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公民館で人権学習を展開するために

足利市織姫公民館女性学級「アイヌ民族の伝統と文化」より

本 章 で は 、 公 民 館 で 人 権 学

習 を 展 開 す る た め に 必 要 な 事

柄 に つ い て 、 事 例 を 交 え な が

ら紹介していきます。

ま ず 、 公 民 館 で 行 わ れ る 人

権 学 習 が 、 行 政 全 体 か ら 見 る

と ど の よ う な 位 置 に あ り 、 ど

の よ う な 役 割 が あ る か を 確 認

す る 必 要 が あ り ま す 。 そ の た

め の 組 織 づ く り に つ い て 考 え

ていきます。

次 に 、 学 級 ・ 講 座 を 参 加 型

に す る た め の ワ ー ク シ ョ ッ プ実 践 事 例 を 紹 介 し 、 さ ら に 、 地 域 指 導 者 や 社 会 教 育 関 係 団 体

との協働により、地域の特色を生かした事例を紹介します。

最 後 に 、 公 民 館 職 員 自 ら が取 り 組 ん だ 事 例 と し て 、 フ ィ ル ム フ ォ ー ラ ム を 紹 介 し ま す 。

第 Ⅲ 章 で も 示 す よ う に 、 学習 者 同 士 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 促 進 や 学 習 の ま と め な ど 、 公

民館職員の働きかけによって、人権学習をより魅力的にすることができます。

これらと併せて公民館職員の役割を考えていきたいものです。

第 Ⅱ 章 の 構 成

Ⅱ 企画してみよう ワークショップを取り入れた人権学習-2

Ⅱ 一緒にやってみよう 地 域 指 導 者 の 活 躍-3

Ⅱ 自分でやってみよう 視 聴 覚 教 材 の 活 用-4

Ⅱ 確認してみよう 人権学習を進める組織づくり-1
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公 民 館 は 生 涯 各 期 に 対 応 し た 多 様 な 学 習 機 会 を 提

供 す る 場 と し て 、 人 権 教 育 の 拠 点 と な る べ き と こ ろ

で す 。 で は 、 公 民 館 で 人 権 学 習 を 進 め る 際 に ど の よ

うなことに配慮していったらよいのでしょうか。

ここ では、県 人権教育研究推進地域（平成 年度17

～ 年 度）に 指定された足利市の取組を例に、その18

ポイントを紹介していきます。

次 に 、 生 涯 学 習 推 進 計 画 （ 足利 市 教育 目 標 ）に 基 づ いて 、 毎 年、

社 会 教 育 分 野 に お け る 人 権 教 育年 間 事業 計 画 『足 利 市 の社 会 人 権教

育』を作成し、重点施策を定めています。

公民館で人権学習を展開するために

人権学習を進める組織づくり確認してみよう
Ⅱ-1

教育委員会でどのように進めいくのか・・まず、推進体制づくりから

足利市では、首長部局（人権推進課）と教

育委員会とが連携し、あらゆる場を通じた人

権教育・啓発を全庁的に推進しています。

教育委員会では、人権教育に関する総合的

かつ具体的施策の実施を推進するため 「人権、

教育推進本部」を設置し、社会教育部会、学

校教育部会、家庭教育部会、職場教育部会の

４つの部会により、学社連携の視点に立った

人権教育の総合的推進に努めています。

指導者養成

生涯学習課が主管となり、人権教育指導

、 、者養成講座 幼保小中学校人権教育研修会

社会教育関係機関・団体指導者人権教育研

修会を開催しています。

学習会・研修会

公民館、集会所、社会教育関係機関・団

体で各種学級・講座を開催しています。特

に、公民館では、家庭教育学級、青少年学

級、成人大学等の学級・講座や公民館利用

団体研修会、サークルリーダー研修会等の

様々な学習機会を設け、人権教育を展開し

ています。

【平成17年度 社会人権教育の重点施策】

( ) 公民館における人権教育の充実1
( ) 人権教育推進本部、社会・家庭教育推進部会における啓発活動の推進2
( ) 集会所事業の推進3
( ) 指導者の養成及び研修の充実4
( ) 啓発及び指導資料の充実5
( ) 学校教育及び家庭教育と連携強化6

社会教育でどのように進めていくのか・・・次に、年間計画を

公民館 社会教育関係機関
社会教育関係団体

集会所

啓発活動 学習会・研修会 指導者養成

人権教育

推進本部

学 校 教 育 課 生 涯 学 習 課 総務部人権推進課

足利市教育委員会人権教育基本方針足利市教育目標

足利市人権教育・啓発推進行動計画

足利市人権尊重の社会づくり条例

足 利 市

教育委員会

栃 木 県

教育委員会

人権推進

審議会

足 利 市
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足 利 市 に は の 公 民 館 が あ り ま す 。 す べ て の 公 民 館 に お い て 人 権 学 習 が 展 開 さ れ る よ17

う公民館における人権教育年間事業計画を作成しています。

下 記 のよ う に 、公 民 館 で行 わ れて い る 各種 学 級 ・講 座 の １コ マ に人 権 学 習の 機 会を

。 【 、 】位置付けています 平成 年 度実績 回 名16 81 4,096
学 級 ・ 講 座 実 施 期 間 対象 方 法 内 容

家 庭 教 育 学 級 年 間 計 画 に 学 級 生 ・ 講 話 ・ 視 聴 覚 ・ 人 権 問 題 の 正 し い 理 解24
女 性 学 級 位 置 付 け て 学 級 生 ・ 話 合 い ・ 交 流 ・ 差 別 を 許 さ な い 社 会 意 識22

