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四日市市部落差
別をはじめとす
るあらゆる差別
を無くすことを目
指す条例（抜粋） 

（目的）  第 1 条  この条例は、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約その他の人権に関す

る条約の理念にのっとり、すべての市民に基本的人権を保障し、部落差別をはじめ、女性差別、障害者差別、外国人

差別など、あらゆる差別を無くすための市及び市民の責務並びに市の施策について必要な基本事項を定めることによ

り、すべての市民が人として尊重され、明るく住みよい人権尊重都市四日市市の実現に寄与することを目的とする。 

（市民の責務）  第 3 条  市民は、前条の規定により市が実施する施策に協力するとともに、基本的人権を相互に尊重

し、自らも差別及び差別を助長する行為をしてはならない。 
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平
素
は
人
権
プ
ラ
ザ
赤
堀
の
活
動
に
ご
理
解
⺯
ご
協
力
を
賜

り
⺯
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
⺰ 

 

今
年
度
は
⺯
サ
⻜
カ
⺳
ワ
⺳
ル
ド
カ
⻜
プ
が
カ
タ
⺳
ル
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
⺰
日
本
チ
⺳
ム
の
活
躍
が
日
本
中
を
感
動
の
渦

に
巻
き
込
ん
で
く
れ
ま
し
た
⺰⻆
ま
だ
見
ぬ
景
色
へ
⻇
を
合
言
葉

と
し
て
ベ
ス
ト
８
を
目
標
に
大
会
に
臨
み
⺯
サ
⻜
カ
⺳
の
強
豪

国
で
あ
る
ド
イ
ツ
と
ス
ペ
イ
ン
か
ら
劇
的
な
勝
利
を
収
め
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
⺰
時
差
の
関
係
で
日
本
で
は
真
夜
中
か
ら
明

け
方
に
か
け
て
の
試
合
時
間
と
な
り
ま
し
た
が
⺯
多
く
の
人
が

テ
レ
ビ
の
前
で
応
援
を
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
⻕
う
か
⺰
選

手
の
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
な
い
で
プ
レ
⺳
す
る
姿
⺯
試
合
が
終

わ
⻒
た
選
手
た
ち
の
お
互
い
を
讃
え
合
う
姿
⺯
ま
た
⺯
応
援
席

の
ゴ
ミ
拾
い
を
行
⻒
て
い
た
サ
ポ
⺳
タ
⺳
の
人
た
ち
の
姿
に
⺯

世
界
の
人
々
か
ら
賞
賛
の
声
が
あ
が
り
ま
し
た
⺰ 

さ
て
⺯
今
年
度
の
人
権
プ
ラ
ザ
赤
堀
の
活
動
で
は
⺯
昨
年
度
・

一
昨
年
度
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
⻘
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
⺯
縮
小
・

中
止
し
て
き
た
活
動
を
従
来
の
形
に
戻
す
よ
う
試
み
ま
し
た
⺰ 

 

そ
の
よ
う
な
考
え
の
中
で
⺯
毎
年
十
月
に
開
催
の
⻆
赤
堀
ふ

れ
あ
い
ま
つ
り
⻇
は
⺯
感
染
予
防
対
策
を
講
じ
た
上
で
⺯
例
年
に

近
い
規
模
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
⺰
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
方
々

の
ご
協
力
に
よ
り
⺯
開
催
で
き
ま
し
た
こ
と
を
非
常
に
う
れ
し

く
思
⻒
て
お
り
ま
す
⺰ 

こ
の
ま
つ
り
は
⺯⻆
笑
顔
で
つ
な
げ
る
ま
ち
づ
く
り
⻇
と
い
う

テ
⺳
マ
の
も
と
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
⺰
赤
堀
ふ
れ
あ
い
ま
つ

り
で
は
⺯
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
⺯
支
え
合
い
を
キ
⺳
ワ
⺳
ド

に
し
な
が
ら
⺯
人
権
を
大
切
に
し
⺯
差
別
の
な
い
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
し
て
い
ま
す
⺰ 

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
⻆
三
密
⻇
と
い
う
言
葉
が
日
常
的
に
使

