
差
別
さ
れ
た
数
だ
け
差
別
し
た
数
が
あ
る
は
ず
な
の
に 

 

「
ね
ず
み
」「
ね
ず
み
」「
ね
ず
み
」 

よ
し
お
た
ち
三
人
の
男
子
は
、
せ
つ
子
の
顔
を
見
て
は
や
し
立
て
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
何
回
か
続
い
た
。
お
と
な
し
い
せ

つ
子
は
す
ご
く
い
や
だ
っ
た
が
、
じ
っ
と
が
ま
ん
し
て
い
た
。 

し
か
し
、
つ
い
に
せ
つ
子
は
自
分
の
気
持
ち
を
行
動
に
表
し
た
。
習
字
の
時
間
、
書
き
初
め
の
練
習
を
し
て
い
る
と
き
だ

っ
た
。
ま
た
よ
し
お
が
「
ね
ず
み
」
と
小
声
で
言
っ
た
の
だ
。
す
る
と
、
せ
つ
子
は
ま
る
で
糸
が
切
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
、

よ
し
お
に
お
そ
い
か
か
っ
た
。
あ
ま
り
に
突
然
、
よ
し
お
を
な
ぐ
っ
た
り
、
け
っ
た
り
し
て
い
る
せ
つ
子
の
様
子
に
、
周
り

の
子
ど
も
た
ち
も
驚
い
て
い
た
。
け
ん
か
で
は
負
け
知
ら
ず
の
よ
し
お
だ
っ
た
が
、
せ
つ
子
に
反
撃
さ
れ
て
初
め
て
『
や
ば

い
。
や
り
す
ぎ
た
。
や
ら
れ
る
し
か
な
い
。』
と
思
い
、
な
ぐ
ら
れ
る
ま
ま
に
手
を
出
さ
な
か
っ
た
。 

そ
の
後
、
せ
つ
子
は
、
先
生
に
泣
き
な
が
ら
こ
う
う
っ
た
え
た
。 

「
私
に
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
、
そ
う
言
っ
て
ほ
し
い
。
直
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
言
わ
れ
る
の
は
い
や
だ
。
そ
れ
に
、

騒
ぎ
に
な
っ
た
と
き
、
周
り
で
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
て
い
る
人
が
い
た
。
そ
れ
も
私
に
は
と
て
も
つ
ら
か
っ
た
。」 

 

次
の
日
の
授
業
で
は
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
で
今
回
の
事
件
を
考
え
た
。
初
め
に
、
こ
れ
ま
で
悪
口
を
言
わ
れ
た
り
、
無
視

さ
れ
た
り
、
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
た
り
し
た
子
が
何
人
か
自
分
の
経
験
を
語
っ
た
。
次
に
、
先
生
は
そ
の
子
た
ち
の
思
い
を

と
り
あ
げ
な
が
ら
、 

「
差
別
さ
れ
た
数
だ
け
差
別
し
た
数
が
あ
る
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
差
別
さ
れ
た
と
感
じ
る
人
の
方
が
多
い
の
だ
ろ
う
。」 

と
問
い
か
け
た
。
そ
し
て
、
つ
ら
か
っ
た
せ
つ
子
の
思
い
を
み
ん
な
で
考
え
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
。 

た
え
子
と
ゆ
き
子
は
一
学
期
、
せ
つ
子
に
対
し
て
「
う
ざ
い
」
な
ど
の
ひ
ど
い
内
容
の
手
紙
を
書
い
た
こ
と
を
思
い
出
し

て
い
た
。
授
業
後
、
二
人
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
書
い
た
。 

 

            
 

一
方
、
せ
つ
子
は
、
数
日
後
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
ノ
ー
ト
に
書
い
て
き
た
。 

 

私
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
、
あ
の
授
業
を
聞
い
て
い
る
と
き
、
あ
の
場
か
ら
逃
げ
た
い
、
消
え
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ

っ
た
。
な
ぜ
か
、
あ
の
場
に
い
る
の
が
こ
わ
く
て
こ
わ
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。 

で
も
、
あ
の
授
業
で
差
別
さ
れ
た
経
験
を
発
言
し
て
い
た
人
は
「
こ
う
い
う
こ
と
を
さ
れ
た
ら
こ
の
人
は
い
や
な
ん
だ
な
あ
」
と
言
う

こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
、
私
は
こ
れ
か
ら
気
を
つ
け
よ
う
と
思
っ
た
。
あ
の
授
業
の
後
か
ら
、
三
人
も
全
然
「
ね
ず
み
」
と
言
わ
な
く
な

