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大
山
町
人
権
・
同
和
教
育
推
進
大
会

で
、
徳
島
県
の
「
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し

保
存
会
」
に
よ
る
木
偶
箱
ま
わ
し
の
実

演
と
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

【
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
】
は
、
徳
島

県
西
部
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
人
形
文

化
で
、
人
形
浄
瑠
璃
・
文
楽
の
源
流
で

す
。
そ
の
形
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ

は
、
４
体
の
木
偶
（
人
形
）
《
千せ

ん

歳ざ
い

、

翁お
き
な、
三さ
ん

番ば

叟そ
う

、
エ
ビ
ス
》
を
二
つ
の
木

箱
に
入
れ
て
移
動
し
、
民
家
で
門
明
け

神
事
を
行
う
祝
福
芸
の
「
三
番
叟
ま
わ

し
」
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
数
体
の
木

偶
を
二
つ
の
箱
に
入
れ
て
移
動
し
、
人

形
浄
瑠
璃
芝
居
を
路
傍
や
民
家
の
庭

先
、
神
社
境
内
な
ど
で
演
じ
た
娯
楽
の

芸
「
箱
ま
わ
し
」
で
、
ど
ち
ら
も
徳
島

県
独
自
の
芸
能
で
す
。

で
し
た
。
「
差
別
と
排
除
に
よ
っ
て
大

事
な
も
の
を
失
う
。
」
部
落
差
別
に
よ
っ

て
消
え
よ
う
と
し
て
い
た
伝
統
芸
を
受

け
継
ぐ
こ
と
が
、
差
別
を
な
く
す
こ
と

に
つ
な
が
る
と
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

　

保
存
会
で
は
現
在
、
６
市
５
町
約
１

０
０
０
軒
の
門
付
け
を
行
っ
て
い
ま

す
。
正
月
の
門
付
け
の
他
に
、
農
家
で

の
農
業

神
事
、

家
屋
新

築
時
の

地
鎮
祭
、

民
家
で

の
家
祈

祷
な
ど

も
行
い

ま
す
。

　

【
部
落
差
別
の
始
ま
り
】
は
、
平
安

時
代
中
期
の
京
都
（
１
０
０
０
年
頃
）

で
、
民
衆
の
＊
「
け
が
れ
意
識
」
に
よ

る
「
排
除
」
の
差
別
で
す
。
民
衆
の
差

別
意
識
を
、
時
々
の
政
治
家
が
法
律
や

制
度
に
組
み
込
み
都
合
よ
く
利
用
し
て

き
た
結
果
、
千
年
経
っ
た
現
在
ま
で
差

別
が
残
り
ま
し
た
。

　

「
け
が
れ
」
が
あ
る
と
し
て
排
除
さ

れ
て
き
た
被
差
別
民
衆
が
、
神
の
使
い

と
し
て
祓
い
清
め
福
を
運
ん
で
く
る
。

人
々
は
そ
れ
を
待
ち
焦
が
れ
歓
迎
し
ま

し
た
。
差
別
を
受
け
な
が
ら
、
社
会
的

　

「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
、
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
。
」
の
声
と
と
も
に
三
番
叟

ま
わ
し
が
始
ま
り
ま
し
た
。
神
の
使
い

と
し
て
「
家
内
安
全
」
や
「
五
穀
豊
穣
」

「
商
売
繁
盛
」
を
祈
り
、
正
月
を
祝
い

福
を
運
ぶ
門
付
け
芸
で
、
被
差
別
民
衆

の
中
で
育
ま
れ
ま
し
た
。

　

三
番
叟
ま
わ
し
の
実
演
に
続
い
て
、

辻
本
一
英
さ
ん
が
講
演
を
さ
れ
ま
し
た
。

「
う
ち
の
ム
ラ
は
、
何
体
も
の
人
形
を

川
に
流
し
て
捨
て
た
ん
で
す
よ
。
」
な

ぜ
な
の
か
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
戦
争

や
そ
の
後
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
大

き
な
社
会
の
変
化
の
波
に
加
え
、
「
被

差
別
部
落
に
対
す
る
偏
見
・
差
別
」
が

あ
り
ま
し
た
。
祝
福
の
芸
を
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
出
自
を
明
か
す
こ
と
に
な
り
、

い
わ
れ
な
き
部
落
差
別
を
受
け
た
人
々

は
差
別
を
恐
れ
、
差
別
さ
れ
る
よ
う
な

こ
と
を
子
や
孫
の
代
に
背
負
わ
せ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
人
形
を
川

に
流
し
て
捨
て
、
自
ら
そ
の
芸
能
を
離

れ
自
分
の
子
ど
も
や
孫
に
継
承
さ
せ
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
継
承
さ
れ
な
か
っ

た
一
人
が
辻
本
一
英
さ
ん
で
し
た
。

　

辻
本
さ
ん
は
あ
る
日
、
三
番
叟
ま
わ

し
の
人
形
を
持
ち
歩
く
昔
の
人
の
写
真

の
中
か
ら
自
分
の
祖
母
を
見
つ
け
た
の

実
演
と
講
演

に
必
要
と
さ
れ
る
仕
事
や
役
割
、
文
化

を
担
っ
て
き
ま
し
た
。
今
は
日
本
の
代

表
的
な
伝
統
芸
能
と
さ
れ
る
、
歌
舞
伎

や
狂
言
、
能
、
文
楽
な
ど
も
、
そ
の
発

祥
は
被
差
別
民
衆
の
文
化
に
あ
り
ま

す
。
部
落
差
別
と
背
中
合
わ
せ
に
、
差

別
に
負
け
た
り
歪
め
ら
れ
た
り
せ
ず
に

日
本
の
芸
術
を
代
表
す
る
高
い
文
化
を

生
み
出
し
ま
し
た
。

　

人
形
遣
い
の
操
る
三
番
叟
が
新
年
を

祝
い
舞
う
姿
を
見
て
、
「
偏
見
・
差
別

の
な
い
社
会
の
仕
組
み
と
人
の
心
」
が
、

次
世
代
に
残
さ

な
け
れ
ば
な
ら

な
い
伝
統
文
化

を
守
り
、
社
会

を
住
み
や
す
く

豊
か
に
し
て
い

く
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

＊
「
け
が
れ
意
識
」
人
や
牛
馬
の
死
、
天
災
、

火
事
、
犯
罪
な
ど
、
通
常
の
状
態
に
変
化
を

も
た
ら
す
出
来
事
に
か
か
わ
る
こ
と
を
「
け

が
れ
」
と
い
い
、
忌
み
嫌
い
恐
れ
ら
れ
て
い

た
。
け
が
れ
た
も
の
に
触
れ
る
と
そ
れ
が
伝

染
す
る
と
考
え
ら
れ
、
け
が
れ
を
清
め
る
「
清

め
役
」
が
必
要
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
清
め

る
力
を
持
つ
人
や
け
が
れ
に
関
す
る
仕
事

（
火
葬
、
皮
革
業
、
警
察
、
芸
能
者
、
庭
師
な
ど
）

を
す
る
人
は
、
異
質
な
存
在
・
け
が
れ
た
人

と
し
て
差
別
さ
れ
た
。

　

「
阿
波
木
偶
箱
ま
わ
し
保
存
会
20
年
の
歩

み
」
参
照

▲木箱から出されて舞う人形

▲熱心に説明される講師の辻本さん

『
阿あ

波わ

木で

偶こ

箱は
こ

ま
わ
し
』～
差
別
を
超
え
て
文
化
を
取
り
戻
す
～


