子どもの権利条約を 学年 2・3年 領域 総合的な学習の時間

「児童の権利に関する条約」の権利が守られるために、何ができますか。

日本において、子どもたちの権利が守られていないと思うことはありますか。

なぜ、このような条約が必要なのですか。

５　参考

　○　「子どもの権利条約」（日本ユニセフ協会）http://www.unicef.or.jp/crc/index.html
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１　ねらい

　○　自分の良いところを見つめ、自分の能力を信じ、自分の力を他の人や社会のために役立ててい
　　こうとする気持ちをもつ。

２　活用上の留意点

　○　自分の個性や集団での存在を肯定的に捉えさせるようにしたい。
　○　他の人の良いところやがんばっているところを認める心を養わせたい。
　○　自分の周りにいる人たちのことを考える際には、生徒の様々な生活環境を十分配慮する必要が

ある。理想の話として設定するのもよい。
　○　将来の夢は具体的に描き、その実現に向けて行動を起こせるようにしたい。

３　展開例

№ 24 分類 1－⑵－ア 資料名 自分さがしの旅 学年 全学年 領域 特別活動（学級活動）

【導入】    自分の良いところを見つめましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　自分自身を見つめ直す機会をもち、自分の
　個性を肯定的に捉える。
＜活　動＞
　・自分や友だちの長所をあげる。
　　短所についても長所として捉える工夫をす
　　る。
　　※活用の手引きＰ11のワークシート「リフ
　　　レーミング」も参照する。

・自分の良いところを書き出そう。
・友だちとお互いの良いところを出し合おう。
　　手紙を書く。
　　ペアになってお互いをほめる。　など
・２分間スピーチで自分を語ろう。
・自分の短所をあげ、それを他の人に長所とし
　て言い換えてもらおう。

【展開１】　周りの人たちとの生活を見つめま
　　　　　しょう。　 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　自分の周りにいる人たちのことを考え、自
　分との関係やその人たちのために自分にでき
　ることを考える。
＜活　動＞
　・県内の中学校で行われている取組のねらい
　　や方法を知る。

・次のような話題で話し合ってみよう。
　「自分の学級について」
　「『トライやる･ウィーク』で感じたこと」
　「理想の家族について」
　「最近のニュースで気になること」など
・集団のなかで自分が役に立とうと心掛けてい
　ることをあげてみよう。

【展開２】　なりたい自分を描いてみましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　自分がどうなりたいかを考えることにより、
　これからの進路や将来への夢を描く。
＜活　動＞
　・自分の能力や良いところが生かせるような
　　進路を考える。

・なりたい自分を描いてみよう。
　　将来の設計図を書く。
　　10年後の自分を作文にする。
　　将来の自分へ手紙を書く。
　　目標とする人物について調べる。　など
・なりたい自分をめざすとき、将来必要になる
　ことや、今できることを考えてみよう。
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１　ねらい

　○　自分たちの町の物理的、心理的な障壁に気づき、改善方法を考え、誰もが暮らしやすい社会を
　　つくっていこうとする態度を身につける。

２　活用上の留意点

　○　様々な障害や障壁を取り除くことは、社会的弱者だけではなく、すべての人にとって住みやす
い社会をつくることになることを押さえる。

　○　体験型学習が体験だけで終わらないように、振り返り、一般化することを行いたい。
　○　調査にあたっては、関係機関と十分に連携を図り、安全面にも十分配慮する。

３　掲載資料の趣旨

　○　バリアフリーやユニバーサルデザインの視点で、自分の住む町を見つめようとしている。1950
　　年代、デンマークで「障害者の人権を守るためには、健常者と同じ生活をするのが望ましい。」

というノーマライゼーションの考え方が生まれた。バリアフリー（障害者が生活をしていくうえ
で、障害（バリア）となるものを取り除くこと。）もユニバーサルデザイン（だれにでも公平・
自由で、無理なく、安全に使用できるデザイン）も広くは、このノーマライゼーションに基づく
取組である。

４　展開例

№ 25 分類 3－⑵－イ 資料名 住みよいまちづくり 学年 全学年 領域 総合的な学習の時間

【導入】　バリアフリーやユニバーサルデザイ
　　　　ンについて調べましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　バリアフリーやユニバーサルデザインにつ
　いて調べ、その工夫や意味に気づく。
＜活　動＞
　・バリアフリーやユニバーサルデザインにつ
　　いて具体例を紹介し合う。

