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人 権
このあたりまえのことを
守りつづけたい
人権週間12月4日～10日

現代は、様々な価値観やライフスタイルを持
った人が住 み、働き、学んでいるため、人権問
題も多様化、複雑化しています。
東京都では「人権施策推進のための指針(骨子)」
をまとめ、ともに暮らす人々が共感し、お互い
を支え合える社会を実現するための道すじを明
らかにしています。
女性であるということ、障害者、外国人であ
るということで、差別や偏見 を受けない社会に
するために、まず、人権について知ることが必
要です。

▲ 人権週間ポスター

男
女
共
同
参
画
社
会
を
め
ざ
し
て

昨
年
「
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
」

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
、

女
性
も
男
性
も
、
性
別
に
か
か
わ
り
な

く
、
す
べ
て
の
個
人
の
人
権
が
尊
重
さ

れ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発

揮
で
き
る
社
会
を
、
男
女
が
責
任
を
分

か
ち
合
い
な
が
ら
つ
く
っ
て
い
く
こ
と

を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

日
本
国
憲
法
に
男
女
平
等
の
理
念
が

う
た
わ
れ
て
以
来
、
男
女
の
人
権
が
尊

重
さ
れ
る
た
め
に
、
着
実
な
歩
み
が
重

ね
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
残
念
な

が
ら
ま
だ
、
男
女
が
そ
の
尊
厳
を
十
分

に
尊
重
さ
れ
る
社
会
が
実
現
し
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
最
も

深
刻
な
人
権
侵
害
で
あ
る
暴
力
か
、
配

偶
者
や
恋
人
か
ら
振
る
わ
れ
る
事
例
は

い
ま
だ
に
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
夫
婦
閧

で
の
暴
力
行
為
に

「
問
題
」
が
あ
る
と

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
つ

い
最
近
の
こ
と
で
す
。
子
ど
も
へ
の
性

的
虐
待
や
、
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ

ア
ル

ー
(
ラ
ス
メ
ン
ト
が
問
題
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
や
は
り
つ
い

