
教 育 と 文 化

educat ion and cul ture

　
私
た
ち
は
、
日
常
生
活
の
中
で

『
人
権
』
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た

り
、
目
に
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。『
一
人
一
人
の
人
権
を
守

ろ
う
』、『
人
権
侵
害
を
許
さ
な
い
』

な
ど
、
人
権
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
ま
す
が
、
そ
の
意
味
を
皆
さ
ん

は
き
ち
ん
と
理
解
で
き
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。

　
人
権
と
は
、『
誰
も
が
生
ま
れ

な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
、
人
と
し

て
幸
せ
に
生
き
る
権
利
』
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
憲
法
で
国
民
の
基

本
的
人
権
と
し
て
保
障
さ
れ
て
お

り
、
第
14
条
で
『
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
ま
た

は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済

的
ま
た
は
社
会
的
関
係
に
お
い

て
、
差
別
さ
れ
な
い
』
と
平
等
の

原
則
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
20
世
紀
、
人
類
は
二
度
の
世
界

大
戦
を
経
験
し
て
、
平
和
の
大
切

さ
を
学
び
、
世
界
の
人
々
が
永
遠

の
平
和
を
願
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
も
各
国
で
地
域
紛
争
が
起

こ
り
、
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
続
け

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
原
因
の
多

く
に
は
、
人
種
や
民
族
間
の
対
立

や
偏
見
、
差
別
の
存
在
な
ど
、
人

権
の
問
題
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
人
類
は
、『
平

和
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
人
権
は
存

在
し
な
い
』、『
人
権
の
な
い
と
こ
ろ

に
は
平
和
は
存
在
し
な
い
』
と
い

う
教
訓
を
得
ま
し
た
。
21
世
紀
は

『
人
権
の
世
紀
』
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
過
去
の
教
訓
を
踏

ま
え
、
平
和
の
基
礎
は
人
権
の
尊

重
に
あ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い

た
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
近
年
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
悪
用
し
た
人
権
侵
害
な
ど
の

新
た
な
問
題
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

本
人
に
と
っ
て
は
何
気
な
い
言
動

で
も
、
相
手
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
、

私
た
ち
一
人
一
人
に
求
め
ら
れ
る

の
は
、
日
ご
ろ
か
ら
人
権
意
識
を

持
ち
、
自
分
を
大
切
に
思
う
よ
う

に
他
人
へ
の
思
い
や
り
を
大
切
に

す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
権
と
は
何
で
し
ょ
う

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
隔
月
の
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
家
庭
で
人
権
・

同
和
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

みんなで
考えよう

人権・同和問題
Ｎo. ２３２

し
た
。

　
現
在
、
伊
万
里
の
ま
ち
な
か

に
は
当
時
の
様
子
を
そ
の
ま
ま

伝
え
る
白
壁
土
蔵
は
数
え
る
ほ

ど
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

町
の
区
割
り
や
古
い
建
物
の
基

礎
な
ど
、
そ
の
痕
跡
を
い
た
る

と
こ
ろ
で
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

伊
万
里
津
（
２
）

古
伊
万
里
の
積
み
出
し
で
栄
え
た
町
・
伊
万
里

● 

問
合
先
　
生
涯
学
習
課
文
化
財
係（
☎
㉓
３
１
８
６
）

郷

土

の

文

化

財

　
今
月
は
伊
万
里
津
と
連
な
る

伊
万
里
の
町
が
ど
の
よ
う
な
発

展
を
遂
げ
て
き
た
か
を
紹
介
し

ま
す
。

　
伊
万
里
津
で
初
め
て
『
伊
万

里
商
人
』
が
現
れ
た
と
さ
れ
る

の
は
、１
６
４
２
年
（
寛
永
19
年
）

の
頃
で
し
た
。
こ
の
商
人
は
東
嶋

徳
左
衛
門
と
い
う
人
物
で
、
酒

井
田
柿
右
衛
門
の
赤
絵
創
始
に

関
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

彼
の
出
現
の
後
、
数
多
く
の
陶

器
商
人
（
商
家
）
が
伊
万
里
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
こ

ろ
は
、
全
国
か
ら
古
伊
万
里
を

求
め
て
多
く
の
商
人
が
伊
万
里

に
や
っ
て
き
て
、
買
い
付
け
を

行
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た

磁
器
の
売
買
・
流
通
に
よ
り
伊

万
里
は
発
展
し
、
１
８
２
４
年

（
文
政
７
年
）
の
文
書
に
よ
れ
ば

『
千
軒
在
所
』
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど

数
多
く
の
白
壁
土
蔵
が
軒
を
連

ね
、
繁
栄
す
る
よ
う
に
な
り
ま

　
伊
万
里
湾
の
歴
史
シ
リ
ー
ズ
⑥

↑
現
存
す
る
白
壁
土
蔵
（
手
前
か
ら
２

軒
目
と
４
軒
目
が
当
時
の
も
の
）
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