わ
れ
⺯
人
と
人
が
つ
な
が
り
合
う
こ
と
が
難
し
い
時
代
と
な
り

ま
し
た
⺰
し
か
し
⺯
そ
の
よ
う
な
中
で
も
⺯
お
互
い
に
顔
の
見
え

る
関
係
づ
く
り
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
⺰ 

私
た
ち
は
⺯
今
後
も
一
人
一
人
が
尊
重
さ
れ
⺯
活
か
さ
れ
る

地
域
社
会
づ
く
り
を
通
し
て
⻆
ま
だ
見
ぬ
景
色
⻇
で
あ
る
す
べ

て
の
人
が
大
切
に
さ
れ
安
心
で
き
る
社
会
を
構
築
し
て
い
く
た

め
に
努
力
を
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
⺯
今
後
と
も
み
な
さ
ん
の

ご
支
援
⺯
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
⺰ 

 
１   ≪一行特集≫  「人権が尊重される社会とは」 

 

コロナ過を乗り越え 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

同和問題を正しく理解し、偏見や差別意識による理不尽な言動を許さない社会     ２ 

 

ミ第
44
回
四
日
市
人
権
ヅ
同
和
教
育
研
究
大
会
⼮
⼵
報
告
⽙
通
⼞
⼭
ム 

常
磐
中
央
幼
稚
園 

工
藤 

┮
╲
╫ 

四
日
市
人
権
・
同
和
教
育
研
究
大
会

に
お
い
て
⺯
本
園
の
人
権
教
育
の
実

践
を
報
告
す
る
機
会
を
頂
き
ま
し

た
⺰
子
ど
も
た
ち
の
姿
か
ら
自
分
の

思
い
を
言
葉
に
し
て
伝
え
て
ほ
し
い

と
感
じ
⺯
お
互
い
の
思
い
を
伝
え
合

う
こ
と
の
で
き
る
⻆
な
か
ま
づ
く
り
⻇

を
目
指
し
て
き
た
こ
と
を
報
告
し
ま

し
た
⺰
園
内
で
事
例
検
討
を
重
ね
⺯

保
育
者
が
子
ど
も
の
姿
を
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
や
⺯
保

育
者
に
よ
⻒
て
も
援
助
は
様
々
で
あ

る
こ
と
を
学
び
⺯
改
め
て
自
分
の
保

育
へ
の
姿
勢
を
振
り
返
り
⺯
視
野
を

広
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
⺰ 

言
葉
に
し
て
伝
え
る
こ
と
に
こ
だ

わ
⻒
て
い
た
自
分
に
気
づ
き
⺯
言
葉

の
や
り
と
り
が
な
く
て
も
心
が
通
じ

合
う
こ
と
⺯
互
い
の
気
持
ち
を
感
じ

ら
れ
る
心
を
育
ん
で
い
き
た
い
と
実

践
を
通
し
て
学
び
ま
し
た
⺰ 

ま
た
⺯
分
科
会
の
討
議
の
中
で
差

別
を
な
く
す
こ
と
・
差
別
を
し
な
い

子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
こ
と
に
⺯
自

分
の
保
育
の
ど
こ
が
つ
な
が
⻒
て
い

る
の
か
と
い
う
投
げ
か
け
が
あ
り
ま

し
た
⺰
四
同
研
大
会
後
も
そ
の
言
葉

が
い
つ
も
心
の
中
に
あ
り
⺯
自
分
の

保
育
を
振
り
返
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
⺰
自
分
自
身
が
子
ど
も
の
力
を
信

