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人 権
特 集 号

大
切
に
し
た
い
思
い
や
り
の
心

人
権
週
間
1
2

月
4
日
～
10

日

人
間
と
し
て
尊
重
さ
れ
。
幸
福
に
暮
ら
し
た
い
…
…
ゝ
』れ
は
、
だ
れ
も
が
願
う
こ
と
。
昭
和
2
3年
(
一
九
四
八
年
)
。
国
連

は
世
界
人
巒
皿
言
を
採
択
し
、
人
権
の
大
切
さ
を
高
ら
か
に
う
た
い
あ
げ
ま
し
た
。
こ
の
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
1
2月
1
0日
は

「
世
界
人
権
デ
ー
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
、1
2月
4
日
か
ら
1
0日
ま
で
を
「
人
権
週
間
」
と
し
て
、
人
権
意

識
の
普
及
・
啓
発
に
努
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
差
別
を
受
け
、
人
権
を
侵
害
さ
れ
て
い

る
例
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
機
会
に
、あ
ら
た
め
て
家
庭
や
職
場
で
人
権
に
つ
い
て
考
え
、語
り
合
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

男
女
共
生
社
会
を
め
ざ
し
て

国
際
婦
人
年
以
降
、
女
性
を
と
り
ま

く
環
境
は
、
大
き
く
変
化
し
て
き
ま
し

た
。
女
性
の
社
会
進
出
が
進
み
、
地
城

活
動
や
生
涯
学
習
の
場
な
ど
で
は
女
性

リ
ー
ダ
ー
が
増
え
て
い
ま
す
。
政
治
の

分
野
で
も
初
の
女
性
衆
議
員
議
長
の
誕

生
や
。
科
学
の
分
野
で
も
日
本
人
初
の

女
性
飛
行
士
の
活
躍
は
記
憶
に
新
し
い

と
こ
ろ
で
す
。

今
年
度
か
ら
教
育
の
分
野
に
お
い

て
。
新
た
に
高
校
1
年
生
か
ら
「
家
庭

科
」
の
男
女
必
履
修
が
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
男
女
が
と
も
に
性

差
を
の
り
こ
え
て
、真
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と

な
る
こ
と
が
今
、求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
依
然
と
し
て
「
男
は
仕
事
、

女
は
家
庭
」
と
い
っ
た
、
固
定
的
で
個

性
を
無
視
し
た
考
え
方
(
性
別
役
割
分

業
覩
)
が
根
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
今
年
の
就
職
状
況
を
見
て

も
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
深
刻
な
経
済

不
況
の
中
で
、
男
女
平
等
で
あ
る
は
ず

の
女
子
大
生
の
雇
用
情
勢
は
、
ま
さ
に

「
氷
河
期
‘
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
男
子
学

生
よ
り
は
る
か
に
厳
し
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。

女
性
問
題
は
言
い
換
え
れ
ば
男
性
問

題
で
も
あ
り
。
男
性
の
生
き
方
や
価
値

観
を
変
え
る
こ
と
な
し
に
、
男
女
共
生

社
会
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
。

一
人
ひ
と
り
が
、
互
い
の
人
権
を
尊

重
し
合
い
、
自
由
な
意
志
と
責
任
を
も

ち
、
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く

り
の
実
現
の
た
め
に
、
も
う
一
度
。
家

庭
や
地
域
を
見
つ
め
な
お
す
こ
と
が
、

こ
れ
か
ら
の
男
女
共
生
社
会
の
実
現
の

た
め
に
必
要
で
す
。

国
際
化
時
代
と
正
し
い
人
権
意
識

本
年
1
1月
1
日
現
在
の
足
立
区
在
住

外
国
人
総
数
は
、
1
万
5
千
8
1
3人
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
7
8力
国
の
国
々
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
で
来
日
し
、
足
立

