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憲
法
記
念
日
と
憲
法
週
間

　
昭
和
22
年
５
月
３
日
に
日
本
国
憲
法

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
５
月
３
日
を
憲

法
記
念
日
、
５
月
１
日
か
ら
７
日
を
憲

法
週
間
と
し
て
い
ま
す
。
毎
日
の
暮
ら

し
の
中
で
、
憲
法
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
憲
法
は
私
た
ち
が
幸
せ
に
生
き
る

た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
こ
の

憲
法
週
間
を
機
会
に
、
あ
ら
た
め
て
憲

法
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

『
暮
ら
し
の
中
の
憲
法　
三
つ
の
柱
』

　
日
本
国
憲
法
は
国
の
在
り
方
や
仕
組

み
を
定
め
て
い
る
も
の
で
、
私
た
ち
の

日
々
の
暮
ら
し
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て

い
ま
す
。
憲
法
の
三
つ
の
柱
で
あ
る
、

「
国
民
主
権
」「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」

「
平
和
主
義
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

「
国
民
主
権
」

国
の
政
治
の
在
り
方
を
決
め
る
力
は
国

民
に
あ
り
、
国
民
こ
そ
が
政
治
の
主
人

公
で
あ
る
と
い
の
が
国
民
主
権
の
考
え

方
で
す
。
国
民
の
代
表
と
し
て
選
挙
で

選
ば
れ
た
国
会
議
員
が
国
の
政
治
を
行

う
こ
と
は
、
主
権
が
国
民
に
あ
る
こ
と

の
表
れ
で
す
。
私
た
ち
は
、
選
挙
を
通

じ
て
国
政
に
対
す
る
意
思
を
表
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
大
切
な
一
人
一
人

の
一
票
が
、
よ
り
良
い
日
本
の
政
治
に

つ
な
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」

私
た
ち
が
人
間
ら
し
く
生
活
し
て
い
く

た
め
に
、
す
べ
て
の
人
が
当
然
に
持
っ

て
い
る
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の

権
利
が
基
本
的
人
権
で
す
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
好
き
勝
手
に
振
舞
っ
て
い
い
と

こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
権
利
を
守
る

た
め
に
は
、
他
人
の
権
利
も
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
忘

れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
何

気
な
く
過
ご
し
て
い
る
日

常
の
中
に
も
様
々
な
人
権

問
題
が
あ
り
ま
す
。
コ
ロ

ナ
感
染
差
別
、
障
が
い
の

あ
る
人
、
性
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
、在
日
外
国
人
な
ど
、

差
別
を
さ
れ
た
り
平
等
に

扱
っ
て
も
ら
え
な
い
な
ど

の
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て

い
る
人
は
、
決
し
て
少
な

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間

は
誰
で
も
等
し
く
尊
重
さ

れ
平
等
で
す
。

「
平
和
主
義
」

人
類
は
二
度
に
わ
た
る
世
界
大
戦
の
惨

禍
を
経
験
し
、
平
和
の
尊
さ
や
命
の
尊

さ
を
学
び
ま
し
た
。
ま
た
、
平
和
な
く

し
て
は
基
本
的
人
権
の
保
障
は
あ
り
え

ま
せ
ん
。
戦
争
は
最
大
の
人
権
侵
害
で

す
。
し
か
し
、
今
な
お
世
界
の
各
地
で

戦
争
や
紛
争
が
続
い
て
お
り
、
多
く
の

子
ど
も
た
ち
や
弱
い
立
場
の
人
が
犠
牲

に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
子
ど

も
た
ち
に
平
和
で
人
権
の
尊
重
さ
れ
た

社
会
を
引
き
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
憲
法
に
掲
げ
る
理
想
を
さ

ら
に
追
求
し
、
世
界
の
平
和
に
向
け
て

努
力
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
憲
法
は
、
人
種
・
信
条
・
性
別
・
社

会
的
身
分
・
門
地
等
に
よ
っ
て
差
別
さ

れ
な
い
と
す
る
法
の
下
の
平
等
や
、
思

想
及
び
良
心
の
自
由
、
信
教
の
自
由
、

学
問
の
自
由
、
生
存
権
、
教
育
を
受
け

る
自
由
、
勤
労
の
権
利
等
、
多
く
の
種

類
の
人
権
を
基
本
的
人
権
と
し
て
保
障

し
て
い
ま
す
。
人
権
と
は
、
誰
も
が
生

ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
っ
て
い
る
人
間

が
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
く
た
め
の
権

利
で
あ
り
、
人
類
が
歴
史
の
中
で
築
い

て
き
た
財
産
で
す
。

　
国
で
は
、
平
成
28
年
に
差
別
解
消
の

た
め
の
三
つ
の
法
律
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。

障害者差別解消法
（平成２８年４月施行）

　障害のある人に対する不当な差別的取り扱い
を禁止し、行政機関や民間事業者に対して、合
理的配慮を提供することを義務付けています。

ヘイトスピーチ解消法
（平成２８年６月施行）

　「日本以外の国・地域の出身者かその子孫」
で国内に住む人に対して差別意識を助長・誘発
する目的で、生命や財産に危害を加えるように
告げ、地域社会からの排除をあおる言動を「不
当な差別的言動」と定義し、国や自治体に差別
の解消に取り組むよう求めています。

部落差別解消推進法
（平成２８年１２月施行）

　現在もなお部落差別が存在しており、その差
別の解消は我が国の課題であることが明記され
ています。情報化が進む中で、部落差別が新た
な状況下にあることを踏まえ、国・地方自治体
に差別の解消に向けた取り組みを推進するよう
求めています。

（法務省ホームページ、港区ホームページから）


