
筑
紫
野
市
人
権
都
市
宣
言

　

人
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
人
間
と
し
て

尊
ば
れ
、
平
等
に
生
き
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。

　

日
本
国
憲
法
及
び
世
界
人
権
宣
言
に
明
示
さ
れ
て
い
る
基
本

的
人
権
の
尊
重
と
あ
ら
ゆ
る
差
別
の
撤
廃
は
、
今
や
地
球
的

規
模
で
人
類
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
現
代
社
会
の
な
か
に
は
、

部
落
差
別
を
は
じ
め
基
本
的
人
権
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
様
々

な
人
権
侵
害
の
事
象
が
存
在
し
、
平
和
で
明
る
い
社
会
の
存
立

を
脅
か
し
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
筑
紫
野
市
は
す
べ
て
の
市
民
の
人
権
が
等
し
く
保
障

さ
れ
る
地
域
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
一
人
ひ
と
り
が
不
断
の

努
力
を
行
う
こ
と
を
確
認
し
、
こ
こ
に｢

人
権
都
市｣

と

す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
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12月4日から10日は「人権週間」です。
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な
く
そ
う
い
じ
め
！

2

　

私
は
ニ
ュ
ー
ス
で
、
あ
る
中
学
校
の
男
子
生
徒
が
い
じ
め
が
原
因
で
自
殺

を
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
た
時
、
私
は
な
ぜ
そ
の
生

徒
が
自
殺
す
る
ま
で
い
じ
め
を
や
め
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
他
の
生
徒
は
見

て
い
な
か
っ
た
の
か
な
。
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
な
と
不
思
議
に
思
い
ま
し

た
。

　

き
っ
と
い
じ
め
て
い
た
人
た
ち
は
、
人
の
気
持
ち
を
分
か
ろ
う
と
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
人
だ
と
思
い
ま
す
。
他
の
生
徒
は
、
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
く
、
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
も
な
く
、
た
だ
「
見
て
見
ぬ
ふ
り
」

を
し
て
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
い
じ
め
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
さ
れ
た

く
な
い
か
ら
。
で
も
、「
見
て
見
ぬ
ふ
り
」
も
い
じ
め
で
す
。
そ
の
人
た
ち
が

だ
れ
か
に
知
ら
せ
て
い
た
ら
、
い
じ
め
て
い
た
人
を
止
め
て
い
た
ら
、
男
子

生
徒
は
自
殺
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
中
略
）

　

私
は
、
言
葉
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
人

を
喜
ば
せ
る
こ
と
の
で
き
る
花
た
ば
の
よ
う
な
言
葉
。
も
う
一
つ
は
、
人
を

き
ず
つ
け
る
刃
物
の
よ
う
な
言
葉
。
い
じ
め
て
い
た
人
た
ち
は
、
こ
の
刃
物

の
よ
う
な
言
葉
で
男
子
生
徒
の
心
に
深
い
キ
ズ
を
た
く
さ
ん
つ
け
ま
し
た
。

消
え
る
こ
と
の
な
い
深
い
深
い
キ
ズ
を
・
・
・

　

だ
か
ら
私
は
、
そ
ん
な
子
が
い
た
ら
、
言
葉
の
花
た
ば
を
た
く
さ
ん
あ
げ

た
い
で
す
。
そ
の
子
の
心
に
つ
い
た
キ
ズ
を
そ
の
花
た
ば
で
う
め
て
あ
げ
た

い
で
す
。
そ
の
子
が
笑
顔
で
い
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
。

　
「
い
じ
め
」

　

そ
れ
は
、
ど
の
学
校
で
も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
ま
わ
り
の

生
徒
は
、「
見
て
見
ぬ
ふ
り
」
を
せ
ず
、
自
分
に
で
き
る
精
い
っ
ぱ
い
の
こ
と

を
す
る
こ
と
が
、
そ
の
子
の
命
を
救
い
ま
す
。
だ
れ
も
が
明
る
く
、
笑
顔
。

そ
ん
な
す
て
き
な
世
の
中
を
み
ん
な
で
つ
く
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

　

こ
の
作
文
は
、昨
年（
２
０
１
３
年
度
）の
筑
紫
野
市
人
権
作
文
集「
く

さ
び
」
に
掲
載
さ
れ
た
、
当
時
二
日
市
小
学
校
５
年
生　

井
筒　

葵
さ

ん
の
作
文
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。

　

