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あなたもわたしも

同和問題の解決へ
正しい理解と認識を

十
二
月
四
日
か
ら
λ
権
週
間

が
は
じ
ま
り
ま
す
。
憲
法
か
、

国
民
は
法
の
も
と
に
平
等
で
あ

り
、
差
別
さ
れ
な
い
と
定
め
で

か
ら
三
十
余
年
の
今
日
、
ま
だ

基
本
的
λ
権
を
完
全
に
保
障
さ

れ
て
い
な
い
人
た
ち
が
い
る
の

で
す
。
同
和
問
題
を
解
決
す
る

た
め
努
力
し
ま
し
ょ
う
。

人
間
平
等
の原
点に
立とう

人
権
宣言と

同
和問題

昭
和
二
十
三
年
、
第
三
回
国
際
連
合
総

会
で
、
世
界
入
権
宣
言
か
満
場
一
致
で
採

択
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
宣
言
は
、
す
べ
て
の
入
々
が
自
由

で
平
等
な
基
本
的
入
権
に
つ
い
て
。
お
互

い
に
認
め
合
い
、
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

我
が
国
で
は
、
こ
の
宣
言
の
採
択
さ
れ

た
十
二
月
十
日
を
中
心
に
人
権
週
間
を
定

め
、
毎
年
各
種
の
行
事
を
行
な
い
、
そ
の

思
想
の
普
及
に
つ
と
め
、
い
ろ
い
ろ
の
問

題
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

な
か
で
も
同
和
問
題
は
。
最
も
重
要
な
こ

と
と
言
え
ま
す
。

同
和
地
区
住
民
の
身
分
、
職
業
の
平
等

を
布
告
し
た
明
治
四
年
の
解
放
令
か
ら
百

年
以
上
、
国
民
は
す
べ
て
の
基
本
的
人
権

の
亨
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
、
と
定
め
た
日

本
国
憲
法
の
施
行
か
ら
三
十
年
余
も
た
っ

た
今
日
、
同
和
問
題
は
ま
だ
残
っ
て
い
る

重
大
な
課
顕
な
の
で
す
。

全
国
で
六
千
部
落
、
三
百
万
人
と
い
わ

れ
る
同
和
地
区
の
住
民
に
は
、
憲
法
が
保

障
す
る
基
本
的
人
権
が
差
別
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

λ
間
か
λ
間
を
差
別
す
る
。
こ
れ
は
許

す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
す
。
差
別
を

な
く
す
た
め
に
。
同
和
降
題
を
自
分
の
問

題
と
し
て
と
り
く
み
ま
し
ょ
う
。

差
別
とは

―
私
は差
別

し
て
いま
せ
ん―

部
落
差
別
と
は
、
同
和
地
区
の
出
身
と

い
う
だ
け
で
、
人
間
な
ら
だ
れ
で
も
当
然

も
っ
て
い
る
権
利
を
、
ふ
み
に
匕
ら
れ
で

い
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
教
育
、
就
職
、

結
婚
、
交
際
、
居
住
な
ど
、
日
常
生
活
を

過
ご
し
て
い
く
う
え
で
、
受
け
る
差
別
。

そ
し
て
そ
の
差
別
が
原
因
で
、
新
し
い
差

別
の
芽
が
生
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
循
環
の

な
か
で
、
差
別
は
続
い
て
い
く
の
で
す
。

「
差
別
な
ん
て
、
私
は
差
別
し
で
い
ま
せ

ん
」
そ
う
で
す
。
多
分
あ
な
た
は
、
具
体

的
に
差
別
的
な
こ
と
を
言
っ
た
り
、
し
た

り
し
た
こ
と
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
区
の
お
知
ら
せ
の
コ
ラ
ム
を
目

に
さ
れ
た
り
、
他
の
人
か
ら
話
を
き
く
ま

で
、
差
別
の
こ
と
を
忘
れ
で
い
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
す
。

