
市内小中学校における「こどもの権利」に関する取組み

問合せ先 　学校教育課☎072－433－7113

ともに生きる
　

現
在
の
日
本
に
は
、
い
じ

め
、
児
童
虐
待
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア

ラ
ー
な
ど
多
く
の
社
会
問
題
が

山
積
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

解
決
に
は
医
療
や
福
祉
、
教
育

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
多

角
的
な
支
援
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
令
和
５
年
４
月
に
「
こ
ど

も
ま
ん
な
か
社
会
」
を
目
指
す

た
め
に
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
が

発
足
し
ま
し
た
。
子
ど
も
に
関

す
る
社
会
問
題
に
対
し
包
括
的

に
取
り
組
み
、
必
要
に
応
じ
て

他
の
省
庁
と
連
携
す
る
こ
と
に

よ
り
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環

境
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
年

４
月
に
「
こ
ど
も
基
本
法
」
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律

は
、
次
世
代
の
社
会
を
担
う
子

ど
も
た
ち
が
生
涯
に
わ
た
っ
て

人
格
形
成
の
基
礎
を
築
き
、
健

や
か
に
成
長
し
、
権
利
が
守
ら

れ
、
幸
福
な
生
活
が
で
き
る
社

会
の
実
現
を
め
ざ
す
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

貝
塚
市
に
お
い
て
も
大
規
模

な
機
構
改
革
を
行
い
、
今
年
度

か
ら
「
子
ど
も
相
談
課
」
を
設

置
し
ま
し
た
。
育
児
に
関
す
る

相
談
や
発
達
相
談
、
虐
待
に
関

す
る
相
談
な
ど
、
子
ど
も
に
関

す
る
相
談
業
務
を
一
括
し
て
担

当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も

を
持
つ
親
が
安
心
し
て
子
育
て

で
き
る
環
境
づ
く
り
を
め
ざ
し

て
い
ま
す
。

　

近
年
、
全
国
で
児
童
虐
待
の

相
談
や
不
登
校
、
自
殺
、
ネ
ッ

ト
い
じ
め
な
ど
の
件
数
が
過
去

最
高
水
準
と
な
る
な
ど
、
子
ど

も
の
人
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な

出
来
事
が
多
く
発
生
し
、
子
ど

も
を
取
り
巻
く
環
境
は
ま
す
ま

す
深
刻
に
な
っ
て
い
ま
す
。
児

童
虐
待
も
増
え
続
け
て
お
り
、

大
阪
で
は
令
和
４
年
度
に
過
去

最
多
を
記
録
し
ま
し
た
。
殴

る
・
蹴
る
な
ど
の
「
身
体
的
虐

待
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
罵
声

を
浴
び
せ
る
、
無
視
す
る
な
ど

の
「
心
理
的
虐
待
」
や
、
性
的

行
為
を
強
要
す
る
な
ど
の
「
性

的
虐
待
」
、
食
事
や
風
呂
、
着

替
え
な
ど
の
世
話
を
し
な
い
、

必
要
な
医
療
を
受
け
さ
せ
な

い
、
家
や
車
の
中
に
放
置
し
て

外
出
す
る
な
ど
の
行
為(

ネ
グ

レ
ク
ト)

も
全
て
虐
待
で
す
。

子
ど
も
が
正
し
く
な
い
こ
と
を

し
た
ら
、
親
や
保
護
者
が
愛
情

を
も
っ
て
叱
る
こ
と
は
し
つ
け

で
あ
り
必
要
な
こ
と
で
す
。
し

か
し
大
人
が
怒
り
の
感
情
に
任

せ
て
子
ど
も
を
殴
っ
た
り
、
大

声
で
怒
鳴
っ
た
り
す
る
こ
と
は

「
し
つ
け
」
で
は
な
く
「
虐

待
」
で
す
。
子
ど
も
が
虐
待
で

苦
し
む
こ
と
が
な
い
よ
う
、
親

へ
の
啓
発
や
周
囲
の
見
守
り
、

そ
し
て
重
大
な
事
故
が
起
こ
る

前
に
対
応
す
る
こ
と
が
重
要
で

　貝塚市においては「こども基本法」と1989年の第44回国連総会にて採択
された「児童の権利に関する条約」の趣旨に基づいた指導を行っていくた

め、「人権教育推進のための具体的施
策」に「こどもの権利を尊重した指導を
行う」こと、「こども自身も自らの権利
について正しい知識を身に付け、日常生
活において自他の人権を尊重する行動力
を育成する」ことを重点目標に掲げてい
ます。
　学校では「確かな学力」を確立すると
ともに、「豊かな人間性」の育成のため
に、すべての子どもが安心・安全で過ご
しやすい学校づくりを基盤に、子どもた
ちの自己肯定感や自己有用感を高める人
権教育をすすめています。
　子どもたちが自分の思いを安心して伝
えるためには、一人ひとりが他者の意見

をきちんと受け止め、共感したり、互いの考えを認め合ったりできる
土壌が必要です。今後も、子どもたちが自分の思いを伝え、互いのよ
さや違いを認め合うことができる集団や学級づくりに向け取り組んで
いきたいと考えています。

子
ど
も
の
人
権
に
つ
い
て

す
。

　