高 齢 者 学 級 実 施 学 級 生 ・ 体 験 ・ 実 習 づ く り19
青 少 年 学 級 学 級 生 ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ ・ 差 別 解 消 に 積 極 的 に 取 り7
各 種 講 座 随 時 組 む 意 欲 と 実 践 力 の 育 成受講生

毎 年 、４ つ の 公民 館 を 指定 し 、そ の 区 域内 の 社 会教 育 関 係団 体 にお け る 人権 教 育研

修会を支援しています。 【平成 年度実績 回、 名 】16 12 1,920

（公民館職員研究会部会での情報交換）

公民館でどのように進めていくのか・・・そして、具体的計画を

【平成17年度 公民館における人権教育基本方針】

( ) 公民館活動（学級・講座）に人権に関する多様な学習機会を位置付け、計画的に推進する。1
( ) 地域の関係機関・団体が人権教育を積極的に推進するよう支援する。2

・ＰＴＡ・青少年育成会・老人クラブ・女性団体等

( ) 学習者が主体的に取り組めるような内容や方法を工夫する。3
・人権問題の正しい認識を図るために、被差別体験者の話を聞いたり、視聴覚教材や各種調

査等の資料を活用したりするなど、感性に訴えた啓発を工夫する。

・講師による講義だけでなく、少人数による話合いや参加体験型学習等を取り入れ、本音で

話し合える場をつくる。

( ) 公民館職員が人権教育の実践者となるための研修の充実を図る。4

学級 ・ 講座 にお け る人 権 教育 の 推進

社 会教 育 団体 にお け る人 権 研修 会 の開 催

公民館 期日 主題名 方法 指導者 団体名 参加者

4月23日
人権感覚とは
ビデオ「心のメガネ曇っていませんか？」

視聴覚・話合い 公民館長 集会所運営委員会 30

5月27日 高齢者にかかわる人権 講義・ワークショップ
安足教育事務所
社会教育主事

老人クラブ・高齢者
学級生

48

9月21日
障害者の人権
車椅子利用者との交流

講義・実習 社会福祉協議会
ＰＴＡ、女性学級受講
生

22

12月15日
子どもの人権
子どもに聞いてみたいこと

座談会 大学講師
地区社会福祉協議
会、地区社会教育振
興委員会、PTA

65

山
前
公
民
館

足利市生涯学習課社会教育主事さんの話

足利市では、公民館での事業を円滑に進めるために、

公民館職員研究部会を組織し、定期的に研修会を開いて

います。

その中で、人権教育の目的や意義について共通理解を

図るとともに、よりよい講座

を開設するための方法や講師

についての情報交換を行って

います。

これらの情報を受け、それ

ぞれの公民館で地域の実態を

勘案して講座を組み、効果的

な人権教育が行われるように

す。していま
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人 権 教 育 を 推 進 す る た め には 、 日 常 生 活 に お い て 人 権 問 題 を 直 感 的 に と ら え る 感 性 や 、

人 権 尊 重 を 基 本 に お い た 態 度や 行 動 に 現 れ る よ う な 人 権 意 識 を は ぐ く む こ と が 大 切 で す 。

そのためには 講義形式の学習も大切ですが 一人一人が学びの主体として参加し 気、 、 、「

付 き 」 や 「 経 験 「 ふ り か え り 」 を 大 切 に す る ワ ー ク シ ョ ッ プ （ 参 加 体 験 型 学 習 ） も 効」、

果的な手法の１つです。

こ こ で は 、 公 民 館 の 学 級 や講 座 で ど の よ う に 人 権 学 習 が 取 り 組 ま れ て い る か 、 ワ ー ク シ

ョップ（参加体験型学習）を取り入れた実践事例を紹介します。

公民館で人権学習を展開するために

ワークショップを取り入れた人権学習企画してみよう
Ⅱ-2

人権学習としてのワークショップとは

ワ ーク ショ ッ プの ３ つの 構成 要 素

というわけで、公民館講座

で実施したワークショップ

（参加体験型学習）のプロ

グラム事例を紹介します。

学習者自身が人権に関する自らの知識や体験をもって様々な活動（アクティビティ）に積極的・主体

的にかかわり、学習者相互の気付きや考えを共有しながら、実践的に人権意識を高め、日常生活におけ

る行動化への意欲や技能（人権スキル）の向上を目指す学習活動

ワークショップのよさ

私もあなたも学びの主人公。

普段意識していない自分に気付いた

り、新たな発見ができたりします。

学び合いやコミュニケーション

を大切にするので、学習に対し

て満足感や充実感が得やすくな

ります。

ワークショップは、３つの構成要素（アイスブレーキング・中心となる活動・ふり
かえり）から成り立っています。

ワークショップの３つの構成要素とそれを貫くコンセプト
（ 、 。）○は 一つ一つの学習活動を示しています

○学習者と講師、学習者同士の交流やアイスブレーキング
コミュニケーションを図る活動（学習の雰囲気づくり）

○学習テーマに対する下地づくり活動
○気付きや見直しを与える活動
○学習を深めたり、広めたりする活動中 心 と な る 活 動
○学びの分かち合い、共有化を図る活動 等

○気付きや感想を基にしたふ り か え り
学習者自身のまとめ

詳しくは、平成 年 月発行の『ワークショップのスゝメー社会同和教育指導資料－』 を参照12 3 P3

統
一
し
た
コ
ン
セ
プ
ト

平成 年 月発行『人権学習アイディア集 、13 3 』

平成 年 月発行『人権学習プログラム集 、14 3 』

平成 年 月発行『じんけん学びガイド』15 3
も参考にしてみてください。
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県人権教育研究推進地域に（平成 年度～ 年度）指定を受けた大田原市（旧湯津上16 17

