
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域のひと・もの・こと」を 

教材とした人権教育がしたいな。 

地域のみんなが人権について 

自分事として学べるといいな。 

私たちが住んでいる地域

の人権課題って何だろう。 

〔第三次とりまとめ〕（注）では、効果的な学習教材の選定・開発について、次のように示しています。 

人権が尊重される社会づくりを自らの問題としてとらえ、自ら考えることができるようにするなどの教育効果を 

高めるため、身近な事柄を取り上げたり、児童生徒の興味・関心をいかしたりするといった教材の内容面での創意 

工夫を行う。 

効果的な教材例として、「地域の教材化」「外部講師の講話やふれあいの教材化」「保護者や地域関係者と共に作 

る教材」「歴史的事象の教材化」「教材を通して、よりよい出会いをつくるための教材」などがあげられています。 

（注）平成 20年に文部科学省から公表された「人権教育指導方法等の在り方について【第三次とりまとめ】」より 

いま ここから 
自分から ２ 

長 野 県 教 育 委 員 会 

 

松本市里山辺地下軍事工場跡

当事者の方々と交流を深めながら

学習していきたいな。 地域リーダー 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔第三次とりまとめ〕 「体験的な学習」に関して 

個々の学習者の体験をはじめとして、他の学習者 

との協同作業としての「話し合い」、「反省」、「現実 

生活と関連させた思考 の段階を経て、 自己の行動 

や態度への適用」へと進んでいくと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下軍事工場跡を見学。五感を通して体感。 

① 実体験 

実体験（現地視察）や資料を読み語り合うことを通して、過酷な

労働を強いられ、不当な人権侵害を受けていた当時の朝鮮人たちの

悲しみや苦しみに寄り添う姿が期待できます。 

大規模な地下壕を掘削するのは、危険な重労働でした。

現在のように重機はなく、削岩機でダイナマイトを仕込む

穴を空け、爆破しては手作業で岩を削り、出た「ずり」を

運び出していました。この重労働に従事していたのが、主

に当時植民地だった「朝鮮人」と言われています。 

人権教育の指導方法の工夫 
 

①  地域教材（地域のひと・もの・こと）に出会い、 

ふれあう「実体験」を通して、はっとしたり、心

をふるわせたりするような学習をしたい。 
 

② 地域教材を通して感じたり考えたりしたことを

身のまわりの人たちと気軽に「対話」できるよう

にしたい。また、地域・学校・家庭において、み

んなの共通の話題にしていきたい。 
 

③ 地域教材との交流をもとに、自分の見方や考え

方、生き方やあり方について「ふり返り」たい。 
 

④ 日常的に起きている様々な事柄と「関係づけて」

考えていけるようにしたい。 
 

⑤ 地域教材から学んだことを「活かし」ながら、

いま・ここから・ 自分から行動したい。 

こんなふうに学習したい！ 

1 

この「里山辺地下軍事工場跡」を教材化して、地域と

学校と家庭が一体となって学習を進めていこう！ 

学校における取組より  

いつ、だれが、何のために、 

どのようにして掘ったのかな。 

地下壕を掘っている時

って、どんな気持ちだっ

たのかな。 

〈松本強制労働調査団の支援により 

      初めて地下壕を訪れた子どもたち→〉 

①第１段階：「体験すること」 

②第２段階： 

「話し合うこと」 

③第３段階： 

「反省すること」 

④第４段階： 

「一般化すること」 

⑤第５段階： 

「適用すること」 



 

 

  

「
闇
を
掘
り
進
ん
だ
そ
の
先
に
は
…
」  

  
 

発
破(
は
っ
ぱ)

と
同
時
に
、
む
き
出
し
の
岩
壁
に
取
り
付
け
た
灯
り
と
り
の
青
白
い
炎
が
、
ぐ

ら
ぐ
ら
と
激
し
く
揺
れ
る
。
狭
い
ト
ン
ネ
ル
の
中
を
、
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
の
爆
発
に
よ
る
衝
撃
波

が
、
中
の
空
気
を
叩
き
な
が
ら
駆
け
抜
け
た
の
だ
。 

 

