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藪
本　

水
平
社
宣
言
か
ら
１
０
０
年

が
た
ち
ま
し
た
。
水
平
社
宣
言
を
作
っ

た
当
時
の
方
は
今
の
日
本
を
見
て
ど
う

思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

山
本　

１
世
紀
た
っ
て
も
「
こ
れ

か
」
と
厳
し
い
目
で
見
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
差
別
は
深

刻
化
し
て
い
ま
す
の
で
、
水
平
社
宣
言

の
理
念
を
実
現
で
き
て
い
な
い
こ
と
を

痛
切
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

藪
本　

部
落
差
別
（
同
和
問
題
）
が

解
決
し
て
い
な
い
理
由
は
何
で
し
ょ

う
か
。

　

山
本　

一
つ
は
、
１
９
６
９
（
昭
和

44
）
年
の
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法

以
来
、
33
年
間
様
々
な
対
策
が
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
人
権
課
題
の

中
で
最
も
税
金
が
投
入
さ
れ
た
巨
大
事

業
で
す
。
狭
い
路
地
、
不
良
住
宅
、
衛

生
環
境
、
そ
れ
か
ら
教
育
保
障
な
ど
で

は
、
一
定
の
改
善
を
み
せ
た
と
は
思
い

ま
す
。
た
だ
、
今
は
差
別
の
形
が
変

わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
、
血

が
穢
れ
て
い
る
と
忌
避
し
た
り
、
人

間
以
下
に
扱
う
な
ど
、「
古
典
的
な
差

別
」
と
言
え
る
も
の
で
し
た
が
、
今
は

そ
れ
に
加
え
て
、
あ
の
人
た
ち
だ
け
が

山本 崇記 さん
公益財団法人世界人権問題研究センター専任研究員を経て、静岡大学人文社会科学部准教授。
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現
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じ
る

水
平
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１
０
０
年
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得
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
韓
国
、
朝
鮮

に
対
し
て
の
嫌
悪
感
を
持
っ
て
い
る
人

が
ネ
ッ
ト
上
の
偏
見
に
満
ち
た
差
別
的

な
情
報
を
み
て
、
具
体
的
な
行
動
を
起

こ
す
。
そ
れ
が
放
火
で
あ
り
、
幾
つ
か

の
韓
国
・
朝
鮮
系
の
団
体
の
器
物
損
壊

へ
と
表
れ
た
の
で
す
。
相
模
原
市
の
障

害
者
施
設
（
津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
）
で

の
殺
傷
事
件
は
直
接
的
な
接
触
を
伴
い

ま
し
た
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
被
差
別

部
落
に
お
い
て
も
同
様
の
事
が
起
き
な

い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
実
際
、
水
平

社
結
成
の
前
後
に
も
、
被
差
別
部
落
は

襲
撃
さ
れ
て
い
ま
す
。
差
別
が
エ
ス
カ

レ
ー
ト
し
て
暴
力
に
転
化
す
る
と
い
う

の
は
、
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
す
。
今
、

そ
こ
ま
で
来
て
い
る
と
い
う
危
機
感

を
持
た
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
が�

１
０
０
年
以
上
も
差
別
を
残
し
て
し

ま
っ
た
側
（
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
）
の
責
任

で
す
。

●
水
平
社
宣
言
の
成
果

　

藪
本　

で
は
、
水
平
社
宣
言
１
０
０

年
の
成
果
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

山
本　

差
別
を
な
く
そ
う
と
す
る
力

と
、
差
別
を
当
た
り
前
に
行
え
て
し
ま

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

●
部
落
差
別
（
同
和
問
題
）
の
今

　

藪
本　

今
、
部
落
差
別（
同
和
問
題
）

は
具
体
的
に
ど
ん
な
形
で
表
れ
て
い
ま

す
か
。

　

山
本　

結
婚
差
別
、
そ
し
て
交
際
、

交
流
に
関
す
る
忌
避
意
識
が
残
っ
て
い

る
こ
と
は
法
務
省
の
調
査
＊1
で
も
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
悪
質
な
情
報
で
溢

