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人
が
人
と
し
て
尊
ば
れ
、
幸
せ
な
生
活
が
送
れ
る
、
そ

ん
な
す
べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
つ
く
り

上
げ
る
こ
と
は
、
私
た
ち
み
ん
な
の
願
い
で
あ
り
、
責
務

で
も
あ
り
ま
す
。

　

丹
波
市
で
は
、『
人
権
文
化
を
す
す
め
る
市
民
運
動
』

を
展
開
し
、
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
て
い
ま

す
。
人
権
文
化
と
は
、
お
互
い
が
「
こ
こ
ろ
の
壁
」
を
取

り
払
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
違

い
を
認
め
合
い
、
相
手
の
立
場
や
気
持
ち
を
理
解
し
、
人

を
思
い
や
る
心
・
感
性
を
磨
い
て
い
く
こ
と
で
す
。
こ
れ

ら
の
積
み
重
ね
が
、
日
常
の
身
近
な
出
来
事
を
人
権
の
視

点
か
ら
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
人
権
を
尊
重
す
る
こ

と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ

な
が
っ
て
い
く
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
人
権
啓
発
・
学
習
冊
子
「
じ
ん
け
ん
丹
波
」№
８
は
、

人
権
意
識
の
高
揚
や
地
域
で
の
学
習
の
深
ま
り
を
目
的
に

作
成
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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日
本
で
人
権
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
出
発
点
と
な
る
の
は
、
日
本
国
憲
法
で
あ
る
。
憲
法
は
第
11
条
か
ら

40
条
ま
で
、
第
30
条
の
納
税
の
義
務
に
関
す
る
規
定
を
除
い
て
、
す
べ
て
人
権
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
で
あ
る
。

人
権
項
目
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
差
別
・
奴
隷
・
拷
問
の
禁
止
、
思
想
・
良
心
・
信
教
の
自
由
、
集
会
・

結
社
・
表
現
の
自
由
、
教
育
や
労
働
の
権
利
、
所
有
権
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
憲
法
で
は
っ
き
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。

日
本
国
憲
法
の
人
権
規
定
は
、
そ
の
範
囲
お
よ
び
内
容
に
お
い
て
、
世
界
の
憲
法
の
中
で
も
誇
る
こ
と
の
で
き

る
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
充
実
し
た
憲
法
の
人
権
規
定
も
、
実
際
に
守
ら
れ
な
け
れ
ば
「
絵
に
描
い
た
餅
」
に
終
わ
っ

て
し
ま
う
。
さ
い
わ
い
日
本
は
民
主
主
義
が
根
付
い
た
法
治
国
家
で
あ
り
、
憲
法
の
人
権
規
定
を
尊
重
し
実
現

す
る
た
め
に
、
多
く
の
法
律
や
条
例
が
制
定
さ
れ
、
政
策
や
予
算
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
違
反
事

例
も
あ
る
が
、そ
の
場
合
人
権
侵
害
の
被
害
者
に
は
、人
権
擁
護
委
員
な
ど
の
制
度
を
通
し
て
、あ
る
い
は
中
立
・

独
立
の
裁
判
所
の
審
理
を
通
し
て
、
救
済
の
手
続
き
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
日
本
は
人
権
の
面
で
問
題
の
少
な
い
模
範
的
国
家
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
実

際
に
日
本
の
人
権
状
況
を
国
際
的
視
野
で
見
る
と
、
若
干
の
問
題
が
あ
る
。
2
0
0
6
年
に
国
連
の
人
権
理
事

国
際
的
視
野
で
人
権
を
考
え
よ
う

国
際
的
視
野
で
人
権
を
考
え
よ
う
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会
が
行
っ
た
日
本
に
対
す
る
人
権
状
況
の
定
期
審
査
に
お
い
て
は
、
女
性
や
子
ど
も
に
対
す
る
暴
力
や
性
的
搾

取
の
効
果
的
な
禁
止
、
独
立
の
国
内
人
権
機
構
の
設
立
、
人
権
条
約
機
関
へ
の
個
人
通
報
制
度
の
受
入
れ
、
慰

安
婦
問
題
へ
の
誠
実
な
対
応
な
ど
が
勧
告
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
2
0
0
9
年
に
行
わ
れ
た
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
に
よ
る
日
本
の
政
府
報
告
書
審
査
に
お
い
て
は
、

男
女
の
婚
姻
年
齢
差
、
女
性
の
再
婚
禁
止
期
間
な
ど
の
民
法
の
女
性
差
別
的
規
定
の
廃
止
、
固
定
的
性
別
役
割

分
担
意
識
の
解
消
、
雇
用
や
政
治
活
動
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画
の
促
進
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
や
人
身
取
引

の
撲
滅
、
な
ど
が
勧
告
さ
れ
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
自
由
権
規
約
委
員
会
や
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
、
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
、
拷
問
禁
止
委
員
会
、

国
際
労
働
機
関
の
専
門
家
委
員
会
な
ど
に
お
い
て
も
、
日
本
の
人
権
状
況
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
重
要
な
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
本
の
人
権
状
況
に
対
す
る
世
界
的
評
価
は
、
日
本
と
い
う
国
、
ひ
い
て
は
日
本
人

に
対
す
る
評
価
に
連
動
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

ロ
ン
ド
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
過
去
最
高
の
メ
ダ
ル
数
を
日
本
の
若
者
た
ち
が
獲
得
し
て
日
本
中
を
沸
か

せ
た
。
こ
れ
か
ら
始
ま
る
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
も
、日
本
選
手
の
素
晴
ら
し
い
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

2
0
1
1
年
3
月
11
日
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
は
甚
大
な
人
的
・
物
的
損
害
を
も
た
ら
し
た
が
、
震
災
直

後
か
ら
始
ま
っ
た
国
を
あ
げ
て
の
緊
急
支
援
や
復
旧
・
復
興
へ
の
取
組
み
に
は
、
世
界
中
が
賞
賛
の
声
を
あ
げ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
日
本
と
い
う
国
や
日
本
人
に
対
す
る
国
際
的
評
価
を
高
め
、
私
た
ち
を
元
気
づ
け
る
。
同

様
に
人
権
面
で
も
、
憲
法
体
制
の
も
と
で
人
権
を
守
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

国
際
的
人
権
機
関
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
課
題
に
も
早
急
に
取
り
組
み
、
問
題
を
解
決
し
て
、
国
際
的
に

も
高
く
評
価
さ
れ
る
国
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

さ
く

し
ゅ
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
は
見
え
に
く
く
、
分
か
り
に
く
い

ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
は
見
え
に
く
く
、
分
か
り
に
く
い

　

遠
い
昔
の
戦
前
期
に
は
、
男
女
の
教
育
機
会
は
均
等
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
戦
後
で
も
、
学
校
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
男
女
で
異
な
り
、
完
全
に
男
女
同
一
に
な
っ
た
の
は
１
９
９
４
年
の
こ
と
で
し
た
。
そ