差
別
を
な
く
す
た
め
に
、
あ
な
た
が
何
も

し
な
け
れ
ば
、
差
別
は
続
い
て
い
く
の
で

す
。
た
だ
差
別
を
し
な
い
の
で
な
く
、
な

く
な
る
よ
う
に
す
る
努
力
を
、
ぜ
ひ
お
願

い
し
た
い
の
で
す
。

差
別
は
い
ま
も

残
っ
て
い
る

差
別
な
ん
て
昔
の
こ
と
、
い
ま
は
無
い

と
考
え
て
い
る
λ
が
多
い
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
私
達
の
身
近
で
、
現
実
に

差
別
は
あ
る
の
で
す
。

結
婚
に
お
け
る
差
別

今
日
で
は
、
結
婚
は
両
性
の
合
意
に
よ

っ
て
成
立
す
る
と
憲
法
は
定
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
本
λ
よ
り
も
家
柄
と

か
学
歴
を
重
く
見
る
慣
習
が
残
っ
て
い
ま

す
。娘

と
交
際
を
つ
づ
け
る
青
年
が
身
元
調

査
で
同
和
地
区
出
身
者
だ
と
知
っ
た
母
親

は
、
大
変
お
ど
ろ
き
、
家
中
で
悩
ん
で
結

婚
に
反
対
し
た
A
区
の
差
別
事
件
。

ま
た
別
に
、
東
京
で
働
い
て
い
た
若
い

男
女
が
、
結
婚
す
る
こ
と
に
話
が
進
ん
だ

の
に
、
女
性
が
同
和
地
区
出
身
者
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
と
、
破
談
に
な
り
、
つ
い

に
、
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
事
件
も
あ
り
ま

し
た
。
だ
れ
か
ら
も
祝
福
さ
れ
た
い
人
生

の
門
出
が
、
悲
劇
へ
の
第
一
歩
と
な
っ
た

こ
う
し
た
差
別
を
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

い
て
良
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

就
職
に
あ
ら
わ
れ
た
差
別

生
活
の
か
て
を
得
る
就
職
で
の
差
別
は
、

生
活
そ
の
も
の
を
お
び
や
か
す
。λ
間
の
生

存
権
に
か
か
わ
る
重
要
な
も
の
で
す
。

同
和
地
区
出
身
の
子
ど
も
た
ち
が
、
困

難
な
諸
条
件
を
克
服
し
て
、
や
っ
と
高
校

を
卒
業
し
、
就
職
と
い
う
段
階
で
、
筆
記

試
験
に
は
合
格
し
た
が
、
応
募
書
類
や
身

・兀
調
査
な
ど
に
よ
っ
て
、
不
採
用
に
さ
れ

た
と
い
う
差
別
事
件
が
お
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
う
し
た
こ
と
に
利
用
す
る
た

め
、
同
和
地
区
の
地
名
を
資
料
と
し
て
売

る
「
地
名
総
鑑
事
件
」
も
お
き
ま
し
た
。

こ
の
地
名
総
鑑
は
、
全
国
の
同
和
地
区

(
被
差
別
部
落
)
の
所
在
と
新
旧
両
地
名

お
よ
び
世
帯
数
な
ど
を
記
戴
し
て
あ
り
、

人
事
極
秘
「
特
殊
部
落
地
名
総
鑑
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
購
入
し
た
会
社