区
に
住
所
を
定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
外
国
人
が
足
立

区
で
住
み
暮
ら
し
て
お
り
、
ま
さ
に
足

立
区
は
、
国
際
化
社
会
そ
の
も
の
で
あ

る
と
言
え
ま
す
。

言
語
・
生
活
習
慣
等
の
様
々
な
文
化

の
壁
に
突
き
当
た
り
な
が
ら
も
、
お
互

い
を
正
し
く
知
り
理
解
し
て
い
く
こ
と

は
。
私
た
ち
の
生
活
を
よ
り
意
義
深
い

も
の
と
す
る
と
同
時
に
、
在
住
の
外
国

人
に
と
っ
て

日
本
を
正
し
く
理
解
す

る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す

文
化
や
生
活
習
慣
、
そ
し
て
言
語
の

違
い
が
偏
見
を
生
み
、誤
解
へ
と
進
み
、

責
重
な
交
流
の
機
会
を
失
わ
せ
る
こ
と

は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
に

も
な
っ
て
い
き
ま
す

地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
大
切
に

し
日
本
人
、
外
国
人
を
問
わ
ず
互

い
の
人
権
を
尊
重
し
多
様
な
地
域
社

会
を
築
き
あ
げ
て
い
く
こ
と
は
、
私
た

ち
足
立
区
民
が
真
に
国
際
化
す
&
た
め

の
大
切
な
一
歩
に
な
り
ま
す

完
全
参
加
と
平
等
を
求
め
て

匡
孵
陦
喘
者
年
の
K
年
を
経
過
し
、

「
完
全
参
加
と
平
等
」
「
ノ
ー
マ
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
っ
た
理
念
や
こ
と

ば
が
日
常
的
に
マ
ス
コ
ミ
等
を
通
し
て

語
ら
れ
は
し
め
た
こ
と
は
、
障
害
者
の

人
権
擁
護
の
視
点
か
ら
大
変
喜
ば
し
い

こ
と
で
す
。

し
か
し
、
は
た
し
て
障
害
者
に
と
っ

て
こ
れ
ら
の
理
念
が
実
現
で
き
る
状
況

に
あ
る
か
と
問
わ
れ
る
と
、残
念
な
が
ら

ま
だ
道
遠
し
の
感
が
い
な
め
ま
せ
ん
。

障
害
者
の
権
利
宣
言
は
「
障
害
者
は
、

人
間
と
し
て
の
尊
厳
が
尊
重
さ
れ
る
生

ま
れ
な
が
ら
の
権
利
を
有
し
て
い
る
。

障
害
者
は
、そ
の
障
害
の
原
因
。特
質
及

び
程
度
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
齢
の
市

民
と
同
等
の
基
本
的
権
利
を
有
す
る
」

と
う
た
っ
て
い
ま
す
。(
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ

プ
を
も
つ
人
も
、も
た
な
い
人
も
共
に
生

き
、
幸
せ
を
求
め
合
う
同
じ
区
民
・
仲

間
・
隣
人
な
の
で
す
。

「
共
に
生
き
る
社
会
」を
目
指
し
、
共

に
手
を
携
え
、
歩
を
進
め
よ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

人
間
尊
重
教
育
の
推
進

足
立
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

間
尊
重
の
教
育
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

教
育
は
。
人
格
の
完
成
を
目
指
し
、

平
和
的
な
国
家
お
よ
び
社
会
の
形
成
者

を
育
成
す
る
わ
け
で
す
か
ら
。
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
に
お
い
て
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
厳
す
る
立