人
権
感
覚
豊
か
な
子
ど
も
を
育
て
る

　

井
筒
さ
ん
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
人
権
感
覚
を
も
っ
た
子
ど
も
た
ち

を
育
て
る
た
め
、
市
内
の
小
・
中
学
校
で
は
、
計
画
的
な
人
権
学
習
を

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
例
を
紹
介
し
ま
す
。

　

市
内
の
小
学
校
で
は
「
あ
っ
た
か
こ
と
ば
を
話
そ
う
」
と
い
う
授
業

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
友
だ
ち
に
言
わ
れ
て
う
れ
し
か
っ
た
言
葉（
あ
っ

た
か
言
葉
）、
嫌
だ
っ
た
言
葉
（
ち
く
ち
く
言
葉
）
を
出
し
合
い
、
こ

の
二
つ
の
言
葉
を
言
わ
れ
た
と
き
の
気
持
ち
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
は
、「
あ
っ
た
か
言
葉
」
を
言
わ
れ
た
と
き
は
「
嬉
し
い
、

あ
た
た
か
い
、頑
張
ろ
う
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
、「
ち
く
ち
く
言
葉
」

を
言
わ
れ
た
と
き
は
、「
悲
し
い
、
く
や
し
い
」
気
持
ち
に
な
る
こ
と

に
気
づ
き
ま
す
。

　

人
を
喜
ば
せ
、
あ
た
た
か
い
言
葉
の
花
束
を
た
く
さ
ん
贈
る
こ
と
が

で
き
る
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
こ
と
は
、
い
じ
め
の
解
消
に
つ
な
が
り

ま
す
。

　

そ
し
て
、
井
筒
さ
ん
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
だ
れ
も
が
明
る
く
、

笑
顔
で
、
そ
ん
な
す
て
き
な
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　

な
お
、
現
在
、
市
内
の
全
小
中
学
校
で
は
「
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
」

を
立
て
て
、　

学
校
全
体
で
い
じ
め
防
止
の
た
め
の
取
り
組
み
を
し
て

い
ま
す
。
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一
性
障
害
者
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の
理
解
を
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め
よ
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性
同
一
性
障
害
者
へ
の
理
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を
深
め
よ
う
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か
ら
だ
の
性
と
こ
こ
ろ
の
性
と
の
食
い
違
い
に
悩
み
な
が
ら
、
周
囲

の
心
な
い
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
た
り
し
て
苦
し
ん
で
い
る
人
々
が
い

ま
す
。
性
同
一
性
障
害
を
理
由
と
す
る
偏
見
や
差
別
を
な
く
し
、
理
解

を
深
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

性
同
一
性
障
害
と
は
、
生
物
的
な
性
（
か
ら
だ
の
性
）
と
性
の
自
己

意
識
（
こ
こ
ろ
の
性
）
が
一
致
し
な
い
た
め
、
社
会
生
活
に
支
障
が
あ

る
状
態
を
言
い
ま
す
。
性
同
一
性
障
害
の
人
々
は
、
社
会
の
中
で
偏
見

の
目
に
さ
ら
さ
れ
、
昇
進
が
妨
げ
ら
れ
た
り
す
る
な
ど
の
差
別
を
受
け

て
き
ま
し
た
。

　

平
成
15
年
７
月
、「
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に

関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
平
成
16
年
７
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
に
よ
り
、
性
同
一
性
障
害
者
で
あ
っ
て
一
定
の
条
件
を
満
た

す
も
の
に
つ
い
て
は
、
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
（
平
成
20
年
６
月
に
改
正
法
が
成
立
し
、
条
件
が
緩
和
）

　

こ
の
「
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」

が
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
運
転
免
許
証
の
性
別
の
記
述
が
な

く
な
っ
た
こ
と
も
学
び
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
人
権
課
題
を
学
校
教
育
の
中
で
推
進
さ
れ
て
い
る
先
生

は
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
「
一
人
ひ
と
り
の
意
識
が
差
別

や
偏
見
を
な
く
し
ま
す
。」
そ
の
た
め
「
先
生
た
ち
が
研
修
を
行
い
正

し
い
知
識
を
知
っ
て
、子
ど
も
た
ち
に
正
し
く
伝
え
て
く
だ
さ
い
。」「
こ

の
こ
と
を
話
題
に
す
る
こ
と
は
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
も
な
ん
で
も
な