最
近
の
こ
と
で
す
。

「
男
は
仕
事
、
女
は
家
事
」
と
い
う

固
定
的
な
役
割
分
担
も
、
ず
い
ぶ
ん
改

善
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
共
働
き

家
庭
の
多
く
に
「
男
は
仕
事
、
女
は
家

事
も
仕
事
も
」
と
い
う
、
女
性
に
だ
け

過
重
な
負
担
を
背
負
わ
さ
れ
る
光
景
が

見
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
女
性
に
大

き
な
負
担
を
強
い
て
い
る
は
ず
の
男
性

も
、
自
殺
が
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ

て
い
る
よ
う
に
、
十
分
に
尊
厳
が
尊
重

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
す
。

す
べ
て
の
人
々
が
、本
当
に
人
権
を

尊
重
し
あ
い
、
自
由
な
意
思
を
持
ち
、

貢
任
を
担
い
、
生
き
生
き
暮
ら
せ
る
社

会
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
を
実
現
す

る
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り
が
家
庭
や

職
場

、
地
域
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が

必
要
で
す
。

国
際
化
時
代
と
正
し
い
人
権
意
識

足
立
区
に
は
多
数
の
外
国
人
が
居
住

し
、区
民
の
3
4
人
に
一
人
が
外
国
人
と

な
っ
て
い
ま
す
(
今
年
の
H
月
1
日
現

在
の
外
国
人
登
録
者
数
は
1
万
8
千

6
4
5
人
)
。そ
し
て
、地
域
の
中
で
日
本

人
と
同
じ
よ
う
に
生
活
を
し
て
い
ま
す

が
、言
語
を
は
じ
め
、文
化
や
習
慣
、

社
会
制
度
の
違
い
か
ら
、
地
域
で
の
生

活
に
不
便
や
不
自
由
さ
を
感
じ
る
場
合

が
よ
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
本
社

会
が
、
島
国
と
い
う
地
理
的
背
景
や
歴

史
的
経
緯
の
中
で
、

同
質
的
な
社
会
を

形
成
し
て
き
た
か

ら
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

地
域
の
国
際
化

に
は
、
一
人
ひ
と

り
の
区
民
が
多
様

な
価
値
観
や
文
化

を
柔
軟
に
受
け
止

め
、日
ご
ろ
か
ら
外
国
人
と
の
交
流
を

行
う
な
ど
、お
互
い
の
文
化
の
共
通
点

や
違
い
を
正
し
く
理
解
し
、認
め
合
う

こ
と
が
必
要
で
す
。

と
同
時
に
、
日
本
社
会
の
あ
り
方
を

見
直
し

、
外
国
人
も
区
民
と
し
て
共
生

す
る
こ
と
の
で
き
る
開
か
れ
た
社
会
を

実
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
外
国
人
も
、
自
ら
日
本
語
の

習
得
を
始
め
日
本
の
生
活
習
慣
、
地
域

社
会
の
ル
ー
ル
や
法
制
度
な
ど
を
学
び
、

理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
し
て
、
人
種
や
民
族
、
宗
教
な
ど

に
よ
っ
て
、
人
を
差
別
す
る
こ
と
の
な

い
人
権
意
識
を
持
つ
こ
と
が
何
よ
り
も

大
切
で
す
。

地
域
で
生
活
す
る
も
の
と
し
て
、
日

本
人
、
外
国
人
を
問
わ
ず
、
お
互
い
の

人
権
を
尊
重
し
合
い
、
と
も
に
住
み
よ

い
地
域
社
会
の
実
現
に
努
め
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

人権週間の
強調テーマ

○
考
え
よ
う
　
あ
な
た
の
人
権
　
わ
た
し
の
人
権

―
―
2
1
世
紀
へ
つ
な
げ
よ
う
心
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―
―