れ
ま
で
は
、中
学
校
で
は
男
子
は
技
術
、女
子
は
家
庭
科
、高
校
で
は
男
子
は
格
技
、女
子
は
家
庭
科
が
各
々

必
修
で
し
た
。
男
女
共
修
の
家
庭
科
を
高
校
で
履
修
し
た
最
初
の
学
年
の
生
徒
た
ち
は
今
、
33
歳
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
世
代
で
は
「
イ
ク
メ
ン
」
を
し
て
い
る
男
性
も
多
い
で
し
ょ
う
。
男
は
仕
事
第
一
、
子

育
て
の
た
め
に
仕
事
を
休
む
な
ど
「
と
ん
で
も
な
い
」
と
思
わ
れ
て
い
た
時
代
か
ら
み
る
と
、
隔
世
の
感

が
し
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
男
女
同
一
と
な
り
、
女
性
も
職
業
を
も
つ
こ
と
が
一
般
化
し
、

男
性
が
子
育
て
や
家
事
を
行
う
こ
と
に
も
抵
抗
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
職
業
上
の
達

成
に
つ
い
て
、
男
女
は
同
じ
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？
お
父
さ
ん
が
係
長
に
な
る
こ
と
と
、

お
母
さ
ん
が
係
長
に
な
る
こ
と
は
、
家
族
の
中
で
全
く
同
じ
よ
う
に
歓
迎
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？
一

般
に
、
男
性
は
職
業
的
達
成
を
ほ
め
ら
れ
、
女
性
は
家
庭
的
幸
せ
を
う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
ま
す
。
遠
い
昔

神
戸
大
学
大
学
院
人
間
発
達
環
境
学
研
究
科
長

神
戸
大
学
発
達
科
学
部
長

朴   

木
　
佳
緒
留

ほ
う
の

き

か

る

お
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に
は
、
教
育
機
会
が
不
均
等
で
あ
っ
て
も
「
そ
ん
な
も
の
だ
」
と
思
う
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

現
在
、
男
女
に
よ
り
達
成
す
る
目
標
や
内
容
が
違
っ
て
い
て
も
「
そ
ん
な
も
の
だ
」
と
思
う
人
は
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

男
女
に
対
す
る
期
待
や
評
価
は
、
時
代
や
社
会
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
時
代
、
そ
の
社

会
に
生
き
て
い
る
人
に
は
「
違
う
」
こ
と
さ
え
気
づ
か
れ
な
い
場
合
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー

問
題
が
「
そ
こ
に
在
る
」
こ
と
も
分
か
り
ま
せ
ん
。「
知
ら
な
い
」
た
め
、
善
意
に
よ
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
再

生
産
を
し
て
し
ま
う
こ
と
も
ま
ま
あ
り
ま
す
。
私
は
学
部
長
に
就
任
し
た
際
に
、父
親
か
ら
「（
仕
事
は
）

ほ
ど
ほ
ど
に
し
て
お
き
な
さ
い
」
と
忠
告
さ
れ
ま
し
た
。
父
は
、
娘
に
職
業
的
達
成
を
期
待
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
に
、
身
も
心
も
豊
か
な
暮
ら
し
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
た
た
め
で
す
。

も
し
、
相
手
が
息
子
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
父
は
「
健
康
に
留
意
し
て
、
し
っ
か
り
頑
張
り
な
さ
い
」
と
励

ま
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
父
の
娘
に
対
す
る
上
記
の
忠
告
は
親
心
に
他
な
ら
ず
、
全
く
の
善
意
か
ら
出
た

も
の
で
す
。
善
意
で
あ
る
た
め
、
自
発
的
な
反
省
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
ま
た
忠
告
さ
れ
た
娘
の
方
も
素
直

に
受
け
止
め
る
で
し
ょ
う
。こ
う
し
て
、「
見
え
な
い
か
た
ち
」で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
再
生
産
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

現
在
、
父
は
病
床
に
あ
り
十
分
に
話
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
が
、「
あ
れ
は
何
だ
っ
た
の
？
」
と
笑
っ
て

語
り
合
え
る
日
が
来
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

職
業
的
達
成
を
目
指
す
男
性
や
女
性
が
居
て
も
良
い
で
す
し
、
心
豊
か
な
暮
ら
し
を
求
め
る
男
性
や
女

性
が
居
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
人
の
生
き
方
は
多
様
で
あ
り
、
個
性
的
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
を
認

め
合
う
た
め
に
は
「
勇
気
」
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

※ジェンダー
　社会的につくられた性別
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ラ
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岡
　
伸
　
彦

か
ど

お
か

の
ぶ

ひ
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結
婚
差
別
の
相
談
で
、
彼
と
彼
女
に
最
初
に
会
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
一
年
だ
っ
た
。

　
二
人
は
同
じ
職
場
で
知
り
合
っ
た
が
、
彼
が
大
阪
南
部
の
被
差
別
部
落
で
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼

女
の
家
族
や
親
族
が
結
婚
を
猛
反
対
し
て
い
た
。
彼
女
の
一
族
は
、
い
わ
ゆ
る
資
産
家
で
、
部
落
出
身
者
が

身
内
に
な
る
こ
と
を
極
度
に
恐
れ
た
。
彼
女
の
親
は
、
彼
と
会
わ
せ
な
い
よ
う
に
彼
女
を
監
禁
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
彼
女
の
親
は
親
戚
か
ら
「
子
供
の
し
つ
け
が
悪
い
。
甘
や
か
し
た
。」
と
責
め
ら
れ
て
い
た
。
そ

れ
で
も
彼
女
は
、
家
族
や
一
族
よ
り
も
彼
を
選
ん
だ
。

　
彼
と
一
緒
に
な
る
た
め
に
家
を
出
る
際
、
彼
女
は
親
か
ら
「
も
う
家
に
は
帰
っ
て
く
る
な
。
近
所
に
も
来

る
な
。
身
内
の
葬
式
に
も
出
る
な
。」
と
言
わ
れ
た
。

　
相
談
を
受
け
て
か
ら
十
年
余
り
が
た
っ
た
二
〇
一
二
年
八
月
、
今
で
は
二
人
の
子
供
の
親
と
な
っ
た
彼
と

彼
女
に
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
。

　「
何
も
変
わ
っ
て
な
い
で
す
。」

　
彼
は
何
度
も
そ
う
言
い
、
彼
女
は
う
な
ず
い
た
。

　
身
内
の
葬
式
に
出
る
な
、
と
い
う
親
の
言
葉
は
嘘
で
は
な
か
っ
た
。
四
年
前
に
祖
父
が
亡
く
な
っ
た
が
、

彼
女
だ
け
に
は
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
。
叔
母
を
通
じ
て
そ
の
事
実
を
知
っ
た
彼
女
は
、
子
供
を
連
れ
て
、
祖
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父
の
墓
参
り
に
出
か
け
た
。
墓
参
の
あ
と
、思
い
切
っ
て
実
家
の
近
く
で
商
売
を
営
む
家
族
に
会
い
に
行
っ
た
。