す
ぐ
に
恐
ろ
し
い
爆
音
が
や
っ
て
く
る
。
空
気
が
び
り
び
り
と
震
え
る
の
が
わ
か
る
。
ト
ン

ネ
ル
の
角
を
曲
が
っ
て
跳
ね
返
り
な
が
ら
、
そ
の
大
き
さ
を
増
し
て
こ
ち
ら
に
迫
っ
て
い
る
。 

 

恐
ろ
し
い
。 

と
な
り
に
い
る
仲
間
は
大
き
く
口
を
あ
け
て
、
声
の
か
ぎ
り
に
叫
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
そ
う

で
も
し
な
い
と
音
圧
で
鼓
膜
が
破
れ
て
し
ま
う
。
私
は
両
手
で
つ
ぶ
れ
ん
ば
か
り
に
耳
を
抑
え
、

膝
に
顎
を
つ
け
て
赤
ん
坊
の
よ
う
に
丸
ま
り
な
が
ら
、
息
を
止
め
ぎ
ゅ
っ
と
目
を
つ
む
る
。 

来
た
。 

 

爆
音
は
ま
る
で
む
ち
の
よ
う
な
鋭
さ
で
背
を
叩
き
、
体
中
の
ひ
ふ
を
び
り
び
り
打
ち
な
が
ら
、

暗
い
ト
ン
ネ
ル
の
向
こ
う
へ
と
走
り
ぬ
け
て
い
く
。 

 

ほ
っ
と
し
て
い
る
ひ
ま
は
な
い
。 

 

さ
ら
に
そ
の
後
ろ
を
、
大
量
の
粉
じ
ん
が
ど
っ
と
走
り
こ
ん
で
く
る
。
粉
じ
ん
と
は
い
っ
て

も
、
石
つ
ぶ
て
も
混
じ
っ
て
い
る
。
今
度
は
刺
す
よ
う
な
痛
み
が
背
中
を
襲
う
。
私
も
大
声
で

言
葉
で
な
い
言
葉
を
叫
ぶ
。
大
波
に
の
ま
れ
た
小
舟
の
よ
う
に
、
も
み
く
ち
ゃ
に
さ
れ
て
い
る
。

目
も
開
け
ら
れ
な
け
れ
ば
息
も
で
き
な
い
。
思
わ
ず
オ
モ
ニ
（
※
韓
国
語
で
「
お
母
さ
ん
」）
の

顔
が
浮
か
び
、
「
助
け
て
！
」
と
叫
び
た
く
な
る
。
体
が
震
え
る
。 

 

や
っ
と
体
に
か
か
る
圧
が
抜
け
た
。
恐
る
恐
る
目
を
あ
け
る
。
で
も
、
じ
っ
と
し
て
は
い
ら

れ
な
い
。
粉
じ
ん
の
後
を
さ
ら
に
追
い
か
け
る
よ
う
に
、
現
場
監
督
の
怒
号
（
ど
ご
う
）
が
や

っ
て
く
る
か
ら
だ
。 

 

「
よ
し
、
行
け
！
、
か
か
れ
！
」 

 

現
場
監
督
が
見
え
な
い
角
か
ら
叫
ぶ
。
と
た
ん
に
私
た
ち
は
「
わ
っ
」
と
飛
び
出
し
、
い
ま

だ
粉
じ
ん
が
お
さ
ま
ら
な
い
茶
色
い
霧
に
包
ま
れ
た
向
こ
う
へ
、
ざ
く
ざ
く
の
岩
に
足
を
と
ら

れ
な
が
ら
、
駆
け
出
す
。
あ
る
者
は
手
に
先
の
丸
ま
っ
た
シ
ャ
ベ
ル
を
、
あ
る
者
は
も
っ
こ
を

持
ち
、
足
元
に
か
す
か
に
見
え
る
ト
ロ
ッ
コ
の
レ
ー
ル
か
ら
目
を
離
さ
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、

