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人権問題を考える

だれにとっての「当たり前」？
～ みんなにやさしい町づくり ～

問生涯学習課人権・同和教育係　☎ 0943-32-0093

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

　
皆
さ
ん
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
を

知
っ
て
い
ま
す
か
？
　
前
者
は

「
多
数
派
」、
後
者
は
「
少
数
派
」

を
意
味
し
ま
す
。
社
会
は
さ
ま
ざ

ま
な
人
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

す
べ
て
の
人
が
平
等
な
扱
い
を
受

け
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

分
別
さ
れ
、
そ
の
間
に
不
平
等
が

生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
不
平
等
が
生
ま
れ
る
の
か
？

　
日
本
国
憲
法
14
条
で
は
「
法
の

下
の
平
等
」
を
保
障
し
て
い
る
た

め
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
・
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
に
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
国

民
の
権
利
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
な
ぜ
不
平

等
が
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
　

　
そ
れ
は
、
日
本
の
よ
う
な
民
主

主
義
国
で
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が

基
準
に
な
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で

す
。
そ
の
た
め
、
日
常
生
活
に
も

不
平
等
が
生
じ
て
し
ま
う
場
合
が

あ
り
ま
す
。「
多
数
決
の
原
理
」が
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
の
困
難

を
生
み
出
し
て
し
ま
う
危
険
性
が

あ
る
の
で
す
。

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
基
準
の
危
険
性

　
社
会
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で

取
捨
選
択
を
迫
ら
れ
、
物
事
の
決

定
手
段
と
し
て
、
当
た
り
前
の
よ

う
に
多
数
決
が
採
用
さ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
自
他
の
人
権
を
尊
重

し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、

考
え
る
機
会
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

そ
の
結
果
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
は
、

自
分
た
ち
が
社
会
を
構
築
し
て
い

る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

　
建
物
や
交
通
機
関
な
ど
の
物
理

的
な
社
会
環
境
は
、
体
に
障
が
い

が
な
い
人
を
基
準
に
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
場
合
、「
障
が
い

が
な
い
人
」
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で

「
障
が
い
が
あ
る
人
」
が
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
環
境
が
「
当

た
り
前
」
の
も
の
と
思
わ
れ
て
い

る
限
り
、
障
が
い
が
あ
る
人
が
直

面
す
る
困
難
は
、
あ
く
ま
で
も
本

人
に
原
因
が
あ
る
と
し
て
片
付
け

ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
が
、
自
分
た
ち
を
基
準
に
社

会
や
制
度
、
慣
習
、
価
値
観
な
ど

を
つ
く
り
続
け
て
し
ま
う
と
、
そ

れ
を
「
普
遍
的
」「
当
た
り
前
」

の
も
の
と
錯
覚
し
、
す
べ
て
の
人

に
当
て
は
め
て
し
ま
う
危
険
性
が

あ
り
ま
す
。

障
が
い
の
社
会
モ
デ
ル

　
障
が
い
は
、
社
会
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
取
り
除
く
責
務
は
社

会
全
体
に
あ
る
、
と
い
う
考
え
方

を
「
障
が
い
の
社
会
モ
デ
ル
」
と

い
い
ま
す
。
近
年
で
は
、
こ
の
考

え
方
に
基
づ
き
、
社
会
環
境
を
改

善
し
、
障
が
い
が
あ
る
人
の
不
利

益
を
減
ら
し
て
い
こ
う
、
と
い
う

流
れ
に
あ
り
ま
す
。

　
す
べ
て
の
物
事
を
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
基
準
で
決
め
る
の
で
は
な
く
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
意
見
に
も
耳
を

傾
け
、
同
じ
目
標
に
向
け
て
取
り

組
む
こ
と
が
「
共
生
社
会
」
の
実

現
に
求
め
ら
れ
ま
す
。

「
当
た
り
前
」
に
つ
い
て
考
え
る

　
自
分
が
「
当
た
り
前
」「
当
然
」

と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
、
必
ず
し

も
す
べ
て
の
人
に
当
て
は
ま
る
わ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
自

覚
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
社
会
的
に
不
利
な
立

場
に
置
か
れ
て
い
る
人
が
い
る
こ

と
を
知
り
、
ど
の
よ
う
な
部
分
に

自
分
と
差
異
が
あ
る
か
を
考
え
、

ど
ん
な
こ
と
に
困
っ
て
い
る
の
か
、

実
際
に
話
を
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

当
事
者
に
話
を
聞
く
こ
と
で
、
自

分
は
分
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、

実
は
ま
っ
た
く
分
か
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
基
準
に
「
当

た
り
前
」「
当
然
」
と
し
て
き
た

制
度
や
規
則
、
慣
習
、
価
値
観
な

ど
を
見
直
す
こ
と
は
、
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
た
め
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
も

有
意
義
な
こ
と
で
す
。
社
会
の
多

様
性
を
認
め
た
う
え
で
、
異
な
る

属
性
の
人
と
意
見
を
交
わ
し
、
お

互
い
が
「
当
た
り
前
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
こ
と
が
大
切
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

学校と教育制度の変遷　その 7
～ 修業義務年限の延長と尋常高等小学校 ～

　11月に「銅
どうほこ
矛里帰り展」を計

画しています。
　江戸時代に町内の天神浦堤と
田代堤（いずれも藤田村）から
出土した銅矛 18口のうち、箱書
きと共に神社に奉納された 3口
を借りる準備をしています。う