子
供
の
顔
を
見
れ
ば
、
親
の
考
え
も
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
淡
い
期
待
が
あ
っ
た
。

　
六
年
ぶ
り
に
会
っ
た
母
親
に
わ
が
子
を
見
せ
「
ま
た
、
来
て
も
い
い
？
」
と
問
い
か
け
る
と
「
い
い
よ
」

と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
わ
ず
か
数
分
間
だ
け
の
会
話
だ
っ
た
が
、
い
っ
た
ん
切
れ
た
親
子
の
縁
が
、

再
び
つ
な
が
ろ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
後
日
、
叔
母
か
ら
「
や
っ
ぱ
り
実
家
に
来
る
の
は
や
め
と
い
て
と

言
っ
て
た
。」
と
の
連
絡
が
入
っ
た
。
確
か
に
彼
が
言
っ
た
通
り
、
何
も
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
そ
の
後
、
祖
母
の
死
も
、
弟
の
結
婚
も
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
。
結
婚
し
て
十
年
余
り
た
つ
が
、
彼
女
は
い

ま
だ
絶
縁
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
三
十
年
近
く
を
と
も
に
過
ご
し
た
家
族
の
仕
打
ち
を
、
彼
女
は
ど
う
考
え

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
も
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
、
小
さ
い
と
き
か
ら
一
緒
に
生
活
し
て
い
た
の
に
、
最
期
は
会
う

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
父
と
母
も
同
じ
こ
と
に
な
る
の
か
な
と
割
り
切
っ
て
ま
す
。
…
…
仕
方
が
な

い
と
思
っ
て
ま
す
。」

　
言
葉
と
思
い
が
裏
腹
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
ぼ
れ
落
ち
た
涙
が
語
っ
て
い
た
。

　
彼
女
は
彼
と
の
生
活
に
、
何
の
不
満
も
な
い
。
仲
が
い
い
夫
婦
で
あ
る
こ
と
は
、
見
て
い
て
わ
か
っ
た
。

彼
の
趣
味
は
カ
メ
ラ
で
、
わ
が
子
は
も
と
よ
り
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
全
員
を
撮
影
し
、
現
像
し
た
写
真
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
す
る
と
い
う
。
誰
一
人
例
外
な
く
手
渡
す
と
こ
ろ
が
、
彼
の
優
し
さ
だ
っ
た
。

　
結
果
的
に
彼
女
は
、
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
家
族
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
未
練
が
な
い
と
言
え
ば
嘘
に

な
る
。
し
か
し
、
新
し
い
家
族
に
は
、
彼
女
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。

　
彼
女
の
選
択
は
、
け
っ
し
て
間
違
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
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息
子
が
重
度
の
脳
性
マ
ヒ
だ
と
知
っ
た
と
き
、
私
は
絶
望
に
打
ち
ひ
し
が
れ
ま
し
た
。
重
い
障
害
を
持

つ
子
を
一
生
背
負
っ
て
生
き
て
い
く
く
ら
い
な
ら
、
い
っ
そ
こ
の
子
と
今
こ
こ
で
・
・
・
と
考
え
た
瞬
間

も
あ
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、
息
子
を
自
分
の
手
で
育
て
は
じ
め
て
み
る
と
、
障
害
を
持
つ
子
ど
も
へ
の
見
方
は
少
し
ず
つ
変

わ
っ
て
行
き
ま
し
た
。
障
害
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
日
常
生
活
を
送
る
上
で
不
便
な
こ
と
不
自
由
な
こ

と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
不
便
さ
を
毎
日
乗
り
越
え
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
の
が
「
障
害
者
」
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
の
生
き

方
な
の
で
す
。

　

息
子
の
優
斗
は
、
寝
た
き
り
で
物
を
食
べ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
鼻
か
ら
胃
ま
で
入
れ
た
細
い

チ
ュ
ー
ブ
に
栄
養
ミ
ル
ク
を
送
り
込
む
こ
と
で
命
を
繋
い
で
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
栄
養
チ
ュ
ー
ブ
は
、

頑
張
っ
て
生
き
て
い
る
息
子
の
証
、
優
斗
に
と
っ
て
は
勲
章
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
世
間
の
人
た
ち
か
ら
も
同
様
に
受
容
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
不
自
由
を
乗

り
越
え
る
た
め
に
使
わ
れ
る
杖
や
車
イ
ス
や
栄
養
チ
ュ
ー
ブ
は
、
時
と
し
て
「
障
害
者
の
証
」
と
な
り
、

忌
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

あ
る
と
き
、
優
斗
を
連
れ
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
を
し
て
い
る
と
、
3
歳
く
ら
い
の
小
さ

な
男
の
子
が
ト
コ
ト
コ
と
近
付
い
て
き
て
、
優
斗
の
鼻
か
ら
出
て
い
る
チ
ュ
ー
ブ
に
興
味
を
持
っ
た
よ
う

差
別
の
な
い
や
さ
し
い
社
会
を
め
ざ
し
て

差
別
の
な
い
や
さ
し
い
社
会
を
め
ざ
し
て

女
　
優

石
　
井
　
め
ぐ
み

い
し

い
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で
し
た
。

　
「
こ
れ
な
ぁ
に
？
」
チ
ュ
ー
ブ
を
指
さ
す
男
の
子
に
説
明
を
し
よ
う
と
し
た
そ
の
瞬
間
、
奥
の
席
か
ら

若
い
母
親
ら
し
き
女
性
が
走
っ
て
き
て
、男
の
子
の
目
を
右
手
で
塞
ぎ
大
き
な
声
で
叫
ん
だ
の
で
す
。「
見

ち
ゃ
ダ
メ
！
」

　

母
親
の
怒
声
に
驚
い
た
男
の
子
は
大
声
で
泣
き
出
し
、
女
性
は
男
の
子
を
抱
え
る
よ
う
に
し
て
店
か
ら

出
て
い
き
ま
し
た
。

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
の
広
い
店
内
は
水
を
打
っ
た
よ
う
に
静
ま
り
返
り
、
食
事
も
そ
こ
そ
こ
に
私

も
逃
げ
る
よ
う
に
店
を
あ
と
に
し
ま
し
た
。

　

も
う
何
年
も
前
の
話
で
す
が
、
あ
の
場
面
は
今
で
も
鮮
明
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
母
親
の
叫
ぶ
声
。
男

の
子
の
恐
怖
に
歪
ん
だ
顔
・
・
・
。

　

辛
か
っ
た
の
は
、
息
子
を
侮
辱
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
の
男
の
子
が
、
ど
ん
な
人
生
を
送

る
の
か
を
考
え
る
と
胸
が
潰
れ
る
く
ら
い
悲
し
く
な
る
の
で
す
。

　

