
お
母
さ
ん
た
ち
の
人
形
劇
団
「
い
ち
ご
じ
ゃ
む
」

皆
さ
ん
も
見
て
み
ま
せ
ん
か

桑
くわ

山
やま

　幸
ゆき

子
こ

「
人
形
劇
を
子
供
達
に
見
せ
て
あ
げ
た

い
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
も
大
好
き
。」

と
い
う
思
い
か
ら
始
ま
り
、
子
供
た
ち
か

ら
高
齢
者
ま
で
、
誰
に
で
も
親
し
み
や
す

く
、
心
か
ら
楽
し
め
る
人
形
劇
を
目
指
し

て
平
成
11
年
５
月
に
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

最
初
は
、
何
か
ら
始
め
て
よ
い
か
分
か

ら
ず
、
手
探
り
の
中
、
水
口
町
の
巌
谷
さ

ざ
波
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て

い
た
人
形
劇
講
座
に
出
席
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を

学
び
水
口
図
書
館
で
の
年
３
回
の
定
期

活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
れ
ま
し
た
。

公
演
も
始
め
の
う
ち
は
背
景
・
人
形
・

大
小
の
小
道
具
ま
で
自
分
た
ち
で
作
り
、

家
に
あ
る
も
の
を
持
ち
寄
り
な
が
ら
の

活
動
で
し
た
。
暗
幕
も
、

物
干
し
竿
に
黒
い
布
を

張
り
、
水
を
入
れ
た
容

器
を
重
石
と
し
て
そ
れ

に
取
り
付
け
て
作
成
し

て
い
た
そ
う
で
す
。

ま
ず
は
園
児
た
ち
に

見
て
も
ら
お
う
と
、
市

内
の
保
育
園
で
披
露
。

劇
を
見
た
先
生
や
保
護

者
の
方
の
口
コ
ミ
で
広

ま
り
活
動
範
囲
が
広

ま
っ
た
そ
う
で
す
。

現
在
は
、
甲
賀
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡

協
議
会
に
所
属
し
、
老
人
ホ
ー
ム
・
ふ
れ

あ
い
サ
ロ
ン
・
夏
祭
り
な
ど
多
方
面

で
の
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

取
材
当
日
は
、
甲
賀
町
和
田
公
民

館
で
高
齢
者
対
象
の
サ
ロ
ン
の
方
々

に
人
形
劇
「
３
枚
の
お
ふ
だ
」、
パ

ネ
ル
シ
ア
タ
ー
「
ネ
コ
の
お
医
者
さ

ん
」
を
披
露
。

「
い
ち
ご
じ
ゃ
む
」
の
メ
ン
バ
ー

の
「
皆
さ
ん
も
一
緒
に
ど
う
ぞ
。」

と
い
う
声
掛
け
を
き
っ
か
け
に
、

リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
手
拍
子
を
し
な

が
ら
、
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
の
お
話
の

中
に
全
員
が
す
っ

と
入
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
そ
れ
を

見
て
い
る
間
に
、

こ
ち
ら
も
自
然
に

歌
を
歌
い
、
皆
さ

ん
の
中
に
一
緒
に

引
き
込
ま
れ
て
い

ま
し
た
。

参
加
者
の
方
々

は
、「

人
形
劇
を
見
る

な
ん
て
、
何
年
ぶ
り
や
ろ
。」

「
孫
に
も
見
せ
て
あ
げ
た
い
。」

「
こ
ん
な
風
に
、
手
拍
子
し
て
笑
っ
た

こ
と
な
い
わ
。」

と
、
と
て
も
楽
し
そ
う
な
笑
顔
を
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

見
て
頂
く
方
々
の
年
齢
層
に
よ
り
反

応
が
違
う
た
め
、
同
じ
人
形
劇
で
も
話

し
方
や
動
き
に
も
大
変
苦
労
さ
れ
た
と

の
こ
と
で
し
た
。
演
者
と
参
加
者
が
一
体

に
な
る
こ
と
で
双
方
の
感
動
と
、
心
と
心

の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
り
、
そ
の
場
の
空

気
が
な
ご
や
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
感

じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
い
ち
ご
じ
ゃ
む
」
で
は
、
結
成
当
初

の
４
名
の
お
母
さ
ん
に
、
ニ
ュ
ー
フ
ェ
ー

ス
の
若
者
１
名
が
加
わ
り
、
よ
り
一
層
活

躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
、
忘
れ
て
い
た
子
供
の
頃
の

感
動
を
「
い
ち
ご
じ
ゃ
む
」
の
人
形
劇
か

ら
感
じ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

育
児
サ
ー
ク
ル
の
仲
間
で
人
形
劇
大
好
き
な
４
人
組
が
結
成
。
親
し
み
や
す
い
手
作
り
感
あ
ふ
れ
る
人
形
劇
団
を
紹
介
し
ま
す
。

　同和問題を学習する中で、よく出てくる言葉に「寝た子を
起こすな」というものがあります。「部落差別について学習
すれば、部落差別を知らなかった人が知ることで、新たに差
別をする人が出てくる。だから、部落差別には触れないほ
うがいい」という考え方です。
　しかし、果たしてそうでしょうか。例えば、もし身近な人
が理不尽な差別やいじめに遭っていたとしても、同じよう
に何もしない方がよいと言い切れるでしょうか。
　「寝た子を起こすな」というのは、見て見ぬふりをしてい
るのと同じです。その間、差別されている人はさらに苦し
み続けているのです。
　この啓発の大切さは、東日本大震災による原発事故をも
とに、福島に対する間違った偏見から様々な人権侵害が再
生産されてしまっていることからもうかがえます。
　差別は、いつどんな形で現れるか分かりません。そのと
き、正しい理解と認識を持っていなければ、誤った判断をし
てしまい、知らないうちに人を傷つけることがあるのです。