じ
て
⺯
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の

表
現
の
仕
方
で
表
し
た
自
分
の
思
い

ミ
四
人
保
ヅ
⾏
⾢
⼇
⾧
⽟
⽆
⼏
⼵
安
田
先
生
⼵
講
演
⽙
受
⼘
⼭
ム  

╔
┹
╻
保
育
園 

清
水
颯
人 

12
月
21
日
の
四
日
市
人
権
・
同
和
保

育
推
進
関
係
者
会
議
⺺
四
人
保
⺻
に
て
⺯

⺺
公
財
⺻
反
差
別
・
人
権
研
究
所
み
え
⺺
ヒ

⻞
⺳
リ
ア
み
え
⺻
の
安
田
さ
ん
に
よ
る

⻆
部
落
差
別
の
現
実
は
ど
こ
に
あ
る
⻇
と

い
う
テ
⺳
マ
の
研
修
会
に
参
加
し
ま
し

た
⺰
研
修
会
の
中
で
⺯
⻆
差
別
を
な
い
も

の
と
し
て
い
る
の
は
自
分
自
身
で
あ
る
⻇

⻆
差
別
に
対
し
て
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す

る
の
は
⺯
差
別
を
助
長
し
て
い
る
こ
と
と

同
義
で
あ
る
⻇
と
⺯
認
識
を
改
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
⺰ 

こ
の
研
修
会
に
参
加
す
る
ま
で
⺯
自
分

は
差
別
に
直
面
し
て
き
た
と
い
う
認
識

が
な
か
⻒
た
た
め
⺯
⻆
部
落
差
別
は
今
も

残
⻒
て
い
る
⻇
と
い
う
実
感
が
持
て
ず
に

お
り
⺯
差
別
が
今
ど
の
よ
う
な
形
で
残
⻒

て
い
る
の
か
を
捉
え
き
れ
ず
に
い
ま
し

た
⺰
し
か
し
講
演
の
中
で
挙
げ
ら
れ
た
い

く
つ
か
の
事
例
か
ら
⺯
差
別
は
今
も
残
⻒

て
お
り
⺯
様
々
な
形
で
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
の
だ
と
今
更
な
が
ら
気
づ
く
こ
と

が
で
き
し
た
⺰
ま
た
⺯
差
別
を
し
て
い
る

側
に
は
⺯
人
を
傷
つ
け
て
い
る
と
い
う
自

覚
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
知
り
ま
し
た
⺰

も
し
か
し
た
ら
今
ま
で
も
⺯
自
分
は
周
り

の
人
を
知
ら
な
い
う
ち
に
不
安
に
さ
せ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
振
り
返
り

ま
し
た
⺰
安
田
さ
ん
の
話
と
⺯
挙
げ
て
い

た
だ
い
た
事
例
を
通
し
て
差
別
の
現
状

を
正
し
く
知
る
こ
と
で
⺯
差
別
を
⻆
見
え

に
く
い
も
の
⻇
⻆
も
う
現
代
に
は
無
い
も

や
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
受
け
止
め
る

こ
と
を
大
事
に
し
た
い
と
思
い
ま
し

た
⺰
そ
の
こ
と
で
子
ど
も
た
ち
の
自

己
肯
定
感
を
育
み
⺯
自
分
自
身
を
大

事
に
す
る
と
共
に
ま
わ
り
の
子
を
大

事
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
だ

と
感
じ
ま
し
た
⺰
今
後
も
自
分
と
向

き
合
い
⺯
保
育
の
中
で
差
別
を
な
く

す
た
め
の
取
り
組
み
を
意
識
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
し
た
⺰ 

こ
の
１
年
を
振
り
返
⻒
て
み
る

と
⺯
い
ろ
い
ろ
な
人
と
出
会
い
話
を

す
る
中
で
⺯
差
別
を
な
く
す
た
め
に

は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と

考
え
て
き
ま
し
た
⺰
そ
の
中
で
⺯
人

と
つ
な
が
り
あ
え
る
こ
と
で
乗
り
越

え
ら
れ
た
り
⺯
子
ど
も
達
の
生
き
て

い
く
力
と
な
⻒
た
り
す
る
こ
と
が
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
⺰ 

人
権
教
育
を
基
盤
と
し
て
⺯
子
ど

も
た
ち
が
⺯
受
け
止
め
て
も
ら
え
る

安
心
感
や
人
の
あ
た
た
か
さ
を
感
じ

る
中
で
⺯
喜
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
す

る
経
験
を
通
し
て
⺯
人
と
接
す
る
こ

と
が
好
き
だ
と
感
じ
ら
れ
る
保
育
を

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
⺰
子
ど

も
・
保
護
者
が
伝
え
た
い
⺯
伝
え
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
な
が