い
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。」
と
話
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
大
変
印
象
的
で
し
た
。

　

私
は
、
こ
の
人
権
課
題
に
つ
い
て
も
当
事
者
の
声
（
差
別
の
現
実
）

に
深
く
学
び
、
偏
見
や
差
別
を
な
く
す
た
め
の
人
権
教
育
や
人
権
啓
発

を
積
極
的
に
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

参
考
：
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w
w
w
.m
o
j.go
.jp
/JIN
K
E
N
/kad

ai.h
tm
l

　

私
は
、
現
在
市
内
の
中
学
校
で
教
員
を
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
22
年
４
月
、「
児
童
生
徒
が
抱
え
る
問
題
に
対
し
て
の
教
育
相

談
の
徹
底
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
書
が
、
文
部
科
学
省
か
ら
各
都
道
府

県
教
育
委
員
会
等
に
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
内
容
は
、
性
同
一
性
障
害
を
始
め
と
す
る
新
た
な
課
題
に
つ
い

て
、
学
校
に
お
い
て
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
す
。

　

性
同
一
性
障
害
と
い
う
言
葉
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
深
く
勉
強
を
し

た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
基
本
的
な
事
柄
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

か
か
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き
た
い
時
に
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き
た
い
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に
、
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き
た
い
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車
椅
子
を
使
用
し
て
生
活
し
て
い
る
父
は
最
近
「
車
椅
子
に
対
応
し

た
ト
イ
レ
や
ス
ロ
ー
プ
も
多
く
な
り
、
道
の
駅
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
な
ど
で
家
族
と
一
緒
に
買
い
物
や
食
事
を
す
る
の
が
楽
し
み
だ
。」

と
よ
く
話
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
父
と
外
出
す
る
と
き
は
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
や
身
障
者
用
ト

イ
レ
が
あ
る
か
」「
施
設
が
車
椅
子
に
対
応
し
て
い
る
か
」、
ま
た
、
長

距
離
の
ド
ラ
イ
ブ
で
は
、
目
的
地
の
施
設
だ
け
で
な
く
、
ト
イ
レ
休
憩

で
き
る
場
所
を
さ
が
す
な
ど
車
椅
子
を
使
用
し
て
い
る
父
が
安
心
し
て

安
全
に
外
出
で
き
る
環
境
に
あ
る
か
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
父
の
車
椅
子
を
押
し
て
近
所
を
散
歩
を
し
た
り
、
買
い
物
を

し
た
り
す
る
と
き
も
、
い
ろ
い
ろ
不
便
な
点
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「
公
園
の
な
か
に
入
り
た
い
け
ど
ス
ロ
ー
プ
が
な
い
」「
車
椅
子
で

通
る
歩
道
に
自
転
車
な
ど
物
が
置
か
れ
て
い
る
」「
買
い
物
を
し
て
い

る
と
き
通
路
が
狭
く
車
椅
子
で
は
入
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
な
ど
で

す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
車
椅
子
を
使
用
し
て
い
る
父
と
外
出
し
て
気

づ
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
す
。

　

平
成
18
年
に
、「
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
新
法
）」
が
施
行
さ
れ
、
父
の
よ
う

に
車
椅
子
を
使
用
し
て
い
る
人
が
外
出
で
き
る
場
所
と
移
動
の
選
択
肢

が
広
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
、
車
椅
子
を
使
用
す
る
人
が

安
心
し
て
安
全
に
外
出
で
き
る
社
会
に
な
っ
た
と
は
い
い
づ
ら
い
も
の

が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
父
と
外
出
し
て
、
周
り
の
人
の
や
さ
し
さ
や
あ
た
た
か
さ
を

感
じ
る
場
面
に
た
く
さ
ん
出
会
い
ま
し
た
。

　

上
り
の
ス
ロ
ー
プ
を
一
緒
に
押
し
て
く
れ
た
人

　

段
差
の
あ
る
と
こ
ろ
で
車
椅
子
を
持
ち
上
げ
て
く
れ
た
人

　

電
車
の
席
を
ゆ
ず
っ
て
く
れ
た
人

　

レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
を
す
る
時
、
父
が
食
事
を
し
や
す
い
よ
う
に
机

の
配
置
を
か
え
て
も
ら
っ
た
こ
と

　

こ
の
よ
う
な
人
や
場
面
に
出
会
う
と
、
感
謝
の
気
持
ち
だ
け
で
な
く
、

私
や
父
は
心
豊
か
に
な
り
ま
す
。

　

