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現
在
の
四
国
中
央
市
に
は
、
岩
崎
伊
三
郎
さ
ん
と
い
う
方
が
い
ま
し
た
。
伊
三
郎
さ
ん
は
、

江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
、
一
八
四
九(

嘉
永
二)

年
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
学
校
な
ど
な
い
時
代
で

し
た
が
、
伊
三
郎
さ
ん
は
父
親
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
勉
強
に
は
げ
ん
で
い
ま
し
た
。 

 

そ
ん
な
伊
三
郎
さ
ん
が
一
九
才
の
時
、
日
本
は
明
治
時
代
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
と
は
世
の
中

の
し
く
み
や
考
え
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
は
、
「
解

放
令
」
が
出
さ
れ
、
江
戸
時
代
の
身
分
制
度
に
よ
っ
て
長
い
間
差
別
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た

人
々
は
、
身
分
上
は
解
放
さ
れ
ま
し
た
。
次
の
年
の
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
は
学
制

が
く
せ
い

が
で

き
て
、
ど
の
子
に
も
学
校
で
教
育
を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）

年
、
地
元
に
小
学
校
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
は
、
合
併
に

よ
っ
て
二
つ
の
村
が
一
つ
に
な
り
、
新
た
に
小
学
校
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
奈
良

県
で
西
光
万
吉

さ
い
こ
う
ま
ん
き
ち

さ
ん
が
生
ま
れ
た
こ
ろ
の
こ
と
で
し
た
。 

   

と
こ
ろ
が
当
時
の
学
校
で
は
、
万
吉
さ
ん
の
少
年
時
代
と
同
じ
よ
う
に
学
校
の
中
で
平
気
で

部
落
差
別
を
す
る
人
が
い
た
の
で
す
。
伊
三
郎
さ
ん
の
住
む
部
落
の
子
ど
も
た
ち
は
、
小
学
校

へ
行
く
と
、
他
の
部
落
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
毎
日
の
よ
う
に
い
や
な
こ
と
を
言
わ
れ
、
何
も
し

な
い
の
に
冷
た
く
さ
れ
、
そ
の
上
、
学
校
の
先
生
で
さ
え
部
落
差
別
を
す
る
の
は
当
た
り
前
だ

と
考
え
て
い
た
人
も
い
た
の
で
す
。 

 

平
等
な
世
の
中
に
な
っ
た
は
ず
な
の
に
、
差
別
を
う
け
た
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
学
校
は

冷
た
く
さ
び
し
い
場
所
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
あ
あ
、
ま
た
今
日
も
学
校
に
行
く
と

つ
ら
い
目
に
あ
う
…
…
。
」
子
ど
も
た
ち
は
だ
ん
だ
ん
学
校
に
行
け
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

部
落
差
別
は
、
学
校
で
友
達
と
い
っ
し
ょ
に
楽
し
く
勉
強
し
た
い
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
願
い

す
ら
、
踏
み
に
じ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
た
ち
は
、
子
ど
も
た
ち
以
上
に

く
や
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２ 

「
一
生
懸
命
勉
強
し
よ
う
と
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
、
な
ん
で
学
校
に
行
っ
て
差
別
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
」 



 
伊
三
郎
さ
ん
は
、
い
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
ず
、
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
た
ち
と
相
談
し
て
、

小
学
校
へ
話
に
行
き
ま
し
た
。 

「
こ
う
い
う
部
落
差
別
を
な
く
し
て
、
安
心
し
て
通
え
る
学
校
に
し
て
ほ
し
い
。
」 

し
か
し
、
何
度
話
を
し
て
も
い
っ
こ
う
に
差
別
は
な
く
な
ら
ず
、
学
校
の
先
生
た
ち
も
な
く

そ
う
と
は
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
学
校
に
来
な
い
子
ど
も
が
悪
い
の
だ
と
言
う