○
2
1
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
人
権
意
識
を
育
て
よ
う

○
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

○
高
齢
者
を
大
切
に
す
る
心
を
育
て
よ
う

○
部
落
差
別
を
な
く
そ
う

○
男
女
共
同
参
画
社
会
を
実
現
し
よ
う

○
障
害
の
あ
る
人
の
完
全
参
加
と
平
等
を
実
現
し
よ
う

○
エ
イ
ズ
に
対
す
る
偏
見
を
な
く
そ
う

○
外
国
人
に
対
す
る
差
別
、
偏
見
を
な
く
そ
う

○
環
境
保
護
の
理
解
を
深
め
よ
う

と
も
に
生
き
る
社
会
の
実
現
を

国
連
の
「
障
害
者
の
権
利
宣
言
」
を

幕
開
け
と
し
て
、
障
害
者
福
祉
は
、
障

害
者
が
障
害
を
持
だ
な
い
人
と
同
等
に

生
活
し
、
活
動
す
る
社
会
を
め
ざ
す
「
ノ

ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
理
念
の
も

と
に
、「
完
全
参
加
と
平
等
」
を
目
標

に
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

「
国
連
・
障
害
者
の
1
0
年
」
に
引
き

続
き
、
平
成
5
年
か
ら
「
ア
ジ
ア
太
平

洋
障
害
者
の
1
0
年
」
が
始
ま
り
、
わ
が

国
で
は
「
障
害
者
基
本
法
」
が
平
成
5

年
1
2月
に
成
立
し
ま
し
た
。

こ
の
基
本
理
念
に
は
「
す
べ
て
の
障

害
者
は
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、

そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
保
障

さ
れ
る
権
利
を
有
し
、
社
会
を
構
成
す

る
一
員
と
し
て
、
社
会
、
経
済
、
文
化

そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加

す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
」

と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
7
年
1
2月
に
は
、「
障
害
者
プ

ラ
ン
」
が
政
府
で
決
定
さ
れ
、
足
立
区

に
お
い
て
は
、
平
成
9
年
9
月
に
「
地

域
保
健
福
祉
計
画
」
を
改
定
し
ま
し
た
。

障
害
を
持
つ
大
も
、
持
だ
な
い
大
も

と
も
に
幸
せ
を
求
め
合
う
区
民
、
仲
間

と
し
て
す
べ
て
の
人
の
参
加
に
よ
る
平

等
な
社
会
づ
く
り
を
め
ざ
し
、
と
も
に

生
き
る
ま
ち
、
足
立
区
を
築
い
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

人

権

尊

重

教

育

の

推

進

区
教
育
委
員
会
で
は
、
学
校
教
育
に

お
け
る
重
要
な
課
題
と
し
て
「
人
権
尊

重
の
教
育
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

教
育
は
、
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
、

平
和
的
な
国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成
者

を
育
成
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
人
間
尊
重
の
精
神
を
育
成
す
る
こ

と
が
極
め
て
重
要
で
す
。

各
学
校
で
は
、
教
育
活
動
の
す
べ
て

に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
偏
見
や
差
別
を

な
く
し
、
個
人
を
尊
重
す
る
基
本
的
人

権
尊
重
の
教
育
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、

児
童
・
生
徒
が
相
互
に
理
解
し
、
尊
重

し
合
え
る
心
情
と
態
度
の
育
成
を
図
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
す
る
理

解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
連
帯
感
と
共

生
を
は
ぐ
く
む
教
育
の
推
進
に
努
め
て

き
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
人
種
や
民
族
、
性
別
等
を

異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
・
生

徒
の
人
権
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
配
慮
の
行
き
届
い
た
教
育
を

推
進
し
て
い
ま
す
。

小・中学生の

いじめ110 番
気がついたとき、すぐ相談を

3880- 5577
( 直通)

教育委員会教育指導室

人
権
教
育
の
た
め
の
国
連
1
0
年
の
取
り
組
み

今
年
は
、
平
成
7
年
か
ら
1
6年
ま
で

の
「
人
権
教
育
の
た
め
の
国
連
1
0年
」

の
6
年
目
の
年
に
当
た
り
ま
す
。

政
府
は
、
内
閣
に
人
権
教
育
の
た
め

の
国
連
1
0
年
推
進
本
部
を
設
置
し
、
各

行
政
機
関
で
「
人
権
教
育
の
た
め
の
国

連
1
0
年
」
国
内
行
動
計
画
に
基
づ
く
取

り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点

に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

▽
幼
児
期
に
お
い
て
は
、
人
権
尊
重
の

精
神
の
芽
生
え
を
は
ぐ
く
む
こ
と

▽
各
教
科
・
道
徳
・
特
別
活
動
・
総
合

的
な
学
習
の
時
間
の
特
質
を
踏
ま
え
、

教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
一
人
ひ
と
り

を
大
切
に
人
権
尊
重
の
意
識
を
高
め
る

教
育
を
行
う
こ
と

「
な
に
げ
な
い
　
一
言
だ
か
ら
　
要
注
意
」

こ
れ
は
人
権
尊
重
教
育
推
進
校
の
児
童

に
よ
る
人
権
標
語
作
品
で
す
。
お
互
い

の
存
在
と
尊
厳
を
守
る
こ
の
よ
う
な
意

識
を
、
学
校
と
地
域
社
会
で
と
も
に
は

ぐ
く
む
こ
と
が
、
今
、
ま
す
ま
す
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

身
近
な
も
の
に
結
び
つ
け
て

人
権
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い

講
演
と
映
画
の
集
い

人
権
問
題
を
よ
り
圧
し
く
理
解
し
、

差
別
の
な
い
明
る
い
社
会
を
築
い
て
い

く
た
め
、
表
1
の
と
お
り
「
講
演
と
映

画
の
集
い
」
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
1
2
月
7
口
、
足
立
区
役
所