車
椅
子
を
使
用
し
て
い
る
父
と
の
生
活
を
通
し
て
、
車
椅
子
を
使
用

し
て
い
る
人
だ
け
で
な
く
、
障
が
い
が
あ
る
人
た
ち
が
「
行
き
た
い
時

に
、
行
き
た
い
所
に
外
出
で
き
る
」
街
づ
く
り
と
人
づ
く
り
の
取
り
組

み
が
必
要
だ
と
強
く
思
い
ま
し
た
。



声
を
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
？
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先
日
知
人
の
女
性
か
ら
次
の
よ
う
な
話
を
聞
き
ま
し
た
。

　

あ
る
駅
の
近
く
で
高
齢
の
女
性
が
座
り
込
ん
で
い
ま
し
た
。

　

以
前
、
こ
の
高
齢
の
女
性
は
、
認
知
症
で
行
方
不
明
と
な
り
家
族
が

探
さ
れ
て
い
た
方
で
し
た
の
で
、
思
い
切
っ
て
声
を
か
け
ま
し
た
。

　

女
性　
　
　

‥
だ
い
ぶ
ん
涼
し
く
な
り
ま
し
た
ね
。

　

高
齢
の
女
性
‥
何
か
ご
用
で
す
か
？

　

女
性　
　
　

‥
お
散
歩
で
す
か
？

　

高
齢
の
女
性
‥
お
店
で
ご
飯
を
食
べ
る
の
。

　

と
高
齢
の
女
性
は
立
ち
去
り
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
、
同
じ
女

性
を
駅
の
入
口
で
見
か
け
た
の
で
、
も
う
一
度
声
を
か
け
て
み
ま
し
た
。

　

女
性　
　
　

‥
お
食
事
は
お
済
み
で
す
か
？

　

高
齢
の
女
性
‥
友
人
が
来
る
の
で
待
っ
て
る
の
。

　

女
性　
　
　

‥
ご
友
人
も
自
宅
に
お
電
話
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
よ
。
暗
く
な
っ
た
の
で
、
お
送
り
し
ま
し
ょ
う

か
？
お
近
く
で
す
か
？　

　

と
話
す
う
ち
に
、
打
ち
解
け
て
、
自
宅
ま
で
送
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
「
最
初
は
、
ど
う
話
を
し
た
ら
い
い
の
か
戸
惑
い
ま
し
た
が
、
10
年

前
か
ら『
徘
徊
模
擬
訓
練
』を
実
施
し
て
い
る
大
牟
田
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
載
っ
て
い
た
代
表
的
な
声
か
け
の
仕
方
を
思
い
出
し
な
が
ら
、

ゆ
っ
く
り
と
話
を
し
て
い
く
う
ち
に
信
用
し
て
も
ら
え
た
の
か
、
自
宅

ま
で
お
送
り
で
き
て
、
本
当
に
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。
ご
家
族
か
ら
も
大

変
感
謝
さ
れ
、声
か
け
し
て
良
か
っ
た
で
す
。」
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

○
代
表
的
な
声
か
け
の
仕
方
（
大
牟
田
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

　

①
ゆ
っ
く
り
近
づ
い
て
、
相
手
の
視
野
に
入
っ
て
か
ら
、
話
し
か
け
る
。

　

②
近
づ
き
す
ぎ
ず
、
し
か
し
目
線
を
合
わ
せ
、
ゆ
っ
く
り
と
穏
や
か
な

口
調
で
。
急
に
後
ろ
か
ら
声
を
か
け
た
り
、
大
声
で
怒
鳴
る
よ
う
に

声
を
か
け
た
り
し
な
い 

。

　

③
声
か
け
は
「
こ
ん
に
ち
は
」「
お
暑
い
で
す
ね
」
な
ど
、
ご
く
普
通
に

あ
い
さ
つ
か
ら
。

　

④「
私
は
す
ぐ
そ
こ
の
○
○
で
す
が
、
ど
こ
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

か
？
」
と
か
「
ど
こ
へ
行
か
れ
ま
す
か
？
」
と
、や
さ
し
く
声
か
け
る
。

　

⑤「
何
か
お
困
り
で
す
か
？
」「
大
丈
夫
で
す
か
？
」「
何
か
お
手
伝
い
し

ま
し
ょ
う
か
？
」
も
い
い
質
問
。

　

