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柘植地域まちづくり協議会 人権・同和部会 ２０１８年 １２月号
つ げ ち いき きよう ぎ かい じんけん どう わ ぶ かい ねん がつごう

「さあ、みんなで、考えよう」
か ん が

本年は「世界人権宣言」７０周年
ほ ん ね ん せ か い じ ん け ん せ ん げ ん し ゆ う ね ん

「１２月１０日は何の日？その日から前１ヶ月は何月間？」
が つ と お か な ん ひ ひ ま え か げ つ な に げ つ か ん

１２月１０日・・・人権デー
が つ と お か じ ん け ん

１１月１１日から１２月１０日・・・差別をなくす強調月間
が つ に ち が つ と お か さ べ つ きようちよう げ つ か ん

１９４８年１２月１０日、国際連合総会において「世界のすべての人々とすべての国々とが達成
ねん がつ と お か こくさいれんごうそうかい せ かい ひとびと くにぐに たつせい

すべき共通の目標」として『世界人権宣言』が採択さました。このことから、１２月１０日は
きようつう もくひよう せ かい じ ん けん せん げん さい たく がつ と お か

『人権デー』と定められました。わが国では、１２月４日から人権デーまでの１週間を『人権週間』
じんけん さだ く に がつ よ つ か じんけん しゆうか ん じんけんしゆうかん

と定めています。三重県においては、１９９０年３月に、全国に先がけて「人権県宣言」が県議会
さだ み え けん ねん がつ ぜん こく さ き じんけん けんせんげん けん ぎ か い

で決議されました。これを契機に、上記のことに加えて、毎年１１月１１日から１２月１０日
けつ ぎ けい き じよう き くわ まい とし が つ にち がつ と お か

までの１か月間を「差別をなくす強調月間」として、すべての県民の人権が尊重される社会の実現
げつかん さ べつ きようちようげ つか ん けんみ ん じんけん そ んちよう し やかい じ つげん

をめざし、人権意識の高揚に向けた啓発活動などに取り組んでいます。
じんけん い しき こうよう む けいはつか つどう と く

世界人権宣言とは（法務省ホームページより）
せ か い じ ん け ん せ ん げ ん

ほ う む しよう

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、初めて人権保障の目標や基準
せ かいじんけんせんげん き ほんてきじんけんそんちよう げんそく さだ はじ じんけん ほ しよう もくひよう き じゆん

を国際的にうたった画期的なものです。20世紀には、世界を巻き込んだ大戦が二度も起こり、特に
こくさいてき かつ き てき せい き せ かい ま こ たいせん に ど お とく

第二次世界大戦中においては、特定の人種の迫害、大量 虐殺など、 ,人権侵害、人権抑圧が横行
だい に じ せ かいたいせんちゆう とくてい じんしゆ はくがい たいりようぎやくさつ じんけんしんがい じんけんよくあつ おうこう

しました。このような経験から、人権問題は国際社会全体にかかわる問題であり、人権の保障が
けいけん じんけんもんだい こくさいしやかいぜんたい もんだい じんけん ほ しよう

世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。そこで１９４８年１２月１０日の
せ かいへい わ き そ かんが かた しゆりゆう ねん がつ と お か

国連第３回総会（パリ）において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」と
こくれんだい かいそうかい じんみん くに たつせい きようつう き じゆん

して、「世界人権宣言」が採択されました。
せ かいじんけんせんげん さいたく

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、それ自体が法的拘束力を持つ
せ かいじんけんせんげん き ほんてきじんけんそんちよう げんそく さだ じ たい ほうてきこうそくりよく も

ものではありませんが、初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものです。この宣言は、
はじ じんけん ほ しよう こくさいてき かつ き てき せんげん

すべての人々が持っている市民的、政治的、経済的、社会的、文化的分野にわたる多くの権利を内容
ひとびと も し みんてき せい じ てき けいざいてき しやかいてき ぶん か てきぶん や おお けん り ないよう

とし、前文と３０の条文からなっており、世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに、様々
ぜんぶん じようぶん せ かいかつこく けんぽう ほうりつ と い さまざま

な国際会議の決議にも用いられ、世界各国に強い影響を及ぼしています。さらに、世界人権宣言
こくさいかい ぎ けつ ぎ もち せ かいかつこく つよ えいきよう およ せ かいじんけんせんげん