真
っ
暗
な
ト
ン
ネ
ル
の
奥
へ
と
よ
ろ
め
き
な
が
ら
駆
け
て
い
く
。 

カ
ン
テ
ラ
（
※
手
提
げ
の
照
明
器
具
）
の
弱
い
光
に
照
ら
さ
れ
た
現
場
は
、
発
破
で
砕
か
れ

た
大
小
の
と
が
っ
た
岩
だ
ら
け
だ
。
１
０
～
３
０
㌢
角
ほ
ど
の
と
が
っ
た
岩
の
か
け
ら
を
日
本

語
で
「
ず
り
」
と
言
う
の
だ
と
、
私
よ
り
早
く
こ
の
現
場
に
来
た
仲
間
か
ら
教
え
ら
れ
た
。「
ま

る
で
石
器
の
よ
う
だ
」
と
思
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
ト
ン
ネ
ル
の
先
端
は
直
径
が
１
㍍
く
ら

い
の
く
ぼ
み
に
な
っ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
ず
り
で
埋
ま
っ
て
い
る
。
く
ぼ
み
に
最
初
に
取
り

つ
い
た
者
が
、
腹
ば
い
に
近
い
よ
う
な
格
好
で
、
ず
り
を
上
か
ら
崩
し
、
掘
り
出
す
。
激
し
く

咳
き
込
む
声
が
響
く
。 

だ
が
、
そ
こ
に
い
る
数
人
は
無
言
だ
。
私
も
押
し
黙
っ
た
ま
ま
、
折
れ
か
か
っ
た
ス
コ
ッ
プ 

 

を
「
ガ
シ
ャ
ガ
シ
ャ
」
と
振
る
っ
て
、
ず
り
を
か
き
出
す
。
姿
勢
が
苦
し
く
、
う
め
き
声
が
で
て
し
ま

う
。
周
り
に
は
、
素
手
に
血
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
、
大
量
の
ず
り
を
も
っ
こ
に
詰
め
て
い
る
仲
間
が
い

る
。
い
っ
ぱ
い
に
な
る
と
５
０
㌔
。
こ
れ
を
や
せ
こ
け
た
背
中
に
背
負
う
の
だ
。 

監
督
が
今
頃
に
な
っ
て
や
っ
て
き
て
、
後
ろ
で
目
を
光
ら
せ
て
い
る
。
手
抜
き
は
で
き
な
い
。
次
は

ど
ん
な
現
場
に
行
か
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
だ
。 

ず
り
を
背
負
っ
た
仲
間
が
、
う
め
き
声
を
あ
げ
な
が
ら
歩
き
出
す
。
足
を
と
ら
れ
て
岩
壁
に
ぶ
つ
か

る
。
暗
い
明
か
り
に
う
っ
す
ら
と
血
の
跡
が
光
る
。
私
は
「
明
日
は
自
分
だ
」
と
、
暗
い
気
持
ち
で
見

送
る
。
と
た
ん
に
、 

「
お
い
！
ぐ
ず
ぐ
ず
す
る
な
！
」 

と
、
監
督
の
怒
号
が
飛
ん
で
く
る
。
あ
わ
て
て
ス
コ
ッ
プ
を
振
る
う
。 

空
の
ト
ロ
ッ
コ
が
押
さ
れ
て
き
て
、
別
の
者
が
か
き
出
し
た
ず
り
を
放
り
込
む
。
「
ガ
ラ
ガ
ラ
、
ザ

ラ
ザ
ラ
」
と
乾
い
た
音
が
響
く
。
私
も
「
の
ど
が
か
ら
か
ら
だ
」
と
気
づ
く
。 

ト
ロ
ッ
コ
は
す
ぐ
に
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
重
さ
は
全
部
で
１
㌧
だ
と
い
う
。
そ
れ
を
４
人
で
押
し
て

い
く
の
だ
。
う
な
り
声
と
と
も
に
、
ト
ロ
ッ
コ
は
ゆ
っ
く
り
ト
ン
ネ
ル
の
出
口
へ
と
走
り
出
す
。
レ
ー

ル
に
響
く
音
は
や
が
て
強
さ
を
増
し
、
す
ご
い
勢
い
で
走
っ
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
し
ば
ら
く
す
る