村）湯津上公民館女性学級では、身近なところに男女の人権にかかわる問題が存在してい

ることに気付き、男女が協力してよりよい社会を築き上げることを目的に人権学習を行い

ました。日常生活の中で何気なく見過ごしていること、当たり前のように感じている事柄

について考えるきっかけとなりました。今回は 「女性の人権を考えよう」をテーマに、、

ファシリテーターは社会教育主事が行いました。

（大田原市湯津上地区公民館女性学級）実践事例１ 女性の人権を考えよう

学 習 の 流 れ

那須教育事務所ふれあい学習課那須地区ふれあい学習出前講座プログラムメニュー

準備していただく物№ 学習テーマ・内容 対象・適正人数分野・形態・時間

女性の人権を考えよう
女性に対する固定観念に気付き、男女が仲良 人権教育 教職員12
く暮らす社会実現を考える。

ワークショップ 保護者
模造紙、マジック身近な人権について

思い込みやステレオタイプに気付き、身近な 約 分 名程度13 120 30
人権感覚を磨く。 付箋紙など

高齢者教育 高齢者充実したシルバーライフを目指して
かけがえのない自分に気付き、充実した人生 ワークショップ14
を送る目標をもつ。 約 分 名程度120 30

学習者の感想・意見
・まだまだ、男性だか
ら、女性だからとい
う考え方をしている
人も多いと思う。こ

、うした研修を通して
いろいろな方々と話
し合うことも大切だ
と思いました。

運営担当者の願い、評価
・何でも話し合える雰囲気の中で活動
することができたかな。

実施後の反省
・中心となる活動に、十分に時間を確
保したつもりだったが、実際には、
時間が足りなくなってしまった。

気を付けたこと
・専門用語は、できるだけ分かりやす

。い言葉で説明するようにお願いした
・夜の講座だったので、終了時刻を厳
守した。

ジャンケングルーピング
・ ジャンケン肩たたき」「
・ ジャンケントレイン」「
（詳しくは、平成 年 月発行の『じんけん学びガイド』 を参照）15 3 P31

ちがいのちがい
・ 「あってもいいちがい」と「あってはならないちがい」を考

えながら、女性に対する偏見は、ジェンダーによるもので
あることに気付きます。
（詳しくは、平成 年 月発行の『人権学習プログラム集』 を参照）14 3 P31

ジェンダーチェック
・ワークシートの設問に回答し 「評価の仕方」カードを使っ、
て自分の傾向をチェックします。

・ ジェンダー」について説明します。「
（ 、 『 』 ）詳しくは 平成 年 月発行の じんけん実践ガイド ・ を参照16 3 P28 P29

男女がいきいきと暮らせる社会の実現のために
・女性と男性が同等の条件で様々な活動に参画できる社会づく
りについてグループで話し合い、発表します。
（詳しくは、平成 年 月発行の『社会同和教育指導資料』 を参照）11 3 P12

ふりかえり
・ ふりかえりシート」に記入します。「
・発表して気付きを共有します。

アイスブレーキング

１５分

中 心 と な る 活 動

９0分

ふ り か え り

１５分

女
性
の
人
権
を
考
え
よ
う
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那 須 塩 原 市 ハ ロ ー プ ラ ザ （公 民 館 ） で は 、 高 齢 者 学 級 の １ コ マ と し て 人 権 学 習 を 行 い ま

し た 。 今 回 は 「 充 実 し た シ ル バ ー ラ イ フ を 目 指 し て 」 を テ ー マ に 、 か け が え の な い 自 分、

に 気 付 き 、 充 実 し た 人 生 を 送る こ と を 目 的 に ワ ー ク シ ョ ッ プ を 実 施 し ま し た 。 フ ァ シ リ テ

ーターは、事業担当者である社会教育指導員が行いました。

運営担当者の願い、評価

・学習者に新しいことを発見させ

たり、自分自身を再発見したり

するような刺激を与えることが

できたかな。

実施後の反省

・一つ一つのアクティビティが充

実した分、時間不足になってし

まった。ワークショップでは余

裕をもった計画にしたい。

気を付けたこと

・ 花形シート」のデザインや色づ「

かい・大きさを工夫し、活動へ

の意欲を高めた。

学習者の感想・意見

・これまでの人生で自分をほめることを考えた

ことがありませんでした。これからは、ポジ

ティブに生きていきたいと思います。

学 習 の 流 れ

（ ）実践事例２ 充実したシルバーライフを目指して 那須塩原市ハロープラザ高齢者学級

こだわりのナンバー
（詳しくは、平成 年 月発行の『人権学習プログラム集』 を参照）14 3 P5

お似合いのイニシャル
・自分の名字、名前の頭文字を使い 「自分をプラスに表、

現する形容詞」を考え、用紙に記入します。

・考えた形容詞を使って、グループ内で自己紹介します。

・自分を肯定的に表現したことについて話し合います。

（詳しくは、平成 年 月発行の『人権学習プログラム集』 を参照）14 3 P7

私を肯定的にみると
・自分の欠点だと思うことやマイナスイメージとしてとら

「 」 。えていることをワークシート 否定的な私 に書きます

・ 否定的な私」に書いたことを、肯定的な言い方に言い「

換えるとどうなるか考え 「肯定的な私」に書き直しま、

す。

・活動を通して感じたことや考えたことを話し合います。

（詳しくは、平成 年 月発行の『じんけん実践ガイド』 を参照）16 3 P7

希望の樹
、 「 」・グループごとに 模造紙に描かれた 人生を表現した樹

を配付します。

・ 人生を表現した樹」の地面に、自分を成長させてきた「

ものを各自で考え、書き込んでいきます。

・これからやってみたいことを「花形シート」に書き、模

造紙の樹に貼っていきます。

・これからの人生をより充実したものとするためにはどう

したらよいかを話し合います。

（詳しくは、平成 年 月発行の『人権学習プログラム集』 を参照）14 3 P7

ふりかえり
・ ふりかえりシート」に記入します。「

・発表して気付きを共有します。

充

実

し

た

シ

ル

バ

ー

ラ

イ

フ

を

目

指

し

て

アイスブレーキング

２０分

中 心 と な る 活 動

８５分

ふ り か え り

１５分
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足 利 市 梁 田 公 民 館 で は 、 子育 て で 抱 え る 多 く の 悩 み に つ い て 、 そ の 原 因 な ど を 出 し 合 い

