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人権問題を考える

5 月3 日は何の日？
～ 憲法と人権 ～

問教育委員会事務局人権・同和教育係　☎ 0943-32-0093

５
月
３
日
は
何
の
日
？

5
月
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
長
い
休
日
期

間
に
挟
ま
れ
て
い
る
た
め
、
5
月

3
日
が
何
の
祝
日
だ
っ
た
か
思
い

出
せ
な
い
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
皆
さ
ん
は
、
毎
年
5
月
3

日
は
何
の
日
か
知
っ
て
い
ま
す

か
?5

月
3
日
は
「
憲
法
記
念
日
」

で
、
日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
た

日
を
記
念
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ

を
受
け
、
5
月
1
日
か
ら
7
日
は

憲
法
週
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

11
月
3
日
は
「
文
化
の
日
」
と

し
て
周
知
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
何

を
記
念
す
る
日
な
の
か
、
意
外
と

知
ら
な
い
人
は
多
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。「
文
化
の
日
」
＝
「
憲
法

が
公
布
さ
れ
た
日
」
で
す
。
11
月

3
日
は
、
日
本
の
初
代
天
皇
と
伝

わ
る
神
武
天
皇
の
即
位
日
、
明
治

天
皇
の
誕
生
日
で
も
あ
る
た
め
、

そ
の
日
に
日
本
国
憲
法
を
公
布
し
、

記
念
日
に
定
め
る
と
い
う
動
き
が

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

憲
法
記
念
日
制
定
の
背
景

戦
後
、
大
日
本
帝
国
憲
法
か
ら

現
行
の
日
本
国
憲
法
へ
と
改
正
さ

れ
、
天
皇
が
国
務
上
の
大
権
を
有

す
る
立
場
か
ら
国
の
象
徴
的
存
在

と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
「
天
皇
主

権
」
か
ら
今
の
「
国
民
主
権
」
へ

と
変
わ
り
ま
し
た
。
国
政
の
あ
り

方
は
、
国
民
の
意
思
に
よ
り
決
定

さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
方
針
に
転
換
し
ま
し
た
。
以
上

の
内
容
を
受
け
、
憲
法
記
念
日
を

天
皇
の
誕
生
日
と
切
り
離
し
、
施

行
日
で
あ
る
5
月
3
日
に
定
め
ら

れ
た
と
い
う
背
景
が
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
記

念
日
の
制
定
に
は
、
日
本
の
歴
史

が
大
き
く
関
係
し
て
い
ま
す
。

憲
法
の
中
の
「
人
権
」

日
本
国
憲
法
の
三
原
則
は
「
国

民
主
権
」「
平
和
主
義
」「
基
本
的

人
権
の
尊
重
」
で
す
。
そ
の
た
め
、

憲
法
に
は
人
権
に
関
す
る
記
述
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

第
11
条
に
は
、「
国
民
は
、
す

べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を
妨

げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法
が
国
民

に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵

す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利

と
し
て
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民

に
与
へ
ら
れ
る
」
と
し
て
、
人
権

尊
重
主
義
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

第
13
条
で
は
、「
す
べ
て
国
民

は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。

生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対

す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、

公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、

立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最

大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
」
と
し

て
、
国
民
の
権
利
を
保
障
し
て
い

ま
す
。

第
14
条
で
は
、「
す
べ
て
国
民

は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、

人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身

分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、

経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い

て
、
差
別
さ
れ
な
い
」
と
し
て
、

他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
差
別

さ
れ
な
い
こ
と
を
保
障
し
、
こ
の

憲
法
の
理
念
の
一
つ
で
あ
る
、
法

の
下
の
平
等
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

現
実
が
抱
え
る
人
権
問
題

し
か
し
、
現
実
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
憲
法
で
は
法
の
下
の
平
等