場
に
立
ち
、
同
和
教
育
の
視
点
に
立
つ

た
人
権
尊
重
の
教
育
を
徹
底
し
、
児

童
・
生
徒
が
相
互
に
理
解
し
、
尊
重
し

合
え
る
心
情
と
態
度
を
育
て
る
こ
と
を

推
進
し
て
き
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
の
育

成
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
き
て
い
ま
す
。

人権 週間の強調テ ーマ
○ 子どもの人権を守ろ う

○ 国際化時代にふさわしい人権意識を育てよう

〇部落差別 をなくそう

○ 女性の地位を高めよう

○ 障害者の完全参加と平等を実現し よう

○ 高齢者の人権を大 切にしよう

〇エイズに対する偏見 をなくそう

〇環境保護の理解を深めよう

いじ め110 番

気がついたとき、すぐ相談を

3884- 7867
教育研究所相談室

人
権
問
題

講
演
と
映
画
の
集
い

人
権
問
題
を
よ
り
正
し
く
理
解
し
、

差
別
の
な
い
明
る
い
社
会
を
築
い
て
い

く
た
め
、「
講
演
と
映
画
の
集
い
」を
関

催
し
ま
す
。

ま
た
、
区
内
小
・
中
学
生
の
人
権
ポ

ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
の
表
彰
式
も
行
い

ま
す
。

日

時
=
1
2月
8
日
啝
、
午
後
1
時

場

所
=
竹
の
塚
セ
ン
タ
ー

講

演
=
「
人
の
世
に
熱
あ
れ

人
間

に
光
あ
れ
」

講

師
=
川
村
善
二
郎
氏

映

画
=
父
の
一
番
長
い
日

表
彰
式
=
第
1
1回
人
権
ポ
ス
タ
ー
コ
ン

ク
ー
ル
入
賞
者

問

先
=
千
住
本
庁
舎
・
同
和
対
策

(
3
8
8
2
)
1
1
1
1

㈹

人権問題でお困りの方

遠慮なくご相談を
人権擁護委員 ( 平成6 年)

●印は「子どもの人権専門委員 」です

区
内
に
は
人
権
を
侵
さ
れ
た
人
の
救

済
や
、
人
権
を
尊
重
す
る
考
え
を
広
め

る
こ
と
を
任
務
と
し
た
人
権
擁
護
委
員

が
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
は
、
区
長
が
議
会
四

同
意
を
得
て
推
せ
ん
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
た
人
は
。
遠
慮
な
く
右
表
の
人
権
擁

護
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、人
権
擁
護
委
員
の
中
か
ら
「
子

ど
も
の
人
権
専
門
委
員
」
を
指
名
し
、

次
代
を
担
う
子
ど
も
の
人
権
を
積
極
的

に
擁
護
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
子

ど
も
の
人
権
問
題
に
つ
い
て
は
、
お
気

軽
に
専
門
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
区
で
は
毎
月
第
2
火
曜
日
、

午
後
1
時
か
ら
4
時
ま
で
人
権
身
の
上

相
談
を
千
住
本
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
。
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差
別
を
な
く
し
て

明
る
い
社
会
を

差
別
の
な
い
社
会
は
幸
せ
の
第
一
歩

安
定
し
た
仕
事
に
つ
い
て
働
き
、
豊

か
な
生
活
を
し
た
い
。
し
っ
か
り
と
教

育
を
受
け
た
い
。
持
っ
て
い
る
能
力
を

十
分
に
発
揮
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、

す
べ
て
人
は
幸
せ
に
生
き
て
い
く
褓
利

を
持
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
実
に
は
私
た
ち
の
幸
せ

で
あ
り
た
い
と
い
う
願
い
が
不
当
な
差

別
に
よ
っ
て
踏
み
に
し
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

同
和
問
題
(
部
落
差
別
の
問
題
)
と

は
同
和
地
区
(
被
差
別
部
落
)
出
身
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業
選
択
の
自

由
、
教
育
の
機
会
均
等
、
結
婚
の
自
由

な
ど
の
基
本
的
人
櫓
が
完
全
に
保
障
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
い
い
ま
す
。

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
同
和
問
題
に

関
心
を
持
ち
、
正
し
く
理
解
す
る
こ
と

が
、
差
別
の
な
い
社
会
を
築
き
、
私
た

ち
の
真
の
幸
せ
を
実
現
さ
せ
て
い
く
第

一
歩
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

同
和
問
題
は
つ
く
ら
れ
た
差
別

同
和
地
区
は
ど
う
し
て
で
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
の
支
配
者
が
民