と
「
ザ
ザ
ー
ン
」
と
い
う
音
が
反
響
し
て
く
る
。
ず
り
を
外
に
あ
け
た
の
だ
。
「
こ
の
狭
い
ト
ン
ネ
ル

を
あ
ん
な
勢
い
で
走
っ
て
、
い
っ
た
い
何
人
が
け
が
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
思
う
。
だ
が
、
飯
場

（
は
ん
ば
）
（
※
土
木
工
事
や
建
築
現
場
で
の
作
業
員
用
の
食
堂
・
宿
泊
施
設
）
で
は
誰
も
そ
の
話
は

し
な
い
。
と
き
ど
き
、
見
え
な
く
な
る
仲
間
が
い
る
こ
と
で
、
何
が
起
き
て
い
る
か
は
察
し
が
つ
く
か

ら
だ
。 

私
は
ひ
た
す
ら
ず
り
を
か
き
出
す
。
足
元
の
ざ
く
ざ
く
の
岩
に
、
足
が
す
く
わ
れ
る
。
支
給
さ
れ
た

地
下
足
袋
（
じ
か
た
び
）
は
と
っ
く
に
す
り
き
れ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
で
作
っ
た
ぞ
う
り
も
半
分
ち
ぎ

れ
か
け
、
足
の
裏
は
傷
だ
ら
け
だ
。
軍
手
も
と
っ
く
に
破
れ
、
代
わ
り
も
な
い
か
ら
手
も
傷
だ
ら
け
だ
。

そ
れ
で
も
必
死
に
掘
る
。
か
き
出
す
。 

の
ど
の
渇
き
と
と
も
に
、
空
腹
が
襲
っ
て
く
る
。
も
う
何
か
月
も
米
を
口
に
し
て
い
な
い
。
コ
ウ
リ

ャ
ン
（
※
イ
ネ
科
の
雑
穀
）
の
お
か
ゆ
は
ま
る
で
に
ご
っ
た
ぬ
る
ま
湯
で
、
器
を
持
ち
上
げ
る
と
ふ
ち

か
ら
こ
ぼ
れ
る
。
消
化
も
悪
い
か
ら
、
無
理
や
り
の
み
く
だ
し
た
あ
と
、
腹
を
こ
わ
す
だ
け
だ
。
し
か

し
、
ほ
か
に
食
い
物
も
な
い
。
仕
方
な
い
の
だ
。 

 
も
う
、
こ
ん
な
こ
と
を
何
か
月
繰
り
返
し
た
ろ
う
。
交
代
制
で
昼
も
夜
も
な
く
、
ど
こ
に
も
行
く
こ

と
が
で
き
ず
、
そ
も
そ
も
言
葉
も
わ
か
ら
な
け
れ
ば
字
も
読
め
な
い
。
給
料
も
「
貯
金
し
て
あ
る
」
と

言
わ
れ
、
一
度
も
も
ら
っ
た
こ
と
が
な
い
。 

 

故
郷
の
親
は
無
事
だ
ろ
う
か
。
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。 

「
帰
り
た
い
。
帰
り
た
い
。
帰
り
た
い
…
」
そ
れ
ば
か
り
を
思
う
。 

今
の
私
は
ま
る
で
モ
グ
ラ
の
よ
う
だ
。
ど
こ
ま
で
掘
れ
ば
終
わ
る
の
だ
。
こ
の
戦
争
が
終
わ
れ
ば
終

わ
る
の
か
。
そ
う
す
れ
ば
国
に
帰
れ
る
の
か
。 

 

そ
れ
と
も
、
こ
の
ま
ま
こ
の
見
知
ら
ぬ
国
で
、
ろ
く
に
陽
を
浴
び
ず
土
に
な
っ
て
い
く
の
か
。 

 

あ
ゝ
、
こ
の
先
、
ど
れ
ほ
ど
苦
し
め
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。 

 
 
 

 

（
Ｈ
２
５
人
権
教
育
指
導
方
法
等
研
究
会
作
成
） 
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② 対話する 

 

    