で規定された権利に法的な拘束力を持たせるため、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際
き てい けん り ほうてき こうそくりよく も けいざいてき しやかいてきおよ ぶん か てきけん り かん こくさい

規約（Ａ規約）」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約（Ｂ規約）」の２つの国際人権規約が採択
き やく き やく し みんてきおよ せい じ てきけん り かん こくさい き やく き やく こくさいじんけん き やく さいたく

され、その後も個別の人権を保障するために様々な条約が採択されています。これらの条約が
ご こ べつ じんけん ほ しよう さまざま じようやく さいたく じようやく

保障する権利の内容を理解し、広めていくことが一人一人の人権を守ることにつながるのです。
ほ しよう けん り ないよう り かい ひろ ひと り ひと り じんけん まも
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「世界人権宣言」３０条の概要
せ か い じ ん け ん せ ん げ ん じ よ う が い よ う

第１ 条 人は生まれながらにして自由・ 平 等です 第２ 条 すべての人に差別なく権利があります
だい じよう ひと う じ ゆう びようどう だい じよう ひと さ べつ けん り

第３ 条 生命・自由・身体の安全の権利があります 第４ 条 いかなる 形の奴隷も許されません
だい じよう せいめい じ ゆう しんたい あんぜん けん り だい じよう かたち ど れい ゆる

第５ 条 拷問や残 虐 な扱 いは許されません 第６ 条 人は皆法の下で人として認められます
だい じよう ごうもん ざんぎやく あつか ゆる だい じよう ひと みなほう もと ひと みと

第７ 条 法の下に 平 等であり差別なく保護を受けられます
だい じよう ほう もと びようどう さ べつ ほ ご う

第８ 条 権利の侵害に対しては裁判で 救 済される権利があります
だい じよう けん り しんがい たい さいばん きゆうさい けん り

第９ 条 公正な手続 によらずに逮捕、拘禁、追放されません
だい じよう こうせい て つづき たい ほ こうきん ついほう

第１０ 条 独立・公平な裁判所で公正・公開の審理を受けることができます
だい じよう どくりつ こうへい さいばんしよ こうせい こうかい しん り う

第１１ 条 裁判で有罪になるまでは無罪が推定されます
だい じよう さいばん ゆうざい む ざい すいてい

第１２ 条 プライバシーは守られなくてはなりません 第１３ 条 自由に移転・居 住 することができます
だい じよう まも だい じよう じ ゆう い てん きよじゆう

第１４ 条 迫害された人は他国へ避難できます 第１５ 条 国籍を持つ権利があります
だい じよう はくがい ひと た こく ひ なん だい じよう こくせき も けん り

第１６ 条 結婚し、家庭を作る権利が 平 等にあります
だい じよう けつこん か てい つく けん り びようどう

第１７ 条 公正な手続 によらずに財産権は侵されません
だい じよう こうせい て つづき ざいさんけん おか

第１８ 条 思想・ 良 心・ 宗 教 は自由です 第１９ 条 意見及び表 現は自由です
だい じよう し そう りようしん しゆうきよう じ ゆう だい じよう い けんおよ ひようげん じ ゆう

第２０ 条 集 会及び結社の自由があります 第２１ 条 政治に参加する権利があります
だい じよう しゆうかいおよ けつしや じ ゆう だい じよう せい じ さん か けん り

第２２ 条 社会保障 を受ける権利、経済的・社会的及び文化的権利があります
だい じよう しやかい ほ しよう う けん り けいざいてき しやかいてきおよ ぶん か てきけん り

第２３ 条 働 くことに関する様々な権利があります 第２４ 条 休 息や余暇を楽しむ権利もあります
だい じよう はたら かん さまざま けん り だい じよう きゆうそく よ か たの けん り

第２５ 条 十 分な生活水 準 を保ち、生活に困ったら社会保 障 を受けられます
だい じよう じゆうぶん せいかつすいじゆん たも せいかつ こま しやかい ほ しよう う

第２６ 条 教 育を受ける権利があります 第２７ 条 文化・芸 術 ・科学に関する権利があります
だい じよう きよういく う けん り だい じよう ぶん か げいじゆつ か がく かん けん り

第２８ 条 この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利があります
だい じよう せんげん かか けん り およ じ ゆう かんぜん じつげん しやかいてきおよ こくさいてきちつじよ たい けん り