を
掲
げ
な
が
ら
も
、
実
際
は
部
落

差
別
を
は
じ
め
女
性
・
子
ど
も
・

高
齢
者
・
障
が
い
者
・
外
国
人
に

対
す
る
差
別
な
ど
、
多
く
の
人
権

問
題
が
存
在
し
て
お
り
、
差
別
を

受
け
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
人
が

い
る
の
も
事
実
で
す
。
私
た
ち
は
、

憲
法
記
念
日
に
改
め
て
日
本
国
憲

法
を
学
ぶ
こ
と
で
「
基
本
的
人
権

の
尊
重
」
の
主
旨
を
再
理
解
し
、

自
分
は
も
と
よ
り
他
者
の
人
権
を

考
え
る
機
会
に
し
ま
し
ょ
う
。

今
、
子
ど
も
た
ち
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
（
C
O
V
I
D
‒
19
）
拡
大
の

た
め
自
粛
す
る
生
活
が
続
き
、
子

ど
も
た
ち
の
対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る
機
会
が
以

前
よ
り
減
少
し
て
い
ま
す
。
人
と

人
と
の
触
れ
合
い
の
場
が
減
る
こ

と
で
、
話
し
合
っ
て
物
事
を
決
め

る
場
面
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
よ
り
「
自
分

以
外
の
人
も
、
自
分
と
同
じ
く
尊

重
す
べ
き
大
切
な
存
在
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
機
会
が

失
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
も

あ
り
ま
す
。
人
と
人
が
関
わ
る
社

会
の
中
で
は
、
も
の
ご
と
は
話
し

合
い
の
中
で
決
め
ら
れ
て
い
く
こ

と
、
多
数
決
で
も
奪
っ
て
は
な
ら

な
い
大
切
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を

改
め
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
も
、
憲
法
の
意

義
を
考
え
る
こ
と
が
有
用
で
す
。
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ふるさと