【学習のねらい】相手と語り合う中で、自分の考えをすり合わせることができる。 
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③ ふり返る 

 

 

仲間との対話 
 
こんなにも身近に、深刻な人権侵害

につながる「強制労働」もあった 

なんて驚いたな。 

 

地域のお年寄りとの対話 
 
「地下壕の強制労働のことは 

何も話したくない」って言って 

いたけど、どうしてだろう。 

 

当事者との対話 
 
当事者の人たちが、自分の中に 

抱え込んできた「おもい」って 

なんだろう。 

 

 松本強制労働調査団の方との対話 
 
歴史的事実や背景について正しい理解 

と認識を深めていくことを大切にして 

いきたいな。 

過去の出来事に限らず、今の私たちの中にも、在日韓国・朝鮮人をはじめ、

外国人に対する偏見や差別意識があるかもしれない…。 

当事者の中には、頑なに語ろうとしない人や、話しているうちに泣き崩れ

る人がいたと聞きました。当時の悲惨な生活やつらい経験によって受けた

心の傷跡が、今なお消えずに残っているんだなあと思いました。 

                   かみそりのようになった石を踏んで仕事をする 

ので、地下足袋はすぐ切れ、わらぞうりは、半日 

ともたなんだですね。裸足が多くて、足からいつも血が出ていました。 

下痢をして腹が痛くても、休むことはできませんでした。買い出しに 

行っても、朝鮮人には売ってくれませんでした。当時のことは、思い 

出したくもないです。   

 

【学習のねらい】これまでの自分の生き方やあり方を見つめ直すことができる。 

当時の強制労働や深刻な人権侵害の事実と、現在の

自分たちの生活の様子を比較しながら、偏見や差別  

  意識についてふり返ってみました。 
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④ 関係づける 

 

【学習のねらい】学習したことと日常の事象とを関係づけて考えることができる。 

先週、近所のアパートに、在日朝鮮人の

家族が引っ越してきたでしょ。「地域の集会とか行事

とかが心配だ。」って、大人たちは話しているみたい

だけど、みんなはどう思う？ 
 

事例１ 

 

 

「大切な名前」  

読み物資料（P.5）にふれて… 

 地域の中から偏見がなくなっていくといいな。 

 

私は、声をかけてあげたいけど、 

ちょっとドキドキするなあ。 

 

 やっぱり私は、相手の気持ちを理解することからはじめたいな。 

 

ぼくたちのクラスに転校してきた在日韓国人のＡさ

んと早く仲良くなりたいなあ。でも、どうしたらいいかなあ。何

して遊んだら、Ａさんは喜んでくれるかな？ 

事例２ 

 

 

 

 

 

 
 

 Ａさんは「花札」が得意って聞いたよ。やってみようよ。 

 

～花札をやってみて（Ａさんの語り）～ 

韓国では「花札」で遊ぶ習慣があります。私は、父から教え 

てもらいました。父は祖父から教わったそうです。祖父は日

本人から教わったそうです。昔、韓国が日本の 

植民地だった時代に、韓国人は、韓国の遊びを 

することを許されず、日本の遊びを覚えるしか 

なかったそうです。今日は、みんなが「花札」 

を選んでくれて嬉しかったです。 

これからもＡさんの気持ちを感じながら生活していきたいな。 

Ａさん 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12o7vvoe5/EXP=1356669908;_ylt=A3JuNHdU0ttQemMAXB2U3uV7/*-http:/www.misaki.rdy.jp/illust/jinbutu/kodomo/kodomo1/soz
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A8vY8wNT3NtQ38oAPKqDTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=1e7lmqiif/EXP=1356686867/**http:/rd.yahoo.co.jp/search/direct/isearch/%CC%B5%CE%C1%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8+%BB%D2%A4%C9%A4%E2/%CC%B5%CE%C1%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8+%BB%D2%A4%C9%A4%E2/*http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E5%AD%90%E3%81%A
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だ
か
ら
、
「
朝
鮮
人
き
ら
い
」
と
い
う
の