ら
⺯
差
別
を
な
く
す
と
い
う
強
い
意

志
を
も
ち
⺯
人
と
の
つ
な
が
り
を
大

切
に
し
た
取
り
組
み
を
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
⺰ 

の
⻇
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
⺯
他
者

で
も
社
会
で
も
な
く
自
分
自
身
で
あ
る

こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
⺰ 

こ
の
研
修
も
含
め
⺯
人
権
推
進
保
育
士

と
し
て
⺯
今
年
度
を
過
ご
す
中
で
⻆
正
し

く
知
る
⻇
こ
と
の
大
切
さ
を
実
感
す
る
場

面
と
何
度
も
出
会
い
ま
し
た
⺰
子
ど
も
た

ち
の
言
動
に
対
し
て
⺯
私
自
身
が
知
ら
な

い
・
分
か
ら
な
い
部
分
に
対
し
⻆
あ
の
子

は
こ
う
い
う
子
だ
⻇
と
勝
手
な
イ
メ
⺳
ジ

で
憶
測
し
⺯
言
動
の
理
由
付
け
を
し
て
い

た
こ
と
の
誤
解
や
偏
見
を
⺯
職
員
間
で
振

り
返
⻒
て
き
ま
し
た
⺰
様
々
な
見
方
を
通

し
て
⺯
そ
の
子
の
思
い
を
知
ろ
う
と
す
る

こ
と
で
⻆
そ
ん
な
見
方
も
で
き
る
ん
だ
⻇

⻆
知
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
⻒
た
⻇
と
解

消
で
き
た
嬉
し
さ
を
味
わ
え
た
こ
と
が

何
度
か
あ
り
ま
し
た
⺰ 

保
育
園
で
は
⺯
子
ど
も
か
ら
⻆
あ
の
子

は
い
つ
も
こ
う
だ
よ
ね
⻇⻆
⺺
節
分
の
話
を

し
た
際
⺻
鬼
は
怖
い
し
悪
い
か
ら
⺯
豆
を

投
げ
る
ん
だ
よ
⻇
と
い
う
声
が
出
た
と
き

は
⺯⻆
本
当
に
そ
う
か
な
？
⻇⻆
何
か
言
い

た
い
こ
と
や
思
⻒
て
い
る
こ
と
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
よ
⻇
と
一
歩
立
ち
止
ま

り
⺯
一
緒
に
考
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
⺰
憶
測
や
偏
見
で
見
方
を
決
め
て
し
ま

う
の
で
は
な
く
⺯
子
ど
も
に
事
実
を
正
し

く
知
⻒
て
い
く
姿
勢
を
見
せ
な
が
ら
⺯
差

別
を
な
く
し
て
い
く
一
人
と
し
て
自
分

自
身
を
振
り
返
り
な
が
ら
保
育
に
携
わ

⻒
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
⺰ 

≪ 人 権 研 修 ≫  



 
 

第
１
回
成
人
講
座
は
⺯
昨
年
度
の
ア
ン
ケ
⺳
ト
に
い

く
つ
か
の
ご
要
望
も
あ
り
⺯
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
⻘
を
テ

⺳
マ
と
し
た
講
演
内
容
で
し
た
⺰ 

講
師
は
⺯
一
般
社
団
法
人
Ｅ
Ｌ
Ｌ
Ｙ
の
マ
ネ
⺳
ジ
⻝

⺳
を
さ
れ
て
い
る
佐
野
恒
祐
さ
ん
を
お
招
き
し
ま
し

た
⺰
佐
野
さ
ん
ご
自
身
の
体
験
や
生
き
方
を
通
し
て
⺯

考
え
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
お
話
し
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
⺰
会
場
へ
の
分
か
り
や
す
い
問
い
か
け
に
よ
り

無
意
識
に
女
の
子
・
男
の
子
を
決
め
つ
け
て
い
る
自
分

に
気
づ
け
る
内
容
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
⺰
多
様
な
性
の
存
在
を
よ
り
多
く

の
人
が
学
び
⺯
お
互
い
を
尊
重
し
あ

い
⺯
悩
ん
だ
と
き
困
⻒
た
と
き
に
安

心
し
て
話
せ
る
職
場
づ
く
り
や
地
域
づ
く
り
に
取
り
組

む
中
で
⺯
誰
も
が
自
身
の
セ
ク
シ
⻞
ア
リ
テ
⻘
を
理
由

に
悩
ま
ず
⺯
自
分
ら
し
く
い
き
い
き
と
過
ご
せ
る
社
会

を
目
指
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
語
⻒
て
い
た
だ
き

ま
し
た
⺰ 

佐
野
さ
ん
の
お
話
か
ら
⺯
み
ん

な
が
過
ご
し
や
す
い
ま
ち
や
学

校
・
園
を
作
る
た
め
に
⺯
私
た
ち

が
人
と
関
わ
⻒
て
い
く
上
で
⺯
今

何
を
大
切
に
す
べ
き
な
の
か
を
考

え
る
き
⻒
か
け
と
な
り
ま
し
た
⺰ 

コ
ロ
ナ
対
策
の
こ
と
も
考
慮
し

て
⺯
保
幼
小
中
の
先
生
方
は
リ
モ

⺳
ト
で
各
職
場
か
ら
の
参
加
で
し
た
⺰
講
演
会
場
と
リ

モ
⺳
ト
会
場
で
合
計
７７
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
⺰ 

第
一
回
成
人
講
座 

 