ながら解決策を考えることを目的に、乳幼児学級（のびのびセミナー）を行いました。

今 回 は 、 地 域 の 子 育 て サ ーク ル 「 足 利 ０ １ ２ ３ 歳 」 と の 協 働 企 画 に よ り 、 ワ ー ク シ ョ ッ

プ 形 式 で 実 施 し ま し た 。 こ の活 動 を 通 し て 、 母 親 自 身 が 自 己 肯 定 感 （ 自 尊 感 情 ） を も つ こ

との大切さを理解しながら「子どもの人権」について考えていきました。

運営担当者の願い、評価
・とても和やかな雰囲気

の中で、ふだん思って
いても言えなかった本
音を語ってもらえたこ
とはよかった。

実施後の反省
・たくさんの意見が出さ

れたため、話合いの時
間が足りなくなってし
まった。いくら時間が
あっても足りないとい
う声もあった。

気を付けたこと
・事前の講座で人間関係

づくりをした上で実施
した。

・子どもと一緒に来てい
る参加者がいるので終
了時刻を厳守した。

（足利市梁田公民館乳幼児学級）実践事例３ にこにこママでありたい！

学習者の感想・意見
・参加したお母さんたちからいろいろな話が出て、悩ん

でいるのは自分だけでないことに気付きました。
・育児のストレスのために心の余裕がなくなると、子ど

もの人権など考えられなくなってしまいます。今回参
加して一緒に考えた解決策などを参考に 「にこにこ、
ママ」でいられるようにしたいと思います。

学 習 の 流 れ

どんなときイライラ？

食事の時間なのに食べない

何でもやりたがるとき

やらなければならないこと
がはかどならいとき

オムツ外しがうまくいかない

疲れているとき

言うことを聞いて
くれない

ママの思うように
ならない

真の原因は？

体調

解決策Solution

気分転換

段取りをよくする

あきらめる
割り切る

みんなで問題を共有しよう
・子育てに関するビデオを視聴します。
・子育てに関するアンケート結果を聞きます。

本音をトークしよう
・付箋紙を使って、意見交換を行います。
・意見を共有して、原因や解決策を考えます。

※悩みをもっているのが自分だけではないことに気付けるよ
うにします。

※人権感覚を身に付けることの大切さについて、話合いの中
で適宜説明します。

ふりかえってみよう
・ ふりかえりシート」に記入します。「
・発表して気付きを共有します。

アイスブレーキング
20分

中 心 と な る 活 動
80分

テーマ１
育児が辛いと感じることがある
テーマ２
子どもに対してイライラしてしまうときがある
テーマ３
子どもにあたってしまうときがある
テーマ４
子どもをかわいいと思えないときがある

子
育
て
に
お
け
る
人
権
を
考
え
る

ふ り か え り

２０分

、 。 、 。ママ業は365日24時間 休む暇もなし 当たり前のことかもしれないけれど ストレスも疲れもたまります

そこへ襲いかかる、いたずら・わがまま・兄弟ゲンカ・寝ぐずりや夜泣き。成長過程だから仕方ないと分かって

いても、つい 「イライラママ」になってしまいます。でも、やっぱり「にこにこママ」でありたい、と思う方、

は多いはず。今回は、梁田公民館の乳幼児学級受講生のみなさんと一緒に、イライラの原因と解決法を考えてみ

「足利0123歳」機関紙 Vol.14 にこにこママでありたい！特集 H17.10.31発行よりました。みなさんはどうですか？



１ 「視察ゲーム」をします。

・学習者の代表者 名が、 分間で玄関ホールを視察する。7 2
Ａさん 視察項目を指示せず、メモもしない。

Ｂ～Ｆさん 各自の視察項目について、メモしてくる。

Ｇさん Ｂ～Ｆさんのすべての視察項目について、メモ

してくる。

・ 分経過したら 人を呼び戻し、視察結果の発表会をする。2 7
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体 験 的 な 活 動 を 通 し て 具 体 的 に 問 題 に 気 付 く 活 動 と し て 「 フ ィ ー ル ド ワ ー ク 」 が あ り、

ま す 。 こ こ で は 、 い く つ か のグ ル ー プ に 分 か れ て 、 施 設 内 の バ リ ア や ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ

ンを探す活動を組み入れたワークショップ例を紹介します。

学 習 者 同 士 の 交 流 や 疑 似 体 験 を 取 り 入 れ 、 感 性 に 訴 え な が ら 「 だ れ も が 暮 ら し や す い、

共生のまち」とは何かを考えていきます。ここでは、中心となる活動を紹介します。

プログラム例

だれもが暮らしやすい
共生のまちとは？

（ ）120分ねらい

（８０分）（８０分）アクティビティ 施設ウォッチング！施設ウォッチング！

学 習 の 流 れ

・フィールドワークとは、五感を
働かせながら、見たり聞いたり

。触れたり調べたりする活動です
・Ａさんは、漠然と見てきてしま

い、改善点まで気付きません。
・Ｇさんは、やるべきことが多す

、 。ぎて 一人では調べ切りません
・この活動を通して、良さや改善

点を具体的に指摘できるために
は、役割分担と鋭い感性が必要
であることに気付くことができ
ます。

活動の進め方

施設内のバリアを探し、ユニバーサルデザイン

を考える活動を通して、だれもが暮らしやすい

共生社会に向けての意識と態度を高めます。

バースデーライン
・コミュニケーションを図りながらグループをつくります。

似顔絵他者紹介
・相手の良いところを紹介することによって、互いに尊重し

合った雰囲気で次の活動に移れるよう配慮します。

施設ウォッチング！
・グループごとにフィールドワークを行います。
・体験して、気付いたことや感じたことを発表します。
・ワークシートを基に、人権が尊重されだれもが暮らしやす

