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Ｍ
中
学
校
の
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
Ｋ
中
学
校
の
Ａ
子
で
す
。 

突
然
手
紙
を
差
し
上
げ
た
の
は
、
同
和
問
題
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

が
あ
る
か
ら
で
す
。 

今
年
の
一
月
末
の
こ
と
で
し
た
。
私
た
ち
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
は
、
練
習
試
合
の
た
め
高
知
市

へ
向
か
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
の
途
中
、
休
憩
の
た
め
に
Ｍ
中
学
校
の
あ
る
町
の
道
の
駅
に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
そ
こ
の
ト
イ
レ
の
ド
ア
に
思
い
も
し
な
い
よ
う
な
落
書
き
を
見
つ
け
ま
し
た
。 

「
ド
ウ
ワ
ブ
ラ
ク
ノ 

ヒ
ト
ハ 

キ
タ
ナ
イ
」 

 
 
 

 

「
ド
ウ
ワ
ブ
ラ
ク
ノ 

オ
ン
ナ
ハ 

ミ
ナ
ブ
ス
ダ
」 

 
 

こ
れ
を
見
た
時
、
私
の
耳
元
に
差
別
落
書
き
を
し
た
人
た
ち
の
笑
い
声
が
醜
く
聞
こ
え
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
涙
を
た
め
て
見
て
い
る
、
何
の
罪
も
な
い
同
和
地
区
の
人
た
ち
の

顔
が
脳
裏
に
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。
チ
ー
ム
メ
イ
ト
と
一
緒
に
差
別
に
対
す
る
怒
り
の
言
葉
を

言
い
合
い
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
後
も
、
私
は
、
人
権
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
あ
る
た
び
に
、
こ
の
事
が
気
に
な

っ
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

半
年
後
、
私
た
ち
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
は
、
高
知
市
で
の
四
国
大
会
へ
参
加
し
た
帰
り
道
、
再

び
あ
の
道
の
駅
に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。
あ
の
差
別
落
書
き
の
こ
と
が
、
頭
に
浮
か
ん
で
き
ま
し

た
。
す
る
と
、
あ
の
落
書
き
は
白
い
ペ
ン
キ
で
き
れ
い
に
塗
り
消
さ
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
だ
れ

か
優
し
い
人
た
ち
の
手
で
・
・
・
。 

私
は
、
こ
の
体
験
を
人
権
作
文
に
書
き
、
ま
た
先
生
や
家
族
に
も
話
を
聞
い
て
も
ら
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
私
の
体
験
と
差
別
に
対
す
る
腹
立
た
し
い
気
持
ち
を
、
Ｍ
中
学
校
の
皆
さ
ん
に

も
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。 

Ｍ
中
学
校
の
あ
の
美
し
い
自
然
の
あ
る
町
に
、
こ
ん
な
み
に
く
い
差
別
が
降
り
か
か
っ
て
い

い
の
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
県
内
で
同
和
教
育
を
受
け
て
い
る
中
学
生
と
し
て
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん
の

意
見
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
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「
再
び
、
Ａ
子
さ
ん
か
ら
の
手
紙
」 

   

Ｍ
中
学
校
の
皆
さ
ん
、
お
久
し
ぶ
り
で
す
。
私
の
名
前
は 

あ
す
か 

と
言
い
ま
す
。 

 
 

皆
さ
ん
が
、
今
日
、
勉
強
さ
れ
た
「
Ａ
子
さ
ん
か
ら
の
手
紙
」
は
、
私
が
中
学
生
の
こ
ろ
に
、

Ｍ
中
学
校
の
皆
さ
ん
に
送
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
は
、
今
、
東
予
地
域
の
ホ
テ
ル
で
働

い
て
い
ま
す
。
私
が
そ
の
手
紙
を
送
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
も
う
、
十
二
・
三
年
も
前
の

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

先
日
、
先
生
か
ら
お
話
を
伺
っ
て
、
私
の
送
っ
た
手
紙
が
、
今
も
な
お
同
和
問
題
を
考
え
る

資
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
た
い
へ
ん
驚
い
て
い
ま
す
。 

 
 