お
そ
ら
く
彼
は
障
害
を
持
つ
人
を
見
る
た
び
に
、
母
親
の
大
き
な
声
や
怒
っ
た
顔
を
思
い
出
す
こ
と
で

し
ょ
う
。
子
ど
も
の
こ
ろ
に
根
付
い
た
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
大
人
に
な
っ
て
払
拭
す
る
こ
と
は
難

し
い
の
で
す
。
も
し
か
す
る
と
彼
も
ま
た
、
自
分
の
子
ど
も
に
同
じ
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
人
に
障
害
を
持
つ
人
の
こ
と
や
置
か
れ
て
い
る
現
状
を
も
っ
と
知
っ
て
い
た
だ

き
た
い
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
目
の
悪
い
人
が
メ
ガ
ネ
を
か
け
て
視
力
を
調
整
す
る
よ
う
に
、
機
能
的
な
障
害
は
道
具
で
カ

バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
理
不
尽
な
差
別
や
偏
見
な
ど
の
社
会
的
な
障
害
は

か
ん
た
ん
に
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

多
く
の
人
が
自
分
と
は
立
場
の
違
う
人
々
に
関
心
を
持
ち
、
思
い
や
る
こ
と
で
、
優
し
い
住
み
や
す
い

社
会
が
で
き
て
い
く
の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
人
権
は
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
尊
重
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。

ぶ  

じ
ょ
く

ふ
っ
し
ょ
く
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あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
ニ
ー
ト
・
ひ
き
こ
も
り
の
若
者
た
ち

あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
ニ
ー
ト
・
ひ
き
こ
も
り
の
若
者
た
ち

フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー

今
　
　
　
一
　
生

こ
ん

い
っ

し
ょ
う

　

僕
は
、
親
か
ら
虐
待
さ
れ
て
育
っ
た
若
者
や
自
殺
未
遂
の
常
習
者
、
そ
し
て
「
ニ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
る
無

職
の
人
た
ち
や
自
分
の
部
屋
に
引
き
こ
も
る
20
〜
30
代
の
若
者
の
取
材
を
続
け
て
き
た
。

　

１
９
９
５
年
頃
か
ら
15
年
以
上
、
３
０
０
人
以
上
の
取
材
を
し
た
が
、
そ
れ
以
上
は
数
え
る
の
を
辞
め
た
。

昼
夜
関
係
な
く
電
話
や
メ
ー
ル
、
時
に
は
対
面
で
話
し
か
け
て
く
る
彼
ら
の
声
に
真
摯
に
耳
を
貸
す
だ
け
で
、

僕
の
働
く
時
間
は
奪
わ
れ
、
体
力
も
疲
弊
し
、
自
己
破
産
を
経
験
し
た
か
ら
だ
。

　

な
ぜ
彼
ら
は
、
取
材
で
出
会
っ
た
僕
に
自
分
の
生
き
苦
し
い
気
持
ち
を
打
ち
明
け
て
き
た
の
か
。
彼
ら
が

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
精
神
科
医
や
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
支
援
団
体
の
ス
タ
ッ
フ
な

ど
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
十
分
に
話
を
聞
い
て
く
れ
て
い
る
と
は
認
知
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
で
は
自
分
の
抱

え
る
切
実
な
苦
し
み
が
終
わ
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

彼
ら
に
は
、
一
緒
に
問
題
解
決
に
動
い
て
く
れ
る
家
族
も
友
人
も
乏
し
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
自
殺
や
家
出

の
本
を
書
い
て
い
る
僕
に
す
が
る
よ
う
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ
て
き
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
社
会
的
参
加
を

回
避
し
て
６
カ
月
以
上
も
家
庭
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
引
き
こ
も
り
は
、 

２
０
１
０
年
に
国
が
行
っ
た
調
査

し
ん  

し

ひ  

へ
い
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で
は
予
備
軍
も
含
め
て
１
５
５
万
人
。 

非
就
業
、非
求
職
、非
通
学
、非
家
事
の
既
婚
者
・
学
生
も
加
え
た
「
若

年
無
業
者
」
は
同
年
の
労
働
白
書
で
は
60
万
人
と
発
表
さ
れ
た
。

　

長
ら
く
仕
事
か
ら
離
れ
、
引
き
こ
も
り
の
暮
ら
し
を
続
け
て
い
る
若
者
に
と
っ
て
、
自
分
の
将
来
を
考
え

る
こ
と
は
強
い
不
安
を
覚
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
考
え
た
く
な
い
」
と
い
う
構
え
が
染
み
付
い
て
し
ま
っ
て

い
る
。
彼
ら
に
対
し
て
支
援
団
体
は
「
人
並
み
に
な
れ
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
ジ
ョ
ブ
ト
レ
を
施
し
た
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
を
迫
る
が
、
当
事
者
た
ち
の
中
に
は
、
自
分
の
人
生
を
自
分
一
人
で
取

り
戻
す
だ
け
の
気
力
も
体
力
も
資
産
も
底
を
つ
い
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
の
問
題
点
は
、
そ
の
ま
ま
目
指
す
べ
き
解
決
の
姿
を
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ニ
ー
ト
や
ひ

き
こ
も
り
の
若
者
た
ち
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
体
力
つ
く
り
に
伴
走
し
て
く
れ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
絆
で

あ
り
、
彼
ら
が
彼
ら
の
ま
ま
で
今
す
ぐ
出
来
る
仕
事
を
作
っ
て
あ
げ
る
支
援
だ
。

　

そ
の
よ
う
に
当
事
者
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
受
け
入
れ
た
自
立
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
る
団
体
は
、
日
本

に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
な
の
で
、
当
事
者
た
ち
は
延
々
と
続
く
苦
境
の
中
で
「
救
わ
れ
る
よ
り
思
考
停
止
し

て
い
た
い
」「
生
き
る
こ
と
自
体
が
だ
る
い
」
と
い
う
心
持
ち
の
ま
ま
暮
ら
す
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
る
。

彼
ら
に
と
っ
て
は
、
自
分
が
生
き
て
い
く
た
め
に
最
低
限
度
必
要
な
尊
厳
で
あ
る
「
人
権
」
す
ら
贅
沢
品
の

よ
う
に
認
知
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
や
つ
れ
て
細
く
な
っ
た
指
か
ら
指
輪
が
外
れ
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う

に
、
自
尊
心
を
強
く
握
り
し
め
る
力
が
弱
い
。

　

で
は
、
体
力
つ
く
り
に
伴
走
し
て
く
れ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
絆
や
、
彼
ら
が
彼
ら
の
ま
ま
で
今
す
ぐ
出
来

る
仕
事
を
作
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
れ
に
は
「
社
会
起
業
」
を
学
ぶ
こ
と
。
こ
れ
を
読
者
の

宿
題
に
し
た
い
。
そ
こ
に
し
か
当
事
者
が
人
権
を
取
り
戻
す
チ
ャ
ン
ス
は
な
い
だ
ろ
う
。
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～住民人権学習…それはすみよい地域や社会をつくっていくための学びです～