れ
て
い
ま
す
。
差
別
さ
れ
る
側
に
と
っ

て
、
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
情
報
が
拡
散
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
（
同
和

地
区
暴
き
）
で
す
。
父
親
が
善
か
れ
と

思
っ
て
娘
の
結
婚
相
手
の
こ
と
を
調
べ

て
鳥
取
ル
ー
プ
＊2
等
の
サ
イ
ト
に
行
き

着
い
て
、
被
差
別
部
落
出
身
だ
と
わ
か

る
と
、
急
に
結
婚
に
否
定
的
に
な
っ
た

と
い
う
事
例
が
あ
り
ま
し
た
。
ネ
ッ
ト

と
リ
ア
ル
の
世
界
の
差
別
が
連
動
し
、

状
況
が
悪
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
京
都
の
ウ
ト
ロ
地
区�

の
放
火
事
件
＊3
な
ど
も
そ
う
で
す
が
、

差
別
の
実
行
者
も
情
報
を
ネ
ッ
ト
か
ら

特
権
を
得
て
い
る
、
差
別
が
な
く
な
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
過
剰
な
権
利
を
主

張
し
て
い
る
と
い
っ
た
「
逆
差
別
」
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
新
し
い
差
別
」、

「
ニ
ュ
ー
レ
イ
シ
ズ
ム
」
と
も
い
い
ま

す
が
、
差
別
す
る
人
た
ち
の
「
被
害
者

意
識
」
が
強
く
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や

ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
と
い
う
行
動
に
ま
で

向
か
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

　

藪
本　

差
別
の
形
が
変
わ
っ
て
き
た

の
は
、
私
も
実
感
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

山
本　

も
う
一
つ
は
、
具
体
的
な
被

差
別
部
落
（
同
和
地
区
）
に
触
れ
る
こ

と
は
人
権
侵
害
に
つ
な
が
り
ま
す
か
ら

慎
重
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
上
で
、

部
落
差
別
（
同
和
問
題
）
は
重
要
だ
と

強
調
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
結
局
、
当
事

者
で
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
理
解
す
る

手
が
か
り
に
適
切
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

こ
と
が
難
し
く
、
何
の
こ
と
を
言
っ
て

い
る
の
か
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
。
こ
の
30

～
40
年
、
形
式
的
な
人
権
（
道
徳
）
教

育
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
の
意
識
に
と
っ
て
は
逆

効
果
で
、
か
え
っ
て
反
発
や
反
感
を
生

み
出
し
、
正
し
い
理
解
に
つ
な
が
ら
な

い
環
境
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
側
面
も

＊1）法務省「部落差別の実態に係る調査結果報告書」https://www.moj.go.jp/content/001327359.pdf
＊2）�鳥取ループ：インターネット上で被差別部落とされる地名や地図、民間運動団体関係者の個人情報などを掲載

したサイト。
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場
の
創
出
が
地
域
に
浸
透
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

藪
本　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
隣
保

館
＊5
の
役
割
は
重
要
で
す
ね
。

　

山
本　

そ
う
で
す
ね
。
今
、
全
国
に

８
０
０
館
程
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
本

当
に
小
さ
な
自
治
会
単
位
、
集
落
単
位

で
、
人
権
を
話
題
に
し
て
い
く
取
組

（
小
地
域
懇
談
会
等
）
を
粘
り
強
く
実

施
し
て
い
る
隣
保
館
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
や
は
り
部
落
差
別
（
同

和
問
題
）
へ
の
取
組
の
成
果
で
あ
り
、

遺
産
で
す
よ
ね
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
い
う
立
場
性
を
十
分
理

解
し
つ
つ
、
本
音
で
語
り
合
い
、
多
様

な
人
権
課
題
を
取
り
上
げ
る
工
夫
を
地

域
の
中
か
ら
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が

何
よ
り
も
大
事
で
す
。
そ
う
い
う
取
組

を
し
て
い
く
た
め
に
は
、
部
落
問
題
に

関
し
て
言
え
ば
、
ど
こ
が
地
域
で
誰
が

当
事
者
な
の
か
、
分
か
っ
て
い
な
い
と

で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

藪
本　

被
差
別
部
落
が
担
っ
て
き
た

産
業
は
、
日
本
文
化
を
支
え
て
き
ま
し

た
し
、
今
風
に
い
え
ば
、
必
要
不
可
欠

な
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
で
あ
り
、

持
続
可
能
な
仕
事
で
す
。
も
っ
と
誇
っ

　