庁
舎
ホ
ー
ル
で
は
、
区
内
小
・
中
学
校

の
人
権
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
の
表
彰

式
も
行
い
ま
す
。

表1　講演と映画の集い

※ いずれも、時間=午後1時30分( 先着順) 　費用=無料

人
権
問
題
で
お
困
リ
の
方
は
ご
相
談
を

区
内
に
は
、
人
権
を
尊
重
す

る
考
え
を
広
め
、
人
権
を
侵
さ

れ
た
人
を
救
済
す
る
人
権
擁
護

委
員
が
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
は
、
区
長
が

議
会
の
同
意
を
得
て
推
薦
し

、

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
す
。

人
権
を
無
視
さ
れ
た
り
、
差

別
を
受
け
て
い
る
人
は
、
お
気

軽
に
人
権
擁
護
委
員
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。(
表
2
)

ま
た
、
次
代
を
担
う
子
ど
も

の
人
権
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
た
め
、

人
権
擁
護
委
員
の
中
か
ら
「
子
ど
も
の

人
権
専
門
委
員
」
を
指
名
し
て
い
ま
す
。

な
お

、
区
で
は
毎
月
第
2
火
曜
日

、

午
後
1
時
か
ら
3
時
ま
で
人
権
身
の
上

相
談
を
区
庁
舎
・
区
民
相
談
室
で
行
っ

て
い
ま
す
。

相
談
は
い
ず
れ
も
無
料
で
秘
密
は
固

く
守
り
ま
す
。

問
先
=
広
聴
相
談
係

(
3
8
8
0
)
5
1
1
1

㈹

表2　人権擁護委員名簿　平成12年11月1日現在

● 印は「子どもの人権専門委員」です
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差
別
を
な
く
し

守
れ
人
権

～
同
和
問
題
の
理
解
の
た

め
に
～

す
べ
て
の
人
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
め
ざ
し
て

「人
権
の
世
紀
」と
い
わ
れ
る
2
1
世

紀
が
問
も
な
く
始
ま
り
ま
す
。人
類

は
2
0
世
紀
の
2
度
に
わ
た
る
世
界
大
戦

の
反
省
か
ら
、来
る
べ
き
新
世
紀
を
「全

人
類
の
幸
せ
が
実
現
す
る
時
代
に
し
た

い
」
と
願
っ
て
い
ま
す
。

1
9
9
4

年
(
平
成
6
年
)
第
4
9回

国
際
連
合
総
会
で
は
、
平
成
7
年
か
ら

の
1
0年
を
「
人
権
教
育
の
た
め
の
国
連

1
0年
」と
す
る
こ
と
を
宣
卮
し
ま
し
た
。

こ
の
宣
言
を
受
け
て

、
わ
が
国
で
も

平
成
9
年
7
月
に

「『
人
権
教
育
の
た

め
の
国
連
1
0年
』
に
関
す
る
国
内
行
動

計
画
」
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

同
和
問
題
は
、
こ
の
行
動
計
画
の
中

で
解
決
す
べ
き
9
項
目
の
重
要
課
題
の

一
つ
と
し
て

、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

同
和
問
題
(
部
落
問
題
)
と
は

同
和
問
題
は
、
目
に
見
え
な
い

、
日

本
固
有
の
、
つ
く
ら
れ
た
身
分
差
別
で

す
。
人
は
自
分
の
意
思
で
生
ま
れ
る
と

こ
ろ
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
被
差
別
部
落
の
出
身

と
い
う
理
由
で
、
様
々
な
差
別
を
戞
け
、

基
本
的
人
権
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
人
々

が
い
ま
す
。

同
和
問
題
の
起
源
に
つ
い
て
は
幾
つ

か
の
説
が
あ
り
ま
す
が
、
昭
和
4
0年
の

同
和
対
策
審
議
会
答
申
で
は
、「
歴
史

的
発
展
の
過
稗
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た

身
分
階
層
構
造
に
垈
づ
く
差
別
」
と
定

義
づ
け
て
い
ま
す
。

身
分
制
度
の
強
化
は
武
士
に
よ
る
封

建
支
配
体
制
と
大
き
な
か
か
わ
り
が
あ

り
ま
す
。江
戸
時
代
、幕
府
(
武
七
)