　丹波市では「人権文化の根づくまちづくり」の創造に向け、人権の今日的課題や地域
で抱える課題解決のため、市民一人ひとりが、暮らしのなかで人権を尊重した生き方を
学び、豊かな人間関係の構築に取り組む「住民人権学習会」を実施しています。
　より効果的な学習会にするためには、まず様々な価値観や考え方の参加者と意見交
換することが大切です。また、皆さんの積極的な参加が地域を良くしていくことにつな
がっていきます。
　あなたの住む自治会で開催される学習会に、進んで参加しましょう。

※昨年度発行の人権啓発・学習冊子No.7「じんけん丹波」には、学習教材（地域づくり編）
「まちの中から」、学習教材（同和問題編）「マイホームの購入」を掲載しています。

人権文化の根づくまちづくり

人権の今日的課題・地域課題の解決

人権を尊重した生き方学び

住民人権学習会

豊かな人間関係の構築
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＜学習教材のページ＞

学習教材①　（高齢者の人権編）

「認知症について考えましょう」

「認知症サポーター養成講座」
地域の自治会や職場、有志の集まりなどに講師（キャラバンメイト）を派遣し、
正しい認知症の理解、認知症の方とのかかわり方等についての学習会を行い
ます。　　　　　　　　　　　　  　担当：福祉部介護保険課　☎74-0368

　【教材のねらい】
　認知症高齢者数統計（平成24年度厚生労働省発表）では、平成14年全国の対象者数は
149万人だったが、10年間で倍増し300万人を突破しました。また、65歳以上の高齢
者人口の１割に達し、旧推移予想（14年度）に比べ大幅に増加しています。
　平成16年12月、国では「痴呆」という用語が侮辱的な意味合いを含んでいることや症
状を正確に表していないことなどから、「痴呆」から「認知症」へと呼称の変更を行いま
した。これを受けて自治体や関係機関では、用語による誤解や偏見の解消を図るだけでな
く、症状や原因、予防や治療法、介護の仕方などを広報し、病気の理解や用語の普及を進
めています。
　自治会で認知症を住民人権学習の題材とするねらいとして、「正しい理解」と「地域で
支える」ことが挙げられます。「認知症の本人には自覚がない」という考え方は大きな間
違いです。誰よりも一番心配なのも、苦しいのも、悲しいのも本人なのです。そして、そ
の本人の介護家族への理解やサポートも忘れてはいけません。
　人権とは、「人が等しく、人間らしく幸せに生きていく権利」です。学習を通じて、他
人事ではない自分自身のこととして、また地域の一人としての関わりの中で認知症を考え
ましょう。

「認知症サポーター養成講座」を受講した後、話し合ってみましょう
【学習会の進め方】（例：90分）
　　①「認知症サポーター養成講座」を受講します。   ………………………………(60分)

　　②住民人権学習推進員が学習のねらいと流れを確認します。  ……………………(2分)
　　③小人数のグループに分かれ、次のテーマで意見交換をします。   ……………(20分)
　　　　Q1「もし周りの人が認知症になられたらあなたは何ができますか？」
　　　　Q2「もし自分や家族が認知症になったら、どんな気持でどうしてほしいですか？」
　　④各グループの発表者が1分間程度で意見交換の内容を発表します。   …………(5分)
　　⑤住民人権学習推進員と講師がふりかえりとまとめをします。…………………(3分)

【話し合いの注意点】
　　・時間を守り、和やかな雰囲気づくりが大切です。また、学習会での意見は外へ持ち
　　　出さないようにしましょう。
　　・学習会は様々な考えや価値観を持った人の集まりです。意見交換の中で、他の参加
　　　者の話にも耳を傾け、特定の考え方を強制しないようにしましょう。

ち  ほう ぶじょく
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【「認知症について考えましょう」資料】

丹波市の人口推移　　　（「国勢調査報告」より）

調査日
項目 平成17年 10月 1日 平成 22年 10月 1日

総人口

65歳以上人口

男性人口

女性人口

世帯数

高齢化率

70,810人

18,715人

33,646人

37,164人

22,393世帯

26.4％

67,757人↓

19,512人↑

32,138人↓

35,619人↓

23,268世帯↑

28.8％↑

1722
1800 1830

1924

2024
2092

2136

H2
1年
3月

H2
1年
9月

H2
2年
3月

H2
2年
9月

H2
3年
3月

H2
3年
9月

H2
4年
9月

単位：人丹波市の認知症高齢者の推移

20200

20000

19800

19600

19400

19200

19000

18800

18600

18400

20400

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

19187
19064

19235

19727

19961

20195

団塊の世代の高齢化団塊の世代の高齢化

単位：人
介護保険第1号被保険者の推移と見込

※第1号被保険者とは、65歳以上の方をいいます。

※24年度～26年度は、第5期介護保険事業計画の推計値です。
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＜学習教材のページ＞

学習教材②　（子どもの人権編）

「子どもの権利条約を知っていますか？」

　【教材のねらい】
　「児童の権利に関する条約 (子どもの権利条約 )」は、子どもの基本的人権を国際的に保障
するために定められた条約です。18歳未満を「児童（子ども）」と定義し、国際人権規約（第
21回国連総会で採択・1976年発効）が定める基本的人権を、その生存、成長、発達の過程
で特別な保護と援助を必要とする子どもの視点から詳説。前文と本文54条からなり、子ど
もの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的
な事項を規定しています。1989 年の第 44回国連総会において採択され、1990 年に発
効しました。日本は1994年に批准しました。
　また、わが国では、平成11（1999）年5月「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰
及び児童の保護等に関する法律」、平成12（2000）年5月「児童虐待の防止等に関する法
律」が制定されました。
　現在、子どもたちを取り巻く状況は、仲間はずしや言葉・暴力によるいじめ、大人による
虐待など、子どもの人権問題が存在し、大きな社会問題となっています。「子どもの権利条
約」はまだ社会で十分に浸透しているとは言えませんが、このような社会問題を考える際に
大きな指針となると考えます。
　この教材では、子どもも大人も共に条約の内容を理解し、地域全体で子どもたちの健全で
豊かな心を育むための自治会活動につながり、人権文化が地域に根付く学習となることが
ねらいです。

「子どもの権利条約」について話し合ってみましょう
　【学習会の進め方】（例：90分）
　　①人権人権学習推進員が学習のねらいと流れ、条約の概略を説明します。 ……（10分）
　　②条約の条文を次の４つに分類し、それぞれタイトルをつけます。 …………（20 分）
　　　　　❶生きる権利　❷育つ権利　❸守られる権利　❹参加する権利　　　　　　
　　③次の題でグループごとに話し合う。………………………………………………（30分）
　　　　　・「分類が難しかった権利は？」
　　　　　・「特に大切だと思った権利は？」
　　　　　・「自分たちに守られていない権利は？」
　　④全体の場で条約の意義や目的について意見交換をします。……………………（20分）
　　⑤人権人権学習推進員がふりかえりとまとめをします。…………………………（10分）

