
教 育 と 文 化

educat ion and cul ture

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. ２４３

あ
り
の
ま
ま
に
『
ら
し
く
』
あ
り
た
い

郷

土

の

文

化

財

● 

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

　
地
北
祇
園
城
跡

て
い
ま
す
。

　
現
在
は
神
社
境
内
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
地
北
祇
園
城
跡
へ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の
参
道

か
ら
行
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。

ま
た
、
八
坂
神
社
の
参
道
入
口

に
は
、
市
指
定
の
重
要
民
俗
文

化
財
の
石
造
物
が
所
在
し
ま
す

の
で
、
併
せ
て
見
学
す
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
地ち

北き
た

祇ぎ

園お
ん

城
跡
は
大
坪
町
祇

園
に
か
つ
て
あ
っ
た
中
世
の
山

城
跡
で
、現
祇
園
（
八
坂
）
神
社
・

山
王
神
社
が
所
在
す
る
丘
陵
一

帯
を
城
域
に
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
神
社
境
内
の
他
に

は
墓
地
、
公
園
、
休
耕
地
な
ど

が
混
在
し
て
い
る
た
め
、
城
郭

遺
構
の
特
定
は
難
し
い
状
態
で

す
が
、
祇
園
神
社
の
東
脇
付
近

が
中
核
を
な
す
空
間
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
の
遺
構
ら
し
き
痕

跡
と
し
て
は
、
２
つ
の
神
社
の

境
界
が
堀ほ

り

切き
り

状
の
地
形
を
残
し

て
い
る
ほ
か
、
山
王
神
社
の
境

内
南
東
隅
の
下
方
に
は
、
帯お

び

曲く
る

輪わ

ら
し
き
段
状
地
形
も
観
察
で

き
ま
す
。

　
地
北
祇
園
城
跡
に
つ
い
て
は

城
史
に
つ
い
て
一
切
が
不
明
で

す
が
、１
３
８
４
年
（
永
徳
４
年
）

の
『
下
松
浦
住
人
一
揆
契
諾
状
』

に
記
載
の
あ
る
『
ち
き
た
若
狭

守
助
』
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ

↑地北祇園城跡の城郭遺構

　
伊
万
里
の
城
館
跡
シ
リ
ー
ズ
⑮

　『
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
』
は
４
つ
の
単
語

の
頭
文
字
を
組
み
合
わ
せ
た
言

葉
で
、
性
的
少
数
者
を
表
現
す
る

総
称
の
一
つ
で
す
。
Ｌ
は
レ
ズ

ビ
ア
ン
（
女
性
を
好
き
に
な
る

女
性
）、
Ｇ
は
ゲ
イ
（
男
性
を
好

き
に
な
る
男
性
）、
Ｂ
は
バ
イ
セ

ク
シ
ャ
ル
（
男
女
ど
ち
ら
も
好

き
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
人
）、

Ｔ
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
身

体
の
性
と
心
の
性
が
異
な
る
人
）

の
こ
と
で
す
。
こ
の
視
点
で
考

え
る
と
、
異
性
を
好
き
に
な
る

人
は
性
的
多
数
者
と
言
え
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
『
性
』
と
い
う
漢
字
に
は
、

『
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
そ
の
人

の
特
性
』
と
い
う
意
味
も
あ
り
、

性
は
『
男
』『
女
』
だ
け
で
は
な
く
、

人
の
数
だ
け
存
在
す
る
こ
と
を
教

え
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

人
を
好
き
に
な
る
基
準
は
違
っ
て

い
て
あ
た
り
ま
え
な
の
で
す
が
、

少
数
派
に
対
す
る
偏
見
は
根
強
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
素
直
な
『
子
ど
も
の
目
線
』
で

社
会
を
見
る
と
大
切
な
も
の
が
見

え
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
赤
い
ラ

ン
ド
セ
ル
が
欲
し
い
だ
け
で
「
男

の
く
せ
に
」
と
言
わ
れ
る
男
の
子

が
い
ま
す
。
ズ
ボ
ン
を
履
い
て
い

る
だ
け
で
「
女
の
く
せ
に
」
と
言

わ
れ
る
女
の
子
が
い
ま
す
。
自
分

に
責
任
の
な
い
こ
と
で
生
き
づ
ら

さ
を
抱
え
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が

い
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

大
人
社
会
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え

ま
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、『
あ
た
り
ま
え
』
の
こ
と
を
口

実
に
し
た
理
由
に
な
ら
な
い
『
言

い
が
か
り
』
が
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
取

り
巻
く
偏
見
の
本
質
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
傷
付
け
ら
れ
て
い
る

少
数
派
の
人
た
ち
の
痛
み
に
気
づ

か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　「
男
ら
し
く
」「
女
ら
し
く
」
と

い
う
窮
屈
な
こ
だ
わ
り
を
捨
て
て

み
ま
せ
ん
か
。
き
っ
と
そ
れ
が
、

「
自
分
ら
し
く
」
生
き
る
こ
と
で

あ
り
、
多
様
性
を
認
め
る
社
会
へ

の
架
け
橋
に
な
る
は
ず
で
す
。
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