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水
平
社
宣
言
か
ら
１
０
０
年

―

人
権
・
解
放
運
動
の「
原
点
」を
見
つ
め
直
す―の

た
め
、「
解
放
令
」が
出
さ
れ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
人
権
問
題
と
し
て
の
部
落

差
別
は
無
く
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

政
府
は
、
近
代
国
家
と
な
っ
た
後
も

部
落
差
別
を
解
消
す
る
べ
き
有
効
な
手

立
て
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
結
果
、
人
々
の
差
別
意
識

は
温
存
さ
れ
、
社
会
的
格
差
を
拡
大
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

部
落
の
人
々
が
自
ら
運
動
す
る
こ
と
に

よ
る
平
等
な
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し

「
人
間
の
尊
厳
」を
求
め
る
運
動
と
し
て
、

全
国
水
平
社
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
と
き
読
み
上
げ
ら
れ
た
宣
言
文
が
、

日
本
初
の
人
権
宣
言
と
も
い
わ
れ
る

「
全
国
水
平
社
創
立
宣
言（
水
平
社
宣

言
）」で
す
。

　

今
年
は
、
水
平
社
の
創
立
か
ら
ち
ょ

う
ど
１
０
０
年
と
な
る
節
目
の
年
に
あ

た
り
ま
す
。
１
９
２
２
年
３
月
３
日
、

社
会
か
ら
部
落
差
別
を
無
く
し
て
い
く

こ
と
を
め
ざ
し
て
、
「
全
国
水
平
社
」

が
創
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

小
中
学
校
の
歴
史
の
授
業
で
学
習
し

た
よ
う
に
、
封
建
社
会
で
は
、
生
ま
れ

な
が
ら
に
身
分
が
決
ま
り
、
個
人
の
努

力
だ
け
で
は
変
わ
れ
な
い
と
い
う
身
分

制
度
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
明

治
政
府
は
国
家
の
近
代
化
を
め
ざ
し
て
、

旧
来
の
身
分
制
度
を
廃
止
す
る
た
め
の

政
策
を
行
い
、
そ
の
一
環
と
し
て
被
差

別
身
分
を
廃
止
す
る
た
め
の「
解
放
令
」

を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
政
策
に

よ
っ
て
制
度
上
の
身
分
は
無
く
な
り
ま

し
た
が
、
民
衆
に
染
み
つ
い
て
い
た
差

別
意
識
を
正
し
て
い
く
た
め
の
取
組
は

ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
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「人の世に熱あれ、人間に光あれ」

日本初の人権宣言ともいわれる水平社宣言はこう結ばれています。

水平社宣言にいう人とは、全ての人であり、

そこに込められた思いは、全ての人の人権が尊重される社会の創造です。
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人権・部落問題に関わる出来事

1871年 「解放令」の公布
1922年 全国水平社の創立
1946年 部落解放全国委員会の
 結成（水平社から発展）
1947年 基本的人権の尊重を掲
 げた日本国憲法の施行
1963年 教科書無償化が始まる
 （教科書の無償化を求
 める取組は、被差別部
 落の保護者の要求運動
 から始まり、連帯の広
 がりによって、法律が
 制定された）
1965年 「同和対策審議会」答申
 （部落問題の解消は国
 の責務であり国民的課
 題であると答申）
1969年 「同和対策事業特別措
 置法」公布（部落問題解
 消のための国と地方公
 共団体の責務を定め事
 業を実施するための法
 律）
1975年 部落地名総鑑事件が発
 覚（企業による採用差
 別事件）
2000年 「人権教育及び人権啓
 発の推進に関する法
 律」施行
2016年 「部落差別の解消の推
 進に関する法律」施行

　

１
９
４
７
年
、
基
本
的
人
権
の
尊
重

を
掲
げ
た
日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
た

後
も
、
部
落
問
題
は
解
消
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
人
々
の
差
別
意
識
や
厳
し
い
社