　【話し合いの注意点】
　　・時間を守り、和やかな雰囲気づくりが大切です。また、学習会での意見は外へ持ち
　　　出さないようにしましょう。
　　・学習会は様々な考えや価値観を持った人の集まりです。意見交換の中で、他の参加
　　　者の話にも耳を傾け、特定の考え方を強制しないようにしましょう。
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第１条 第2条 第3条 第4条

第8条第7条第6条第5条

第9条 第10条 第11条 第12条

第16条第15条第14条第13条

第17条 第18条 第19条 第20条

子どもの定義 差別の禁止 子どもにとってもっともよいことを 国の義務

名前・国籍・家族関係を守る名前・国籍をもつ権利生きる権利・育つ権利親の指導を尊重

親と引き離されない権利 他の国にいる親と会える権利 よその国に連れさられない権利 意見を表す権利

プライバシー・名誉は守られる結社・集会の自由思想・良心・宗教の自由表現の自由

適切な情報の入手 子どもの養育はまず親に責任 虐待・放任からの保護 家庭を奪われた子どもの保護

18歳になっていない人を子どもと
します。

すべての子どもは、みんな平等に
この条約にある権利をもっていま
す。子どもは、国のちがいや、男か
女か、どのようなことばを使うか、
どんな宗教を信じているか、どん
な意見をもっているか、心やから
だに障害があるかないか、お金持
ちであるかないか、などによって
差別されません。 

子どもに関係のあることを行うと
きには、子どもにもっともよいこ
とは何かを第一に考えなければな
りません。

国は、この条約に書かれた権利を
守るために、できるかぎりのこと
をしなければなりません。 

親 ( 保護者 )は、子どもの心やから
だの発達に応じて、適切な指導を
しなければなりません。 国は、親の
指導する権利を大切にしなければ
なりません。

すべての子どもは、生きる権利を
もっています。国はその権利を守
るために、できるかぎりのことを
しなければなりません。 

子どもは、生まれたらすぐに登録
（出生届など）されなければなりま
せん。 子どもは、名前や国籍をも
ち、親を知り、親に育ててもらう権
利をもっています。 

国は、子どもの名前や国籍、家族の
関係がむやみにうばわれることの
ないように守らなくてはなりませ
ん。もし、これがうばわれたときに
は、国はすぐにそれを元どおりに
しなければなりません。 

子どもは、親といっしょにくらす
権利をもっています。ただし、それ
が子どもにとってよくない場合
は、はなれてくらすことも認めら
れます。はなれてくらすときにも、
会ったり連絡したりすることがで
きます。

国は、はなればなれになっている
家族がお互いが会いたい、もう一
度いっしょにくらしたい、と思う
ときには、できるだけ早く国を出
たり入ったりすることができるよ
うに扱わなければなりません。親
がちがう国に住んでいても、子ど
もはいつでも親と連絡をとること
ができます。

国は、子どもがむりやり国の外へ
連れ出されたり、自分の国にもど
れなくなったりしないようにしな
ければなりません。

子どもは、自分に関係のあること
について自由に自分の意見を表す
権利をもっています。その意見は、
子どもの発達に応じて、じゅうぶ
ん考慮されなければなりません。 

子どもは、自由な方法でいろいろ
な情報や考えを伝える権利、知る
権利をもっています。ただし、ほか
の人に迷惑をかけてはなりませ
ん。 

子どもは、思想・良心および宗教
の自由についての権利を尊重され
ます。親（保護者）は、このことにつ
いて、子どもの発達に応じた指導
をする権利および義務をもってい
ます。

子どもは、ほかの人びとと自由に
集まって会をつくったり、参加し
たりすることができます。ただし、
安全を守り、きまりに反しないな
ど、ほかの人に迷惑をかけてはな
りません。 

子どもは、自分のこと、家族のくら
し、住んでいるところ、電話や手紙
など、人に知られたくないときは、
それを守ることができます。また、
他人からほこりを傷つけられない
権利があります。

子どもは、自分の成長に役立つ多
くの情報を手に入れることができ
ます。国は、マスメディア（本・新
聞・テレビなど）が、子どものため
になる情報を多く提供するように
すすめ、子どもによくない情報か
ら子どもを守らなければなりませ
ん。

子どもを育てる責任は、まずその
父母にあります。国はその手助け
をします。

親（保護者）が子どもを育てている
間、どんなかたちであれ、子どもが
暴力をふるわれたり、むごい扱い
などを受けたりすることがないよ
うに、国は子どもを守らなければ
なりません。

子どもは、家族といっしょにくら
せなくなったときや、家族からは
なれた方がその子どもにとってよ
いときには、かわりの保護者や家
庭を用意してもらうなど、国から
守ってもらうことができます。

【「子どもの権利条約を知っていますかあ？」資料】
＜子どもの権利条約カード 1＞ 日本ユニセフ協会発行「子どもの権利条約カードブック」を参照し作成
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【「子どもの権利条約を知っていますかあ？」資料】
＜子どもの権利条約カード 2＞

第21条 第22条 第23条 第24条

第28条第27条第26条第25条

第29条 第30条 第31条 第32条

第36条第35条第34条第33条

第37条 第38条 第39条 第40条

養子縁組 難民の子ども 障害のある子ども 健康・医療への権利

教育を受ける権利生活水準の確保社会保障を受ける権利病院などの施設に入っている子ども

教育の目的 少数民族・先住民の子ども 休み、遊ぶ権利 経済的搾取・有害な労働からの保護

あらゆる搾取からの保護ゆうかい・売買からの保護性的搾取からの保護麻薬・覚せい剤などからの保護

ごうもん・死刑の禁止 戦争からの保護 犠牲になった子どもを守る 子どもに関する司法

子どもを養子にする場合には、そ
の子どもにとって、もっともよい
ことを考え、その子どもや新しい
父母のことをしっかり調べたうえ
で、国や公の機関だけがそれを認
めることができます。

ちがう宗教を信じているため、自
分の国の政府と違う考え方をして
いるため、また、戦争や災害がお
こったために、よその国にのがれ
た子ども（難民の子ども）は、その
国で守られ、援助を受けることが
できます。

心やからだに障害があっても、そ
の子どもの個性やほこりが傷つけ
られてはなりません。国は障害の
ある子どもも充実してくらせるよ
うに、教育やトレーニング、保健
サービスなどが受けられるように
しなければなりません。

国は、子どもがいつも健康でいら
れるように、できるかぎりのこと
をしなければなりません。子ども
は、病気になったときや、けがをし
たときには、治療を受けることが
できます。

子どもには教育を受ける権利がありま
す。国はすべての子どもが小学校に行
けるようにしなければなりません。さ
らに上の学校に進みたいときには、み
んなにそのチャンスが与えられなけれ
ばなりません。学校のきまりは、人はだ
れでも人間として大切にされるという
考え方からはずれるものであってはな
りません。

子どもは、心やからだのすこやか
な成長に必要な生活を送る権利を
もっています。親（保護者）はその
ための第一の責任者ですが、親の
力だけで子どものくらしが守れな
いときは、国も協力します。