が
わ
か
っ
た
こ
と
か
ら
問
題
と
な
っ
た
差

別
事
件
で
す
。
ま
た
こ
の
地
名
総
鑑
と
は

別
に
、
そ
の
後
新
た
に
「
全
国
部
落
リ
ス

ト
」
な
ど
の
差
別
文
書
が
発
行
さ
れ
、
購

入
し
た
企
業
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う

事
件
が
読
い
て
起
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
身
近
で
、
現

実
に
差
別
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

一
日
も
早
く
差
別
が
な
く
な
る
よ
う
。
努

力
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

同和地区は

なぜできたか

江
戸
時
代
徳
川
幕
府
は
、
民
衆
が
団
結

し
支
配
者
に
反
抗
し
吻
り
。
新
し
い
支
配

者
が
出
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
。
身
分

を
定
め
世
襲
制
と
し
ま
し
た
。

武
士
を
一
番
上
の
身
分
と
し
、
そ
の
下

に
民
衆
が
、
農
・
工
・
商
「
エ
タ
・
非
λ
」

の
順
で
置
か
れ
ま
し
た
。

年
貢
を
よ
り
多
く
と
り
立
て
る
た
め
、

農
民
を
一
番
上
に
置
き
、
最
下
層
に
「
賎

民
」
を
置
い
て
、
自
分
た
ち
よ
り
も
ま
だ

下
の
身
分
の
者
が
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と

に
し
、
農
・
工
・
商
の
λ
た
ち
の
不
満
を
や

わ
ら
げ
、
抵
抗
を
な
く
す
方
法
が
と
ら
れ

た
の
で
す
。

呼
称
も
「
エ
タ
」
「
非
入
」
と
し
、
生

活
条
件
の
悪
い
場
所
に
住
ま
わ
せ
た
り
、

賤
し
い
と
さ
れ
た
職
業
を
強
制
し
た
わ
け

で
す
。
「
非
入
」
は
最
下
級
で
す
が
、
足

洗
い
と
い
っ
て
、
も
と
の
身
分
に
戻
れ
る

よ
う
に
し
、
そ
の
上
の
「
エ
タ
」
は
い
つ

ま
で
も
「
エ
タ
」

だ
っ
た
の
で
「
非

人
」
と
「
エ
タ
」

の
対
立
が
続
い
て

い
る
な
ど
、
互
に

争
っ
よ
う
に
組
立

て
ら
れ
て
い
た
の

で
す
。

こ
の
よ
う
に
同

和
地
区
は
、
時
の

支
配
者
に
よ
っ
て

λ
為
的
政
治
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

近
代
に
な
り
明
治
四
年
に
解
放
令
が
出

さ
れ
ま
し
た
が
、
戸
籍
に
は
「
新
平
民
」

な
ど
と
書
く
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
差
別
を

な
く
す
た
め
の
特
別
な
搖
策
は
な
に
も
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
(
現
在
の
戸
籍
に
は

勿
論
こ
の
よ
う
な
表
示
は
あ
り
ま
せ
ん
)
　

か
え
っ
て
、
今
ま
で
な
か
っ
た
兵
役
や

税
金
が
、
平
民
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
と
、

新
し
く
課
せ
ら
れ
ま
し
た
。

国
が
こ
う
し
た
方
針
を
と
っ
た
の
は
、

遅
れ
て
近
代
社
会
の
仲
間
入
り
を
し
た
日

本
が
、外
国
に
早
く
追
い
つ
く
よ
う
に
と
、

富
国
強
兵
の
政
策
を
と
る
う
え
で
、
低
賃

金
で
働
く
λ
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
う
し
た
人
び
と
に
と
っ
て
、
仕
事
も
満

足
に
な
い
部
落
の
存
在
は
、
自
分
達
の
方

が
ま
だ
ま
し
な
の
だ
と
思
え
た
の
で
し
た
。

こ
う
し
て
、
差
別
は
続
い
て
い
っ
た
の

で
す
。 差別を

なくすために

こ
れ
ま
で
で
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、

同
和
問
題
は
、
古
く
、
そ
し
て
現
在
も

残
さ
れ
て
い
る
深
刻
な
問
題
で
す
。

同
和
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、

も
ち
ろ
ん
同
和
地
区
の
人
び
と
の
努
力

も
必
要
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
で
は
差
別
が
終
ら
な
い
こ
と
は
、
歴

史
が
物
語
っ
て
い
ま
す
。

国
や
地
方
自
治
体
か
、
国
民
の
権
利

を
保
障
し
実
現
す
る
た
め
に
、
晧
策
を

講
じ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
こ
で
国
で
は
、
昭
和
四
十
四
年
に