大
牟
田
市
の
『
徘
徊
模
擬
訓
練
』
は
、
高
齢
者
が
行
方
不
明
に
な
っ

た
こ
と
を
想
定
し
て
、
地
域
や
行
政
の
連
絡
体
制
を
確
か
め
、
警
察
へ

の
連
絡
や
高
齢
者
へ
の
声
か
け
の
仕
方
な
ど
を
訓
練
す
る
も
の
で
す
。

　

大
牟
田
市
の
担
当
者
が
「
認
知
症
に
よ
る
徘
徊
が
社
会
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
。
地
域
の
力
で
徘
徊
す
る
高
齢
者
を
少
し
で
も
早
く
発
見
し

保
護
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
特
に
、
徘
徊
高
齢
者
へ
の
声
か
け
は
徘

徊
者
の
命
を
守
り
、
安
心
し
て
徘
徊
で
き
る
と
い
う
人
権
尊
重
の
ま
ち

づ
く
り
に
つ
な
が
り
ま
す
」
と
話
さ
れ
た
こ
と
が
大
変
印
象
的
で
し
た
。



う
つ
病
を
正
し
く
理
解
し
よ
う

あ
る
職
場
で
の
会
話
で
す

友
人
「
あ
な
た
の
課
の
Ａ
さ
ん
は
、
今
休
職
中
だ
と
聞
い
た
け
ど
、
病

気
な
の
？
」

私　

 

「
う
つ
病
の
た
め
休
職
と
聞
い
て
い
る
よ
。」

友
人
「
う
つ
病
っ
て
休
職
す
る
ほ
ど
の
病
気
な
の
？
」

私　

 

「
休
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
ど
う
か
は
病
気
の
進
行
具
合
や
個

人
に
よ
っ
て
違
う
と
思
う
け
れ
ど
、Ａ
さ
ん
の
こ
と
が
心
配

だ
っ
た
か
ら
、
う
つ
病
に
つ
い
て
調
べ
た
の
」

私　

 

「
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
わ
。」

友
人
「
う
つ
病
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
し
、
う
つ
病
の
人
に
か

た
よ
っ
た
見
方
を
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
わ
。
教
え
て
く

れ
て
あ
り
が
と
う
。」

　

ス
ト
レ
ス
の
多
い
現
代
社
会
に
お
い
て
、
う
つ
病
は
決
し
て
珍
し
い

病
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
厚
生
労
働
省
が
３
年
ご
と
に
全
国
の
医
療
施

設
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
「
患
者
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
う
つ
病
患
者
は

平
成
８
年
か
ら
の
12
年
間
で
約
3.5
倍
（
平
成
20
年
で
７
０
４
、０
０
０
人
）

と
な
っ
て
お
り
、
近
年
著
し
く
増
加
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

う
つ
病
は
き
ち
ん
と
治
療
す
れ
ば
治
る
病
気
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
「
早
期
発
見
」「
早
期
対
応
」
が
と
て
も
大
切
で
す
。

早
め
に
対
応
す
る
こ
と
で
、
ス
ム
ー
ズ
な
治
療
へ
と
結
び
つ
き
、
早
期

の
回
復
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。

　

身
近
な
人
に
う
つ
病
の
サ
イ
ン
が
見
ら
れ
た
ら
、「
ど
う
し
た
の
？
」

と
声
を
か
け
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
話
に
耳
を
傾
け
、
専
門
家
へ
の
相

談
や
受
診
を
勧
め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
う
つ
病
に
つ
い
て
、
正
し
い
理
解
が
な
さ
れ
な
い
と
、
サ
ボ
っ

て
い
る
人
、
怠
け
て
い
る
人
、
付
き
合
い
の
悪
い
人
等
、
安
易
に
決
め

つ
け
た
り
、
偏
見
の
目
で
見
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
っ
て
い
き

ま
す
。

　

う
つ
病
は
、
気
分
が
落
ち
込
み
、
悲
観
的
と
な
り
、
物
事
に
興
味
を
持
っ

た
り
楽
し
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
状
態
で
す
。
主
な
症
状
と

し
て
、
気
分
が
落
ち
込
む
な
ど
の
抑
う
つ
状
態
、
急
激
な
食
欲
の
増
減
、

不
眠
、
思
考
力
・
集
中
力
の
低
下
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
で