衆
を
う
ま
く
支
配
し
よ
う
と
し
て
、
政

治
の
力
で
っ
く
り
だ
し
た
の
で
し
た
。

武
士
た
ち
の
支
配
す
る
力
を
支
え
た

農
民
は
、
重
い
税
を
踝
せ
ら
れ
、
不
満

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
支
配
者

は
、
こ
と
さ
ら
に
「
差
別
さ
れ
る
身
分

の
人
々
」を
つ
く
り
出
し
、「
も
っ
と
低

い
身
分
で
苦
し
ん
で
い
る
人
々
が
い
る

ん
だ
」
と
農
民
に
思
わ
せ
る
こ
と
で
不

満
の
ほ
こ
先
を
そ
ら
せ
た
の
で
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
人
々
に
は
、
日
照
や
水

は
け
の
悪
い
地
城
に
強
制
的
に
住
ま
わ

せ
、
職
業
や
結
婚
、
服
装
に
ま
で
厳
し

く
制
限
を
加
え
ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
、

同
和
地
区
は
時
の
支
配
者
に
よ
り
政
策

的
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
の
で
す
。
同
和

地
区
の
人
々
は
、長
い
歴
史
を
通
じ
て
、

政
泊
的
・
経
済
的
・
社
会
的
な
差
別
を

受
け
っ
づ
け
て
き
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
同
和
地
区
の
人
々
を
差
別

す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
配
者
に
対
す
る

不
満
の
ほ
こ
先
を
か
え
る
た
め
に
、
同

和
問
題
が
意
図
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た

と
言
え
ま
し
ょ
う
。

同
和
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ

明
治
に
な
っ
て
、
解
放
令
が
出
さ
れ

同
和
地
区
の
人
々
は
、
形
式
の
上
で
は

平
等
に
な
り
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
差

別
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
差
別

を
な
く
す
た
め
の
政
策
が
ほ
と
ん
ど
行

わ
れ
ず
、
ま
た
時
代
が
変
わ
っ
て
も

人
々
の
間
に
差
別
す
る
気
持
ち
が
強

か
っ
た
か
ら
で
す
。

今
日
で
は
、
昭
和
4
4年
の
「
同
和
対

策
事
業
特
別
措
置
法
」
等
に
よ
り
、
生

活
環
境
の
改
善
な
ど
成
果
が
上
が
っ
て

き
て
い
ま
す
が
、
同
和
地
区
の
人
々
が

長
い
間
差
別
の
中
で
貧
困
の
状
魑
に
お

か
れ
て
き
た
こ
と
が
、
人
々
の
間
に
差

別
意
一
を
根
強
く
残
す
原
因
の
一
つ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
社
会
は
、
今
な
お
古
い
封

建
的
な
意
識
が
残
り
、
伝
統
や
慣
習
に

束
縛
さ
れ
、
家
柄
や
格
式
を
尊
重
す
る

風
習
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
世
間
体
を

気
に
し
、
風
習
や
言
い
な
ら
わ
し
・
迷

信
に
と
ら
わ
れ
、
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ

て
い
る
よ
う
な
暮
ら
し
方
が
、
同
和
問

鱚
の
温
存
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
言
え

な
い
で
し
ょ
う
か
。

差

別

を

見

抜

く

目

を

日
常
生
活
の
中
で
『
つ
ん
ぽ
さ
匕
き
』

と
か
「
め
く
ら
判
を
押
す
」
と
い
っ
た

言
葉
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
言
葉
を
使
っ
た
人
は
、『
普
段
よ
く

使
わ
れ
て
お
り
、
人
の
気
持
ち
を
傷
つ

け
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
』
と
言
う
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は

身
体
の
障
害
を
「
悪
い
こ
と
」「
欠
陥
の

あ
る
こ
と
」
の
た
と
え
に
使
っ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
陣
害
の
あ
る
人
を
差
別

し
、
心
を
傷
つ
け
て
い
る
こ
と
に
気
が

っ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
日
常
生
活
を
振
り

返
っ
て
み
ま
す
と
、
人
の
心
を
傷
つ
けヽ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず

あ
り
ま
す
。「
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
」な

ど
と
差
別
や
偏
見
を
許
す
こ
と
は
、
人

の
自
由
を
奪
う
こ
と
に
な
り
、
差
別
を

助
長
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
差
別
を

解
消
し
て
い
く
た
め
に
は
、
一
人
ひ
と

り
が
事
実
を
先
入
観
や
予
断
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
差
別
を
見
抜
く
目
で
見
つ