いまちづくりについて考えます。

ふりかえってみよう
・ ふりかえりシート」に記入します。「
・発表して気付きを共有します。

アイスブレーキング
20分

中 心 と な る 活 動
８０分

ふ り か え り

20分

だ
れ
も
が
暮
ら
し
や
す
い
共
生
の
ま
ち
と
は
？

疑似体験をしながらフィールドワークを行

い、施設内のバリアやユニバーサルデザイン

を探し出すことによって、共生社会について

考えることができます。
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ワ ー ク シ ー ト の 解 説 例

２ 疑似体験についての説明を聞き、グループごとに「施設

ウォッチング」を行います。

・グループ内で視察項目を分担する。
・グループごとに異なる疑似体験をしながら、施設内のバリアや

ユニバーサルデザインを探す。
◆疑似体験の内容

Ａ 高齢者疑似体験 （未来ちゃん）
Ｂ 車椅子
Ｃ アイマスク体験
Ｄ 子どもの目線
Ｅ 外国人

３ グループごとにフィールドワークの結果を模造紙にまと

め、全体で発表し合います。

・施設内のバリアの状況は？
・疑似体験をして初めて気付いたバリアとは？

４ ユニバーサルデザインについて、ワークシートの説明を

聞き 「だれもが暮らしやすい共生のまちづくり」につい、

て話し合います。

疑似体験を通しての気付きを大切
にします。それは、他の人の立場
に立って物事を考えられる想像力
を高めることにもなります。

ユニバーサルデザインを普及する
、 、ことは 障害のある人もない人も

平等で、自由に活動し、自立した
生活ができる「ノーマライゼーシ
ョン」の実現につながります。

◆どこが工夫されていますか？

ワークシート

Ａ Ｂ Ｃ

自動販売機の商品ボタンや取り出し口などが、すべて 位の高さにあり、大人でも子どもでも自然なＡ 1m
姿勢のまま利用できます （原則⑥）。

手話とパソコンを使った要約の表示があるので、内容を分かりやすく伝えることができます （原則④）Ｂ 。

ドアの取っ手が上下に長く取り付けられており、身長の高い人も低い人も利用できます （原則①）Ｃ 。

①車椅子の設置場所は適切か？
②子どもや高齢者に優しいか？
③外国人への配慮はどこに？

などの視察項目が考えられます。

疑似体験種目ごとにボランティア
をお願いしておき、用具の正しい

。扱い方を習得してから出発します

ユニバーサルデザイン７つの原則

ユニバーサルデザインとは、ロン・メイス氏によって提唱されました。

障害、年齢、性別、言語等、それぞれの違いを超えて、すべての人が暮らしやすく

なることを目的に考えられたものです。

①だれにでも公平に利用できる ②使う上で自由度が高い ③使い方が簡単ですぐ分かる

④必要な情報がすぐに理解できる ⑤うっかりミスや危険につながらないデザインである

⑥身体への負荷が小さい ⑦適切な大きさ・空間がある

：初めにバリア（障壁）が存在し、そこからスタートするデザインのことバリアフリーデザイン
：最初からあらゆる人が使えるようにデザインすることユニバーサルデザイン
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公民館は、地域における人権教育の拠点として、地域の実情に

応じた人権に関する多様な学習機会の充実が求められています。

そのためには、地域指導者の育成とともに、講師として地域の

方々を迎え入れるなど 「学習（入力 」と「発揮（出力 」のダ、 ） ）

イナミックな循環を基盤とした「活躍型社会」を目指していくこ

とが大切です。

足利市では、１７公民館の連絡組織として公民館職員研究部会を設置し、月１回、事業

や講師等の情報交換をしています。そして、各公民館では、これらの情報を基に講師一覧

表を作成し、年間計画づくりに役立てています。

【足利市織姫公民館の例】

講 師 講座の目的 内 容 備考・担当意見

アイヌ民族の伝統文 ・アイヌ民族である自分 ・自らのアイヌ民族としての体験から話題

化と迫害の歴史を知 の体験談 は豊富だった。アイヌ文化アドバイザー
る。 ・ビデオ ・自然の恵は必要なだけもらい、決して無（北海道出身）

・ 駄にしない、不必要なものは自然に返す・全国でアイヌの人々の人権 アイヌ伝統工芸品の展示

、 。について講演しているほか、 など アイヌ人独特の信条などにも触れた

・素朴な語り口の中に味があり、惹き付けら毎年海外において少数民族

れるものがあった。であるアイヌの伝統工芸を

紹介している。

外国人の人権を理解 ・儒教の国「韓国」と日 ・主婦としての目線で、分かりやすく、しか

する。 本との考え方の違い、 も、視野広く独自の考えを講話。ハングル語講師
外国人が日本に帰化す ・日本人では気付かないところを教えてく

るための困難さなど れた。

障害者の人権を理解 ・施設の活動から ・障害者とともに築いてきたワインづくりの

する人権学習の大 ・子どもたちの人権につ 体験談は、障害者の人権について考えるよ市内障害者施設園長
切さと差別の実態 いて い機会となった。

を知る。

【足利市梁田公民館の例】

講師名 講座の目的 内容 備考・担当意見

人種に対する偏見を ・ペルーの孤児院で教鞭 ・ペルーでの貴重な経験談から、偏見や人種

なくす。 をとった経験談 差別をなくすことの一助となった。英語教師
・人種を超えた友情につ

いて

手話を通して身体障 ・手話でのあいさつ、簡 ・手話体験を通して、障害者の気持ちを理解

害者の気持ちを理解 単な歌など することができた。要約筆記サークル
する。

公民館で人権学習を展開するために

地域指導者の活躍一緒にやってみよう
Ⅱ-3

人権擁護推進審議会答申 －平成１１年７月２９日－
「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について （諮問第１号答申）」