が
多
数
を
占
め
る
民
衆
を
抑
え
る
制
度

と
し
て
、新
し
い
身
分
制
度
「士
・
農
・

工
・
商
」を
定
め
、さ
ら
に
そ
の
下
に

「
え
た
・
ひ
に
ん
」
と
い
う
身
分
を
設

け
た
の
で
す
。

こ
の
最
下
層
の
身
分
の
人
々
は
、町

や
村
の
は
ず
れ
、川
の
ほ
と
り
、低
湿

地
帯
と
い
っ
た
立
地
条
件
の
悪
い
と
こ

ろ
に
住
ま
わ
さ
れ
、職
業
・
結
婚
の
ほ

か
、服
装
や
髪
型
ま
で
も
制
限
さ
れ
ま

し
た
。そ
れ
は
、厳
し
い
年
貞
の
取
り

皀
て
や
政
策
に
対
し
て
の
不
満
を
義
民

や
町
民
か
ら
そ
ら
し
、
「L
み
て
磚
ら

す
な
、卜
み
て
暮
ら
せ
」と
す
る
こ
と

で
、誤
っ
た
違
和
感
や
差
別
感
を
募
ら

せ
る
巧
妙
な
民
衆
支
配
の
手
段
で
し
た
。

被
差
別
部
落
の
人
々
に
対
す
る
差
別

は
、1
8
7
1
年
(
明
冶
4
年
)
の
解

放
令
に
よ
っ
て
、
「士
・
農
・
工
・
商
」

の
身
分
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
後
も
、
囗

本
の
急
激
な
近
代
化
の
過
程
で
の
矛
盾

や
不
合
理
と
結
び
つ
い
て
、
様
々
な
形

で
存
続
し
、
差
別
事
件
が
発
生
し
て
き

ま
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
基
本
的
人
権

の
尊
重
を
柱
と
す
る
日
本
国
憲
法
が
制

定
さ
れ
て
も
な
お
、
同
和
地
区
出
身
者

に
対
す
る
人
権
侵
害
が
後
を
絶
ち
ま
せ

ん
。足

立
区
在
住
の
同
和
地
区
出
身
者
へ

の
差
別
(
ガ
キ
事
件
は

、
最
近
発
生
し

た
謾
も
悪
質
な
事
件
の
一
つ
で
す
。

差
別
解
消
の
た
め
に

「こ
の
秘
密
(
注
:
同
和
地
区
出
身

者
で
あ
る
こ
と
)
を
日
本
中
に
暴
露
宣

伝
さ
れ
た
く
な
け
れ
ば
即
金
で
5
0
0万円

持
っ
て
こ
い
」

平
成
9
年
か
ら
1
0年
に
か
け
て
都
内

で
発
生
し
た
、
こ
の
悪
質
な
文
面
で
始

ま
る
差
別
脅
迫
(
ガ
キ
事
件
に
つ
い
て

は
、
今
年
4
月
2
8阡
付
け
の
新
聞
朝
刊

で
も
掲
載
さ
れ
た
の
で
、
ご
存
じ
の
方

も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
犯
人
の
大
学

生
は
、
同
級
生
の
い
じ
め
が
原
因
で
、

高
校
を
中
退
し
た
経
験
が
あ
り
ま
し
た
。

犯
人
は
い
じ
め
に
よ
る
差
別
の
苦
し
み

や
つ
ら
さ
を
だ
れ
よ
り
も
分
か
っ
て
い

る
は
ず
な
の
に
、
こ
の
よ
う
な
事
件
を

引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
残

念
な
こ
と
で
す
。

差
別
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て

、
そ
の

復
し
ゅ
う
の
矛
先
を
、
何
の
か
か
わ
り

も
な
い
人
々
に
向
け
る
よ
う
な
、
卑
劣

な
行
動
を
私
た
ち
は
断
固
と
し
て
許
す

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん

。

こ
の
よ
う
な
差
別
は
、
同
和
地
区
の

人
々
を