め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

差

別

解

消

の

た

め

に

「
差
別
意
識
」
そ
れ
は
私
た
ち
の
気

が
っ
か
な
い
と
こ
ろ
に
潜
ん
で
い
る
も

の
で
す
。「
知
ら
な
か
っ
た
」「
気
が
っ

か
な
か
っ
た
」
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

差
別
を
許
さ
な
い
態
度
を
し
っ
か
り
と

持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

「
差
別
」は
、
人
と
し
て
の
権
利
を
奪

い
ま
す
。
能
力
を
伸
ば
す
こ
と
も
家
庭

を
築
く
こ
と
か
奪
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
う
し
た
現
実
を
「
知
ら
な
い
」
で

す
ま
す
こ
と
は
、
結
果
的
に
差
別
を
認

め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。「
一
人
ひ
と
り
が
差
別
の
当

事
者
」
と
い
う
認
識
に
た
ち
、
日
常
生

活
に
お
い
て
、
お
互
い
の
人
権
を
奪
重

し
あ
い
、
差
別
し
な
い
、
差
別
さ
せ
な

い
心
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
る
こ
と

が
何
よ
り
も
重
要
な
の
で
す
。

人

権

作

文

平
成
5

年
度
全
国
中
学
生
人
権
作
文

コ
ン
テ
ス
ト
東
京
都
大
会
入
選
作
品

(紙
面
の
都
合
上
、
原
文
を
一
部
割
愛
し
て
掲
載
し
ま
し
た
)

人
権
の
大
切
さ

第
九
中
学
校
2
年
　
ト
ル
オ
ン
・
カ
ン
・
ラ
ン
・
ホ
ァ
ン

私
は
現
実
に
、
足
の
悪
い
お
兄
ち
ゃ

ん
が
い
ま
す
。
お
兄
ち
ゃ
ん
は
、
生
ま

れ
っ
き
足
が
悪
い
ん
し
や
な
く
て
、
病

気
に
か
か
っ
て
、
足
が
悪
く
な
り
ま
し

た
。
私
は
、
小
学
校
の
時
か
ら
、
お
兄

ち
ゃ
ん
が
い
や
で
、
い
つ
も
お
兄
ち
ゃ

ん
か
ら
、
離
れ
な
が
ら
歩
い
て
い
ま
し

た
。
あ
る
日
、
私
は
テ
レ
ビ
番
組
で
、

人
権
の
話
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、
人

権
の
大
切
さ
、
そ
し
て
人
の
権
利
を
知

り
ま
し
た
。

学
校
で
ビ
デ
オ
を
見
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。
足
が
悪
く
て
も
、
耳
が
聞
こ
え

