
令
和
四
年
九
月
二
十
八
日
発
行

第
一
号

人

権

通

信

発
行

城
ノ
内
中
等
教
育
学
校
後
期
課
程

・

高
等
学
校
人
権
委
員
会

レ
ベ
ラ
ー
ズ

こ
ん
に
ち
は
、人
権
委
員
会
で
す
。

楽
し
か
っ
た
城
ノ
内
祭
も
終
わ
り
、少
し
ず
つ
秋
ら
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

人
権
展
で
は
、フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
に
ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。お
預
か
り

し
た
食
品
に
つ
い
て
は
、先
日
フ
ー
ド
バ
ン
ク
と
く
し
ま
に
寄
付
し
ま
し
た
。そ
の
後
は
子
ど
も
食

堂
や
福
祉
施
設
、フ
ー
ド
パ
ン
ト
リ
ー
な
ど
で
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
方
は
、、九
月
に
入
っ
て
少
し
ず
つ
落
ち
着
い
て
来
て
い
ま
す
。

一
方
、台
風
十
五
号
・十
六
号
の
影
響
に
よ
り
、九
州
や
東
海
地
方
で
は
暴
風
や
大
雨
に
よ
る
被

害
も
出
て
い
ま
す
。ま
だ
ま
だ
台
風
シ
ー
ズ
ン
は
続
き
ま
す
し
、南
海
ト
ラ
フ
大
地
震
の
方
も
引

き
続
き
警
戒
は
必
要
で
す
の
で
、、災
害
へ
の
備
え
は
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、今
回
は
六
一
・六
四
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
人
権
委
員
の
皆
さ
ん
に
原
稿
を
書
い
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
は
、今
話
題
の
『
ゴ
ー
ル
デ
ン
カ
ム
イ
』
で
興
味
を
持
っ
た
人

も
い
る
と
思
う
。
作
中
で
は
、
出
会
う
人
の
多
く
が
ア
イ
ヌ
に
理
解
を
持
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
っ
た
が
、実
際
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

明
治
以
降
、国
が
行
っ
て
き
た
同
化
政
策
に
よ
り
、伝
統
的
な
ア
イ
ヌ
文
化
の

風
習
が
禁
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、日
本
語
の
習
得
が
奨
励
さ
れ
、「
和
人
※
」
と

同
じ
よ
う
な
生
活
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。こ
の
こ
と
で
、ア
イ
ヌ
の
人
々

は
こ
れ
ま
で
の
日
常
を
失
い
、さ
ら
に
は
和
人
か
ら
も
文
化
等
の
違
い
で
差
別
さ

れ
て
き
た
。

ア
イ
ヌ
文
化
を
守
る
取
り
組
み
が
推
進
さ
れ
て
き
た
今
で
も
、古
い
考
え
方

に
よ
り
、ア
イ
ヌ
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
が
残
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。早
く
「
ゴ
ー

ル
デ
ン
カ
ム
イ
」
の
世
界
線
の
よ
う
に
、ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
に
対
す
る
理
解
を
深

め
、ア
イ
ヌ
の
文
化
や
伝
統
に
親
し
む
人
ば
か
り
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

※
和
人
：
倭
人
と
も
。
日
本
列
島
の
中
で
日
本
語
を
母
語
と
す
る
人
々
、
な
い
し
は
日
本
史
の
中
心

を
な
す
人
々
を
い
う
。
狭
義
の
「
日
本
人
」
と
同
義
。
中
国
人
の
日
本
人
に
対
す
る
呼
称
、

い
ま
ひ
と
つ
は
日
本
で
「
夷
人
」
に
対
し
て
「
日
本
人
」
を
さ
す
語
。
現
在
で
も
ア
イ
ヌ

の
人
々
に
対
し
て
本
州
系
日
本
人
に
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。ア
イ
ヌ
語
で
は
シ
サ
ム(

隣

人)

と
い
い
、
ま
た
転
じ
て
シ
ャ
モ
と
い
う
。(

山
川
日
本
史
事
典
よ
り)

「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
に
つ
い
て
は
、近
年
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、そ
の
存
在

は
、学
校
や
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、広
く
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

一
方
で
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
数
多
く
の
性
的
少
数
者
が
存
在
す

る
こ
と
も
、ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
人
び
と
の
理
解
は
、十
分

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。こ
の
結
果
、社
会
的
に
孤
立
し
て
し
ま
っ
た
り
、自
分
の

存
在
意
義
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
人
が
い
る
こ
と
も
、ま
た
事
実
で
あ
る
。

過
去
に
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
に
よ
る
区
分
が
な
さ
れ
、「
男
と
女
は
こ
う
あ
る
べ

き
で
あ
る
」
と
い
う
価
値
観
の
押
し
つ
け
が
長
い
間
行
わ
れ
て
き
た
。
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
」
と
い
う
言
葉
が
広
が
る
中
で
、性
の
多
様
性
が
少
し
ず
つ
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、性
的
少
数
者
は
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
だ
け
で
は
な
い
。

男
女
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
と
考
え
る
性
自
認
を
持
つ
「
Ｘ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
、自

身
の
性
自
認
が
決
ま
っ
て
い
な
い
「
ク
エ
ス
チ
ョ
ニ
ン
グ
」
な
ど
、性
自
認
だ
け
で

も
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
人
が
た
く
さ
ん
い
る
。性
の
多
様
性
は
、個

人
の
尊
厳
に
関
わ
る
大
切
な
問
題
で
あ
る
。未
知
の
も
の
を
知
ろ
う
せ
ず
、避
け

よ
う
と
す
る
こ
と
が
、過
ち
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。性
の
多
様
性

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、誰
も
が
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
社
会
を
作
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
思
う
。

六
一
・六
四
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
人
権
委
員
の
皆
さ
ん
の
意
見
は
ど
う
で

し
た
か
？

生
徒
の
皆
さ
ん
も
、こ
の
機
会
に
人
権
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
り
、家

族
と
話
し
た
り
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
人
権
通
信
が
、人
権
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
い

ま
す
。