５
月
３０
日 

⻆
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
多
様
性
⺶
過
ご
し
や
す
い 

ま
ち
や
学
校
・
園
を
考
え
る
⺶
⻇

一
般
社
団
法
人
Ｅ
Ｌ
Ｌ
Ｙ 

佐
野 

恒
祐 

⠶
⡴ 

第
２
回
成
人
講
座
は
⺯
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
視
聴
に
よ
る
学
習

会
を
企
画
し
ま
し
た
⺰ 

本
年
度
は
全
国
水
平
社
創
立
百
周
年
を
迎
え
て
⺯

様
々
な
と
こ
ろ
で
水
平
社
に
か
か
わ
る
研
修
会
や
学
習

会
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
⺰
成
人
講
座
で
も
水
平
社
を

取
り
上
げ
た
研
修
会
を
開
催
し
た
い
と
考
え
⺯
学
校
園

等
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
て
⺯
と
て
も
分
か
り
や
す
い

Ｄ
Ｖ
Ｄ
２
本
を
視
聴
し
ま
し
た
⺰ 

第
１
部
で
は
⻆
水
平
社
を
立
ち
あ
げ
た
人
々 

人

間
は
尊
敬
す
べ
き
も
の
だ

⻇
を
視
聴
し
⺯
日
本
の
人

権
の
歴
史
を
大
き
く
変
え
た
水
平
社
創
立
の
背
景
や
⺯

創
立
大
会
の
様
子
⺯
そ
こ
に
参
加
し
た
人
々
の
想
い
を

想
像
し
⺯
自
分
た
ち
の
力
で
差
別
を
な
く
そ
う
と
立
ち

上
が
⻒
た
人
々
の
姿
か
ら
学
び
を
深
め
ま
し
た
⺰ 

第
２
部
で
の
視
聴
は
⻆
近
代
医
学
の
基
礎
を
築
い
た

人
々
⻇
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
⺯
江
戸
時
代
中
期
の
医
学

の
分
野
に
視
点
を
当
て
た
も
の
で
し
た
⺰
山
脇
東
洋
の

日
本
初
の
医
学
解
剖
か
ら
始
ま
り
⺯
そ
の
１７
年
後
に

杉
田
玄
白
・
前
野
良
沢
は
人
体
解
剖
の
見
学
か
ら
刺
激

を
受
け
て
⻈
タ
⺳
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
⻉
の
翻
訳
を
手

掛
け
ま
し
た
⺰
そ
の
と
き
実
際
に
臓
器
を
解
剖
し
た
の

は
⺯
差
別
さ
れ
て
き
た
人
々
で
し
た
⺰
こ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は

貴
重
な
原
書
を
取
材
さ
れ
た
も
の
で
⺯
映
像
を
通
し
て

近
代
医
学
の
発
展
に
貢
献
し
た
人
々
の
姿
や
史
実
か
ら

学
び
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
⺰ 

コ
ロ
ナ
対
策
の
こ
と
も
考
慮
し
て
⺯
保
幼
小
中
の
先

生
方
は
リ
モ
⺳
ト
で
常
磐
小
学
校
か
ら
の
参
加
で
し

た
⺰
各
会
場
の
合
計
で
５７
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
⺰ 

第
二
回
成
人
講
座 

 