き
て
い
た
仕
事
が
今
ま
で
通
り
に
で
き
な
く
な
り
、
ミ
ス
も
重
な
り
、
自

分
の
無
力
感
に
さ
い
な
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
う
つ
病
の
方
は
、

は
た
目
に
は
病
気
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
に
く
く
、
他
人
か
ら
理
解
し
て

も
ら
い
に
く
い
側
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
怠
け
て
い
る
」
な
ど

の
印
象
を
持
た
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

早
期
発
見
の
う
つ
病
の
サ
イ
ン

○
表
情
が
暗
く
、
元
気
が
な
い　
　

○
急
に
口
数
が
減
っ
た
り
す
る

○
遅
刻
や
早
退
が
増
え
る　
　
　
　

○
い
ら
い
ら
し
て
い
る

○
好
き
で
し
て
い
た
こ
と
を
し
な
く
な
る

○
自
分
を
責
め
る
、
周
囲
と
の
交
流
を
さ
け
る

6



親
子
で
「
書
き
込
み
の
マ
ナ
ー
」
の
学
習
を

7

　

携
帯
電
話
は
、
今
や
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
利
用
し
て
い
る
、
便
利

で
多
く
の
機
能
を
備
え
た
生
活
必
需
品
で
す
。

　

内
閣
府
が
行
っ
た
「
平
成
25
年
度
青
少
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用

環
境
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、小
学
生
で
36
・
6
％
、中
学
生
で
51
・
9
％
、

高
校
生
に
な
る
と
97
・
2
％
が
自
分
専
用
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
含
む

携
帯
電
話
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
結
果
が
出
で
い
ま
す
。

　

携
帯
電
話
は
「
子
ど
も
の
住
む
世
界
が
広
が
る
。」「
子
ど
も
の
居
場

所
が
わ
か
る
。」「
す
ぐ
連
絡
が
取
れ
る
。」「
万
一
の
と
き
に
身
を
守
る

防
犯
ブ
ザ
ー
に
な
る
。」
な
ど
、
子
ど
も
の
交
友
関
係
の
広
が
り
や
安

全
に
役
立
つ
道
具
で
す
。
し
か
し
使
い
方
に
よ
っ
て
は
、
見
知
ら
ぬ
だ

れ
か
と
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
、
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
る
な
ど
子
ど
も

の
身
を
危
険
な
状
態
に
追
い
込
む
道
具
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
書
き
込
み
に
よ
る
い
じ
め
や
人
権
を
侵

害
す
る
事
件
が
起
こ
り
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一

つ
に
無
料
通
信
ア
プ
リ
「L

IN
E
(

ラ
イ
ン

)

」
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

総
務
省
が
昨
年
11
〜
12
月
に
実
施
し
た
調
査
で
は
、
10
代
の
若
者
の
８

割
近
く
が
利
用
し
て
い
る
と
い
う
結
果
が
出
て
い
ま
す
。
ま
た
、

L
IN
E
(

ラ
イ
ン)

で
の
や
り
と
り
は
当
事
者
以
外
に
み
え
に
く
く
、
何

気
な
く
送
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
誤
解
を
ま
ね
い
て
、
い
じ
め
や
事
件
に

つ
な
が
る
と
い
っ
た
深
刻
な
事
態
に
発
展
す
る
ケ
ー
ス
が
後
を
絶
ち
ま

せ
ん
。

　

あ
る
小
学
校
で
、L

IN
E
(

ラ
イ
ン)

に
よ
る
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し

ま
し
た
。
友
達
と
や
り
取
り
を
す
る
中
で
、
感
情
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し

て
し
ま
い
、
相
手
を
傷
つ
け
る
書
き
込
み
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も

の
で
す
。
グ
ル
ー
プ
の
一
人
が
、
母
親
の
携
帯
電
話
を
使
っ
て
書
き
込

　

携
帯
電
話
を
使
っ
て

　

○
人
に
面
と
向
か
っ
て
言
え
な
い
よ
う
な
こ
と
の
書
き
込
み
を
し
な
い
。

　

○
人
を
傷
つ
け
る
書
き
込
み
を
し
な
い
。

　

○
友
だ
ち
の
親
の
前
で
言
え
な
い
こ
と
の
書
き
込
み
を
し
な
い
。

　

な
ど
の
書
き
込
み
の
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
親
子
で
話
し
合
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
書
き
込
み
の
マ
ナ
ー
を
守
れ
な
か
っ
た
と
き
は
親
の
責