大
学
を
卒
業
し
、
社
会
人
に
な
る
と
学
生
時
代
の
よ
う
に
同
和
問
題
や
人
権
問
題
に
つ
い
て

深
く
考
え
る
機
会
が
め
っ
き
り
と
減
っ
て
し
ま
い
、
今
の
私
に
十
数
年
前
の
熱
い
想
い
が
あ
る

か
と
い
え
ば
自
信
が
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。 

 

私
が
、
こ
の
十
数
年
の
間
で
同
和
問
題
に
か
か
わ
り
の
あ
る
話
を
耳
に
し
た
こ
と
は
一
度
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
同
和
地
区
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
原
因
で
結
婚
に
至
ら
な

か
っ
た
と
い
う
友
達
の
話
で
す
。
こ
の
話
を
聞
い
た
と
き
に
私
の
頭
を
よ
ぎ
っ
た
の
は
、
あ
の

時
の
ト
イ
レ
の
落
書
き
で
し
た
。
そ
の
時
に
は
、
今
も
な
お
、
差
別
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
こ

と
に
強
い
怒
り
と
悲
し
み
を
覚
え
ま
し
た
。 

 

こ
の
十
年
間
で
世
の
中
は
大
き
く
変
わ
り
、
以
前
に
比
べ
て
随
分
と
「
差
別
」
や
「
偏
見
」

は
解
消
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
完
全
に
な
く
な
っ
た
か
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
差
別
の
問
題
は
人
間
が
生
き
て
い
る
限
り
考
え
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

 

こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
経
験
し
て
、
そ
れ
を
糧
に
成
長
し
て
い
く
皆
さ
ん
、
今
、
学

ぶ
機
会
が
あ
る
間
に
十
分
、
自
分
な
り
に
考
え
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
後
に
続
く
人
た
ち

に
、
更
に
み
な
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
の
時
代
に
は
も
っ
と
も
っ
と
幸
せ
な
笑
顔
で
あ
ふ
れ
て
い

ま
す
よ
う
に
・
・
・
、
心
か
ら
そ
う
願
っ
て
い
ま
す
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【指導者用資料】 
 

Ａ子さんからの手紙 
 
教材の見方 
中学生のＡ子（あすか）は、たまたま立ち寄った道の駅のトイレのドアに書かれた

悪質極まりない差別落書きを発見する。 

 半年後、あの落書きが書かれてあったトイレが気になり立ち寄るが、すでに、誰か

優しい人たちの手で消されていた。 

 あすかはこの落書きについて、家族や先生とじっくりと話し合い、「人権作文」に

まとめる。さらに、自分に何が出来るかを自問自答し、この体験、差別への腹立たし

い気持ちを、落書きがあった町の中学生宛に、「一緒に考えてほしい」と思いを手紙

に託して届けたのである。 

 差別を自分のこと、自分たちの地域の問題として考えるために、よい教材である。 

 

指導のねらい 

○ 落書きという陰湿で卑劣な行為によって露にされた差別の現実を知り、差別を

許さず、解決していこうとする意欲と実践力を育てる。 

 ○ 多くの人々も見ていたであろうにもかかわらず、何の対処もしなかった人々に

ついて考え、傍観者が差別を助長させていることを理解させる。 

○ 同じ中学生として、自分が落書きを発見した場合に、どのような対応がとれる

かを考えさせる。 

 ○ Ａ子に対する返信の手紙を書かせることによって、自分自身のこととして真剣

に考える契機にさせる。 

 

留意事項 

○ 実際に書かれていた落書きの言葉については、地域の実態や生徒の同和問題の

知的理解の状況等を踏まえ、提示方法等、取扱には十分に熟慮すること。 

○ 部落差別は遠い昔のことという捉え方ではなく、現在でもいろいろな施設への

落書きや、インターネットの掲示板などへの書き込み等陰湿な行為によって人を

差別する現状があることなど、差別の現実に学ぶことの大切さを伝える。 

○ Ａ子の思いを受け止めた保護者、仲間の考え方にも視点を当てながら、同和問

題をはじめとする様々な人権問題の解決において、正しく理解することが、正し

い判断力・行動力につながることを押さえる。 

○ 中学生の一通の手紙が、この町の人権・同和教育を見直すきっかけとなり、学

校教育と社会教育を通じて、多くの人が人権・同和教育の重要性を再認識できた

ことにもふれる。 