ですから「寝た子を起こすな」ではなく、まずは差別につい
て知ること、そして正しく理解することが大切です。
　私たちの周りには、さまざまな差別や人権侵害の事象が
あります。とりわけ同和問題は、最も深刻な人権侵害の一
つです。この問題の解決に積極的に取り組むことは、人々
の間に人権尊重の意識を根付かせ、あらゆる差別や偏見を
なくし、私たちの身の回りを良くしようとする取り組みに
つながります。
　県および各市町では、９月を「同和問題啓発強調月間」と
定めています。当市でも、甲賀市人権教育推進協議会等と
協力した街頭啓発活動や、市人権教育研究大会を行なうな
ど、集中的に啓発事業を展開します。
　みんなの人権が守られる明るい社会をつくるために、こ
れを機会に同和問題について考えてみましょう。

　同和問題に対する正しい理解と認識を持っていますか？
　いま一度、日頃の行動を振り返ってみましょう。

９月は「同和問題啓発強調月間」です

人権推進課
  ☎65-0693　Fax63-4582問い合わせ

連
絡
先

　
水
口
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
議
会
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和わ

田た

谷だ
に

を
守
る
七
つ
の
城

～
和わ

田だ

城
館
群
か
ら

　

市
内
に
は
二
百
以
上
の
城
が
確
認
さ
れ
て
お

り
、一
つ
の
場
所
に
複
数
の
城
が
築
か
れ
て
い
る

点
が
特
徴
で
す
。
今
回
は
市
内
で
も
特
に
密
集

し
て
築
か
れ
て
い
る
和
田
城
館
群
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

　

和
田
谷
は
甲
賀
町
和
田
に
所
在
し
、伊
賀
へ
抜

け
る
街
道
に
沿
っ
て
開
か
れ
た
狭
い
谷
で
両
側

か
ら
標
高
二
百
メ
ー
ト
ル
前
後
の
丘
陵
が
和
田

区
を
囲
む
よ
う
に
迫
っ
て
い
ま
す
。
和
田
城
館

群
は
和
田
区
を
見
下
ろ
す
丘
陵
の
上
に
築
か
れ

た
七
つ
の
城
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
城
は
大
き
さ
が
異
な
っ
て
お
り
、

城
ご
と
に
違
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
ま
ず
谷
の
北
側
の
入
口
部
分
に
は

殿と
の
や
ま
じ
ょ
う
あ
と

山
城
跡
と
公く

方ぼ
う

屋や

敷し
き

支し

城じ
ょ
う
あ
と
跡
が
川
を
挟
ん

で
対
に
な
っ
て
築
か
れ
て
お
り
、域
外
か
ら
の
進

入
者
を
監
視
す
る
物
見
の
役
割
を
果
た
し
て
い

た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
ま
た
殿
山
城
跡
の
南
に

は
現
在
市
の
指
定
史
跡
と
な
っ
て
い
る
公
方
屋

敷
跡
が
あ
り
、一い

ち
じ
ょ
う
い
ん
か
く
け
い

乗
院
覚
慶
（
後
の
足
利
義
昭
）

が
亡
命
し
た
際
に
一
時
滞
在
し
た
場
所
と
し
て

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

谷
の
最
南
部
に
は
同
じ
く
市
の
指
定
史
跡
と

な
っ
て
い
る
和
田
城
跡
が
あ
り
、他
の
城
と
比
べ

て
大
規
模
で
あ
り
、防
衛
機
能
も
充
実
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、城
館
群
の
中
で
も
中
心
的
な
役
割
を

果
た
し
た
城
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
対
岸
に

は
和わ

田だ

支し

城じ
ょ
う
あ
と跡
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
三
城
が
連
続
し
て

築
か
れ
て
お
り
、こ
れ
ら
の
城
が
連
携
し
て
和
田

城
を
支
え
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
城
が
互
い
に
連
携

を
取
り
合
う
こ
と
に
よ
り
、城
館
群
全
体
が
ま
る

で
一
つ
の
城
と
し
て
地
域
を
防
衛
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

和
田
城
を
築
い
た
と
さ
れ
る
和
田
氏
は
中
世

期
に
こ
の
地
域
を
支
配
し
て
い
た
土
豪
で
、足
利

義
昭
の
亡
命
を
手
助
け
し
、後
に
織
田
信
長
の
重

臣
と
し
て
京
都
所
司
代
や
摂せ

っ

津つ
の

国く
に

守し
ゅ

護ご

と
な
っ

た
戦
国
武
将
和わ

田だ

惟こ
れ

政ま
さ

を
輩
出
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
刊
行
し
て
い
る
甲
賀
市
史
第
七
巻「
甲
賀

の
城
」で
は
、和
田
城
館
群
を
含
む
甲
賀
地
域
の

城
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
。
近
年

は
市
内
の
城
を
巡
る
見
学
者
も
増
え
て
お
り
、今

郷
土
の
歴
史
を
伝
え
る
貴
重
な
文
化
遺
産
と
し

て
甲
賀
の
城
が
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

歴
史
文
化
財
課

☎
８
６
‐
８
０
２
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Fax
８
６
‐
８
２
１
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和田城跡　
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