再発見
広川町郷土史研究会

広川町古墳資料館だより

南北朝時代の郷土　その 5
～ 南北朝時代に開かれた２つの寺院 ～

　大分県には、歴史文化総合研究セン
ターとしても有名な「別府大学附属
博物館」があります。下

しもむらさとし

村智教授によ
ると、同博物館では遺跡から出土した
遺物の３次元計測や、そのデータをも
とに３次元プリンターを活用した複製
品の作成などを行っているとのこと。　

全国の附属博物館でもトップクラスの
分析装置がそろっているため、文化財
の保存・保護を技術的に援助すること
ができます。広川町には石人山古墳の
「直

ちょっこもん
弧文」の３次元データがあるため、

別府大学と連携したさらなる文化財保
存活動が期待できるかもしれません。 ▲青銅器の複製品

大
聖
寺
（
牟
礼
茶
屋
区
）

「
寺
社
并
古
城
古
墳
等
書
付
」

（
寛
延
2
年
、
1
7
4
9
年
）
は
、

藩
庁
の
命
に
よ
っ
て
村
々
庄
屋
が

書
き
上
げ
た
も
の
で
す
。
そ
の
中

で
牟
礼
村
の
大だ

い
し
ょ
う
じ

聖
寺
に
つ
い
て
、

（
前
略
）
右
開か

い
げ
ん元

貞じ
ょ
う
わ和

三
年
、

大た
い
き
ょ
り
ょ
う
じ
ょ
う

虚
良
乗
大
和
尚
建
立
、
佛

殿
五
間
四
面
小
板
葺
、
客
殿
五

間
に
七
間
板
葺
、
鐘
樓
山
門
惣

門
も
御ご

ざ
そ
う
ろ
う

座
候
由よ

し
、
寺
内
に
十
二

坊
（
省
略
）、末ま

つ
じ寺

六
箇
寺
（
省

略
）
御
座
候
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
開
元
年

号
の
貞
和
3
年
（
1
3
4
7
年
）

は
北
朝
年
号
で
、
南
朝
年
号
で
は

正し
ょ
う
へ
い平

2
年
に
あ
た
り
ま
す
。

建
立
し
た
と
い
う
大
虚
良
乗
大

和
尚
と
は
、
周す

お
う
の防

国く
に

（
現
山
口
県

山
口
市
）
善ぜ

ん
し
ょ
う
じ

正
寺
の
当
時
の
住
職

に
、
五ご

哲て
つ

と
称
さ
れ
た
5
人
の
弟

子
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
人
に
大
虚

の
名
が
見
え
ま
す
。
ち
な
み
に
善

正
寺
と
い
う
寺
院
は
、
現
在
に

連れ
ん
め
ん綿

と
存
続
し
て
い
ま
す
。

加
え
て
大
正
4
年
に
編
ま
れ
た

「
下
広
川
村
郷
土
史
」（
石
橋
為
次
）

に
も
、「
当
寺
（
大
聖
寺
）
の
本

寺
は
、
周
防
国
善
正
寺
と
申
し
伝

え
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
大

虚
大
和
尚
の
出
自
は
ほ
ぼ
確
実
に

窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

聞
信
寺
（
梯
区
）

『
寛
文
十
年
・
久
留
米
藩
寺
院

開
基
』（
1
6
7
0
年
）
に
よ

る
と
、「
当
寺
開
元
、
大だ

い
え
い永

元

年
（
1
5
2
1
年
）、
上
妻
郡

甘あ
ま
ぎ
む
ら

木
村
ニ
善ぜ

ん
り
ょ
う了

と
申

も
う
す

住じ
ゅ
う
じ持

、
造

し
ょ
う
あ
ん
を立

少ぞ
う
り
ゅ
う
つ
か
ま
つ
り
そ
う
ろ
う

庵
仕
候
」
と
あ
り
ま
す
。
実
は

も
う
一
説
あ
っ
て
、
嘉か

吉き
ち

3
年

（
1
4
4
3
年
）
に
、
野
中
八
郎

義よ
し

晴は
る（

剃
髪
し
て
善
了
と
号
し
た
）

が
草
庵
を
結
ん
だ
の
が
始
ま
り
と

す
る
説
で
す
。
こ
の
説
は
『
郷
土

研
究
筑
後
』（
昭
和
9
年
3
月
）に
、

斎さ
い
と
う藤

重し
げ
な
お尚

が
寄
稿
し
て
い
ま
す
。

南
北
朝
は
元
中
9
年
（
1
3
9

2
年
）
10
月
、
後ご

亀か
め
や
ま山

天
皇
が
北

朝
の
後ご

小こ
ま
つ松

天
皇
に
神じ

ん
き器

を
返
し

た
こ
と
で
、
両
朝
の
合
一
が
成
立

し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
九
州
で
は
後ご

征せ
い
せ
い西

将し
ょ
う
ぐ
ん軍

宮み
や
よ
し良

成な
り

親し
ん
の
う王

の
も
と
、

こ
れ
を
か
た
く
な
に
拒
否
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、

南
朝
勢
力
残

党
討
伐
の
た

め
に
派
遣
さ

れ
て
来
た
の

が
、
河か

わ
ち
の
く
に

内
国

狭さ
や
ま山

（
現
大

阪
狭
山
市
）

城
主
野
中
八

郎
義
晴
で
し

た
。
と
こ
ろ

が
義
晴
率
い

る
討
伐
軍
は
逆
に
敗
れ
て
、
甘あ

ま
ぎ木

の
里
（
現
広
川
町
上
広
川
地
域
）

に
遁の

が

れ
来
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。こ

こ
で
気
に
な
る
の
が
、
な
ぜ

甘
木
の
里
だ
っ
た
か
で
す
。
伝
承

に
よ
る
と
従
臣
の
1
人
が
「
自
分

の
先
祖
が
甘
木
の
里
を
知
っ
て
い

る
が
、
と
て
も
温
か
な
人
情
豊
か

な
村
だ
っ
た
」
と
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
と
、
進
言
し
た
と
い
う
の
で