同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
を
制
定
し

て
、
国
や
地
方
自
治
体
が
、
迅
速
に
計

画
的
に
、
同
和
対
策
事
業
を
推
進
す
る

こ
と
を
義
務
づ
け
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
同

和
問
題
は
、
単
に

行
政
的
な
施
策
を

講
じ
る
こ
と
で
、

解
決
で
き
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
が
、
自
分

の
こ
と
と
し
て
受

け
止
め
、
解
決
に

努
力
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
な
の
で
す
。

都
会
に
住
む
私
た
ち
は
、
と
か
く
自

分
に
直
接
関
係
な
い
と
考
え
る
こ
と
に

は
、
無
関
心
に
な
り
が
ち
で
す
。
し
か

し
、同
和
地
区
出
身
者
だ
と
い
う
だ
け
で

差
別
さ
れ
る
こ
と
を
、
他
λ
ご
と
と
し

て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
差
別
を
見
逃
す
こ
と
が
、

地
域
社
会
の
発
展
を
阻
害
す
る
原
因
と

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

区
は
本
来
、
区
民
の
皆
さ
ん
の
福
祉

を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
行
政
を
推
進
す

る
と
こ
ろ
で
す
。
同
和
問
題
の
解
決
に

力
を
つ
く
し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

区
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
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自 分自身の こ と とし て

同和問題を考えよう

同
和
問
題
に
つ
い
て
、
区
民

の
方
か
ら
い
ろ
い
ろ
お
間
合
せ

が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の

う
ち
の
い
く
つ
か
を
ご
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
同
和
対
策
事
業