子どもやその家族が生活していく
のにじゅうぶんなお金がないとき
には、国がお金をはらうなどして、
くらしを手助けしなければなりま
せん。

子どもは、心やからだの健康をと
りもどすために病院などに入って
いるときに、その治療やそこでの
扱いがその子どもにとってよいも
のであるかどうかを定期的に調べ
てもらうことができます。

教育は、子どもが自分のもってい
るよいところをどんどんのばして
いくためのものです。教育によっ
て、子どもが自分も他の人もみん
な同じように大切にされるという
ことや、みんなとなかよくするこ
と、みんなの生きている地球の自
然の大切さなどを学べるようにし
なければなりません。

少数民族の子どもや、もとからそ
の土地に住んでいる人びとの子ど
もが、その民族の文化や宗教、こと
ばをもつ権利を、大切にしなけれ
ばなりません。 

子どもは、休んだり、遊んだり、文
化・芸術活動に参加する権利があ
ります。

子どもは、むりやり働かされたり、
そのために教育を受けられなく
なったり、心やからだによくない
仕事をさせられたりしないように
守られる権利があります。 

国は、どんなかたちでも、子どもの
幸せをうばって利益を得るような
ことから子どもを守らなければな
りません。

国は、子どもがゆうかいされたり、
売り買いされたりすることのない
ように守らなければなりません。

国は、子どもがポルノや売買春な
どに利用されたり、性的な暴力を
受けたりすることのないように守
らなければなりません。

国は、子どもが麻薬や覚せい剤な
どを売ったり買ったり、使ったり
することにまきこまれないように
守られなければなりません。

どんな子どもに対しても、ごうも
んやむごい扱いをしてはなりませ
ん。また、子どもを死刑にしたり、
死ぬまで刑務所に入れたりするこ
とは許されません。もし、罪を犯し
てたいほされても、人間らしく年
れいにあった扱いを受ける権利が
あります。

国は、１５歳にならない子どもを
兵士として戦場に連れていっては
なりません。また、戦争にまきこま
れた子どもを守るために、できる
ことはすべてしなければなりませ
ん。

子どもがほうっておかれたり、む
ごいしうちを受けたり、戦争にま
きこまれたりしたら、国はそうい
う子どもの心やからだの傷をなお
し、社会にもどれるようにしなけ
ればなりません。

国は、罪を犯したとされた子ども
が、人間の大切さを学び、社会にも
どったとき自分自身の役割をしっ
かり果たせるようになることを考
えて、扱われなければなりません。
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第
32
回
全
国
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
テ
ス
ト

兵
庫
県
大
会
奨
励
賞
受
賞
作
品

「
許
す
心
」・「
許
さ
れ
る
べ
き
こ
こ
ろ
」

丹
波
市
立
市
島
中
学
校 

二
年

長
　
井
　
千
　
宙

な
が

い

ち

ひ
ろ

　
「
私
に
、
も
う
少
し
大
き
な
心
が
あ
っ
た
な
ら
・
・
・
私
に
、
も
う
少
し
優
し
さ
が
あ
っ
た
な
ら
・
・
・
」

こ
の
言
葉
は
、
長
時
間
に
わ
た
り”

い
じ
め
”
を
受
け
続
け
た
当
時
の
中
学
生
で
あ
っ
た
少
女
の
言
葉
で
す
。

　

今
か
ら
４
〜
５
年
前
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
小
学
校
中
学
年
で
あ
っ
た
私
の
心
に
そ
の
言
葉
は
痛
烈
に
響
き
ま
し
た
。

　

昨
今
も
、”

い
じ
め
問
題
に
よ
る
自
殺
”
と
の
報
道
が
世
間
を
駆
け
巡
っ
て
お
り
ま
す
が
、
冒
頭
に
ふ
れ
た
言
葉
を
残
し
た
少
女
の”

い
じ

め
”
問
題
は
、
私
に
と
っ
て
理
解
知
り
え
る
最
初
に
ふ
れ
た”

い
じ
め
”
で
し
た
。
そ
れ
故
、
私
に
と
っ
て
そ
の
後
の”

い
じ
め
”
問
題
を
考
え

る
時
の
原
点
に
近
い
題
材
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

少
女
は
、
物
事
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
学
級
内
で
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
子
が
い
る
と
、
だ
ま
っ
て

お
く
こ
と
が
出
来
ず
、
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
子
を
か
ば
い
、
い
じ
め
る
子
に
対
し
て
は
っ
き
り
物
事
の
善
し
悪
し
を
い
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
行
動
に
よ
り
、
逆
に
い
じ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、
身
も
心
も
す
り
減
ら
し
、
少
女
は
、

あ
の
深
い
言
葉
を
残
し
、
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

正
論
を
述
べ
、
ま
た
、
伴
っ
た
行
動
を
取
っ
た
少
女
が
、
な
ぜ
、
死
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
誰
も
、
助
け
て
く
れ

な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
な
ぜ
、
誰
と
も
相
談
で
き
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
私
の
心
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
疑
問
が
沸
い
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
私
だ
っ
た
ら
ど
う
し
た
だ
ろ
う
か
？
い
じ
め
ら
れ
て
い
た
子
を
助
け
た
だ
ろ
う
か
？
見
て
み
ぬ
ふ
り
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
自
問

を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
私
の
考
え
方
は
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
少
女
の
残
し
た
言
葉
の
意
味
も
当
初
の
私
の
考
え
で
は
、
死
の
選
択
を
す
る
し
か

な
か
っ
た
環
境
に
対
す
る
怒
り
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
自
身
が
実
際
に
直
面
し
た”

い
じ
め
問
題
”
を
経
験
す

る
な
か
で
、
少
女
の
言
葉
の
思
い
は
も
っ
と
深
い
慈
愛
に
満
ち
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
あ

じ  

あ
い
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る
日
突
然
、
仲
の
良
か
っ
た
友
人
数
人
が
避
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
何
が
原
因
だ
っ
た
の
か
当
時
、
理
解
で
き
な
い
日
々
を

過
ご
し
、
精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
幸
い
に
も
、
相
談
で
き
る
両
親
が
い
て
、
信
頼
で
き
る
幼
馴
染
が

そ
ば
で
、
支
え
て
く
れ
ま
し
た
。
中
で
も
、
友
人
ら
の
仕
打
ち
を
受
け
て
い
る
私
に
と
っ
て
幼
馴
染
の
言
葉
と
行
動
は
、
と
て
も
温
か
い
も
の
で

し
た
。「
何
か
あ
っ
た
ら
電
話
し
て
ね
。」
そ
う
言
っ
て
、
そ
れ
以
上
語
ら
ず
、
そ
ば
に
い
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
私
の
心
は
包
ま
れ
、
堰
を
切

っ
た
か
の
よ
う
に
涙
が
溢
れ
て
き
ま
し
た
。
結
果
、”