・社会教育指導者に対する研修の一層の充実を図るとともに、指導者として、人権に関して幅広
い識見のある人材を多方面から活用するなど指導体制の一層の充実を図ること。

地域指導者の情報を共有し、地域ならではの学級・講座にしよう
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地域における人権に関する多様な学習機会の充実のために、地域指導者が活躍している

事例を紹介します。公民館の出前講座として幼稚園を会場に家庭教育学級を開催し、大田

原市の図書館ボランティアの方々を講師に迎え、親子人権学習会を実施しました。

（大田原市湯津上地区公民館家庭教育学級）実践事例 じんけんシアター

時間 方 法 作 品 名

読 み 聞 か せ 『ありがとうにありがとう』７分

人 形 劇 『三びきのやぎ』１５分

読 み 聞 か せ 『とんねるのなかのあくしゅ』１０分

『さるかにがっせん』１５分 パネルシアター

読 み 聞 か せ 『バイバイいじめっこ』８分

講 話 子どものじんけんについて５分

人権に関する民話や童話、童謡、創作絵本などをも

とに、人形劇や歌、パネルシアター、読み聞かせなど

を実施しました。

子どもたちには人権尊重の精神の芽生えをはぐくむ

ように、また、保護者には人権の大切さや人権意識を

高めることをねらいとしています。

○対 象：家庭教育学級生、岩舟台幼稚園児 計 名72
○場 所：岩舟台幼稚園講堂

○講 師：図書館ボランティア

○内 容：

、 、 、 。※これらの民話 童謡 創作絵本は すべて人権に関わる内容です

いじめっこザルと

正直ザルの行動を

通して、思いやり

、 、の心 自制する心

相手の気持ちに共

感する心など、バ

ランスのよい豊か

な心をはぐくむこ

との大切さに気付

きます。

運営担当者の願い、評価

・人権に関する多様な学習機会の提供という観点から取り組

んでみました。ねらいに迫れたでしょうか？

実施後の反省
・ふりかえりについても、何らかの方法で実施しなければな

りませんね。

気を付けたこと

・人権に関する学習会として成立するよう教材の選定を工夫

した。また、話を聞く雰囲気を崩さないよう運営に心がけ

た。

学習者の感想・意見

・ぼくは、ともだち

とあそんでいると

きがいちばんたの

しいよ。これから

もみんなとなかよ

くするよ。
学習者の感想・意見

・楽しく、また、有意義な研修

でした。素直な気持ちで話を

聞きました。子どもの人権も

とても大切ですね。
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フ ィル ム フォ ー ラム の 留意 点