な
く
て
も
、
目
が
見
え
な
く
て
も
、
口

が
き
け
な
く
て
も
、
同
じ
人
間
で
、
同

匕
世
界
に
住
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
み
ん

な
平
等
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の

に
、
体
が
不
自
由
だ
か
ら
と
い
っ
て
避

け
る
人
達
も
い
る
し
「
身
障
」「
身
陣
」

と
ふ
ざ
け
半
分
で
、
大
き
い
声
出
し
て

よ
ろ
こ
ん
で
、
走
り
回
っ
て
遊
ん
で
い

る
人
も
私
は
知
っ
て
い
ま
す
。
体
の
悪

い
人
は
、
好
き
で
、
こ
う
い
う
体
に
生

ま
れ
て
き
た
ん
し
や
な
い
し
、も
っ
と
、

体
の
悪
い
人
の
気
持
ち
を
、
か
ん
が
え

て
あ
げ
る
べ
き
だ
と
私
は
、思
い
ま
す
。

私
は
、
あ
の
日
人
権
の
テ
レ
ビ
を
見

た
時
か
ら
、
ま
る
で
テ
レ
ビ
に
魔
法
を

か
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
気
持
ち
が
い
ま

ま
で
と
ち
が
っ
た
よ
う
に
、
や
さ
し
さ

や
お
も
い
や
り
の
気
持
ち
が
い
っ
ぱ
い

も
て
る
よ
う
に
、
ま
た
、
私
も
み
ん
な

に
こ
の
魔
法
を
分
け
て
上
げ
た
い
気
持

ち
で
す
。

私
は
、
こ
の
人
権
の
話
を
先
生
方
か

ら
学
べ
て
と
て
も
う
れ
し
い
し
、
自
分

自
身
の
夢
が
で
き
ま
し
た
。

小
学
校
の
頃
は
、
友
達
や
先
生
に
、

「将
来
何
に
な
り
た
い
?
」つ
て
き
か

れ
て
も
、友
達
に
合
わ
せ
て
、
「お
花
屋

さ
ん
」
「ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
」
や
、
「
看

鏝
婦
さ
ん
」
な
ど
と
言
っ
て
、
私
は
本

当
に
、
「
こ
れ
だ
!
」
と
い
う
夢
を
持
っ

て
い
な
く
、
今
、
中
学
2
年
生
に
な
っ

て
、自
分
の
本
当
の
目
標
が
、見
え
て
き

ま
し
た
。や
っ
ぱ
り
、私
の
夢
は
、足
や

目
な
ど
の
悪
い
人
達
の
、
お
て
っ
だ
い

を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
は
ま
だ
、
夢
を
お
っ
か
け
て
い
る

所
だ
け
ど
、
夢
を
早
く
つ
か
ま
え
て
、

世
界
中
の
人
々
の
為
に
、
自
分
の
持
っ

て
い
る
力
を
出
し
き
っ
て
役
に
立
ち
た

い
と
、今
は
そ
う
か
ん
が
え
て
い
ま
す
。

人

権

尊

重
第
七
中
学
校
3
年
　
高

野

睦

子

私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
に
は
、
自
由

や
平
等
、
差
別
な
ど
身
近
に
た
く
さ
ん

関
連
し
た
こ
と
が
あ
る
の
に
気
が
つ
き

ま
し
た
。

今
は
職
業
や
住
む
所
な
ど
は
自
由
で

す
。
で
も
昔
は
、
士
農
工
商
と
い
う
廠

業
で
も
自
由
は
な
く
、住
む
所
な
ど
も
、

あ
ま
り
自
由
で
は
な
か
っ
た
と
S
い
ま

す
。
そ
し
て
、
宗
教
も
今
は
自
由
で
す

が
昔
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
禁
止
だ
っ
た

り
も
し
ま
し
た
。
そ
う
甼
っ
と
現
代
の

私
た
ち
は
と
て
も
良
い
時
代
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

公
民
の
授
業
で

。差
別
は
優
越
感
か

ら
生
ま
れ
る
‘
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。

ど
ん
な
小
さ
な
優
越
感
で
も
、
そ
れ
が

大
き
く
な
っ
た
時
は
、
と
て
も
大
変
な

こ
と
に
な
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

平
等
だ
っ
て
、
男
尊
女
卑
か
ら
男
女

平
等
の
考
え
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
け

れ
ど
、
ま
だ
男
女
平
等
に
な
り
き
っ
て

は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
差
別
が

あ
れ
ば
、
平
等
と
は
言
え
な
い
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
私
た
ち
は
差
別
を
な
く