１２
月
５
日 

ミ
⽴
⾧
⼇
⽷
映
像
⼮
⽆
⽒
人
権
⼵
歴
史
ム 

⼵
㖽
㗏
㖽
⼵
視
聴 

第
㖱
部 

水
平
社
⽙
立
⼨
⼉
⼙
⼦
人
々 

第
㖲
部 

近
代
医
学
⼵
基
礎
⽙
築
⼋
⼦
人
々 

第
３
回
成
人
講
座
は
⺯
子
ど
も
の
人
権
に
視
点
を

当
て
て
⺯
児
童
虐
待
を
テ
⺳
マ
と
し
た
講
演
内
容
で

し
た
⺰ 

講
師
は
⺯
現
在
⺯
三
重
県
児
童
相
談
セ
ン
タ
⺳
の

市
町
ア
ド
バ
イ
ザ
⺳
を
務
め
な
が
ら
⺯
県
内
・
県
外

で
子
ど
も
の
権
利
を
守
る
た
め
に
講
演
活
動
を
さ
れ

て
い
る
鈴
木
聡
さ
ん
を
お
招
き
し
ま
し
た
⺰
三
重
県

各
地
の
児
童
相
談
所
で
ケ
⺳
ス
ワ
⺳
カ
⺳
や
一
時
保

護
所
職
員
と
し
て
児
童
虐
待
問
題
に
関
わ
⻒
て
き
た

経
験
か
ら
⺯
児
童
虐
待
に
視
点
を
当
て
て
⻆
①
体
罰

禁
止
の
法
改
正
と
社
会
の
理
解
に
つ
い
て
⻇
⻆
②
児

童
虐
待
の
実
際
に
つ
い
て
⻇
⻆
③
時
代
の
視
点
と
児

童
虐
待
に
つ
い
て
⻇
⻆
④
近
年
の
児
童
福
祉
法
等
改

正
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
⻇
の
お

話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
⺰ 

具
体
的
な
お
話
の
中
に
は
⺯
聞

い
て
い
て
胸
が
苦
し
く
な
る
よ
う

な
児
童
虐
待
の
実
態
も
あ
り
ま
し
た
が
⺯
子
ど
も
た

ち
の
安
心
・
安
全
を
保
障
す
る
た
め
の
支
援
の
あ
り

方
⺯
地
域
や
学
校
・
園
で
の
役

割
を
確
か
め
合
う
良
い
機
会
と

な
り
ま
し
た
⺰ 

コ
ロ
ナ
対
策
の
こ
と
も
考
慮

し
て
⺯
小
中
の
先
生
方
は
リ
モ

⺳
ト
で
常
磐
小
学
校
か
ら
の
参

加
で
し
た
⺰
講
演
会
場
と
リ
モ

⺳
ト
会
場
で
合
計
５６
名
の
参

加
が
あ
り
ま
し
た
⺰ 

第
三
回
成
人
講
座 

 

２
月
１５
日 

ミ
子
⼰
⽉
⼵
権
利
⼓
守
⽐
⽓
⽒
社
会
⼲ 

⺶
ャ
児
童
虐
待
ヤ
⽙
切
⽑
口
⼲
考
⼏
⽒
⺶
ム 

 

三
重
県
児
童
相
談
⽸
⾰
⽼
⼇
元
所
長 

鈴
木 

聡 

⠶
⡴ 

 
３        個人情報が守られ、悪意や偏見からのまちがった情報を許さない社会 

 

≪ 成 人 講 座 ≫  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

高齢者の生き方や願いを共有し、生きていることの尊さを共感しあうことのできる社会   ４ 

 

「赤堀人権のまちづくり推進委員会」は、人権のまちづくり活動を通して「住みやすい・住みた

いまち」になるよう取り組んでいます。さまざまなイベントや講演会、ボランティア活動などを

実施し、お互いが理解し尊重し合える仲間づくりを目指しています。委員会には３つの部会と９

つの加盟団体があります。それぞれの活動を通して、会員同士が楽しく交流を深めています。 

成人講座① 5/30 

人権プラザ赤堀と共催 
視察研修≪御所市≫ 

5/15 水平社博物館 
視察研修≪敦賀市≫ 

11/13 敦賀ムゼウム 

全 体 行 事 
令和２、３年はコロナ禍のため縮小や中止としていた事業も、

感染症対策を適切に行いながら開催することが出来ました。こ

れからも笑顔あふれる楽しい活動を行いたいと思います。 

「赤堀発！多文化共

生」をテーマに、３年ぶり

の開催となりました。数

多くの来場者を迎え、 

出店者として参加 

いただいた様々な 

国の飲食物を通じ 

て交流を深めました。 

１５回という節目の開催において、３年ぶりにステージ発表も

行うことが出来ました。秋晴れの下、盛大なまつりとなりました。 

AKAHORI カーニバル 

５月２２日 

 