は
、
間
違
い
な
く
偏
見
で
す
。 

あ
る
日
、
私
は
ど
う
し
て
も
友
だ
ち
が

ほ
し
く
て
、
初
対
面
の
女
の
子
に
名
前
を

偽
っ
て
教
え
ま
し
た
。  

「
私
の
名
前
は
、
金
村
か
お
り
だ
よ
」
と

…
。
金
村
と
は
、
お
じ
い
さ
ん
の
通
名
で

す
。
そ
の
子
と
私
は
す
ぐ
に
仲
が
よ
く
な

り
ま
し
た
。
公
園
で
い
つ
も
一
緒
に
遊
び

ま
し
た
。
が
、
ど
こ
か
ら
か
私
の
本
名
を

聞
い
て
き
て
、  

「
あ
ん
た
朝
鮮
人
な
ん
で
し
ょ
。
も
う
あ

ん
た
な
ん
か
と
遊
ば
な
い
。う
そ
つ
き
！
」  

と
き
っ
ぱ
り
と
言
い
ま
し
た
。  

私
は
、
家
に
帰
っ
て
そ
の
こ
と
を
母
に

話
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
母
は
、
と
て
も

悲
し
そ
う
な
顔
を
し
て
、
私
に
言
い
ま
し

た
。  

「
朝
鮮
が
植
民
地
だ
っ
た
頃
、
ま
ず
名
前

や
言
葉
を
奪
っ
て
い
っ
た
の
よ
。
朝
鮮
を

な
く
す
た
め
に
は
、
朝
鮮
の
人
が
一
番
大

切
に
し
て
い
る
も
の
を
な
く
す
の
が
一
番

い
い
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
名
前
を

日
本
名
に
変
え
ろ
と
言
わ
れ
た
時
に
、
そ

れ
は
絶
対
に
で
き
な
い
と
い
っ
て
、
命
を

絶
っ
た
人
も
い
た
の
よ
。
自
分
の
名
前
を

偽
る
と
い
う
の
は
、
自
分
自
身
を
大
切
な

貴
重
な
存
在
だ
と
思
っ
て
い
な
い
と
言
う

こ
と
だ
か
ら
…
。
そ
し
て
、
あ
な
た
の
名

前
は
、
家
族
み
ん
な
で
、
あ
な
た
に
ど
ん

な
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
か
、
一
生
懸
命
考

え
て
つ
け
た
名
前
な
の
よ
」 

 

私
は
「
キ
ム 

ヒ
ャ
ン
シ
ン
」
と
い
う
と
、

す
ぐ
に
朝
鮮
人
と
分
か
る
の
が
嫌
で
、
名

を
偽
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。
私
は
深

く
反
省
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
ん
な
自
分

が
と
て
も
恥
ず
か
し
か
っ
た
で
す
。
私
の

し
た
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
存
在
を
否
定

す
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
自
尊
意
識

を
持
て
な
い
こ
と
が
、
人
間
に
と
っ
て
は

一
番
悲
し
い
こ
と
だ
と
母
は
教
え
て
く
れ

た
の
で
し
た
。
自
尊
意
識
を
持
っ
て
こ
そ

ど
こ
で
も
自
分
ら
し
く
堂
々
と
生
き
て
い

け
ま
す
。  

私
の
名
前
は
、
私
の
す
べ
て
を
表
し
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
家
族
の
願
い
も
込
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
朝
鮮
人
で
あ
る
か
、

日
本
人
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
人
間
の

判
断
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
判
断
の

基
準
は
、
ど
う
生
き
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。  

私
は
、
病
院
や
美
容
院
な
ど
に
い
く
時
、

自
分
の
名
前
を
き
か
れ
る
機
会
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
た
び
に
堂
々
と  

「
私
は
キ
ム 

ヒ
ャ
ン
シ
ン
で
す
」
と
答
え

ま
す
。  

私
は
、
ど
ん
な
人
に
対
し
て
も
偏
見
を

持
た
ず
、
そ
の
人
の
あ
り
の
ま
ま
を
受
け

入
れ
て
、
他
人
の
自
尊
意
識
を
傷
つ
け
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
接
し
て
い
き
た
い
で