っ
た
か
ら
う
れ
し
い
。
そ
れ
に
あ
の
三
人
の
こ
と
は
き
ら
い
じ
ゃ
な
か
っ
た
し
（
相
手
は
ど
う
思
っ
て
い
る
か
は
別
と
し
て
）
、
今
で
は

あ
の
三
人
に
話
し
か
け
る
の
は
こ
わ
く
な
い
し（
前
に
は
話
し
か
け
た
ら
、
ま
た
言
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
こ
わ
か
っ
た
け
ど
）、

お
と
ぎ
話
で
い
う
と
め
で
た
し
め
で
た
し
と
言
っ
た
感
じ
の
毎
日
。 

私
が
つ
ら
か
っ
た
あ
の
時
に
助
け
て
く
れ
、
守
っ
て
く
れ
た
み
な
さ
ん
に
い
つ
か
恩
返
し
が
で
き
る
と
い
い
の
で
す
が
。
（
せ
つ
子
）

私
は
、
前
に
せ
つ
子
に
ひ
ど
い
手
紙
を
渡
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
時 

「
チ
ョ
ー
ム
カ
ツ
ク
」
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
何
も
思
わ

な
か
っ
た
け
ど
、
今
日
勉
強
し
て
、
「
あ
ー
な
ん
で
、
あ
の
と
き
、
せ
つ
子
に
あ
ん
な
ひ
ど
い
手
紙
を
書
い
た
ん
だ
ろ
う
。
」
と
思
っ
て

い
ま
す
。
も
し
、
自
分
が
書
か
れ
た
ら
い
や
な
の
に
、
そ
の
子
の
気
持
ち
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
本
当
に
悪
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

私
は
二
年
、
四
年
、
五
年
で
つ
ら
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
一
番
つ
ら
か
っ
た
の
は
五
年
生
の
こ
ろ
で
す
。
仲

間
は
ず
れ
に
さ
れ
ま
し
た
。
す
ご
く
つ
ら
か
っ
た
け
ど
、
周
り
に
言
え
る
友
だ
ち
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
前
に
自
分
が
仲
間
は
ず

れ
に
し
て
し
ま
っ
た
友
だ
ち
が
い
ま
し
た
。
私
は
そ
の
子
か
ら
「
ど
う
し
た
ん
」
と
声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
け

ど
、
な
ん
で
そ
ん
な
に
私
に
や
さ
し
く
で
き
る
の
か
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
子
は
一
人
の
間
ず
ー
っ
と
一
緒
に
い
て
く
れ
ま
し

た
。
私
は
少
し
ち
が
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
せ
つ
子
の
気
持
ち
が
わ
か
り
ま
す
。
（
た
え
子
） 

私
は
、
せ
つ
子
に
ひ
ど
い
こ
と
を
手
紙
で
書
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
た
の
み
ご
と
を
し
て
も
「
今
さ
ら
何
の
つ
も

り
や
」
と
ふ
だ
ん
言
わ
な
い
よ
う
な
返
事
が
返
っ
て
き
て
、
そ
れ
だ
け
せ
つ
子
に
対
し
て
傷
つ
く
こ
と
を
し
た
ん
だ
な
あ
と
思
っ
て
反
省

し
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
話
し
か
け
に
く
か
っ
た
。
私
は
せ
つ
子
以
外
に
も
、
や
っ
ぱ
り
人
を
傷
つ
け
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
う
。

機
会
が
あ
っ
た
ら
、
せ
つ
子
と
仲
直
り
し
た
い
。
（
ゆ
き
子
） 



差別された数だけ差別した数があるはずなのに 

（小学校高学年） 

Ａ 教材設定の理由 

「差別された数だけ差別した数があるはずなのに」という言葉は、差別された側がつら

い思いを出せない学級の状況を表しているとともに、差別する側や傍観者がいかに差別さ

れた側のつらさを想像できていないかという状況も表している。そうした学級では、差別

された側も差別する側も常に不安を持ちながら過ごしている。 

差別された側は、そのつらさをいろんな形で表す。ときにはそれをせつ子のように暴力

で表すこともある。暴力は決して肯定されるべきではないが、単に善悪で判断したり、い

じめた方も悪いが、暴力もいけないというようなけんか両成敗的な対応で終わってはなら

ない。教員は差別された側に立ち、事の本質は差別の問題であるということを丁寧に指摘

したい。そして、暴力という手段でしか自分の思いを表現できなかったせつ子のつらさに

周りの子を共感させたい。 

それができたとき、差別した側も傍観者もこれまでの自分自身の有り様をふり返り始め

る。そして、差別する側が真摯に自分をふり返る時、自分自身のつらさ、弱さや不安もあ

りのままに差し出す。 

そうすることによって、だれもが安心して過ごせる学級ができていく。 

現象面だけが見えなくなったから、差別がなくなったのではない。差別する側と差別さ

れる側の思いがつながってこそ、差別がなくなったといえる。この教材を通して差別した

側と差別された側がつながっていくきっかけとしてほしい。 

 