人 権 学 習 で 担 当 者 が 比 較 的す ぐ に 取 り 組 め る も の の １ つ に 視 聴 覚 教 材 に よ る 学 習 が あ り

ます。

視 覚 に 訴 え る こ と に よ り 、学 習 者 は 集 中 し て 学 習 で き ま す 。 し か し 、 た だ ビ デ オ を 上 映

すればいいというわけではありません。目的をもって行いましょう。

ま た 、 担 当 者 が 、 上 映 の 前後 に 活 躍 す る 場 面 を つ く っ て は い か が で し ょ う か 。 学 習 者 と

担当者が一緒になって学習を創造することにもなるでしょう。

こ こ で は 、 フ ィ ル ム フ ォ ーラ ム に つ い て の 利 点 、 進 め 方 、 留 意 点 に つ い て 紹 介 し ま す 。

研 修 の 課 題 や テ ー マ に せ まる 映 画 や Ｖ Ｔ Ｒ 等 を 学 習 者 全 員 が 視 聴 し 、 そ の 前 後 に 学 習 者

同 士 が 討 議 等 を す る ス タ イ ルの 学 習 会 で す 。 討 議 の 方 法 は 、 バ ズ セ ッ シ ョ ン 、 パ ネ ル デ ィ

ス カ ッ シ ョ ン 等 、 人 数 や 位 置付 け な ど に よ っ て 工 夫 し ま す 。 討 議 に 代 え て 講 師 に よ る レ ク

チャーと質疑というような方法もあります。

○ 家 庭 や 学 校 、 地 域 社 会 な ど 身 近

に あ る 様 々 な 人 権 問 題 に つ い て 共

。感的な理解をする有効な方法です

、○ 学習者に感動を与えるとともに

問 題 の 在 り 方 を 具 体 的 に と ら え て

考えることができます。

○ 学 習 者 の 日 常 生 活 と か ら め て 考

え る こ と が で き る た め 、 多 様 な テ

ー マ に 対 応 す る こ と が で き ま す 。

1997参考 『人権に関する学習の進め方』国立教育政策研究所社会教育実践研究センター

公民館で人権学習を展開するために

視聴覚教材の活用自分でやってみよう
Ⅱ-4

フィルムフォーラムとは

フ ィル ムフ ォ ーラ ム の利 点

自分で実際に試写をして、視

聴のポイント・話合いの観点

などを考えます。

研修のねらいや目的を明確に

して、それに対応した教材を

選定します。

時間配分を考慮して、話合いの

時間が十分に確保できるように

します。

討議はできる限り少人数で設定

し、グループごとに助言者を付

けるなどの工夫をするのもよい

でしょう。

一人一人が大切にされ、自由に発言ができ、居心

地がよい環境、こんな環境をつくることも担当者と

して心がけたいものです。人権教育の３つの内容の

１つに こと人権が尊重された雰囲気や環境をつくる

が挙げられています。学級・講座等を民主的な雰囲

気で実施することが大切です。

担当者が導入（アイスブレーキンそのためには、

グ）やまとめを行い、積極的にファシリテーターの

も果たしていきましょう。役割

担当者も学習者と一緒に学習をつくっていこうと

することが大切です。



フィルム名 時間 テーマ 備考 フィルム名 時間 テーマ 備考

雲が晴れた日 同和問題 栃木県 陽だまりの家 高齢者 北九州市53 42

直子のブローチ 同和問題 栃木県 めばえの朝 北九州市23 41 同和問題他

輝ける山脈 ( ) 同和問題 栃木県 仮免許 練習中 人権一般 神戸市16mm 57 30フィルム

長野県同教ぼくがおじいちゃんで おじいちゃんがぼく 42 34高齢者 栃木県 ソーテサワサワ 外国人

私たちの人権宣言 子ども 法務省 エールを贈るバス 障害者 共和50 29

プレゼント 子ども 法務省 ひびけ！和だいこ 子ども 北九州市15 22

この街で暮らしたい 外国人 法務省 ごめんね、ミーちゃん 人権一般 東映32 12

えせ同和行為排除のために 同和問題 法務省 きずだらけのりんご 人権一般30 23

夢の箱 外国人 法務省 人権一般 東京都50 27人権に向き合うための６つの素材

翔太のあした 女性 法務省 差別っていったい何やねん 同和問題 メディア54 30

新時代へのステップ 同和行政 法務省 マイ・プロジェクト 人権一般 滋賀県29 60

風のひびき 障害者 法務省 旅立ちの日に 障害者 北九州市54 40

新しい世紀に向けて 同和行政 総務庁 心のキャッチボール 人権一般 北九州市28 23

菜の花 同和問題 総務庁 人権一般 東映30 23人権入門 日常から考える１０のヒント

ジャパンホ
ームビデオ

- 27 -

適 切 な フ ィ ル ム （ Ｖ Ｔ Ｒ ）を 選 ぶ こ と も 容 易 な こ と で は あ り ま せ ん 。 県 教 育 委 員 会 で 所

有 し て い る リ ス ト は 『 人 権 教 育 基 本 資 料 』 に 掲 載 さ れ て い ま す 。 そ の 他 に も 市 町 村 、 市、

町村教育委員会、各地区視聴覚ライブラリーが所有するものも数多くあります。

【 】 【 】国や栃木県で制作したもの 平成１７年度に県教育委員会で購入したもの

フィルム（ＶＴＲ）の選定

利 用 され て いる 主な フ ィル ム （Ｖ Ｔ Ｒ）

。P51 P61～ に掲載されています

選定に迷ったとき

には、気軽に教育

事務所に相談して

みましょう。
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① 導入 … 視聴の前 に、研修 の内容や 目的につ いての説 明をし たり、課 題に関しての

学習を行ったりします。視聴のポイントを明確にしましょう。

② 視聴 … フィルム等の上映をします。

③ 討議 … 上映映画について討議を行います。

④ 評価 … 討議 の内容等 について 、学習者 の自己評 価や講師 による まとめを行い、評

価をします。

◆ 映画を学習の＜はじめ＞に利用する場合

～ 分 分 ～ 分 ～ 分10 20 10 40 50 5 10適 宜

導 入 休憩 事後学習 まとめ映画視聴

◆ 映画を学習の＜中ごろ＞に利用する場合

～ 分 分 ～ 分 ～ 分30 50 10 20 30 5 10適 宜

導入・事前学習 休憩 事後学習 まとめ映画視聴

◆ 映画を学習の＜おわり＞に利用する場合

～ 分 分 ～ 分50 70 10 5 10適 宜

導入・事前学習 休憩 まとめ映画視聴

（ お よ そ ２ 時 間 の 研 修 ）進め方の例

中ごろ映画を学習の

に利用する学習会が

多く実施されている

ようです。

に実践したワーP29
。クシートがあります

参考になりますよ。

フィルムフォーラムの進め方

この作品は、栃木県、栃木県教育委員会が平成 年度に制作したものです。10
私たちは、だれでも幸せに暮らしたいと願っています。そして、豊かなものにし

ていくために、家族や友人などの様々な人とのかかわりの中で助け合いながら生き

ています。しかし、日ごろの生活を振り返ってみると、人のためによかれと思って

したことが、逆に相手を傷つけ、心を踏みにじってしまうことなどがあります。ま

た、相手に対して自分の価値観や決めつけで判断することによって気付かぬうちに

偏見をもち、様々な人権に関わる問題を生み出しているのではないでしょうか。

人と人が助け合うということは、互いの人権を尊重してこそ成り立ちます。その

ことを中学生の主人公の目を通して描き 「共生と人権」という問題を身近なものと、

してとらえることができる作品です。

ＶＴＲは、県内すべての教育事務所にあります。上映時間 分です。53

今回の人権教育研修会のねらい

・同和問題をはじめとする様々な人権問題の現状について考え、差別意識の

解消を目指す。

・人権尊重の精神の基盤とした明るい地域社会を築くために、互いの立場や

気持ちを認め合い尊重しながら、共に生きようとする態度をはぐくむ。

（ 雲が晴れた日」を使ったフィルムフォーラム）実践事例 人権教育研修会 「
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人権教育研修会資料