藪
本　

多
く
の
人
は
、
自
分
は
差
別

を
し
て
い
な
い
か
ら
関
係
な
い
と
思
っ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
自
分
事

と
し
て
考
え
る
に
は
ど
う
伝
え
た
ら
い

い
の
で
し
ょ
う
。

　

山
本　

そ
こ
は
す
ご
く
難
し
い
と
こ

ろ
で
す
。
社
会
学
の
中
で
は
、
差
別
は
、

人
間
関
係
の
中
で
起
こ
る
必
然
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
形
式
だ
と
も

議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

考
え
続
け
て
、
で
き
る
限
り
差
別
を
少

な
く
し
た
り
、
緩
和
し
た
り
す
る
た
め

の
工
夫
や
知
恵
を
絞
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の

こ
の
２
年
あ
ま
り
、
差
別
は
誰
に
で
も

起
き
る
こ
と
だ
と
、
多
く
の
人
が
実
感

を
持
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

思
い
ま
す
。
差
別
は
遠
く
の
出
来
事
で
、

一
部
の
極
端
な
人
た
ち
に
よ
る
過
激
な

行
動
で
は
な
く
て
、
日
常
の
中
の
感
情

や
感
覚
か
ら
出
て
く
る
も
の
、
あ
る
い

は
気
付
か
な
い
間
に
し
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
な
の
で
す
。
自
分
た
ち
の
生
活

圏
の
中
で
、
偏
見
や
差
別
を
よ
り
身
近

に
捉
え
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
も
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
も
交
え
て
そ
れ
を
言
語
化
し
、
安

全
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
な

う
社
会
に
向
か
う
力
と
が
せ
め
ぎ
合
っ

て
い
る
状
況
で
す
。
部
落
差
別
の
解
消

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
部
落
差
別
解

消
推
進
法
）
が
２
０
１
６
（
平
成
28
）

年
に
で
き
た
こ
と
は
非
常
に
大
き
な
出

来
事
で
す
。
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年

12
月
に
は
、
被
差
別
部
落（
同
和
地
区
）

を
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
す
る
行
為
を
違
法
性

の
高
い
も
の
だ
と
す
る
法
務
省
の
依
命

通
知
が
出
さ
れ
た
の
も
大
変
意
義
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
示
現
舎
＊4
に
よ
る

「
全
国
部
落
調
査
」
復
刻
版
出
版
事
件

の
裁
判
で
東
京
地
裁
は
基
本
的
人
権
の

侵
害
を
認
め
ま
し
た
（
２
０
２
１
（
令

和
３
）
年
９
月
）。
部
落
差
別
（
同
和

問
題
）
に
対
し
て
、
有
効
な
社
会
的
対

応
を
模
索
す
る
機
運
が
様
々
な
レ
ベ
ル

で
起
き
て
い
る
の
は
、
非
常
に
前
向
き

な
力
で
す
。

　

た
だ
、
差
別
す
る
力
も
相
変
わ
ら
ず

根
深
い
の
で
、
現
実
に
起
き
て
い
る
シ

ビ
ア
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
も
っ
と
具

体
的
な
交
流
や
啓
発
、
実
践
が
ど
う
し

た
ら
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
当
事
者

と
連
帯
す
る
側
が
共
に
考
え
て
い
く
場

を
も
っ
と
つ
く
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

＊3）�京都ウトロ地区放火事件：京都府宇治市のウトロ地区において、2021（令和３）年８月に発生した放火事件。ウトロ
平和祈念館（2022（令和4）年4月に開館）に展示予定であった資料約40点も焼失した。同地区で生活する在日韓国・朝
鮮の人々に対する犯人の差別的な動機によるものであり、裁判でヘイトクライムと認定されるか注目される。

＊4）示現舎（じげんしゃ）：鳥取ループが立ち上げた出版社。
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た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