す
。
こ
の
話
こ
そ
、
多
々
良
浜
の

戦
の
後
、
黒
木
城
ま
で
退
い
た
菊

池
軍
を
追
撃
し
た
尊
氏
旗き

か下
の
行

動
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
て
い
ま

す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
現
在

の
広
川
町
に
は
、
南
北
朝
時
代
に

開
元
さ
れ
た
と
伝
え
る
寺
院
が
、

2
つ
あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ

け
た
と
思
い
ま
す
。

野中八郎義晴塚
広川ダム登り口に祀られている。神として祀っ
た祠

ほこら
もあり、野中八郎大明神とある。（梯区）
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問総合クラブひろかわ事務局（教育委員会事務局生涯学習係内）　☎ 0943-32-0093

総 合 ク ラ ブ ひ ろ か わ

広
川
文
芸

一
列
に
子
ら
は
寡か

も
く黙

に
雪
の
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
瀬
砂
智
子

め
く
る
め
く
風
の
ひ
か
り
や
万
華
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
木
佳
代
子

花
ミ
モ
ザ
止
む
る
術
な
き
戦
禍
の
炎ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
田

眞
理

月
中
ば
桜
開
花
を
待
ち
わ
び
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井

　
　
司

お
洒し

ゃ
れ落

し
て
歴
史
の
町
の
雛
め
ぐ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺

弘
子

啓け
い
ち
つ蟄

や
雀
は
畑
に
ひ
も
す
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
本

艶
子

川
舟
の
稚
児
雛
送
る
雅
楽
隊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
本

辰
次

歩
巾
の
ぶ
早は

る春
の
光
を
背
負
ふ
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
座

時
朗

春
耕
の
老
と
た
わ
む
る
か
ち
が
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
口

正
信

春
の
雲
木
漏
れ
日
の
中
椅
子
ふ
た
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
口
あ
つ
美

夏
衣
現
代
風
に
リ
フ
ォ
ー
ム
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
中

勝
美

青
い
空
ア
カ
シ
ア
透
か
し
て
ま
ぶ
し
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
田
美
知
子

淋
し
さ
も
喜
び
も
あ
り
木
の
芽
ど
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎

陽
子

陣
屋
跡
雄
叫
び
聴
こ
ゆ
春
嵐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
結
束

節
子

ひ
ろ
か
わ
俳
句
会

櫻
の
会

玄
関
の
手
作
り
雛
に
声
か
く
る
こ
の
家
の
景
色
ゆ
め
ゆ
め
忘
る
な

　
　
　
　
　
細
川

徳
子

生
と
死
の
背
中
あ
は
せ
の
彼
の
国
よ
お
ぞ
ま
し
き
か
な
権
力
の
公
使

　
　
　
　
山
﨑
美
代
子

ぽ
つ
ぽ
つ
と
開
花
は
じ
む
る
さ
く
ら
ん
ぼ
ま
も
な
く
逢
へ
る
つ
が
ひ
の
小
鳥

野
中

勝
美

梟ふ
く
ろ
ふは

老
ふ
た
り
に
も
幸
せ
を
運
び
て
く
る
る
鳥
だ
と
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
中
嶋

玉
子

吾あ

と
共
に
よ
は
ひ
重
ね
し
ひ
な
人
形
千
切
れ
し
髪
を
撫
づ
る
夢
見
ぬ

　
　
　
　
中
倉
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満開の桜を眺めながら「春風ウォーキング」
　3 月 27 ⽇㈰、参加者 21
人で八女市中央大茶園方面を
ウォーキングしました。満開
の桜並木の下を歩き、広々と

した茶園の新芽を見つけ、自
然の美しさや素晴らしさを堪
能。うっそうと覆い茂る竹林
の小路では、風の音と鳥の鳴

き声が響き心地よく、桜公園
運動広場は抜けるような青空
と桜色のコントラストが圧巻
の絶景桜スポットでした。

参加者の声
・天気もよくて春風に吹かれて最高でした。
・友人の声かけで思い切って参加してよかったです。

天気にもめぐまれて桜の花も満開で感動でした。
・歩き慣れていない自分を実感して反省しています。
・素晴らしい企画で素晴らしい一⽇となりました。
・スタッフの皆さまありがとうございました。これ

からも楽しい企画をお願いします。