任
と
し
て
、
子
ど
も
に
反
省
し
て
も
ら
う
た
め
携
帯
電
話
を
使
わ
せ
な

い
場
面
も
出
て
く
る
こ
と
を
親
子
で
話
し
合
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
話
を
聞
い
て
、
子
ど
も
自
身
が
自
分
や
他
の
人
の
人
権
を
大
切

に
で
き
る
よ
う
『
書
き
込
み
の
マ
ナ
ー
』
を
常
日
頃
か
ら
親
子
で
話
し

合
っ
て
い
る
こ
と
に
拍
手
を
送
り
ま
し
た
。

み
に
参
加
し
て
い
た
の
で
、
友
だ
ち
の
書
き
込
み
に
目
を
止
め
た
母

親
が
学
校
に
相
談
し
て
こ
の
事
実
が
判
明
し
ま
し
た
。L

IN
E
(

ラ
イ

ン

)

に
参
加
し
て
い
た
児
童
に
つ
い
て
は
、
学
校
で
適
切
に
指
導
さ

れ
ト
ラ
ブ
ル
は
解
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
子
ど
も
を
守
り
、
携
帯
電
話
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
賢
く
利
用
す
る
た
め
に
は
、
保
護
者
が
子
ど
も
の
携

帯
電
話
の
利
用
実
態
を
把
握
す
る
と
同
時
に
、
親
子
で
書
き
込
み
の

マ
ナ
ー
を
学
習
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

L
IN
E
(

ラ
イ
ン

)

に
つ
い
て
懇
談
会
を
開
催
し
て
い
た
時
、
あ
る

保
護
者
が
、
私
は
人
と
直
接
会
っ
て
話
す
こ
と
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
基
本
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、



12月4日～10日 人権週間とは
　1948（昭和23）年12月10日の国連総会で「世界人権宣言」が採択されたの
を記念して、この日を“世界人権デー”と定めました。
　日本では、翌年の昭和24年から毎年12月4日から10日までの一週間を「人権
週間」として、広く国民に人権意識の高揚を呼びかけています。　

★街頭啓発
　と　き　12月3日（水）18時～19時
　ところ　JR二日市駅、西鉄二日市駅、
　　　　　朝倉街道駅
★市内児童生徒の人権ポスターや標語の掲示
　と　き　11月27日（木）～12月11日（木）
　ところ　各コミュニティセンター、カミーリヤなど

筑紫野市の主な取り組み

★人権週間講演会
　と　き　12月6日（土）
　　　　　12時15分～16時55分
　ところ　クローバープラザ「大ホール」
　内　容　①講演「こころに響くいのちの言葉」
　　　　　　講師　葉　祥明さん
　　　　　　　　　（絵本作家／画家／詩人）
　　　　　②映画「そして父になる」

福岡県の主な取り組み

編 集 後 記

　「あっ。そのゴミ、拾ってくれる？」と先生は、教室に落ちているゴミを指して、

近くの子どもに頼みました。するとこんな言葉が返ってきました。「これ、私が落

としたのではありません。」

　このことばに対して、大学の先生は「血の凍る瞬間です。」「一つのゴミを、ま

さに『他人ごと』として一蹴する子ども。」「このような学級は、落ちているゴミ

の問題にとどまらない。」「つらい思いをしている人がいても、自分とかかわりの

ないことにしてしまう傾向がありがちです。」「これはいじめや差別の問題におけ

る、『自分とのかかわり感』が欠如した傍観者の立場と通じます。」と述べられて

います。そして、その解決策として「このような場面に出くわした時が学習のチャ

ンスととらえるほかはない。」「『ゴミを拾いましょう』と100回お説教を唱えるよ

り、事実に直面したとき、立ちどまって『おー、いま、悲しい場面を見てしまった・・・』

と教師の心情を全体に向けて発することから始めてみたい。」とアドバイスしてい

ます。

　本年度も、同和問題啓発資料編集員の皆さんの総意で人権問題特集号を作成し、

市民の皆様へお届けします。人権問題を「自分とのかかわり感」をもって読んで

いただけたら幸いです。そして、人の失敗に対してはげましの言葉とは逆に、

聞き捨てならない発言を聞いた場合に「あー、いま、おかしいことを言ったよ」

とおもむろに子どもに問い返せる人権感覚豊かな大人でありたいといつも思って

います。
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