１ 後出しジャンケン

２ 人権感覚を磨き、人権意識を高めましょう=

( ) 人権とは？1

( ) 差別とは？ … 人間の尊厳を傷つける。自由を奪う。平等を侵害する。2

・ばかにする ・仲間はずれにする ・いじめる

( ) 人権課題とは？3

女性 子ども 高齢者 障害者 同和問題 アイヌの人々 外国人 ＨＩＶ

感染者やハンセン病患者等 刑を終えて出所した人 犯罪被害者とその家族

インターネット 性的指向 ホームレス 性同一性障害 など

※ 社会的弱者や少数者の立場になって考える。

※ 正しい知識をもつこと。

３ フィルムフォーラム

( ) ＶＴＲ視聴『雲が晴れた日』栃木県・栃木県教育委員会（５３分）1

ア あらすじ （略）

イ 登場人物関係図 （略）

ウ 視聴のポイント

※偏見や差別を乗り越え、自分らしく幸せに暮らすために懸命に生きる

、 、登場人物より 互いの人権を認め合い尊重することはどういうことか

共に生きるために大切なことは何かを考えましょう。

( ) 話合い2

４ ふりかえり

を参考にしてください。P33

法務省人権擁護局より毎年出

「 」される 人権週間 強調事項

を参考にするのもよいでしょ

う。

年啓発活動重点目標・2005
人権擁護委員周知ポスター

視聴のポイントは、ねらいに

基づいて設定しましょう。

学習者が発表し合い、様々な

考え方を分かち合うことが大

切です。

。・教育事務所の社会教育主事の先生と話し合いながら企画しました

・講師を依頼しないで、担当者である自分が研修を進めることにな

りました。初めてのことなので不安だらけでしたが、学習者のみ

、 。なさんに助けられながら 一緒になって考えることができました

・次回は、この地域にある人権問題について考えていきたいと思っ

ています。

思いやりとは、相手の

、生き方や思いを尊重し

自然な形で支援するこ

となのかなあ。

共に生きることの大

切さが分かった。日

常の会話から見直し

ていきたい。

障害者に対して、よかれ

と思って言ったりしたり

することが、相手の心を

傷付け、踏みにじってし

まうこともあるのだと思

った。

女性に対しての

固定観念や外国

人の方々に対し

て偏見があった

たことに気付い

た。

同和問題は、まだまだ解決さ

れていません。この問題につ

いて一層理解を深めなければ

ならないと思いました。

「指導の手引き書」

には、シナリオや学

習の展開例が掲載さ

れています。有効に

活用しましょう。

人権一般を扱った例
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(財)人権教育啓発推進センター（人権ライブラリー）

人権教育啓発推進センターは、法務省及び文部科学省共管の公益法

人として、広く人権教育・啓発に関する情報提供を行っています。人

権ライブラリーは、法務省委託により(財)人権教育啓発推進センター

が運営し、人権に関するビデオ・ＤＶＤ等の貸し出しをしています。

どなたでも利用することができ、インターネットにより教材を探す

こともできます。貸出期間は１か月以内で、料金は無料です。郵送に

、 。よる貸出しも行っていますが 郵送料については別途必要となります

連絡先

105-0012 2-10-12 3 4F〒 東京都港区芝大門 秀和第 芝パークビル

(直通) (人権ライブラリー専用)TEL 03-5777-1919 FAX 03-5777-1954

人権に関する視聴覚教材の相談は、教育事務所ふれあい学習課に

問い合わせてみましょう。

○ 問い合わせ、相談等をするときには、次のようなことを伝えましょう。

・フィルムフォーラムのねらい（テーマ） ・対象者の年齢層

・研修日、時間（上映時間 、場所 等）

○ いくつか紹介していただいた場合や初めての視聴覚教材であれば、試

写をして内容を確認しましょう。

○ 借用の手続きや予約を忘れずに確認しておきましょう。

（ フィルムの場合には 『 ミリ映写機技術習得証明書』が必要です ）16mm 16、 。

視聴覚教材の問い合わせ先（借用手続・内容確認等）

▼各市町村教育委員会事務局

（ ）・生涯学習課 社会教育課

・学校教育課 等

▼各市町村の首長部局

・人権推進課

・人権推進室

・企画課

・総務課 等

▼ 各地区視聴覚ライブラリー

▼法務局

・宇都宮地方法務局人権擁護課

又は最寄りの支局

・栃木県人権啓発活動ネットワーク

協議会ビデオライブラリー

（人権擁護委員さんに相談

。）するのもよいでしょう

◆栃木県

028-623-3024人 権 同 和 対 策 課 （県 庁 内）

◆栃木県教育委員会

028-623-3363総務課人権教育室 （県 庁 内）

028-626-3183河 内 教 育 事 務 所 （河 内 庁 舎 内）

0289-62-7167上都賀教育事務所 （上 都 賀 庁 舎 内）

0285-82-3324芳 賀 教 育 事 務 所 （芳 賀 庁 舎 内）

0282-23-3422下都賀教育事務所 （下 都 賀 庁 舎 内）

0287-43-0176塩 谷 教 育 事 務 所 （塩 谷 庁 舎 内）

0287-23-2177那 須 教 育 事 務 所 （那 須 庁 舎 内）

0287-82-2909南那須教育事務所 （南 那 須 庁 舎 内）

0283-23-1471安 足 教 育 事 務 所 （安 蘇 庁 舎 内）

028-665-7207県視聴覚ライブラリー （総合教育センター内）

0284-41-8881県 立 足 利 図 書 館 （足利市民会館隣り）