侮
辱
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
新

た
な
部
落
差
別
を
引
き
起
こ
す
悪
質
な

も
の
で
す
。

そ
れ
で
は
私
た
ち
は
何
を
し
た
ら
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。

第
一
に
、
同
和
問
題
に
つ
い
て
医
し

い
認
識
と
理
解
を
持
つ
こ
と
。

第
二
に
、
間
違
っ
た
考
え
方
を
し
て

い
る
人
に
対
し
て
、
誤
り
を
説
明
し
理

解
さ
せ
る
こ
と
。

第
三
に
、
家
庭
・
学
校
・
地
域
等
、

身
の
回
り
に
あ
る
様
々
な
差
別
に
目
を

開
き
、
そ
れ
ら
を
取
り
除
い
て
い
く
こ

と
。同

和
地
区
出
身
の
人
々
が
、
い
わ
れ

の
な
い
差
別
に
よ
り
不
当
に
基
本
的
人

権
を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

明
る
い
社
会
を
築
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

※
歴
史
的
背
景
の
説
明
上
、
文
中
で

「
え
た
・
ひ
に
ん
」
な
ど
差
別
用
語
を

使
用
し
ま
し
た
か
、
こ
の
よ
う
な
表
現

を
日
常
会
話
や
、
文
章
で
使
い
ま
す
と
、

差
別
や
人
権
侵
害
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
十
分
に
ご
留
意
く
だ
さ
い

第
1
7
回
人
権
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル

入
選
者
発
表

こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
人
権
の
大
切

さ
を
広
く
児
童
・
生
徒
に
認
識
し
て
も

ら
う
た
め
の
啓
発
活
動
の
一
つ
と
し
て

行
っ
て
い
ま
す
。
区
内
の
小
・
中
学
生

か
ら
9
4
0
点
の
応
募
が
あ

り
、
厳
正
な
審
査
の

結
粱
、
次
の
方
々
の
作

品
が
入
選
し
ま
し
た
。
(

敬
称
略
)

[
小
学
生
の
部
]

☆
金
賞
　
平
川
呉
里
絵
(

栗
原
北
)

☆
銀
賞
　
小
川
美
樹
(千

寿
本
町
)
・
西
尾
晶
子
(

千
寿
第
三
)
・
大
森

晴
加
(

千
寿
桜
)
・

石
川
梨
絵

・
富
永
由
夏
利
・
斎
藤
陽
子
(

西
新
井
)
・
生
江
費
香
(
西
新
井
第
一
)
・

岩
瀬
祐
未

・
福
田

涼
(

梅
島
第
二
)
・

玉
木
優
里
(

弘
道
第

一
)
・
佐
藤

雄
一

郎
(
東
加
平
)
・
富
澤
愛
美
(
渕
江
)
・

戸
澤
奈
々
・
瀬
山
つ
か
さ
(
栗
原
北
)

☆
銅
賞
　
高
野
久
美
・
占
川
俊
子
(
千

寿
第
三
)
・
今
村
真
弓
(
千
寿
第
四
)
・

桐
生
麦
美
・
大
野
桃

子
(
千
寿
桜
)
・
艮

谷
川
実
穂
(
亀
田
)
・

土
田
智
成
・
関
口
愛

理
・
玉
木
優
花
・
宮

下
佳
子
(

弘
道
第

一
)
・
坂
本
麻
里
奈
(

綾
瀬
)
・
高
橋
美
帆
(

東
加
平
)
・
林
真
理

絵
(

竹
の
塚
)
・
石

井
ゆ
ず
香
・
伏
脇
渚
(

伊
興
)
・
横
山
芽
久

実
(
中
島
根
)
・
平
山
美
夏
・
清
水
和
美
・

渡
辺
元
美
・
佐
々
木
杏
奈
(
栗
原
北
)

