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「さあ、みんなで、考えよう」

「まちづくり」は「ひとづくり」！
～ 「あったかい柘植」づくりのために「さあ、みんなで、考えよう」 ～

つ げ かんが

柘植小・中学校で大切にしていることばに「つげっこ」という言葉があります。
つ げ しよう ちゆうがつこう たいせつ こと ば

柘植に住む子どもは自分の家の子だけでなく、地域に住むすべての子どもが自分の
つ げ す こ じ ぶん いえ こ ち いき す こ じ ぶん

子どもであり、みんなで見守り、ともに成長していこうというすてきな考えです。
こ み まも せいちよう かんが

この考えを、子どもから年配の方まで、すべての柘植に住むひとに広げて、みん
かんが こ ねんぱい かた つ げ す ひろ

なが安心して暮らせる、誇りを持って暮らせる柘植づくりをめざして、本年度もこ
あんしん く ほこ も く つ げ ほんねん ど

の通信を発行していきます。家族やなかまといっしょに「さあ、みんなで、考え
つうしん はつこう か ぞく かんが

よう！」

新学期開始 小・中学校教科書無償配布
し ん が つ き か い し し よ う ち ゆ う が つ こ う き よ う か し よ む し よ う は い ふ

教科書は、無償で配布されています。しかし、今から４９年前までは、無償ではありませんで
きよう か しよ む しよう はい ふ いま ねんまえ む しよう

した。教科書は、戦後、ずっと各家庭で買っていたのでした。この教科書を無償にするために、多
きよう か しよ せん ご かく か てい か きよう か しよ む しよう おお

くの人々が立ち上がった、教科書無償への物語をお届けします。
ひとびと た あ きよう か しよ む しよう ものがたり とど

高知市長浜の「教科書をタダにする会」の取り組み
こう ち し ながはま きよう か しよ かい と く

高知市長浜は高知市の南に位置し、土佐湾にのぞむ半農半漁のまちです。昔から農地が少なく
こう ち し ながはま こう ち し みなみ い ち と さ わん はんのうはんぎよ むかし のう ち すく

漁業も細々と続けており、天候にも左右され、戦後からの復興期のなかで生活していくのは決し
ぎよぎよう こまごま つづ てんこう さ ゆう せん ご ふつこう き せいかつ けつ

て楽ではない状 況でした。母親の多くは「失対」(失業対策事業 )に出て働いていました。
らく じようきよう ははおや おお しつたい しつぎようたいさく じ ぎよう で はたら

母親たちは、毎年３月を迎えるのがつらかった。それは、教科書を用意してやらなくてはいけ
ははおや まいとし がつ むか きよう か しよ よう い

なかったからです。当時の教科書代は、小学校では約７００円、中学校では１２００円を超え
とう じ きよう か しよだい しようがつこう やく えん ちゆうがつこう えん こ

ていました。母親たちが「失対」で１日働いても、３００円くらいにしかならず、生活資金にあ
ははおや しつたい にちはたら えん せいかつ し きん

てるのが精一杯でした。「義務教育だというのに、教科書がタダでないのはいかなるものか」 誰
せいいつぱい ぎ む きよういく きよう か しよ だれ

かが言い出したのをきっかけに、「そういえば、憲法に書いてある」ということになり、憲法を読
い だ けんぽう か けんぽう よ

みました。日本国憲法第２６条には、次のように書かれていました。
に ほんこくけんぽうだい じよう つぎ か

「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負
こくみん ほうりつ さだ ほ ご し じよ ふ つうきよういく う ぎ む お

ふ。義務教育は、これを無償とする。」
ぎ む きよういく む しよう

母親たちは、話し合いで輪を広げ、先生たちの賛同も得て１９６１年に「長浜・教科書をタダ
ははおや はな あ わ ひろ せんせい さんどう え ねん ながはま きよう か しよ

にする会」を結成しました。「教科書をタダにする会」は各地で集会をひらき、署名運動をはじ
かい けつせい きよう か しよ かい かく ち しゆうかい しよめいうんどう

め、一緒にたたかう団体も増やしていきました。その要求の高まりのなか、「教科書をタダに」
いつしよ だんたい ふ ようきゆう たか きよう か しよ

の要求を高知市教育委員会に持ち込みました。教育委員会はこの要求を聞き入れたのですが、
ようきゆう こう ち し きよういく い いんかい も こ きよういく い いんかい ようきゆう き い

あまりにも要求者が多く、約束をなかったことにしました。教育委員は、姿をくらまし、かわ
ようきゆうしや おお やくそく きよういく い いん すがた

って市長が要求にこたえると約束しますが、今度は教育委員が総辞職してしまい、それを待つ
し ちよう ようきゆう やくそく こん ど きよういく い いん そう じ しよく ま

ようにして、市長は教育委員がいなくてはと、また約束をなかったものにしてしまいました。学校
し ちよう きよういく い いん やくそく がつこう



では印刷したプリントで授業が続けられました。そして５月になり一部無償を勝ち取りました。
いんさつ じゆぎよう つづ がつ いち ぶ む しよう か と

こうしたたたかいが全国にも伝えられ、波及するなか、憲法の精神にもそった、国民の熱い要求
ぜんこく つた は きゆう けんぽう せいしん こくみん あつ ようきゆう