私
は
一
人
じ
ゃ
な
い
！
”
と
い
う
支
え
を
得
て
、
気
丈
に
接
し
て
い
く
な
か
で
、
避
け
て

い
た
友
人
か
ら”
ご
め
ん
ね
”
と
言
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
原
因
は
、
責
任
感
か
ら
取
っ
た
行
動
が
、
周
囲
に
は
、
偽
善
者
的
に

見
え
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
私
に
は
、
そ
の
時
、　”

大
丈
夫
！
あ
り
が
と
う
”
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
相
手
の
勇
気
あ

る
一
言
　”

ご
め
ん
ね
”
で
す
べ
て
を”

許
す
心
”
が
、
そ
し
て
友
人
に
は”

許
さ
れ
る
べ
き
心
”
が
互
い
に
培
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
そ
の
と

き
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　「
許
す
心
」
と
「
許
さ
れ
る
べ
き
心
」
の
大
切
さ
を
少
女
は
最
後
に
残
し
た
か
っ
た
か
と
。
少
女
が
涙
を
浮
か
べ
て
佇
む
様
子
が
見
え
る
よ
う

に
想
像
さ
れ
ま
し
た
。”

怒
り
”
で
も”
恨
み
”
で
も
な
い
、
深
い
悲
し
み
を
帯
び
た
心
の
叫
び
、
痛
み
を
解
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
の
こ
も

っ
た
表
情
で
す
。
二
度
と
繰
り
返
し
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
。

　
人
は
、
と
か
く
目
に
見
え
る
も
の
だ
け
で
判
断
し
が
ち
で
は
あ
り
ま
す
が
、
目
に
見
え
な
い
心
の
傷
の
深
さ
、
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

”

冗
談
だ
っ
た
の
に
・
・
・ 

””

遊
び
だ
っ
た
の
に
・
・
・
”
い
じ
め
て
い
る
側
の
当
事
者
が
よ
く
言
う
言
葉
で
す
が
、”

い
じ
め
の
問
題
”
は

些
細
な
ほ
こ
ろ
び
か
ら
始
ま
り
、
い
つ
し
か
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
修
復
が
で
き
な
い
ま
で
に
大
き
く
な
っ
た
穴
に
ま
で
成
長
さ
せ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
冒
頭
に
ふ
れ
た
言
葉
を
残
し
た
少
女
は
、最
後
ま
で
、い
じ
め
た
子
の
心
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
両
親
や
友
人
達
へ
、”

生
き
る
”
と
い
う
大
切
さ
、
優
し
さ
が
、
自
分
に
は
足
り
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
み
な
が
ら
も
、
み
ん
な
に
は
、

強
く
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
た
の
で
は
・
・
・
。

　
少
女
の
死
を
無
駄
に
す
る
の
で
は
な
く
、
私
達
は
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。”

許
す
心
”
と”

許
さ
れ
る
べ
き
心
”
の
あ
り

方
を
・
・
・
。
生
き
る
こ
と
に
対
す
る
強
さ
と
優
し
さ
を
持
つ
こ
と
で
、
あ
り
難
さ
に
気
付
く
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
み
ん
な
の
心
に
豊
か

さ
が
芽
生
え
、
地
球
そ
の
も
の
の
よ
う
に
、
ま
あ
る
く
な
る
で
し
ょ
う
。
手
を
取
り
合
い
、
助
け
支
え
あ
っ
て
い
く
の
だ
と
。
絆
を
大
切
に
す
る

そ
ん
な
人
に
私
か
ら
な
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

“

せ
き

た
た
ず

あ
ふ
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平
成
二
十
四
年
度  

人
権
啓
発
ポ
ス
タ
ー  

優
秀
・
優
良
作
品

平
成
二
十
四
年
度  

人
権
啓
発
ポ
ス
タ
ー  

優
秀
・
優
良
作
品

ひ
が
し

優
秀
賞
　
氷
上
中 

二
年
　
　
東
　
良
　
愛
　
生

ら

あ

き

優
秀
賞
　
氷
上
中 

一
年
　
　
三
　
森
　
水
　
晶

み

も
り

み

あ

優
秀
賞
　
山
南
中 

三
年
　
荻
　
野
　
真
　
優

お
ぎ

の

ま

ゆ

優秀賞　吉見小 五年　畑　　あ ま ね
はた

優秀賞　芦田小 五年　　仙　水　真　吾
せん しん ごすい

優良賞　黒井小 六年　赤　松　岳　大
あか まつ たけ ひろ

優良賞　神楽小 五年　　武　田　陽　生
たけ はる きだ
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平
成
二
十
四
年
度  
人
権
標
語  

優
秀
・
優
良
作
品

平
成
二
十
四
年
度  
人
権
標
語  

優
秀
・
優
良
作
品

【
優
秀
賞
】

（
五
年
生
の
部
）

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
？
　
手
を
さ
し
の
べ
て
　
い
じ
め
ゼ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
下
小
学
校
　
　
　
高
　
瀬
　
梨
　
桜

（
六
年
生
の
部
）

だ
め
な
事
　﹁
だ
め
だ
﹂
と
言
え
る
　
そ
の
勇
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
下
小
学
校
　
　
　
待
　
場
　
迅
　
成

（
中
学
生
の
部
）

あ
い
さ
つ
は
　
仲
良
く
な
れ
る
　
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
南
中
学
校
一
年
　
梅
　
田
　
　
　
雅

（
一
般
の
部
）

お
は
よ
う
さ
ん
　
笑
顔
で
始
ま
る
　
地
域
の
輪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
　
立
　
真
　
人

た
か

せ

り

お

ま
ち

ば

じ
ん

せ
い

う
め

だ

み
や
び

だ
ち

あ

ま
さ

と

【
優
良
賞
】

（
五
年
生
の
部
）

﹁
関
係
無
い
﹂　
そ
の
一
言
が
　
差
別
の
始
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
小
学
校
　
　
　
　
大
　
木
　
千
　
咲

（
六
年
生
の
部
）

見
て
る
だ
け
　
そ
ん
な
あ
な
た
も
　
い
じ
め
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
阪
小
学
校
　
　
　
足   

立
　
茉
由
貴

（
中
学
生
の
部
）

気
づ
い
て
も
　
見
て
見
ぬ
ふ
り
は
　
も
う
い
じ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柏
原
中
学
校
二
年
　
足
　
立
　
夏
　
希

（
一
般
の
部
）

認
め
合
う
　
努
力
が
大
切
　
異
な
る
個
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廣
　
瀬
　
慎
　
一

お
お

ち

さ

あ

だ
ち

ま

き

あ

だ
ち

な
つ

き

ひ
ろ

せ

し
ん

い
ち

き

ゆ

優
良
賞
　
氷
上
中 

二
年
　
　
高
　
見
　
　
　
優

た
か

み

ゆ
う

優
良
賞
　
氷
上
中 

一
年
　
　
徳
　
田
　
　
　
彩

と
く

だ

あ
や
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