人
権
と
は
、
全
て
の
人
が
生

ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
つ
も
の

で
す
。
そ
れ
は
大
人
で
あ
ろ
う

と
子
ど
も
で
あ
ろ
う
と
変
わ
り

ま
せ
ん
。
子
ど
も
は
社
会
の
宝

で
あ
り
、
大
切
に
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
一
方

で
、
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
子
ど
も
の
こ
と
を
大
人
が

勝
手
に
決
め
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
子
ど
も
も
自
分
の

こ
と
を
自
分
で
決
め
る
「
権

利
」
を
持
つ
主
体
な
の
で
す
。

子
ど
も
の
た
め
の
法
律
や
制
度

の
整
備
と
同
時
に
、
私
た
ち
一

人
ひ
と
り
が
、
全
て
の
子
ど
も

を
自
分
の
子
の
よ
う
に
温
か
く

見
守
り
、
子
ど
も
の
意
思
を
尊

重
し
つ
つ
、
正
し
い
方
向
へ
導

く
手
助
け
を
す
る
こ
と
が
必
要

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ハ
ー
ト
交
流
館
で
大
切
に

し
て
い
る
こ
と

　

青
少
年
人
権
教
育
交
流
館

(

ハ
ー
ト
交
流
館)

で
は
、
た
く

さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
、
放
課

後
、
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
や
け
ん

玉
、
コ
マ
で
遊
ん
だ
り
、
グ
ラ

ウ
ン
ド
で
サ
ッ
カ
ー
を
し
た

り
、
体
育
室
で
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
を
し
た
り
と
元
気
い
っ

ぱ
い
過
ご
し
て
い
ま
す
。

　

う
れ
し
い
こ
と
や
、
悲
し
い

こ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
重

ね
な
が
ら
一
日
一
日
を
精
一
杯

生
き
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
様

子
に
、
熱
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感

じ
ま
す
。

　

一
方
、
今
ま
で
の
人
と
の
関

わ
り
の
中
で
、
本
来
持
っ
て
い

る
力
を
削
が
れ
、
自
信
を
な
く

し
引
っ
込
み
思
案
に
な
っ
て
い

る
子
ど
も
や
、
関
わ
り
を
求
め

「
も
っ
と
わ
た
し
を
見
て
！
」

と
い
う
気
持
ち
を
、
人
や
物
に

あ
た
る
こ
と
で
表
現
す
る
子
ど

も
も
い
ま
す
。

　

ど
の
子
に
と
っ
て
も
大
切
に

さ
れ
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を

出
せ
る
場
、
安
心
の
場
で
あ
り

た
い
と
願
い
、
ハ
ー
ト
交
流
館

で
は
、
日
々
の
事
業
や
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

当
館
の
低
学
年
育
成
事
業

(

Ｅ
メ
イ
ツ)

で
は
、
子
ど
も
が

自
分
自
身
を
構
成
し
て
い
る
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
要
素
「
も
ち
あ

じ
」
に
気
づ
き
「
も
ち
あ
じ
」

を
ま
る
ご
と
認
め
、
そ
の
上

で
、
互
い
を
認
め
合
い
、
大
切

に
で
き
る
仲
間
と
し
て
成
長
し

て
い
け
る
よ
う
に
、
も
め
ご

と
が
起
こ
っ
た
時
に
は
、
子

ど
も
ど
う
し
が
気
持
ち
を
語

り
、
自
分
た
ち
で
解
決
で
き

る
よ
う
に
支
援
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
に
と
っ
て
大

人
は
、
意
図
し
な
く
て
も
大
き

な
力
を
も
つ
存
在
で
あ
る
こ
と

か
ら
「
子
ど
も
は
一
人
の
尊
重

さ
れ
る
べ
き
人
格
を
持
っ
た
人

間
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
常

に
意
識
し
、
子
ど
も
に
寄
り
添

い
、
ハ
ー
ト
交
流
館
職
員
の
言

動
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
刷
り
込
み

に
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

て
い
ま
す
。

　

保
護
者
の
か
た
の
心
の
ゆ
と

り
が
大
切
で
あ
る
た
め
、
子
育

て
の
悩
み
の
軽
減
に
つ
な
が
る

よ
う
講
座
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

子
ど
も
や
、
保
護
者
の
か
た

が
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
発
信
さ
れ
て
い
な

い
か
常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
る
と

と
も
に
、
子
ど
も
や
保
護
者
の

か
た
か
ら
気
軽
に
相
談
を
も
ち

か
け
て
も
ら
え
る
よ
う
な
ハ
ー

ト
交
流
館
で
あ
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
ハ
ー
ト
交
流
館

☎
０
７
２
・
４
３
２
・
５
９
５

９

アニメ「めぐみ」の上映会

　拉致被害者の一日も早い帰国を目指
し、拉致問題に対する府民の認識、世
論を高めるため、アニメ「めぐみ」の
上映会を開催します。
　アニメ「めぐみ」は、昭和52年、当
時中学１年生だった横田めぐみさん
が、学校からの帰宅途中に北朝鮮当局により拉致された
事件を題材に、残された家族の苦悩や懸命な救出活動の
模様を描いた25分のドキュメンタリー・アニメです。

日時　１月20日(土)午後２時～３時30分場所　大阪
市立難波市民学習センタープログラム　政府の取組説
明(拉致問題対策本部)、アニメ「めぐみ」上映、「拉致
被害者御家族ビデオメッセージ」上映定員　120人(当
日先着順)参加費　無料申込　不要

問合せ先　大阪府人権企画課☎06ー6210ー9280

市内小中学校における「こどもの権利」に関する主な取組み

６年生の道徳の学習で「世界人権宣言」について学んだことをもと
に、よりよいクラスの実現をめざし、自分たちのクラスに必要な
ルールを作る活動を行う。

生徒会が中心となり、学校指定のカバンを変えていくために、生徒
一人ひとりの意見をとりまとめる活動を行う。

【
問
合
せ
先
】
人
権
政
策
課
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・
７
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市役所２階
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