山
本　
「
…
人
間
が
神
に
か
わ
ら
う

と
す
る
時
代
に
あ
う
た
の
だ
。
犠
牲
者

が
そ
の
烙
印
を
投
げ
返
す
時
が
来
た
の

だ
。
殉
教
者
が
、
そ
の
荊け

い

冠か
ん

を
祝
福
さ

れ
る
時
が
来
た
の
だ
」
と
い
う
水
平
社

宣
言
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
れ

は
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
考
え
方
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
障
害
当
事
者
の
中
で

よ
く
聞
か
れ
る
、
差
別
は
当
事
者
に
責

任
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
側
に

あ
る
と
い
う
考
え
方
の
源
流
で
す
。
社

会
の
側
が
そ
の
障
壁
を
な
く
し
て
い
か

な
く
て
は
い
け
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
原

点
と
な
る
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
っ
た

一
文
だ
と
思
う
の
で
す
。
当
時
の
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
運
動
に
も
影
響
を
与
え
ま
し

た
し
、
今
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
運
動
に
も

連
な
る
思
想
が
貫
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
。
水
平
社
宣
言

は
、「
特
殊
部
落
民
よ
団
結
せ
よ
」「
エ

タ
で
あ
る
事
を
誇
り
得
る
時
が
来
た
の

だ
」
と
、
自
分
た
ち
を
差
別
し
て
き
た

賤せ
ん

称し
ょ
う

語
を
定
義
し
直
し
、
自
ら
の
言
葉

と
し
て
取
り
戻
そ
う
と
し
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
当
事
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

て
、
卑
下
す
る
こ
と
な
く
自
己
主
張
し

化
で
あ
り
誇
り
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
る

教
育
の
成
果
で
、
心
強
い
取
組
で
す
。

●
水
平
社
宣
言
を
読
み
直
す

　

藪
本　

改
め
て
日
本
の
今
の
差
別
状

況
を
踏
ま
え
て
、
水
平
社
宣
言
に
つ
い

て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

山
本　

ま
ず
、
日
本
で
初
め
て
の
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
が
発
し
た
人
権
宣

言
だ
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
な
水
平

社
宣
言
の
価
値
と
し
て
確
認
し
な
く
て

は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
世
界
記
憶

遺
産
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
も
、

２
０
１
６
（
平
成
28
）
年
５
月
、
ア
ジ

ア
太
平
洋
地
域
の
ユ
ネ
ス
コ
の
記
憶
遺

産
に
「
衡ヒ

ョ
ン

平ピ
ョ
ン

社サ

」
と
い
う
朝
鮮
の
被
差

別
民
衆
と
連
帯
し
た
成
果
で
承
認
さ
れ

ま
し
た
。
衡
平
社
は
、
水
平
社
に
刺
激

を
受
け
て
つ
く
ら
れ
た
結
社
で
、
日
本

の
植
民
地
支
配
期
に
、
国
境
を
越
え
て

一
緒
に
活
動
し
た
の
で
す
。
ま
た
、
ア

イ
ヌ
の
人
々
に
よ
る
「
解
平
社
」、
ハ

ン
セ
ン
病
患
者
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
癩ら

い

者
解
放
同
盟
」
の
結
成
に
も
影
響
を
与

え
ま
し
た
。

　

藪
本　

全
国
水
平
社
の
結
成
が
、
同

じ
境
遇
に
あ
る
当
事
者
の
心
を
動
か
し

て
い
い
時
代
に
な
っ
て
き
た
と
思
え
て

な
り
ま
せ
ん
。

　