特
別
措
置
法
の
延
長
決
定
に
つ

い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

あまり同和問題をとり

あげないほうが、か
'え

つて解決になるのでは

ないか。

このようなこ
とは「
寝た子を起こ

すな」といっ
た考え方に代表される

ように、時間をかけて、自然に解決

されるのを待つ以外には方法はない

という、消極的な問題意識、考え方

です。また「
昔の
差別のきびしさを思い

起こ
させ
るようなことをやめでほし

い。何も知らない子どもたぢに、同

じ苦しみを味あわせないでほしい」

という関係者の切実な願いから、そ

しで
、差別を堀り起こしておいで
、

何も対策をとっで
くれないという、

行政に対する不
信の声でもありまし

いずれにして
も、このような考え

方は、同和問題を根本的に理解し
解

決するこ
とから、逃避しようとする

姿勢であり、将来、差別
が発生する

可能性を包含しているといわざるを

得ません。
平等で明るい社会の実現へ

部落差別は、就職、教育、居住な

どの生活実態にも、結婚や交際など

の心情の上でも、事実として存在し

で
いるといえるのです。

したがって
、国民一
λひとりが、

積極的に、同和問題の本質を正しく

理解するよう
努め、差別を自分の立

場におきかえ、正しい認識をもって

従前の偏見をただし、人権
が尊重さ

れるよう努力することを要求される

のです。
そして万『
偏見を持つ人
がいる

場合には。その人の偏見をただすと

いう、差別解決の立場にまで意識を

高めることが望まれでいるのです。
他人の人権を守り尊重する姿勢
が、

ひいでは自分自身のλ権を守ること

につ
ながって
いるのです。

もちろん。部落差別以外にも、人

権が無視されることは多くあるでし

ょう。一
人ひとりの人権が尊重され

手をとり合って
。民主社会建設にた

ゆまぬ努力を続けることこ
そ。すべ

ての人
が平等で、明るく住みよい社

会の実現に通ずる道ではないでしょ

うか。

全
国
同
和
教
育
研
究
大
会

‘が
東
京
で
あ
り
ま
し
た
が
、

、ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し
よ

全国各地の地域の実態に即した同

和教育の研究、実践の発表およ
び協

議の
ため、全国同和教育研究協議会

が、毎年各地で開催されています。

この協議会は、今年で三十回をむ

かえ、東京都で十二
月二日
、三日、

四
日の三日間にわたり、三十の会場

で開催されました。

同和教育は。誤解や偏見により、

今で
も残っている差別をなくすため、

学校教育の場あるいは社会教育の場

において
、研究協議し、真の理解を

基礎とする入権尊重の精神を養い、

実践する人を育てることです。同和

問題解決のための教育は、λ間形成
に主要な役割を果すものであり、民

主々
義の確立のための基礎的な課題

です。わが国の憲法で基本的人権につい

て「
入種、信条、性別、社会的身分

または門地により差別されない」と

定めてあることは、皆さんがご存知

のとおりです。しかし、残念な
がら

今なお憲法に定められた内容が、完

全に実現されているとは言えない状

態です。
人権尊重の精神をもとう

皆さんも部落差別、障害者差別
、

男女差別ということを聞いたことが

あると思います。あるいは、このこ

とに関し、既に深く理解され「
差別

をしない、許さない」という、すば

らしい入格を備えられている方もお

られることと思います。

他入を差別することは、差別のな

い社会の実現を遅らせることであり、

差別の仕組は、実は差別をされるλ

だけで
なく、差別をする人のλ権を

もふみに匕
ることにもなります。入

権尊重の精神が、区民一
入ひとりに

ゆきわたる時こそ、差別のない社会

が実現します。

区においでも、足立区から差別を

なくすことが、全国の差別解消につ

ながるものと信じ、同和教育につい

ても努力しでいます。皆さんの
ご理

解とご協力をお願いします。

同
和
問
題
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
せ
は
、

区
役
所
同
和
対
策
担
当
ま
で
。

資
料
を
ご
ら
ん
に
な
り
た
い
方
は
、
区
立

中
央
図
番
館
へ
ど
う
ぞ
。

足立区にも部落差別が

あるのですか。

「
同
和
問
題
、
部
落
差
別
な
ど
区
内
に
は
な
い
」
「
そ
ん
な
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な