であったので、国会でも、大きな問題として取り上げられ、１９６３年に、ついに「義務教育諸学校
こつかい おお もんだい と あ ねん ぎ む きよういくしよがつこう

の教科用図書の無償措置に関する法律」(教科書無償化法)が成立しました。
きよう か よう と しよ む しよう そ ち かん ほうりつ きよう か しよ む しよう か ほう せいりつ

１９６４年から教科書無償が実現し始め、最初の年は小学校１年生だけ、翌年は小学校３年生
ねん きよう か しよ む しよう じつげん はじ さいしよ とし しようがつこう ねんせい よくねん しようがつこう ねんせい

までと、順次、無償のわくが拡大され、１９６９年に小 中学校で完全無償が実現しました。
じゆん じ む しよう かくだい ねん しようちゆうがつこう かんぜん む しよう じつげん

(複数の人権資 料 を参考)
ふくすう じんけん し りょう さんこう

この教科書無償化への取り組み・運動こそが、部落解放、そしてすべての人々のしあわせのため
きよう か しよ む しよう か と く うんどう ぶ らくかいほう ひとびと

への同和教育から生まれたものであり、誰もが幸せに暮らせる社会実現に向けてのみんなの熱い思
どう わ きよういく う だれ しあわ く しやかいじつげん む あつ おも

いの結集なのです。このような運動で勝ち取った無償の教科書を使って、小 中学校に通うみな
けつしゆう うんどう か と む しよう きよう か しよ つか しようちゆうがつこう かよ

さんはこれから学習していきます。教科書無償化への経過と意義を大切にし、自分の「学ぶ権利」
がくしゆう きよう か しよ む しよう か けい か い ぎ たいせつ じ ぶん まな けん り

を大切にし、おおいに学んでほしいと願っています。
たいせつ まな ねが

柘植小・中学校の教科書配布時に
つ げ し ょ う ち ゅ う が っ こ う き ょ う か し ょ は い ふ じ

柘植 小 ・ 中 学校では、柘植 小 学校の１年生が 入 学するときに 教 科書配布時に使う 袋 に印刷さ
つ げ しょう ちゅうがっこう つ げ しょうがっこう ねんせい にゅうがく きょう か しょはい ふ じ つか ふくろ いんさつ

れている下記の文部科学 省 の挨拶文を使いながら、 教 科書無 償 配布のことを新年度の最初に 話 を
か き もん ぶ か がくしょう あいさつぶん つか きょう か しょ む しょうはい ふ しんねん ど さいしょ はなし

しています。

保護者の皆様へ
ほ ご しや みなさま

お子様の御 入 学おめでとうございます。
こ さま ご にゆうがく

この 教 科書は、義務 教 育の児童、生徒に対し、国が無 償 で配布しているものです。
きよう か しよ ぎ む きよういく じ どう せい と たい くに む しよう はい ふ

この 教 科書の無 償 給 与制度は、憲法に掲げる義務 教 育無 償 の精神をより広く実現するもの
きよう か しよ む しようきゆう よ せい ど けんぽう かか ぎ む きよういく む しよう せいしん ひろ じつげん

として、次代をになう子供たちに対し、わが国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国民全体
じ だい こ ども たい くに はんえい ふく し こうけん こくみんぜんたい

の 願 いをこめて、その負担によって実施されております。
ねがい ふ たん じつ し

一年生として初めて 教 科書を手にする機会に、この制度にこめられた意義と願いをお子様にお
いちねんせい はじ きよう か しよ て き かい せい ど い ぎ ねが こ さま

伝えになり、 教 科書を大切に使うよう御指導いただければ 幸 いです。
つた きよう か しよ たいせつ つか ご し どう さいわ

文部科学 省
もん ぶ か がくしよう

( 小 学校新一年生 教 科書 給 与 袋 の裏に書かれている文部科学 省 の挨拶文)
しようがつこうしんいちねんせいきよう か しよきゆう よ ぶくろ うら か もん ぶ か がくしよう あいさつぶん

人権に関する意識調査結果 （概要報告 3)
じ ん け ん か ん い し き ち よ う さ け つ か が い よ う ほ う こ く

「人権に関する柘植地域住民意識調査」と伊賀市実施の同様の調査による「 教 科書無 償 化」
じんけん かん つ げ ち いきじゆうみん い しきちよう さ い が し じつ し どうよう ちよう さ きょう か しょ む しょう か

についての認知度の結果を再掲載します。
にん ち ど けつ か さいけいさい

義務 教 育の無 料 化( 教 科書無 償 化) ・・・ ４１.６％が知っている] (2015伊賀市)
ぎ む きょういく む りょう か きょう か しょ む しょう か し い が し

４５.７％が知っている] (2017柘植地域)
し つ げ ち いき

文責・橋本浩信
ぶんせき はしもとひろのぶ

４・５月の講演会や研修会の案内
が つ こ う え ん か い け ん しゆう か い あ ん な い

○ 5月 22日(火) 柘植地域人権啓発合同事業フィールドワーク(近隣) (9:30 ～ 12:20)やまなみ工房
がつ にち か つ げ ち いきじんけんけいはつごうどう じ ぎよう きんりん こうぼう

○ 5月 25日(金) いがまち同研総会および講演会
がつ にち きん どうけんそうかい こうえんかい