[
中
学
生
の
部
]

☆
金
賞
　
宇
田
川
絢
(
第
一
)

☆
銀
賞
　
宝
地
戸
謙
介
・
川
田
か
お
り

(第
一
)
・
荒
川
友
美
訝
・
鈴
木
梨
沙
(
第

十
四
)
・
鈴
木
絵
美
子
(
江
南
)

☆
銅
賞
　
篠
田
恵
(
第
一
)
・
奥
山
萌
・

佐
藤
昭
子
(
第
四
)
・
岩
崎
安
奈
・
村

岡
裕
希
・
砂
金
ま
り
子
(
第
十
四
)
・

森
田
美
代
子
(

青
井
)
・
橋
本
沙
也
華
(

加
賀
)

※
こ
の
ほ
か
、
佳
作
も
多
数
選
ば
れ
ま

し
た

<小学生の部　金賞>
平川真里 絵さん( 栗原北小)

<中学生の部　金賞>
宇田川 絢さん( 第一中)

人

権

作

文

平
成
1
1年
度
全
国
中
学
生

人
権
作
文
コ
ン
テ
ス
ト

東
京
都
大
会
優
秀
賞
作
品

「
悪

口
」

第
三
中
学
校
　
笠
井
　
裕
太

ぽ
く
は
、
父
や
ほ
に
、
そ
の
日
一
日

の
出
来
事
や
感
想
、
自
分
の
考
え
を
よ

く
話
し
ま
す
。
特
に
、
父
は
「
そ
う
か
、

そ
う
か
」
と
か
「
そ
の
通
り
」
と
か
「
か

ん
ば
れ
」
と
言
っ
て
く
れ
る
の
で
、
話

し
甲
斐
が
あ
り
ま
す
。

あ
る
日
の
こ
と
で
し
た
。
ぼ
く
が
い

つ
も
の
調
子
で
父
に
色
々
な
学
校
の
出

来
事
を
話
し
、
話
題
が
友
達
の
こ
と
に

移
り
ま
し
た
。
ぽ
ぐ
か
「
○
○
君
は
・
・
・
。
」

と
悪
口
皀
一
7
だ
時
で
し
た
。
父
は
、

そ
れ
ま
で
の
優
し
い
顔
が
一
変
し
、
貞

っ
赤
な
顔
と
な
り
「
一
面
と
そ
の
よ
う

な
話
は
聞
き
た
く
な
い
!
」
と
言
っ
て

席
を
皀
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ぽ
く
は
、
お
こ
ら
れ
る
理
由
も
分
か

ら
ず
、
キ
ョ
ト
ン
と
し
て
し
ま
い
、
そ

の
あ
と
涙
が
出
て
來
て
、出
ま
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
訳
も
わ
か
ら
ず
に
お
こ
ら

れ
た
悔
し
さ
と
悲
し
さ
か
ら
で
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、
父
は
ぼ
心
「
裕
太
、

何
で
父
さ
ん
か
お
こ
っ
た
か
分
か
る
か
J

聞
き
ま
し
た
。
ぽ
く
は
「
う
う
ん
」
と

首
を
ふ
り
ま
し
た
。
父
は
、
「
涙
を
ふ

き
な
さ
い
。
」
と
I
ぎ
っ
た
あ
と
、
「
お
前

は
、
軽
い
気
持
ち
で
そ
の
友
達
の
悪
口

を
忿
っ
た
つ
も
り
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を

聞
い
た
人
は
ど
う
思
う
か
、
分
か
る
か
。

も
し
、
そ
の
話
を
信
じ
て
、
さ
ら
に
別

の
人
に
そ
の
悪
口
を
言
っ
た
と
し
て
、

そ
の
悪
口
が
ど
ん
ど
ん
広
ま
る
結
果
に

な
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
悪
口
を
言
わ

れ
た
本
人
が
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る
か

考
え
た
こ
と
が
あ
る
か
。
自
分
が
そ
の

悪
口
を
訛
わ
れ
た
本
人
に
な
っ
て
考
え

て
み
な
さ
い
。」
と
一河
い
ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
父
の
言
っ
た
こ
と
を
、
頭