す
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
(
i
で
は
男
性
だ
け
だ
っ

た
職
楊
に
女
性
が
進
出
し
た
り
、
女
性

だ
け
だ
っ
た
職
場
に
男
性
が
進
出
し
て

き
て
い
ま
す
。

ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
で
や
っ
て
い

る
、
子
供
を
殺
し
て
し
ま
う
親
の
事
件

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
子
供
の
人

権
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
な
あ

と
思
い
ま
し
た
。

こ
う
い
う
こ
と
も
人
権
と
か
か
わ
り

が
あ
る
の
な
ら
、
私
た
ち
の
身
の
ま
わ

り
に
は
人
櫓
に
関
す
る
問
題
が
た
く
さ

ん
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。で
も
、

あ
ま
り
に
も
身
近
な
も
の
だ
か
ら
、

あ
っ
て
あ
た
り
ま
え
と
い
う
気
持
ち
に

な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
だ
か

ら
か
え
っ
て
分
か
ら
な
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

自
由
も
平
等
も
そ
の
他
の
人
権
を
、

ど
れ
が
な
く
な
っ
て
も
や
は
り
困
る
も

の
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
少
し
分
か
っ

た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
で
も
ま
だ
、

私
自
身
、
分
か
ら
な
い
こ
と
も
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
が
、
少
し
ず
っ
で
も
理
解

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

第
1
1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

ひ
と
つ
と
し
て
行
っ
て
い

ま
す
。

区
内
の
小
・
中
学
生
か

ら
千
3
4点
の
応
募
が
あ

り
、厳
正
な
審
杢
の
結
果
、

次
の
方
々
の
作
品
が
入
選

し
ま
し
た
。{
敬
称
略
}
　

【
小
学
校
の
部
】

☆
金
賞
　
塙

千
絵
{
千

寿
本
町
}

☆
銀
賞
　
土
肥
愛
未
・
渡

辺
由
貴
子
・
山
崎
美
希
(
千

寿
本
町
)
、
岩
沢
江
吏
子

{
千
寿
第
二
}
、
保
坂
裕
美
・
篠
田

工
・
大
原
明
日
香
(

千
寿
桜
)
、
木
村
幸

絵
・
高
檎
純
子
(

千
寿
第
八
)
、
住
吉
美

智
子
・
芥
川
麻
美
(

梅
鳥
)
、
市
川
恵
一

(
弥
生
)
、
橋
田
真
由
美
(
弘
道
第
一
)
、

菊
池
加
恵
(

長
門
)

☆
銅
賞
　

菅
沼
明
奈
・
桜
井
矢
絵
・
小

林

功
・
前
田
知
郎
・
江
鳥
里
奈
・
中
村

隶
美
子
・
角
田
智
恵
子
・
新
田
美
樹

・

砂
岡
ひ
と
み
・
大
平
純
子
(
千
寿
本
町
)
、

田
中
友
美
・
岩
井
恵
美
子
・
渡
辺
由
希

子
・
針
谷
由
香
・
小
澤
乃
梨
子
・
郡
司

苑
美
・
相
良
香
奈
子
・
牧
田
亘
平
(

千

寿
桜
)
、
神
一

寛
(

本
木
柬
)
、
菊
地

亮
吾
(
梅
鳥
)
、
大
和
田
彩
(
竹
の
塚
北
)
　

【
中
学
校
の
部
】

☆
金
賞
　
桂

絢
子
{
篳
七
}

☆
銀
賞
　
石
鍋
寿
仁
(
第
一
)
、
山
内
加

代
子
(
第
三
)
、
野
口
幸
生
・
寺
田
奈
美

{篳
十
四
}
、所

夏
海
・
中
川
陽
子
(
六

月
)

☆
銅
賞
　
浅
野
れ
な
・
大
鳥
智
子
(
第

二
)
、
依
田
和
子
・
黒
須

香
{
第
七
}
、

加
瀬
陽
子
(
第
九
)
、
大
塚
麻
喜
美
(
第

十
四
)
、
宮
沢
由
希
子
(
谷
中
)
、
レ
オ

ン
ーオ
ア
ン
ー
)
、
岡
田
香
里
{
六
月
}
　

こ
の
ほ
か
、
佳
作
も
多
数
選
ぱ
れ
ま

し
た
。

《小学校の部金賞》　塙　千絵さん(千寿本町小)の作品

《中学校の部金賞》
桂　絢子さん( 第七中) の作品

RECYCLE PAPER
- 森林 資源 を大 切 に-

標語コンクール入選作品( 主催: 東島根中学校生徒健全育成会) 　 「人権は　子供も大人も　皆同じ」周田美緒
「築こうよ　みんな平等　明るい社会」古田美恵子　 「思いやる　心と気持ち　人権まもる」猪瀬綾香


