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　1871年、明治政府によって出された太政官布告(「解放令」)に

より、身分制度は廃止されましたが、人々の差別意識は残ったまま

でした。社会問題となった部落差別に対し、被差別民衆が立ち上

がり1922年、京都の岡崎公会堂で全国水平社創立大会を開催し

ました。その運動は、全国に広がり、翌年、全九州水平社、全筑後

水平社創立へとつながりました。

中世の被差別民は、当時は「ケガレ」と考えられていた死や出産、犯罪、疫病などを
「キヨメ」る・払う職能を持つといわれていました。また、天皇や神仏に直属し、特
殊な能力を持つものとして誇りを持っていました。

　全国水平社創立と同じ趣旨で１９２３年１２月２３日、筑後地域

の被差別部落出身者が、ここ久留米の地で全筑後水平社を創立し

ました。

　それから100年が経ちました。しかし、今でも全国で、結婚、就職

などにおける部落差別が問題となっています。このような問題に対

して、国は、2016年に「部落差別解消推進法」を制定しました。

　　私たちはこの事実を受け止め、100周年という節目を契機に、

　   一人ひとりが部落差別について正しく学んでいきましょう。

～はじめに～
中世（鎌倉～室町時代）

「ケガレ」と「キヨメ」

以前の教科書には、江戸幕府が分裂支配のために「士･農･工･商･えた身分･ひにん身分」
を作り出したとされていました。そして、序列化して説明し、さらには、これをピラミッド型
に図示して説明していました。現在は、部落史研究・同和教育の発展・深化とともに、捉え
方が変わってきました。

近世（江戸時代）
～「士農工商」は、まちがい？～

当時の被差別民は、「ケガレ」を「キヨメ」る特殊な能力を持つものとして畏怖（おそれお
ののく）されながらも、賤視(見下し蔑む)される存在でした。庭園づくりや芸能など、当時
の文化の豊かさは、彼らが担うところが多くありました。

現在の捉え方は・・・

時代の流れとともに、「ケガレ」を恐れる、畏怖する意識が次第に消えて、これを忌避(嫌
がり避ける)する、嫌悪するような意識が強くなっていきました。

江戸幕府は、すべての身分に対して、差別と分
断を利用し、巧妙に支配しようとしました。身
分と職業･役目、住む所が密接に結び
つき、親から子へとそれらが引き継が
れていきました。

共同体から排除、社会の外へ

部落差別の歴史や背景を振り返る

さらに

しかし

そして

全筑後水平社

創立大会が行われた

当時の恵比須座

武士 百姓・町人 差別された人々

  　　　　　　　　ねん　　めい    じ   せい    ふ　　　　　　　　       だ　　　　　　　　 だ   じょうかん  ふ    こく　        かい ほう れい

　　　　　　　み   ぶん  せい    ど　 　　はい   し　　　　　　　　　　　　　　　     ひと  びと　　　 さ    べつ   い    しき　   　のこ

　　　                   しゃ  かい  もん  だい　　　　　　　　      ぶ    らく   さ    べつ   　　たい　　      　ひ     さ    べつ  みん しゅう　　   た　　　  あ

  

                                    ねん       きょう と　　     おか ざき  こう  かい   どう　　    ぜん  こく  すい へい   しゃ そう  りつ  たい  かい       　かい   さい

　                                         うん  どう　　　　   ぜん  こく   　　ひろ　　　　　　  よく  ねん　 　ぜん きゅうしゅうすい へい しゃ    　ぜん  ちく   ご    

すい  へい  しゃ  そう りつ

ぶ　　　 らく           さ            べつ　　　　         れき           し　　                はい          けい　                  　ふ                      かえ

ちゅう   せい　         かま    くら　            むろ   まち      じ        だい

きん    せい　　　 　え        ど       じ       だい

げん    ざい　　  　　とら　　 　　かた

ちゅうせい　    ひ    さ べつ みん　　　 とう  じ                                        かんが  　　　　　　　　　　し      しゅっさん    はんざい     えきびょう 

　　　　　　　　　        はら 　しょくのう　 　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  てん のう　  しん ぶつ　 ちょくぞく　　   とく

しゅ　   のうりょく　  も                               　   ほこ　    　   も

 とう  じ　　  ひ   さ べつみん　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　とくしゅ　  のうりょく　 も　　　　　　　　　　   い   ふ

　　    　　　　　                                 せん し　  み くだ　さげす　　　　　　   そんざい　　　　　　  ていえん　　　　　　げいのう　　　　   とう じ　　

     ぶん か　　ゆた                       かれ　　　にな　　　　　　　　おお

じ  だい　  なが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おそ　　　 　　い  ふ　　　　 い  しき　　し  だい　   き　　　　　　               き    ひ   いや

　　　さ　　　　　　　　　 けん お　　　　　　　　　い しき　　つよ

   い  ぜん    きょうか しょ　　　　　  え   ど ばく ふ　　 ぶんれつし はい　　　　　　　　  し 　のう  こうしょう　　　    みぶん　　　　  　　みぶん

       つく  　だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じょれつ か　　    せつめい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    がた

       ず  し　　　  せつめい　　　　　　　　　　　げんざい　　　 ぶ らく  し けんきゅう どう わきょういく　はってん　  しん か　　　　　　　　 とら　　

かた       か

   え   ど ばく  ふ　　　　　　　　　     み ぶん　  たい　　　　   さ べつ　 ぶん

だん　   り  よう　　  こうみょう　し  はい　　　　　　　　　　　　　　　み

ぶん しょくぎょう やく め   　す  　ところ　 みっせつ　 むす　

　　　　  おや      　　こ　　　　　　 　　　　　ひ　     つ

　　　　　　　　　　　

きょう  どう   たい　　　　　　 はい  じょ　　　しゃ   かい　　  　そと

し     のう  こう  しょう
 　　 ぜん こく  すい  へい  しゃ  そう  りつ　      おな　     しゅ   し　　　           　　  　　  ねん　　  がつ　　　　  にち   　ちく   ご     ち    いき　　  　

    　 ひ     さ   べつ   ぶ    らく しゅっしん  しゃ　　　　　　　　    く     る    め　　 　  ち　 　　 ぜん  ちく   ご    すい へい  しゃ　　 そう  りつ

      

                                                    ねん　 　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  いま　　　 　　ぜん   こく　　　    けっ  こん　   しゅうしょく

        　　　　　                       ぶ    らく   さ   べつ          もん  だい                                                                                              もん  だい　　   たい　

　  　　        くに　　　　　　　　　　   ねん　　　　 ぶ   らく   さ    べつ  かい しょうすい  しん  ほう　　         せい  てい

　　　　  わたし　　　　　　　　　　   　じ    じつ　　    う　　     と　　　　　　　　  しゅうねん　　　　  　　ふし   め          けい   き　　　 

             　 ひとり　　　　　　　　   　 ぶ    らく   さ   べつ　　　　　　　      　ただ               まな

ぜん   ちく     ご      すい   へい   しゃ

そう    りつ    たい   かい　　　 おこな

 とう     じ　            え      び       す       ざ

ぶ  し ひゃくしょう　ちょうにん さ  べつ　             ひとびと