の
中
で
阿
度
ち
く
り
返
し
ま
し
た
。
も

と
も
と
、
ぽ
く
が
父
に
話
し
た
事
は
、

友
達
か
ら
聞
い
た
う
わ
さ
話
で
、
そ
れ

が
本
当
か
う
そ
か
分
か
ら
な
い
し
、
父

の
言
う
よ
う
な
大
変
な
結
果
に
な
る
な

ん
て
、少
に
も
思
っ
て
い
轟
尤
で
し
た
。

で
も
、
も
し
、
そ
の
話
の
中
身
が
「
う

そ
」
や
「
い
や
が
ら
せ
」
だ
っ
た
ら
・
…

も
し

、
そ
う
言
わ
れ
た
の
が
、
ぽ
く
だ

っ
た
ら
…
と
考
え
ま
し
た
。
ぽ
く
は
、

み
ん
な
か
ら
、
囗
も
聞
い
て
も
ら
凡
な
い
、

知
ら
ん
顔
で
無
視
さ
れ
る
、
ぽ
く
の
こ

と
を
見
な
か
ら
、
ヒ
ソ
ヒ
ソ
話
を
す
る

と
い
う
「
い
じ
め
」
に
合
う
と
思
う
。

そ
ん
な
い
じ
め
が
い
や
に
な
っ
て
、
だ

人
だ
ん
学
校
へ
行
か
な
く
な
っ
て
・・・
、

ま
す
ま
す
一
人
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
・
=「
ど

う
せ
、
ぽ
く
な
ん
か
・
=」
と
自
分
を
悪

い
方
へ
追
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
・・
'。

こ
こ
ま
で
考
え
て
、
は
じ
め
て
ぽ
く

は
ピ
ン
と
き
ま
し
た
。
ぽ
く
や
友
達
の
、

軽
い
気
持
で
言
っ
た
「
う
わ
さ
話
」
が
、

そ
の
言
わ
れ
た
本
人
を
、
ど
ん
な
に
苦

し
め
、
い
じ
め
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
か
、
と
い
う
事
が
分
か
っ
た
か
ら

で
す
。

父
は
「
人
の
良
い
事
は
ど
ん
ど
ん
言

い
な
さ
い
。
し
か
し
、
人
の
悪
囗
や
う

わ
さ
話
は
決
し
て
し
て
は
い
け
な
い
。

そ
れ
は
、
結
果
と
し
て
、
大
を
差
別
す

る
こ
と
に
な
る
か
ら
。」
と
誂
い
ま
し
た
。

ぽ
く
は
、
友
達
の
悪
口
を
言
っ
て
、

そ
の
友
達
が
苦
し
ん
だ
り
、
悲
し
ん
だ

り
す
る
の
を
、
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
た

自
分
が
、
恥
ず
か
し
く
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
だ
れ
に
対
し
て
も
、
そ

の
良
い
所
だ
け
を
見
よ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
人
の
、
ぽ
く
に
は
な
い

特
技
を
認
め
て
、
一
緒
に
大
き
く
な
っ

て
行
け
る
よ
う
に
、
自
分
の
心
を
広
く

持
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ

と
が
、
最
終
的
に
、
い
じ
め
や
差
別
を

な
く
す
第
一
歩
に
な
る
と
思
う
か
ら
で

す
。※

ほ
か
に
奨
励
賞
と
し
て
、

川
村
あ
ゆ
み
さ
ん
(
第
五
中
)

が
入
選
さ
れ
ま
し
た
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