す
。 

 

そ
し
て
、  

「
じ
ゃ
あ
、
朝
鮮
語
で
話
し
て
み
て
。
そ

う
し
な
か
っ
た
ら
、
遊
ん
で
あ
げ
な
い
」  

と
言
い
ま
し
た
。
私
は
、
そ
の
時
、 

「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
い
う
な
ら
、
遊
ん

で
く
れ
な
く
て
も
い
い
よ
」  

と
言
っ
て
家
に
帰
り
ま
し
た
。
私
は
、
名

前
や
学
校
が
違
う
だ
け
で
、
な
ぜ
仲
間
は

ず
れ
に
す
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。  

そ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
、
私
が
公
園
に
行

く
た
び
に
そ
の
グ
ル
ー 

プ
の
人
た
ち
は
、 

私
を
睨
み
ま
し
た
。 

遊
具
を
使
わ
せ
て 

く
れ
な
か
っ
た
り
、 

声
を
か
け
て
も
無 

視
し
ま
し
た
。
そ 

し
て
、
と
う
と
う 

公
園
に
来
る
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
が
私
の

姿
を
見
る
た
び
、
こ
そ
こ
そ
悪
口
を
言
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
そ
れ
で
も

公
園
に
行
っ
て
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
人
た

ち
と
会
う
た
び
に
ケ
ン
カ
を
し
て
い
ま
し

た
。 

「
わ
た
し
、
朝
鮮
人
き
ら
い
！
」  

と
、
吐
き
捨
て
る
よ
う
に
何
度
も
言
わ
れ

ま
し
た
。
私
が
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
は
、

父
母
が
朝
鮮
人
な
の
で
、
変
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
事
実
で
す
。
そ
れ
を
も
っ
て
「
き

ら
い
！
」
と
言
わ
れ
て
も
私
に
は
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。 

 

「
大
切
な
名
前
」 

 

私
は
在
日
朝
鮮
人
四
世
の
「
キ
ム 

ヒ

ャ
ン
シ
ン
」
で
す
。
日
本
で
生
ま
れ
育
っ

た
け
れ
ど
、
自
分
の
国
の
言
葉
や
文
化
を

学
ぶ
た
め
に
朝
鮮
学
校
へ
通
っ
て
い
ま

す
。
私
の
家
か
ら
学
校
は
と
て
も
近
い
し
、

通
学
時
も
安
全
で
、
何
の
心
配
も
な
く
通

っ
て
い
ま
す
。 

 

私
が
小
学
生
の
時
の
こ
と
で
す
。
私
は
、

毎
日
学
校
か
ら
帰
る
と
近
く
の
公
園
で
遊

ん
で
い
ま
し
た
。
私
に
は
日
本
の
友
達
が

い
な
い
の
で
、
公
園
で
楽
し
そ
う
に
遊
ん

で
い
る
グ
ル
ー
プ
を
見
つ
け
る
と
、 

「
わ
た
し
も
入
れ
て
！
」
と
か
、 

「
一
緒
に
遊
ぼ
う
！
」  

な
ど
と
声
を
か
け
ま
し
た
。
す
る
と
最
初

は
、
仲
間
に
入
れ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
少
し
経
っ
て
、 

「
ね
え
、
名
前
教
え
て
！
」  

と
言
わ
れ
た
の
で
、 

「
キ
ム 

ヒ
ャ
ン
シ
ン
だ
よ
」 

 

と
答
え
ま
し
た
。  

「
キ
ム 

ヒ
ャ
ン
シ
ン
？ 

変
な
名
前
。
ど

こ
の
学
校
へ
通
っ
て
い
る
の
？
」  

「
朝
鮮
学
校
だ
よ
」  

「
朝
鮮
学
校
？ 

ふ
う
ん
」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちは、この学習をきっかけにして、語り部として地域の人たちに