第２９ 条 人々が負うべき義務 第３０ 条 権利や自由はそれを破壊するために使うものではありません
だい じよう ひとびと お ぎ む だい じよう けん り じ ゆう は かい つか

「世界人権宣言」後の７０年間の主な世界の人権条約
せ か い じ ん け ん せ ん げ ん ご ね ん か ん お も せ か い じ ん け ん じよう や く

１９４８年[７０年前] 世界人権宣言 （ ）は日本の批准 /加入年
ねん ねんまえ せ かいじんけんせんげん に ほん ひ じゆん か にゆうねん

１９６５年[５３年前] 人種差別撤廃条約 （日本は３０年後の１９９５年[２３年前]）
ねん ねんまえ じんしゆ さ べつてつぱいじようやく に ほん ねん ご ねん ねんまえ

１９６６年[５２年前] 国際人権規約 （日本は１３年後の１９７９年[３９年前]）
ねん ねんまえ こくさいじんけん き やく に ほん ねん ご ねん ねんまえ

１９７９年[３９年前] 女子差別撤廃条約 （日本は６年後の１９８５年[３３年前]）
ねん ねんまえ じよ し さ べつてつぱいじようやく に ほん ねん ご ねん ねんまえ

１９８９年[２９年前] 児童の権利条約 （日本は５年後の１９９４年[２４年前]）
ねん ねんまえ じ どう けん り じようやく に ほん ねん ご ねん ねんまえ

２００６年[１２年前] 障害者権利条約 （日本は８年後の２０１４年[４年前]）
ねん ねんまえ しようがいしやけん り じようやく に ほん ねん ご ねん ねんまえ

柘植地域人権啓発合同フィールドワーク（遠方)報告 その１
つ げ ち い き じ ん け ん け い は つ ご う ど う え ん ぽ う ほ う こ く

～12月9日実施 今回は午前実施の水平社フィールドワーク報告～
が つ ここのか じ つ し こ ん か い ご ぜ ん じ つ し す い へ い し や ほ う こ く

２年で４つの合同フィールドワーク内容 柘植地域まちづくり協議会では、人権啓発合同
ねん ごうどう ないよう つ げ ち いき きよう ぎ かい じんけんけいはつごうどう

１年目・近隣フィールドワーク 事業として、２年単位で４つのフィールドワーク
ねん め きんりん ごとぎよう ねんたん い

いがまち人権センターおよび周辺施設等 を行っています。２年単位で同じフィールドワー
びとけん しゆうへん し せつとう おこな ねんたん い おな

１年目・遠方フィールドワーク クを繰り返し、柘植地域のたくさんの方に同じフィ
ねん め えんぽう く かえ つ げ ち いき かた おな

三重県人権センターと松浦武四郎記念館 ールドワークを体験していただく機会をつくってい
み え けんじんけん まつうらたけ し ろう き ねんかん たいけん き かい

２年目・近隣フィールドワーク ます。今回42人の参加者で左記のフィールドワー
ねん め きんりん こんかい にん さん か しや さ き

やまなみ工房 クにいきました。12月9日の午前中は２班に分か
こうぼう がつここのか ご ぜんちゆう はん わ

２年目・遠方フィールドワーク（今回実施） れて、二人のガイドさんから水平社博物館内展示物
ねん め えんぽう こんかいじつ し ふた り すいへいしやはくぶつかんないてん じ ぶつ

水平社博物館およびその周辺 とその 周 辺にある水平社設立に大きく関わった
すいへいしやはくぶつかん しゆうへん しゆうへん すいへいしやせつりつ おお かか

奈良市南人権文化センター 「柏原三成年」の生まれ育った地域を案内してい
な ら し みなみじんけんぶん か かしわ ら さんせいねん う そだ ち いき あんない

ただきました。
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◎「解放令 五万日の日のべ」が
か い ほ う れ い ご ま ん に ち ひ