・公共施設等の工夫について調べる。
　　スロープ、エレベータのボタン、多目的ト
　　イレ など
・製品等の工夫について調べる。
　　文房具、食器、シャンプーのボトル など
　　字幕放送、手話番組、点字の表示 など

【展開１】　様々な立場の人への必要な支援を
　　　　　考えましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　様々な立場の人への必要な支援を考えるこ
　とによって、共に支え合うための実践方法を
　知る。
＜活　動＞
　・様々な立場の人の生活環境を知るための体
　　験的な学習を行う。

・車いすやアイマスクを用いた体験、妊婦や高
　齢者のシミュレーション体験を通して、様々
　な立場を経験してみよう。
・様々な立場の人への支援について、体験をも
　とに話し合おう。
　（小さい子どもや外国人などの支援について
　も考えてみよう。）
・災害時に障害者や高齢者とともに避難する方
　法を研究しよう。

【展開２】　自分の町や身の周りの場所につい
　　　　　て調査してみましょう。 【研究課題・活動課題の例】

＜ねらい＞
　　社会的弱者の視点で施設や日用品等を点検
　し、課題解決の方法を考える。
＜活　動＞
　・体験して感じたことを思い出しながら、自
　　分たちの学校や地域の様子について観察を
　　し、改善点を考える。

・日常生活で不便なところや使いにくいところ
　はないか調べてみよう。
　　学校の中、住んでいる町、いつも使ってい
　　る道具　 など
・それらの課題について、解決の方法を考えて
　みよう。
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１　人権教育資料検討委員会　

　　副委員長　　赤松　幸子　　播磨町立播磨南中学校　校長
　　　　　　　　五百住　 　　関西学院大学　教授
　　　　　　　　岡﨑まゆみ　　県立こどもの館　館長
　　委 員 長　　桂　　正孝　　宝塚大学　教授
　　　　　　　　新保真紀子　　神戸親和女子大学　教授
　　　　　　　　田中　伸明　　神戸新聞社編集局　社会部デスク
　　　　　　　　檜垣　彰子　　宝塚市ＰＴＡ協議会　顧問　
　　　　　　　　藤原　信子　　兵庫県人権擁護委員連合会　副会長　　　　
　　　
２　人権教育資料作成委員会

　　　　　　　　荒木　美景　　篠山市立今田中学校　教諭
　　　　　　　　石井佐千代　　加古川市立平岡南中学校　教諭
　　　　　　　　大石　智久　　南あわじ市立倭文中学校　教諭
　　　　　　　　大久保拓哉　　県教育委員会事務局義務教育課　指導主事
　　　　　　　　大杉　一元　　たつの市立龍野西中学校　教諭
　　　　　　　　大谷　　誠　　県立芦屋国際中等教育学校　教諭
　　副委員長　　岡本　俊明　　三田市立長坂中学校　教諭
　　委 員 長　　尾崎　明子　　新温泉町立浜坂中学校　主幹教諭
　　　　　　　　岸本　高広　　播磨町立播磨中学校　教諭
　　　　　　　　衣川　正昭　　西脇市立黒田庄中学校　教諭
　　　　　　　　坂本　泰三　　姫路市教育委員会人権教育課　管理指導主事
　　　　　　　　菅原　知子　　姫路市立山陽中学校　教諭
　　　　　　　　谷　　哲一　　佐用町立佐用中学校　教諭
　　　　　　　　橋本　秀樹　　神戸市立有野北中学校　教諭
　　　　　　　　藤岡くるみ　　小野市立小野中学校　教諭　
　　　　　　　　増田　幸則　　尼崎市立立花中学校　教諭
　　　　　　　　横田　浩一　　三木市教育委員会学校教育課　副課長兼指導主事
　　　　　　　　米口　征代　　西宮市教育委員会学校教育課　係長
                
　　挿絵委員　　池田　　靖　　明石市立大久保中学校　教諭
　　　　　　　　石井　真里　　芦屋市立岩園小学校　教諭　
　　　　　　　　河合　園美　　丹波市立山南中学校　教諭
　　　　　　　　辰巳　嘉彦　　淡路市立北淡中学校　教諭
　　　　　　　　玉富　雅宏　　三木市立緑が丘中学校　教諭
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　※　委員の所属・職は平成 26（2014）年３月現在

（五十音順）

委 　 員 　 名 　 簿
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