伝えたり、私たちの後の世代にもつなげたりしていきたいです。 

そして、多文化共生の社会づくりに向けて、自分にできることをして

いきたいです。  
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⑤ 活かす 

 
在日外国人はどう思っているんだろう。実際に在日外国

人と交流して、今の思いについて考え合ってみたいな。 
 

【学習のねらい】学習してきたことを具体的な態度や行動にあらわすことができる。 

当時の強制労働による朝鮮人などに対する人権侵害の真実に迫るため

に、松代大本営地下壕の現地視察をし、里山辺地下壕の歴史的事実と

比較しながら学習を進めていこう。

 

 

公務員の中には、日本国籍がないと就けない役職が 

あるようだよ。 

国・県・市町村の議員、知事、市町村長などの選挙

権もないそうだよ。 
  

国民栄誉賞を初めて受賞した王貞治 

（おう さだはる）さんは、早稲田実業時代に、 

チームメイトが出場した国民体育大会に出られ 

なかったそうだよ。王選手は日本で生まれたの 

に、中華民国国籍（在日中国人）だったから。 

でも、今は出られるようになったそうだよ。 

王選手はその時どんな気持ちだったんだろうね。 
 

事例３ 

地下壕には、当時の人たちの営みやおも

いが染み込んだ足跡 が残って

いました。「共に生きる社会」を実現する

ためにも、その足跡を残していきたいと

思っています。
  

 日本で生まれても、国籍がないとできないこと

って他にあるのかな。 

（学びの共有化）

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A8vY8wNT3NtQ38oAPKqDTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=1e7lmqiif/EXP=1356686867/**http:/rd.yahoo.co.jp/search/direct/isearch/%CC%B5%CE%C1%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8+%BB%D2%A4%C9%A4%E2/%CC%B5%CE%C1%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8+%BB%D2%A4%C9%A4%E2/*http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E5%AD%90%E3%81%A
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7 

《人権教育リーフレットの作成にあたって》 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなに楽しい交流会とは思

わなかった。外国から嫁いで

来られた方も、日本語が上手

でびっくりした。楽しかった

ので来年もぜひ出たい。 

 

【学びの共有化】 地域に根ざした人権課題の一つとして、「外国人の人権」に焦点を

当て、住民が抱えている事実や背景について学び合い、「多文化共生」の地域づくりを

めざします。「地域教材 」を起爆剤（きっかけ）

として、人権学習を展開します。 

◇小学校（高学年）から高等学校までの系統的な学びを構想しましょう。 

小学校（高学年） 中学校 高等学校 

在日韓国・朝鮮

人との交流活動 

◇学校での学習の様子を参観したり 

児童生徒も参加できる学習講座や 

イベントを企画したりするなど、 

学び合う機会を大切にしましょう。 
 

＊「地域教材」に迫る学習講座 

＊「渡来人祭り」のイベント 

  

◇「小さな社会」としての家庭の役割を 

自覚し、「外国人の人権」に関する話題 

を共有しましょう。（家庭内の対話） 
 

＊「地域教材」に関すること 

＊近所の外国籍住民の人権に関すること 

＊多文化共生の絵本に関すること 

木島平村では、外国から来られ居住している方を対象に「ふれんどりぃ日本語教室」を定期的に行って

います。また毎年、その教室に来られている方の母国料理を地域のみなさんと作って会食する「人権ふ

れあい交流会」を開催しています。小さい子どもから大人まで多くの地域の方々が参加しています。 

外国から来られた方たちと料理名や料理方法などをきっかけに、楽しい会話が生まれています。 

最初にマレーシアのパンミといって小麦粉や水、バターをまぜる料理を作りました。

みなさんが優しく教えてくれたのでよく分かりうれしかったです。ふれんどりぃのみ

なさんと楽しいお話ができ、マレーシアとフィリピンの文化に少しふれることができ

てよかったです。もっとマレーシアやフィリピンのことを知りたくなりました。 

学
校
・
家
庭
・
地
域
が
、
共
通
の
「
地
域
教
材
」
を
拠
り
所

に
学
び
合
う
こ
と
を
通
じ
て
、
地
域
ぐ
る
み
の
人
権
教
育
を

推
進
す
る
た
め
の
下
地
づ
く
り
を
し
ま
し
ょ
う
。 