過ぎた今、差別は…？
す い ま さ べ つ

１８７１年（明治４年）８月２８日に賤称（差別に満ちた
ねん めい じ ねん がつ にち せんしよう さ べつ み

呼称）と身分の廃止などを記した太政官布告が出されました。
こ しよう み ぶん はい し しる だ じようかん ふ こく だ

研究者の間では様々な呼び方があり、「解放令」「身分解放令」
けんきゆうしや あいだ さまざま よ かた かいほうれい み ぶんかいほうれい

「賤 称廃止令」等と呼ばれています。しかし差別してきた民衆
せんしようはい し れい とう よ さ べつ みんしゆう

の中にはこれに反発するものがあり、一揆をなして被差別部落
なか はんぱつ いつ き ひ さ べつ ぶ らく

民を襲 撃する解放令反対一揆が起こりました。水平社発祥の地である柏原では
みん しゆうげき かいほうれいはんたいいつ き お すいへいしやはつしよう ち かしはら

庄屋層が、「解放令」が「五万日の日延べ」となったと号令を出したと言われてい
しよう や そう かいほうれい ご まんにち ひ の ごうれい だ い

ます。解放令が出された日から五万日の日のべされた日が２００８年９月３日です。
かいほうれい だ ひ ご まんにち ひ ひ ねん がつみ つ か

水平社博物館の前には、このことが碑に刻まれています。解放令から５万日以上
すいへいしやはくぶつかん まえ ひ きざ かいほうれい まんにち い じよう

経過した今、果たして差別は解消されているでしょうか。「差別は今もある」とい
けい か いま は さ べつ かいしよう さ べつ いま

う現実があるなかで、「差別をなくそうとしている人がたくさんいる」ことも、し
げんじつ さ べつ ひと

っかり心に刻み、差別をなくすなかまとして行動していきたいものです。
こころ きざ さ べつ こうどう

水平社創立 90 周年
すいへいしやそうりつ しゆうねん

記念モニュメント
き ねん

「いのち 燦燦の燈」
さんさん とう

◎水平社宣言
す い へ い し や せ ん げ ん

～「人間は尊敬されるべきもの」「人の世に熱あれ、人間に光あれ」～
に ん げ ん そ ん け い ひ と よ ね つ に ん げ ん ひかり

大正１１年３月３日、京都の岡崎公会堂で開かれた全国水平社の創立大会で採択された宣言が
たいしよう ねん がつみ つ か きよう と おかざきこうかいどう ひら ぜんこくすいへいしや そうりつたいかい さいたく せんげん

「水平社宣言」です。「人の世に熱あれ、人間に光あれ。」で結ばれるこの宣言は、差別されてきた
すいへいしやせんげん ひと よ ねつ にんげん ひかり むす せんげん さ べつ

被差別部落の人びとが人間の権利と尊厳を獲得し、自らの力と団結により、「人間を尊敬する」こ
ひ さ べつ ぶ らく ひと にんげん けん り そんげん かくとく みずか ちから だんけつ にんげん そんけい

とによって解放をめざすことをうたっており、日本ではじめての人権宣言といわれています。
かいほう に ほん じんけんせんげん

水平社宣言（原文を、意味がわかるように現代語風に書き直しました）

す い へ い し や せ ん げ ん

げんぶん い み げんだい ご ふう か なお

全国の各地にいる被差別部落のなかまたちよ、団結しよう。明治四年に「解放令」が出され、部
ぜんこく かく ち ひ さ べつ ぶ らく だんけつ めい じ よ ねん かいほうれい だ ぶ

落解放をめざすかのような運動が行われてきたが、それらの運動は、差別解消への私たちの願
らくかいほう うんどう おこな うんどう さ べつかいしよう わたし ねが

いにこたえる何らの展望も結果ももたらすことが出来なかった。そして、あわれんだり同情し
なん てんぼう けつ か で き どうじよう

たりする考えしか持たず、気の毒な人たちを救ってあげようと私たちを侮辱したような運動
かんが も き どく ひと すく わたし ぶ じよく うんどう

が部落解放どころか、多くの私たちのなかまをみじめな思いにさせた。今こうして被差別の立場
ぶ らくかいほう おお わたし おも いま ひ さ べつ たち ば

にある私たちが立ち上がり、人間を尊敬することによって、部落解放運動を起こそうとしてい
わたし た あ にんげん そんけい ぶ らくかいほううんどう お

るのは当然のことだ。なかまたちよ、私たちの祖先先輩たちは、自由で平等な社会を願い、闘
とうぜん わたし そ せんせんぱい じ ゆう びようどう しやかい ねが たたか

ってきた。身勝手な身分制度の犠牲者であり、人のいやがる仕事をさせられ、その仕事が社会に
み かつ て み ぶんせい ど ぎ せいしや ひと し ごと し ごと しやかい