い」「
差別意識などもっていません」

「
そんなことを言っでいる人は、ご

く一
部の人で
はないですか」「
そん

なことは昔の話で
はないですか」な

どといっ
た考ええの方がおられるか

も知れません。

しかし、現実に部落差別
が発生し

て
いるのです。例え
ば職場で
、同和

地区出身者で
あることを理由に。就

輙の機会をうばっ
たり、結婚しよう

と合意し、結婚の段階まで
進んでい

た縁談の相手
が、披差別部落出身者

であることを知らされ、破談にする

という筝吽、また区の晧設のドアに
部落
差別を助長する悪質な落書をす

るなど、いろいろな形で差別事件が

発生して
います。

差別する側で
は、重大性を意識し

ない場合
が多いかも知れませんが、

部落差別の悲痛さは、歴史的悲劇の

重さ
が、その背景にあることの理解

がないと、差別される側の立場に立

つ
ということは不可能なことでしよ

その為に、同和問題を正し
く、積

極的に知っていただくことが大切な

のです。故入や長老から伝えられで

いる古い偏見を、科学的視点から、

差別を許さない主体的判断で
とりの

ぞき、入権を尊重する生活実践が、

まず第一
に要請されるのです。

隣入の偏見に梭したら、その非を

理解し、その入自身の入権が尊重さ

れるために、他の人の入権を守るこ

とが必要であると、お互いが啓発し

あう生活環境を築きあげ、すくなく

とも足立区からは差別をなくし、国

民全体に入権が正しく尊重されるよ

う、理解の輪をひろげていきましよ

同
和
対
策
事
業

特
別
措
置
法
が

三
年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た

―
法
制
定
と
あ
ら
ま
し―

同和問題は、λ類普遍の原理で
あ

るλ間の自由と平
等に関する問題で

あり、日本国憲法によっで
保障され

た基本的人権にかかわる課題であり

ます。
「
こ
れを未解決のまま放置すること

は断じて許されないこ
とであり、そ

の早急な解決こそ、国の責任であり

国民的課題である」ことを明確にし

た内閣同和対策審譲会答申が、昭和

四十年八月に提出されました。この

答申の精神を具現することを目的と

して
、同和対策事業特別措置法
が、

昭和四
十四年七月に制定され。九年

五か月が経過しました。

その間、同和問題解決のため、各

種の施策が行なわれてきましたか、

いまなお、結婚・
就職・
近所
づきあ

いの
なかなどで、さまざまな差別
事

象
があとをたたず、また、旧態依然

たる劣悪な環境や生活実態に。数多

くの同和地区が放置されでいます。

国も昭和五十年に、同和地区の調査

を行なっていますが、この時点から
五十三年度予算に計上されでいる事

業執行分まで
差し引
いでもなお、三

千二
百億円の残事業量
が明らかにさ

れでいます。

この同和対策事業特別措置法は、

十年の時限立法なので
、このままい

くと事業の目標達成をみ
るまえに、

昭和五十四年三月で失効しでし
まい

ます。―
延
長
決
定
ま
で―

来年の期限
ぎれをひかえ、政党、

部落解放運動をすすめる団体や関係

各方面から、法延長の声があがり、

延長期間を何年にするかということ

や、同和問題の完全解消のため、た

んに同和対策事業にとどまらず。答

申の精神が生かされるような方向で

の同和事業特別
措置法の内容改正な

どが綸
ぜられました。

全国知事会、全国市長会など一
千

余にもの
ぼる全国各地の地方公共団

体からも、法延長の要望決議
が、つ

ぎつ
ぎに国に対してよせられました。

足立区でも、昭和五十三年十月十三

日、区議会で延長要望を決議し
、議

長名で意見書
(別掲
)を、内閲総理大

臣およ
び総理府総務長官あて
送付し

ました。
昭和五十三
年六月十六日に終了し

た、第八十四
通常国会の内閣委貝会

では、同和対策事業特別措置法
が失

効する昭和五十四年三月三十一
日ま

でに、計画された事業の達成は困難

な状況にあることにかんがみ。昭和

五十四年度においても、従前と同様

の予算措置をすることと同時に、法

延長を決定し
、延長幅については、

引続き次期国会で決定するという結

論に達し
まし
た。

このような経過を経て
、ようやく

第八十五臨時国会の会期末になって

同和対策事業特別措置法改正案が、

衆参両院で、いずれも全会一
致で可

決成立し
、昭和五十七年三月三十一

日まで延長されることになっ
たわけ

です。なお、この改正は、期間延長だけ

なので
、内閣委貝会で
は、同和対策

事業特別措置法の採択にあたって、

日
　法の有効期間中に実態を把握し

法の総合的改正と運営改善を検討す

る。口
　地方公共団体の財政負担軽

減を図る。目
　国民に対する啓発活

動の積極的な充実を図る。など付帯

決議をしています。

―
民
主
社
会
め
ざ
し
て
―

このように多くの関係者の努力に

よって三
年間の同和対策事業特別措

置法の延長は実現しました。

私たちの日常生活から、部落差別

をなくすのは、行政の責任で
あるこ

とはもちろんです。しかし、これと

同時に大切なのは、国民の一
入ひと

り
が、同和問題を正しく理解し認識

することです。

この法延長を機会に、差別という

もの
が、いかにλ間の尊厳を傷つけ、

自由と平等を侵すものであるかを、

もう一
度、真剣に考えでみましょう。

私たちは、平等で
差別のない民主社

会を建設するため。お互いに努力し

ていかなくてはなりません。

区民の皆さんの
ご理解とご協力を

お願いします。

「
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
」

の
延
長
等
に
関
す
る
意
見
書

「
同和対策事業特別措置法」は同和地区の生活環境の向上、社会福

祉の増進等を目的として十年間の期限をつけて昭和四
十四年に制定さ

れた。その後九年を経過し
、この法律の失効まで六ヶ
月を残すのみと

なっ
た現在において
も総理府
がまとめた全国同和地区
実態調査で
も明

らかなとおり解決を迫られる事業
が数多く残されでいる。

一
方、「
部落地名総鑑」等に見られるように、部落差別はまだ解消

されていない。今後も同和対策の重要性から国の財政責任を明確にす

るとともに内容を一
層充実改善し、その施策
が同法対象地域全住民に

及
ぶようにして
延長することを強く要請する。

右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。

昭和五十三
年十月十四日

東京都足立区
議会議長
清
水
大
蔵

総
理
大
臣
　福
田
赴
夫殿

総理府総務長官
　稲
村
佐近四郎殿