会
的
格
差
は
継
続
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
部
落
問
題
解
消
の
取
組
の

必
要
性
が
求
め
ら
れ
、
１
９
６
９
年
に

制
定
さ
れ
た
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置

法
に
よ
り
、
行
政
に
よ
る
本
格
的
な
取

組
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
道

路
や
住
宅
な
ど
の
生
活
環
境
の
面
で
は

改
善
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
結
婚
や

就
職
な
ど
に
み
ら
れ
る
市
民
の
差
別
意

識
と
い
う
面
で
は
今
な
お
解
消
さ
れ
た

と
は
言
え
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
小

郡
市
が
市
民
を
対
象
に
行
っ
た
人
権
・

同
和
問
題
市
民
意
識
調
査
の
結
果
か
ら

も
明
ら
か
で
す
。

　

２
０
０
０
年
に
は
、
人
権
尊
重
精
神

の
普
及
を
求
め
て「
人
権
教
育
及
び
人

権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
に
お

い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
被
差
別
部

落
に
対
す
る
誹
謗
・
中
傷
や
差
別
的
な

書
き
込
み
が
発
生
し
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
２
０
１
６
年

に
は「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」が
制
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
部
落
差
別
を
は
じ
め
と
す

る
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
侵
害
に
対
し
て
迅

速
に
対
応
・
救
済
し
、
公
権
力
や
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
人
権
侵
害
に
対
し
て

も
対
応
す
る
こ
と
の
で
き
る
政
府
か
ら

独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
の
設
置
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
１
０
０
年
間
、
多
く
の
人
が
差

別
と
闘
い
、
人
権
が
大
切
に
さ
れ
る
社

会
の
確
立
を
め
ざ
し
て
努
力
し
て
き
ま

し
た
。
水
平
社
宣
言
に
は「
人
の
世
に

熱
あ
れ
、
人
間
に
光
あ
れ
」と
う
た
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
い
う「
人
」と
は
、

全
て
の
人
で
あ
り
、
水
平
社
宣
言
に
込

め
ら
れ
た
思
い
は
、
全
て
の
人
の
人
権

が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
創
造
す
る
こ
と

で
す
。

　

当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
日
常
を
人

権
と
い
う
視
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
こ

と
、
困
っ
て
い
る
少
数
者
の
人
権
に
配

慮
で
き
る
社
会
を
め
ざ
す
こ
と
。
そ
の

よ
う
な
取
組
が
、
お
互
い
を
認
め
合
い

な
が
ら
共
生
で
き
る
豊
か
な
社
会
の
実

現
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

全
国
水
平
社
創
立
か
ら
１
０
０
年
後

の
今
、
日
本
社
会
は
、
本
当
に
一
人
ひ

と
り
の
人
権
が
大
切
に
さ
れ
る
社
会
に

な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

社
会
の
多
く
の
場
面
で
、
人
権
尊
重

の
意
識
は
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
社

会
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
理
不
尽
な
言
動
は
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
性
の
多
様
性
を
認
め
る

方
向
に
社
会
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
誹
謗
・
中
傷
、

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
問
題
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
の
問
題
、
そ
し
て
最
近
で
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
人
権

問
題
な
ど
、
新
た
な
人
権
問
題
も
発
生

し
て
い
ま
す
。

■ 
水
平
社
創
立
か
ら
１
０
０
年
、
日
本
社
会
に
お
け
る
部
落
問
題
の
現
状

■ 

私
た
ち
が
め
ざ
す
も
の

「部落差別解消推進法」とは
■「現在もなお部落差別が存
在すること」を明記し、「部
落差別の解消を推進し、
もって部落差別のない社会
を実現すること」を目的と
した法律です
■国と地方公共団体は、①相
談体制の充実、②教育・啓
発の実施、③部落差別の実
態に係る調査の実施を行う
責任があると明記していま
す
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