ち 2口は、所有神社から久留米
市に寄託されています。寄託と
は、所有権を所蔵者にとどめた
まま、文化財資料などを適切な
保存管理のもと、保管するもの
で、文化財の破損・劣化や盗難
防止には有効な方法です。

広
川
高
等
小
学
校
開
設
当
初
の
生

徒
数
は
1
9
2
人
（
う
ち
女
子

は
30
人
）

　
教
職
員
は
、
福
島
高
等
小
学
校

か
ら
就
任
し
た
川か

わ
ぐ
ち口
廣ひ
ろ
と人
校
長
以

下
、
4
人
で
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。

　
授
業
料
は
1
人
当
た
り
月
額
20

銭
で
、
事
情
に
よ
っ
て
は
半
額
の

10
銭
、
あ
る
い
は
全
額
免
除
の
特

例
も
あ
り
ま
し
た
。

　
開
設
当
初
か
ら
基
本
金
の
蓄
積

が
始
め
ら
れ
、
基
金
の
一
部
に
と
、

上
広
川
村
吉
常
の
坂さ
か
た
よ
い
ち

田
與
市
よ
り

金
1
0
0
円
の
寄
付
も
あ
り
ま

し
た
。

　
広
川
高
等
小
学
校
は
、
下
広
川

村
・
中
広
川
村
・
上
広
川
村
3
村

組
合
立
で
、
入
学
で
き
る
の
は
そ

れ
ぞ
れ
の
尋
常
小
学
校
の
修
了
者

で
し
た
。

尋
常
小
学
校
修
業
年
限
（
義
務
）

が
、
6
か
年
と
な
る

　
明
治
40
年
（
1
9
0
7
年
）

3
月
21
日
、「
小
学
校
令
」
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
で
、
従
前
の
尋
常

小
学
校
修
業
年
限
が
6
か
年
（
義

務
）
と
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に

伴
っ
て
、
高
等
小
学
校
の
課
程
は

2
か
年
と
な
り
ま
し
た
。

　
広
川
高
等
小
学
校
は
、
大
正
8

年
（
1
9
1
9
年
）
4
月
に
廃

止
さ
れ
て
、
各
尋
常
小
学
校
に
高

等
科
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を

機
と
し
て
校
名
も
そ
れ
ぞ
れ
、
下

広
川
尋
常
高
等
小
学
校
、
中
広
川

尋
常
高
等
小
学
校
、
上
広
川
尋
常

高
等
小
学
校
と
変
わ
り
ま
し
た
。

　
同
6
年
5
月
に
は
従
前
の
水
原

尋
常
小
学
校
が
廃
さ
れ
て
、
上
広

川
尋
常
小
学
校
（
所
在
地
、
大
字

吉
常
7
2
8
番
地
ほ
か
）
に
統

合
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、
手て

ぜ
ま狭
に

な
っ
た
こ
と
が
窺う
か
がえ
ま
す
。
同
8

年
4
月
に
は
、
尋
常
高
等
小
学
校

と
な
っ
た
の
を
機
に
、
大
字
水

原
9
4
9
番
地
（
現
在
の
上
広

川
小
学
校
の
場
所
）
へ
移
転
し
ま

す
。「
上
広
川
尋
常
小
学
校
沿
革

史
」
に
よ
る
と
、
同
9
年
3
月
に

竣
工
と
あ
り
ま
す
。

　
話
を
少
し
戻
し
ま
す
が
、『
広

川
町
史
』（
平
成
17
年
刊
）
の

編
さ
ん
に
係
る
調
査
過
程
で
聞

き
取
っ
た
古
老
の
言げ
ん

で
は
、
広

川
高
等
小
学
校
で
使
っ
て
い
た

備
品
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
3
尋

常
高
等
小
学
校
に
分
配
さ
れ
た

の
で
、
生
徒
た
ち
が
机
や
い
す

な
ど
を
取
り
に
行
っ
た
と
の
こ

と
で
し
た
。

　
ま
た
広
川
高
等
小
学
校
の
屋

根
を
飾
っ
て
い
た
鬼お
に
が
わ
ら瓦
が
、
こ

の
ほ
ど
解
体（
令
和
5
年
4
月
）

さ
れ
た
町
役
場
旧
庁
舎
1
階
の

階
段
の
下
に
保
存
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
所
在
不
明
と
な
っ
た
こ

と
は
残
念
で
す
。

国こ
く
て
い定
教き
ょ
う
か
し
ょ

科
書
の
使
用
が
始
ま
る

　
明
治
36
年
4
月
13
日
に
「
小
学

校
令
」
が
改
正
さ
れ
、
国
定
教
科

書
制
度
の
確
立
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

「
小
学
校
令
施せ
こ
う行
規き
そ
く
ち
ゅ
う

則
中
改か
い
せ
い正
」

も
行
わ
れ
て
、
翌
年
4
月
1
日
か

ら
国
定
教
科
書
が
使
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
ろ
に
は
就
学
児
童
が
増

加
し
た
よ
う
で
、
各
校
と
も
に
教

室
の
増
築
が
続
き
ま
す
。

　
同
40
年
3
月
21
日
の
「
小
学
校

令
」
改
正
で
、
修
業
義
務
年
限
が

6
か
年
に
延
び
た
こ
と
は
、
す
で

に
先
に
述
べ
た
通
り
で
す
。

▲ 広川高等小学校の全景▲ 広川高等小学校の全景

▲天神浦堤から出土した銅矛
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