Ｂ 教材の解説 

本教材は県内の 6年生の学級のとりくみを元にして構成した。 

この学級には、不登校の子や保健室にいて教室に入れない子、家庭に居場所がない子な

ど、様々な課題を抱えた子どもたちがいた。担任はそうした子どもたちと必死に関わり、

問題を子どもたちに投げかけ、子どもたちと一緒に話し合った。その中で子どもたちはど

んどん自分を出すようになっていった。 

だが、一人ひとりをみると、まだ心の中に様々な課題や悩みが見え隠れしていた。そこ

で、差別の構造を知り、自分を見つめたり、周りの人に目を向けられるようになってほし

いと、部落問題学習ににとりくんだ。特に水平社宣言の学習を通じて、子どもたちはつら

さやしんどさを乗り越えてきた部落の人たちの中にある「人の強さや優しさ」を強く感じ

ていた。そして、自分や自分と関わり合う全ての人が「温かい心」であってほしいと願う

ようになってきた。 

そんな中、数人の子どもたちが自分の受けた差別について書いてきた。その中にせつ子

がいた。せつ子は「『仲間はずれ・無視・悪口』が今の差別。『うざい』と手紙に書かれ

た」と書いていた。 

せつ子はいつもにこにこしていてとても穏やかな子である。そんなせつ子が、1学期に





Ｅ 授業の展開例 

授業の展開と基本発問 学習内容と支援 

１ 導 入 

① みなさんは、友だちから悪口を言われた

り、無視されたり、仲間はずれにされたり

したことはありませんか。また逆に無視し

たり、仲間はずれにしたりしたことはあり

ませんか。 

 

① 挙手させて、数を数え、差別された側が

多いことをおさえておく。 

 

 

 

２ 展 開 

②「差別された数だけ差別した数があるはず

なのに。」を読みましょう。 

 

② 指導者が読み聞かせた後、黙読させる。 

 

③ よしおをなぐったり、けったりしている

せつ子の気持ちを考えましょう。 

 

 

 

 

③ はやしたてられていやな思いをしている

だけでなく、直しようもないことで責めら

れたこと、周りの傍観者に対する怒りなど

のせつ子の思いを出すことで、単なる悪口

ではなく、せつ子に対する差別の問題であ

ることに気付かせる。 

④ よしおはなぜなぐられるままになってい

たのでしょう。 

 

 

 

④ 日頃はおとなしいせつ子が、それほどま

で激しい行動にでたことで、逆にせつ子の

つらさがわかり、自分のしたことをふり返

ったからであることを押さえながら、暴力

を単に善悪の問題にしないようにする。 

⑤「差別された数だけ差別した数があるはず

なのに、なぜ差別されたと感じる人が多い

のだろう。」という先生の問いに対する答

えをみんなで考えてみましょう。 

⑤ 差別した側が差別された側の痛みをわか

っていない状況が学級にあることをおさ

える。 

 

⑥ たえ子、ゆき子、せつ子の 3人の授業後

の感想を読んで、みなさんはどう思いまし

たか。 

 

 

 

 

 

 

⑥  差別したたえ子もつらい思いを抱えて

いて、それがせつ子への共感につながった

こと、ゆき子もまたせつ子と仲直りしたい

と思いながらも、それができずに悶々とし

ていたこと、せつ子がこの授業のときは教

室にいるのがつらかったけど、共感し、守

ってくれる仲間がいることがわかって、教

室が安心できる場になったことをおさえ、

差別された側、差別した側の思いをつなぐ

ことの大切さに気付かせたい。 

３ まとめ 

⑦ みなさんも、差別したとき、差別された

とき、差別を見過ごしたときの様子や思い

を書いてみましょう。 

 

⑦ すぐに授業でとりあげるのではなく、特

につらい思いをしている子とは十分話し

合った後、授業でとりあげ、その後のとり

くみにつなげたい。 

 