とって大切なものであるにも関わらず、仕事を理由として差別され続けてきた。死牛馬の皮を
たいせつ かか し ごと り ゆう さ べつ つづ し ぎゆう ば かわ

はぐ仕事をして得たものは、けがれた仕事をするけがれた人間として差別されることであった。生
し ごと え し ごと にんげん さ べつ い

き物をと殺し、これを処理する仕事の代わりに得たものは、生きながら人間の心を引きさかれ
もの さつ しよ り し ごと か え い にんげん こころ ひ

るような厳しい差別だった。その上にあざけり笑うようなつばまではきかけられ、本当につらい
きび さ べつ うえ わら ほんとう

時代にも、私たちの先輩は人間解放を信じ、誇りある人間として生きてきた。私たちはこうし
じ だい わたし せんぱい にんげんかいほう しん ほこ にんげん い わたし

た祖先の尊い闘いの歴史を知り、人間が本当に人間として生きようとしている時代をつくりだ
そ せん とうと たたか れき し し にんげん ほんとう にんげん い じ だい

そうとしているのだ。差別の犠牲者である私たちが、その身体に焼き付けられた被差別の立場
さ べつ ぎ せいしや わたし しんたい や つ ひ さ べつ たち ば

を世の中に向かって投げ返す時がきたのだ。私たちのしてきたきらわれるような仕事を、そし
よ なか む な かえ とき わたし し ごと

て私たち自身を誇れる時がきたのだ。私たちを、自由と平等を求めて人間解放を求めて闘っ
わたし じ しん ほこ とき わたし じ ゆう びようどう もと にんげんかいほう もと たたか

てきたことを、私たちの生きざまを、世の中に向かって誇れる時がきたのだ。私たちは、もう自分
わたし なま よ なか む ほこ とき わたし じ ぶん
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たちをさげすむような言葉を言ったり、差別されることでおく病になったりして、祖先の生き
こと ば い さ べつ やまい そ せん い

ざまをよごしてはならない。そうして、差別することの醜さや、差別されることのつらさ、世
さ べつ みにく さ べつ よ

の中の冷たさがどれほどにむごいものであるのかを知っている私たちは、そして人間をいたわ
なか つめ し わたし にんげん

ることがどんなに世の中をあたたかくしているのかを知っている私たちは、心から人の世の限
よ なか し わたし こころ ひと よ かぎ

りない熱と光と希望を望むものである。全国水平社はこうして誕生した。
ねつ ひかり き ぼう のぞ ぜんこくすいへいしや たんじよう

人の世に熱あれ、人間に光あれ。
ひと よ ねつ にんげん ひかり

大正十 一年（１９２２年）三月三日 全国水平社創立大会
たいしようじゆういちねん ねん さんがつみつ か ぜんこくすいへいしやそうりつたいかい

人権に関する意識調査結果 （概要報告 5)
じ ん け ん か ん い し き ち よう さ け つ か が い よ う ほ う こ く

「世界人権宣言」の認知度 (矢印は伊賀市調査との比較)
せ かいじんけんせんげん にん ち ど や じるし い が し ちよう さ ひ かく

８２.０％ [うち１５.３％は内容を知っている] (2015伊賀市)
ないよう し い が し

８０.６％↓ [うち２２.７％は内容を知っている ↑] (2017柘植地域)
ないよう し つ げ ち いき

「水平社宣言」の認知度 (矢印は伊賀市調査との比較)
せんげん にん ち ど や じるし い が し ちよう さ ひ かく

４７.３％ [うち１４.６％は内容を知っている] (2015伊賀市)
ないよう し い が し

６７.４％↑ [うち２３.６％は内容を知っている ↑] (2017柘植地域)
ないよう し つ げ ち いき

昨年実施した「柘植地区人権問題市民意識調査」と伊賀市実施の同様の調査による条例等の認知度
さくねんじっ し つ げ ち く じんけん もん だい し み ん い しきちょう さ い が し じつ し どうよう ちよう さ じょうれいとう にん ち ど

の結果では、調査した１４種の「人権に関する宣言・法律・条例」の中では、「世界人権宣言」の認知度
けつ か ちよう さ しゆ じんけん かん せんげん ほうりつ じようれい なか せ かいじんけんせんげん にん ち ど