ば
か
り
で
す
。 

「
こ
ん
な
学
校
に
行
け
る
わ
け
が
な
い
。
」 

「
し
か
し
、
こ
う
し
て
い
る
間
も
子
ど
も
た
ち
は
ど
ん
ど
ん
成
長
す
る
。
読
み
書
き
が
で
き
な

い
ま
ま
大
き
く
な
る
と
、
何
を
す
る
に
し
て
も
困
っ
て
し
ま
う
。
」 

「
こ
の
ま
ま
で
は
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
。
」 

 

た
ま
り
か
ね
た
伊
三
郎
さ
ん
は
、
自
ら
先
生
の
資
格
を
取
っ
て
自
分
が
勉
強
を
教
え
よ
う
と

し
ま
し
た
。
何
回
も
村
役
場
へ
通
っ
て
、
自
分
の
家
を
小
学
校
の
分
教
場

ぶ
ん
き
ょ
う
じ
ょ
う

（
岩
崎
分
教
場
）

に
す
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
ま
し
た
。
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
九
月
一
三
日
の
こ
と
で
す
。 

 

そ
れ
か
ら
の
伊
三
郎
さ
ん
は
、
子
ど
も
た
ち
を
自
分

の
家
に
集
め
、
自
分
が
先
生
と
な
っ
て
読
み
書
き
な
ど

の
勉
強
を
教
え
始
め
た
の
で
す
。
家
の
仕
事
の
手
伝
い

が
忙
し
い
子
に
は
時
間
を
変
え
て
教
え
、
子
も
り
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
子
に
は
「
赤
ち
ゃ
ん
も
連
れ
て
お

い
で
。
」
と
言
い
、
子
ど
も
た
ち
を
は
げ
ま
し
な
が
ら
、

ど
の
子
も
あ
た
た
か
く
む
か
え
て
い
き
ま
し
た
。
時
に

は
、
読
み
書
き
だ
け
で
な
く
、
畑
仕
事
の
し
か
た
な
ど

生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
様
々
な
こ
と
も
一
緒
に
勉

強
し
ま
し
た
。
約
五
〇
人
の
子
ど
も
た
ち
は
「
伊
三
郎

先
生
、
伊
三
郎
先
生
、
…
…
。
」
と
、
は
じ
め
て
学
校

に
安
心
し
て
毎
日
通
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

な
か
で
も
分
教
場
に
通
う
子
ど
も
た
ち
が
一
番
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
は
、
年
に
一
度
の

七
夕

た
な
ば
た

祭
り
で
す
。
七
月
七
日
の
夕
方
、
子
ど
も
た
ち
は
手
に
手
に
七
夕
の
お
そ
な
え
を
持
っ
て

伊
三
郎
の
家
に
集
合
し
ま
す
。
な
す
や
き
ゅ
う
り
で
つ
く
っ
た
動
物
を
お
そ
な
え
し
て
、
願
い

事
を
し
た
り
、
楽
し
く
遊
ん
だ
り
し
て
過
ご
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
日
は
、
当
時
は
め
っ
た
に

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
花
火
を
、
伊
三
郎
先
生
が
用
意
し
て
く
れ
て
い
て
、
思
う
存
分
楽

し
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。 

 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３ 
 

そ
れ
か
ら
も
伊
三
郎
さ
ん
は
、
小
学
校
に
対
し
て
、
部

落
差
別
を
や
め
て
す
べ
て
の
子
ど
も
が
安
心
し
て
同
じ
学

校
に
通
え
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
話
合
い
を
続
け
て
い

ま
し
た
が
、
全
く
相
手
に
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
分
教

場
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
行
け
ば
い
い
じ
ゃ
な
い

か
。
」
と
言
う
の
で
す
。 

 

そ
ん
な
時
に
、
県
議
会
議
員
の
安
藤

あ
ん
ど
う

正
楽

せ
い
が
く

さ
ん
と
い
う

人
が
、
県
議
会
で
「
差
別
教
育
反
対
」
「
分
教
場
を
廃
止

し
て
、
み
ん
な
が
同
じ
学
校
に
通
え
る
よ
う
に
す
る
べ
き

だ
。
」
と
訴
え
た
の
で
す
。
三
度
に
わ
た
る
正
楽
さ
ん
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
一
九
〇
八
（
明
治