第１５回 赤堀ふれあいまつり 

１０月２３日 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪会員募集≫ 私たちと一緒に活動しませんか。 赤堀人権のまちづくり推進委員会 

★お申込みやお問い合わせは、事務局（人権プラザ赤堀）までご連絡ください。★ 

まちづくり活動を記録し、人権啓発
に活用しています。「ふれあい通信」や
｢視察研修ガイド｣も作成しています。 

赤 堀 人 権 のまちづくり推 進 委
員 会 が主 催 する、人 権 啓 発 研 修
の企画・ 立案を行っています。 

地域の文化や歴史についての調査
研究や、赤堀のまちおこしにつなげる
ための食の研究をしています。 

５    人が性別ではなく個人として尊重され、自分の意志で社会活動に参加できる社会 

 

調査・研究部 記録・広報部 研修部 

まちづくり部会 

食文化「彩（いろどり）」 体力づくり「楽らく」 子育て支援「スマイル」 

 環境美化「すぎな」 多文化共生「レア・レイ」 

誰もが気軽に、楽しく人権につい
て学んでもらえるような啓発活動を
しています。 

パソコン操作の技術向上や、パソ
コンを通じてのなかまづくりを目指
して活動しています。 

毎月２回、赤堀児童集会所で太鼓
練習を行っています。ジュニア太鼓
クラブの指導もしています。 

いつまでも元気で暮らせるように
みんなで頭と体の体操をするなど、
健康づくりに取り組んでいます。 

「自分たちのまちは自分たちでき
れいに」との思いで、地域の環境美
化に取り組んでいます。 

外国と日本の文化交流を図るた
め、いろいろな国の人を招いて母国
の料理教室を開催しています。 

栄養教室を開催し、季節の野菜な
どをテーマに栄養学や食の文化や
歴史にも触れ、学習しています。 

「楽しく健康づくり！」を目指し、
グラウンドゴルフを通じて、参加者同
士の交流を図っています。 

  

加 盟 団 体 

ソフトボール交流会 
６月１２日 

 

赤堀スポーツ広場整備 
６，９，１２月 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障害のあるなしに関わらず、誰もが自由に社会参加し、共に自立して生活できる社会    ６ 

 

ドリームクラブ 
（小学生）毎週火曜日 18 時～19 時 

（中学生）毎週火曜日 19 時～20 時 

学習習慣を身につける自主学習に取組んでいま

す。社会見学では、「川越電力館テラ４６」「リニア・

鉄道館、名古屋港水族館」へ行きました。 

常磐地区子ども人権文化育成協議会（人文協）は、『地域で育てる地域のこどもたち』をモットーに、児

童集会所を拠点にした活動「すくらむ」「キッズスクール」「児童集会所開館支援」を行っています。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、５月からすくらむクラブ活動をスタートする

ことができ、赤堀ふれあいまつりや常磐まつりでは、ステージ発表や作品を展示することができました。 

昨年度、改修工事を終えて明るく綺麗になった児童集会所には、子どもたちの声が戻ってきました。子

どもたちがうれしそうに遊んだり、自分からすすんで学習したりする様子が見られます。 

ものづくりクラブ 
毎週水曜日 16時15分～17時 

身近なものを使って楽しみなが

ら制作した作品を、１１月の「とき

わまつり」にて展示しました。 

人形劇クラブ「フル－ツパフェ」 
毎週土曜日 13 時～14 時 

「三枚のおふだ」のおはなしを自

分たちで相談し、「赤堀ふれあいま

つり」で発表しました。 

パソコンクラブ入門・初級 
（入門）毎週土曜日 14 時～14 時 45 分 

（初級）毎週土曜日 14 時 45 分～15 時 30 分 

お絵かきやゲームなど楽しくパソコンを操作す

るところから始め、キーボードを使って文字を打

つ練習をしたり、絵日記やカレンダーを作ったりし

て作品を１１月の「ときわまつり」にて展示しました。 

ジュニア太鼓クラブ入門・初級 
（入門）毎週土曜日 15 時 30 分～16時 15 分 

（初級）毎週土曜日 16 時 15 分～17時 

オリジナルの曲を、入門・初級に参加している子

どもたちが一生懸命練習し、中学生の「輪」ととも

に１０月の「赤堀ふれあいまつり」にて披露しまし

た。 

「輪」ジュニア太鼓
クラブ（中学生） 

毎月第 1,3水曜日 

 18 時 30 分～ 

「太鼓ゆう」と一緒に活

動しています。 

高校進学ガイダンス 
中 学 生 が進 路 を考 える

参考になるよう高校の先生
に来館いただき、各高校の
学 習 や生 活 の様 子 などを
説明していただきました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７   子どもの人権が大切にされ、子どもが安全に安心して学び、充実した生活を送れる社会 