はいちばん高く、８０ .６％でした。これは伊賀市の調査よりも低い数値ですが、５人中４人が知
たか い が し ちよう さ ひく すう ち にんちゆう にん し

っている高い認知度でした。そのうちの内容も知っていると答えた人は２２.７％(伊賀市より７.４ポ
たか にん ち ど ないよう し こた ひと い が し

イント高い)で、水平社宣言の２３ .６％[伊賀市より９ポイント高い](「水平社宣言」の認知度は６
たか すいへいしやせんげん い が し たか すいへいしやせんげん にん ち ど

７.４％[伊賀市より２０ポイント高い)の次に高い結果でした。これは「差別をなくす強 調月間」
い が し たか つぎ たか けつ か さ べつ きようちようげつかん

をはじめ、人権に関する講演会に参加したり、人権フィールドワークに参加するなかで「世界人権宣言」
じんけん かん こうえんかい さん か じんけん さん か せ かいじんけんせんげん

「水平社宣言」という言葉や内容を聞く機会がたくさんあったからではないかと推測できます。
すいへいしやせんげん こと ば ないよう き き かい すいそく

文責・橋本浩信
ぶんせき はしもとひろのぶ

12月、1月の講演会や研修会の案内
が つ が つ こ う え ん か い け ん しゆう か い あ ん な い

○ 12月 1日(土) しまがはら人権のつどい (13:30～ )島ヶ原会館
がつ にち ど じんけん しま が はらかいかん

「すべての人にやさしい避難所をめざして」（服部亜龍さん）[フレンテみえ]
ひと ひ なんしよ はつとり あ りゆう

○ 12月 2日(日) あやま人権フェスティバル 2018 (13:30～ )あやま文化センターさんさんホール
がつ にち にち じんけん ぶん か

「輝けいのち ～知的障がいの長女と共に生き生かされて」（辻イト子さん）[みかん 山 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ]
かがや ち てきしよう ちようじよ とも い い つじ こ やま

○ 12月 7日(金) 差別をなくす いがまちの集い (19:30～ )ふるさと会館いが
がつ にち きん さ べつ つど かいかん

「母娘で問うた部落差別」（坂田かおりさん・愛梨さん）
おや こ と ぶ らく さ べつ さか た あい り

○ 12月 8日(土) 2018人権のつどい (13:30～ )青山ホール
がつ にち ど じんけん あおやま

「みんな同じいのち」（三浦明利さん）[龍王山光明寺住 職]
おな み うらあか り りゆうおうやまこうみよう じ じゆうしよく

○ 12月 9日(日) 人権を考える市民の集い 2018 (13:30～ )伊賀市文化会館
がつ にち にち じんけん かんが し みん つど い が し ぶん か かいかん

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「部落問題と若者たち」（武田緑さん・三木幸美さん・中村尚生さん）
ぶ らくもんだい わかもの たけ だ みどり み き ゆき み なかむらなお き

○ 12 月 9 日(日)柘植地域人権啓発合同フィールドワーク(水平社博物館・奈良市南人権文化センター)
がつ にち にち つ げ ち いきじんけんけいはつごうどう すいへいしやはくぶつかん な ら し みなみじんけんぶん か

○ 12月 21日(金) 部落解放・人権大学講座 (19:30～ 21:00) ゆめぽりすセンター
がつ にち きん ぶ らくかいほう じんけんだいがくこう ざ

「心の窓を少し開くことから」（明石一朗さん）[関西外国語大学]
こころ まど すこ ひら あか し いちろう かんさいがいこく ご だいがく

○ 1月 15日(火) まちづくり協議会人権・同和部会桑名人権フィールドワーク
がつ にち か きよう ぎ かいじんけん どう わ ぶ かいくわ な じんけん

○ 1月 27日(日) 第 19回三重県在日外国人教育研究 集会 (10:00～ )三重県人権センター
がつ にち にち だい かい み え けんざいにちがいこくじんきよういくけんきゆうしゆうかい み え けんじんけん

○ 1月 30日(水)全人教第 30回東海地区人権同和教育講座 (10:00～)ウィルあいち[ 愛 知 県 女 性 総 合 センター]
がつ にち すい ぜんじんきようだい かいとうかい ち く じんけんどう わ きよういくこう ざ あいちけんじよせいそうごう