山
本　

日
本
文
化
を
作
っ
て
き
た
重

要
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
事
実

で
す
が
、
そ
の
理
解
が
ま
だ
市
民
権
を

得
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
。
当
事
者

の
中
で
は
誇
り
た
い
け
れ
ど
も
差
別
意

識
と
結
び
付
い
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
怖

さ
も
あ
り
ま
す
。
差
別
の
対
象
と
さ
れ

て
き
た
人
々
が
、
室
町
時
代
の
東
山
文

化
や
、
江
戸
時
代
の
芸
能
文
化
を
つ

く
っ
て
き
た
側
面
も
あ
る
。
そ
の
こ
と

と
、
今
生
き
て
い
る
被
差
別
部
落
の
当

事
者
意
識
や
地
域
に
対
す
る
差
別
と
は

す
ご
く
距
離
が
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、

姫
路
レ
ザ
ー
や
八
幡
靴
な
ど
、
自
治
体

も
応
援
し
、
小
中
高
の
教
育
の
中
で
、

学
び
の
機
会
を
設
け
る
な
ど
交
流
を
深

め
て
い
る
事
例
も
あ
り
ま
す
。
兵
庫
県

た
つ
の
市
で
は
、
隣
保
館
を
活
用
し
な

が
ら
、
人
権
教
育
と
し
て
地
場（
皮
革
）

産
業
を
し
っ
か
り
と
位
置
付
け
て
い
ま

す
。
た
つ
の
の
高
校
生
た
ち
は
地
域
活

性
化
の
一
環
と
し
て
レ
ザ
ー
の
ア
ン
テ

ナ
シ
ョ
ッ
プ
を
つ
く
っ
て
、
お
店
を
運

営
し
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
も
実
施

し
て
い
ま
す
。
皮
革
が
身
近
な
伝
統
文

＊5）�隣保館（りんぽかん）：隣保館は、「地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれ
たコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行う」
ことを目的としている。　https://rinpokan.net/rinpokannituite
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つ
つ
も
、
多
様
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人

た
ち
と
協
働
し
て
や
っ
て
み
る
の
が
い

い
で
す
ね
。

　

藪
本　

そ
れ
は
面
白
い
で
す
ね
。
今

の
課
題
を
含
め
な
が
ら
宣
言
を
作
っ
て

み
る
。
い
い
学
び
に
な
り
そ
う
で
す
。

　

山
本　

次
の
50
年
、
１
０
０
年
に
向

け
て
部
落
差
別
（
同
和
問
題
）
を
解
消

す
る
た
め
の
新
た
な
人
権
宣
言
を
作
る

と
し
た
ら
、
ど
ん
な
内
容
が
良
い
か
と

い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
し
て
み
て
も

い
い
で
す
ね
。
先
人
の
成
果
を
継
承
し

て
、
社
会
的
に
堂
々
と
生
き
て
い
く
と

い
う
、
今
で
い
う
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
の

精
神
で
す
。
そ
れ
が
、
１
０
０
年
間
引

き
継
が
れ
て
き
た
と
思
う
の
で
す
。
今

も
当
事
者
が
顔
を
出
し
、
名
乗
り
、
発

信
し
て
い
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。
そ
う

し
た
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
に
対
し
て
、
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
側
が
協
働
し
て
い
く
よ

う
な
営
み
が
も
っ
と
広
が
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。「
エ

タ
で
あ
る
事
を
誇
り
得
る
時
」
は
、
ま

だ
実
現
し
き
れ
て
い
な
い
し
、
当
事
者

が
安
心
し
て
誇
れ
る
環
境
を
作
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
当

事
者
の
方
か
ら
「
宣
言
は
自
分
た
ち
が

自
分
た
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
明

し
て
も
い
い
。
そ
う
い
う
時
代
が
来
て

い
る
と
、
す
ご
く
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト

さ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
で
す
」
と
言
わ
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
当
事
者
に
と
っ
て

は
、
非
常
に
勇
気
を
与
え
る
宣
言
な
の

で
す
。
こ
の
宣
言
は
、
お
互
い
の
立
場

を
意
識
し
協
働
し
て
い
く
も
の
と
し
て
、

深
く
読
み
直
し
て
い
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

藪
本　

世
界
に
誇
る
水
平
社
宣
言
を
、

私
た
ち
は
改
め
て
き
ち
ん
と
読
み
直
さ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
ね
。

「部落差別（同和問題）
と人権」（パンフレット 
What’s JINKENシリーズ）

ポケットブック③「知り
ましょう！同和問題」
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に―」2022年版
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�後記　部落差別は、私にとっても解決すべき大きなテーマです。連帯して、これからも闘っていきます。