四
一
）
年
、
郡
内
の
小
学
校
に
「
分
教
場
を
廃
止
せ
よ
。
」
と
い
う
命
令
が
出
さ
れ
ま
す
。
そ

れ
ま
で
岩
崎
分
教
場
に
通
っ
て
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
も
と
の
小
学
校
へ
通
う
こ
と
に
な
り
、

岩
崎
分
教
場
は
な
く
な
り
ま
し
た
。 

   

そ
れ
か
ら
五
年
後
、
伊
三
郎
さ
ん
は
村
会
議
員
選
挙
に
立
候
補

り
っ
こ
う
ほ

し
、
ト
ッ
プ
で
当
選
し
ま
し

た
。
村
全
体
か
ら
差
別
を
な
く
し
て
、
生
活
を
よ
く
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
す
。
伊
三
郎
さ

ん
は
村
議
会
で
も
多
く
の
人
々
に
信
頼

し
ん
ら
い

さ
れ
、
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
に
七
六
才
で
な
く

な
る
ま
で
議
会
の
中
心
と
な
っ
て
活
や
く
し
ま
し
た
。
伊
三
郎
さ
ん
の
お
葬
式

そ
う
し
き

の
時
に
は
、
村

人
み
ん
な
が
伊
三
郎
さ
ん
の
死
を
悲
し
み
、
地
元
の
小
学
校
の
児
童
も
全
員
参
加
し
ま
し
た
。 



【指導者用資料】 

 

岩崎伊三郎さん 

 

教材の見方 

本教材は、学校へ行って勉強したいと思いながらも行けない子どもたちの

ために、自分の家を学校として開放し、自らが教師となって多くの子どもた

ちに勉強を教えた岩崎伊三郎の生き方を取り上げたものである。 

明治時代になると政府は欧米の文化を取り入れ、近代化を目指すようにな

る。1872（明治５）年には学制が公布され、義務教育制度が始まる。しかし、

被差別部落の子どもたちは、義務教育なのに授業料が必要であったり、子守

りや家事手伝いなどの貴重な労働力であったりしたため、十分な教育を受け

ることができなかった。また、学校へ行っても様々な差別を受けるため、学

校からしだいに足が遠のいていった。そのため、安定した職業に就けず、経

済面でも格差が広がるといった悪循環をもたらした。教育を受ける権利が十

分に保障されなかったことが差別を助長したことを理解させたい。 

 さらに、このような中で、岩崎伊三郎は、1894（明治 27）年、自分の家を

開放して岩崎分教場をつくり、1908(明治 41)年までの 15 年間、被差別部落の

子どもたちの学力を保障するため自らが教師となり、多くの子どもたちに勉

強を教えた。差別をなくすために立ち上がった岩崎伊三郎たちの思いや願い

に共感させるとともに、その生き方に学ぶことで、自らの在り方、生き方を

考えさせたい。 

 

指導のねらい 

○ 差別をなくすために立ち上がった岩崎伊三郎たちの思いや願いに共感さ

せるとともに、その生き方に学ぶことで、自らの在り方、生き方を考えさ

せる。 

○ 教育を受ける権利が十分に保障されなかったことが差別を助長したこと

を理解させる。 

 

留意事項 

○  1871（明治４）年、「解放令」により身分制度は改められるが、政府は差

別をなくすための政策や生活の改善を行わなかったため、様々な差別が新

たな形で残された。このような時代背景をしっかりとおさえ、本教材を扱

いたい。 

○ 六年生社会科の歴史学習や総合的な学習の時間と関連させて学習できる

教材である。授業等で資料として提示し、児童の関心を高めたい。 

○  教育の場を通じて差別解消に取り組んだ人として安藤正楽も知られてい

る。岩崎伊三郎との相違点などにも目を向けさせたい。 