 

キッズスクールは、子どもの居場所づくりと、遊びの活

動を通して幅広い交流や相互理解を図ることにより、なか

まとしてお互いを尊重しあう心を育むことを目的に、児童

集会所を中心として月に１回程度行っている活動です。 

知的好奇心を持つような内容や、新しいスポーツに挑

戦する企画など、子どもたちが意欲や興味・関心を持つ

ことができる内容を計画、実施しています。 

今年度は新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行った上で、各クラ

ブ活動、キッズスクール、児童集会所開館を行うことができました。  

６月４日(土) 

ソフトドッチボールを 

体験しよう！ 

 

１１月１９日(土) 

自然のものを使って 

工作しよう！ 

 

７月２日(土) 

七夕かざりを 

   つくろう！ 

 

１１月５日(土) 

スノードームを 

つくろう！ 

 

２０２２年度のキッズスクールは、関係団体や地域指導者の協力を得て、自然体験・制作活動・レ

クリエーションなど多岐にわたり、趣向を凝らして企画しました。年度当初に全１０回を計画し、新

型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、そのうち７回を開催することができました。 

児童集会所 
開館案内 

児童集会所は、人権文化の拠点として、また人を尊重するという

人権の土台をつちかうなかまづくりのための場として開館していま

す。たくさんの子どもたちが自由に遊んだり、読書や勉強をしたり

する場です。また、絵本、図鑑、児童図書など本の貸し出しもしてい

ます。常磐地区人文協の事業として、開館の支援スタッフが、子ど

もたちの見守りや図書・遊具等の整備をしています。 

誰でも自由に 

利用できます！

※未就学児は保護者同

伴でご利用ください。 

～開館時間～ 

月曜日～土曜日 

（日・祝日は閉館） 

午後１時～５時まで 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。   

在日外国人が民族や自国に対する誇りを持って生活し、お互いを認め尊重しあう社会    ８ 

 

定期講座一覧 
◆手芸教室 
  第２・４木曜日 午後１時３０分～ 

◆パソコン教室 
  随時 

◆パソコン年賀状教室 
  年末に３回 

◆料理教室 
  年６回 土曜日午後１時３０分～ 

◆子ども料理教室（※） 
  年６回 土曜日午前１０時～ 

この他にも、みなさんの希望などにより随時開
催しますので、ご意見をお寄せください。 
（※）新型コロナウイルスの影響により、今年度

は開催できませんでした。 

人権プラザ赤堀では相談事業を行っています。 

福祉相談：毎月第２木曜日 午前９時～１１時 

健康相談：毎月上旬 午後２時～３時 

教育相談：毎週木曜日 午後５時３０分～７時３０分 

その他、人権、住宅、経営、就労、生活一般にかかる相

談を随時受け付けています。どうぞご利用ください。 

ＴＥＬ 059-351-7609 FAX 059-351-7608 

《表紙の題字》故 山城幸治郎 揮毫 

四日市市立図書館の自動車文庫が、

月に１回（８月を除く）人権プラザに巡

回してきます。ぜひご利用ください。 

※詳細は図書館のホームページでご確認ください。 

各 種 講 座 

人権プラザ赤堀のホームページで

は、広報「あかほり」をカラーで閲

覧することができます。 

手芸教室 

料理教室 パソコン年賀状教室 

パソコン教室 

 
 

人権プラザでは、就職や再就

職が有利となり、就労先でのス

キルアップにもつながる、資格

取得の支援を目的として就業支

援事業を行っており、今年度は

「フォークリフト運転技能講

習」を行いました。 

就業支援事業 

自治会活動 

東海ボウルで、みんな
と一緒にボウリングを
楽しみました。 

氏神さまである「八阪
神社」にて１０年ぶりの
かがり火当番。 

公会所にて夏祭りを開
催し、食べ物や飲み物

の屋台を楽しみました。 

サンタさんからプレ
ゼントをもらって、み
んな喜んでいました。 


