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ろ
い
。
少
し
だ
け
部
落
に
住
ん
で

良
か
っ
た
と
思
っ
た
。
こ
れ
か
ら

俺
は
卒
業
し
て
社
会
に
出
る
が
、

解
放
運
動
は
続
け
て
い
く
つ
も
り

だ
。
で
も
、正
直
言
っ
て
不
安
だ
。

俺
が
諦
め
る
か
も
し
れ
ん
し
、
差

別
を
う
け
る
か
も
し
れ
ん
。
こ
ん

な
不
安
も
あ
る
け
れ
ど
、
仲
間
が

お
る
し
、
ま
あ
な
ん
と
か
や
っ
て

い
け
る
か
な
あ
と
思
う
。

　　

解
放
研
で
大
事
に
し
て
い
る
こ

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
部
落
」
の

す
。
こ
の
生
徒
が
差
別
と
ど
う
向

き
合
っ
て
き
た
の
か
が
こ
の
作
文

で
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い

ま
す
。

　

自
分
が
部
落
出
身
っ
て
こ
と
を

ど
う
自
覚
し
て
い
っ
た
か
分
か
ら

な
い
が
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
変
わ

っ
た
。
差
別
に
対
す
る
向
き
合
い

方
が
変
わ
っ
た
。
前
は
俺
に
は
関

係
ね
え
と
思
っ
て
い
た
。
い
じ
め

な
ん
て
弱
い
や
つ
が
悪
い
と
思
っ

て
い
た
し
、
差
別
な
ん
て
し
ょ
う

が
な
い
、
強
い
や
つ
が
や
り
た
い

よ
う
に
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
、

絶
対
な
く
な
ら
な
い
っ
て
思
っ
て

た
。
で
も
、
解
放
研
で
い
ろ
い
ろ

な
話
を
聞
く
う
ち
に
俺
に
も
降
り

か
か
る
か
も
し
れ
ん
と
思
っ
た
。

そ
れ
を
知
っ
た
時
は
、
す
っ
げ
ー

怖
か
っ
た
。
そ
の
時
、「
や
っ
ぱ

り
俺
も
考
え
な
あ
か
ん
」
と
思
っ

た
。
そ
し
て
解
放
研
に
積
極
的
に

参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
い
ろ
ん

な
会
に
参
加
し
た
。
い
ろ
ん
な
人

と
話
を
す
る
と
、
俺
と
似
た
よ
う

な
や
つ
も
い
た
し
、
ず
ー
っ
と
部

落
に
住
ん
で
い
る
や
つ
も
い
た
。

部
落
っ
て
差
別
さ
れ
る
と
い
う
く

く
り
は
ひ
と
つ
で
も
、
み
ん
な
い

ろ
い
ろ
な
考
え
を
持
ち
、
お
も
し

　

鳥
取
県
東
部
地
区
の
各
高
等
学

校
に
は
、「
部
落
解
放
研
究
会
（
通

称
解
放
研
と
い
う
）
が
部
活
動
と

し
て
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
学

校
で
解
放
研
を
と
り
ま
く
状
況
は

そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。解
放
研
は
、

そ
の
名
の
と
お
り
「
部
落
差
別
を

中
心
課
題
と
し
て
、
そ
の
解
消
に

向
け
た
活
動
に
取
り
組
む
部
」
と

捉
え
て
い
た
だ
い
て
い
い
と
思
い

ま
す
。

　

私
の
高
校
の
状
況
に
つ
い
て
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
解
放

研
部
員
は
現
在
20
数
人
。
毎
週
行

う
定
例
会
が
活
動
の
基
本
で
、
自

分
と
差
別
と
の
関
係
を
見
つ
め
直

す
こ
と
を
活
動
の
柱
に
し
て
、
差

別
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
話
し

て
い
ま
す
。
そ
の
話
し
合
い
の
中

で
は
、
自
分
の
生
い
立
ち
や
親
の

こ
と
、
自
分
が
部
落
を
ど
う
見
て

き
た
か
、
今
ど
う
思
っ
て
い
る
か

な
ど
を
部
員
同
士
で
話
し
合
っ
て

い
ま
す
。

　

３
年
生
の
解
放
研
部
員
が
書
い

た
次
の
よ
う
な
作
文
が
あ
り
ま

学校現場から学ぶ

いのち・愛・人権
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「
解
放
研
」
と
は

　今回は、高校の部活動「解放研」の取り組みについて
先生にお話を伺いました。

その活動に学び、私たちは何ができるかを考えてみたいと思います。

～高等学校「解放研」～

「
解
放
研
」
の
具
体
的
な

活
動
は

存
在
を
ど
う
教
え
ら
れ
、
ど
う
受

け
止
め
て
き
た
か
、
そ
し
て
、
差

別
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
を
考
え

る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
進
路
保
障

や
差
別
を
な
く
す
取
り
組
み
や
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
大
事
に
で
き

る
仲
間
づ
く
り
に
も
つ
な
が
っ
て

い
ま
す
。

　

当
事
者
が
感
じ
る
不
安
や
「
え

ら
さ
」、
こ
れ
に
教
職
員
は
ど
こ

ま
で
寄
り
添
い
、
解
決
に
向
け
て

ど
う
関
わ
る
か
、
そ
の
営
み
自
身

が
同
和
教
育
だ
と
私
は
思
っ
て
い

ま
す
。

　私たちの生活空間には、「差別」や「人権に
関わる課題」がたくさん存在しています。この
解放研部員の感じた「不安」は、現実の社会の
中で起こっています。
　子どもたちの言葉に込められた気持ちをしっ
かり受け止め、ともに考え、「不安」や「怖さ」
を抱くことのない社会をつくっていかなければ
なりません。そのためにも、さまざまな課題を
共有できる仲間づくりが大切であることを、解
放研の活動が教えてくれています。

■問い合わせ先
市役所第２庁舎人権・同和教育課

 （0857）20－3376
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