
令和５（２０２３）年5月号

「インターネット人権相談」を開始します。

な が

【相談の流れ】
そ う だ ん む り ょ う と く め い そ う だ ん か の う こ じ ん か ん ちょ くせつ かいに ゅう で き

相談無料，匿名での相談も可能です。　※個人間のトラブルへの直接の介入は出来ません。

①
し な い よう にゅう りょく

市ホームページ上の専用フォームに相談内容を入力してください。

②
じん け ん そ う だ ん い ん か く に ん そ う だ ん しゃ かい と う そ う しん

相談内容を人権相談員が確認し，メールで相談者に回答を送信します。

③
へん しん さ い ど

相談者からのメールの返信があれば，人権相談員が再度回答します。
れい

【相談内容の例】
ぎゃくた い ぶ ら く さ べ つ ど う わ も ん だ い せい こう れ い し ゃ がい こ くじ ん し ょ う がい しゃ さ べ つ

虐待・いじめ・部落差別（同和問題）・性差別・高齢者差別・外国人差別・障害者差別
ひぼう ちゅ う し ょ う はん ざ い ひ が い じん け ん かん そ う だ ん

パワハラ・セクハラ・インターネット上の誹謗中傷・犯罪被害の相談・など，あらゆる人権に関する相談

　登録型本人通知制度へ登録を！「登録型本人通知制度※」とは，
み は ら し じゅう みんひ ょう ほん せき ひ と じ ぜ ん う つ と う だ い り に ん だ い さん しゃ こ う ふ ば あ い

　三原市に住民票や本籍のある人が,事前に登録することにより，住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合，

　　
じ じ つ ゆ う そ う し ふせい せい き ゅう し ゅ と く よ く し こ じ ん け ん り

その交付した事実を郵送でお知らせする制度です。 これは，住民票等の不正請求や，不正取得の抑止及び個人の権利の
しん がい ぼ う し はか も く て き かた ふ りょ く た か ぜ ひ

侵害の防止を図ることを目的としています。登録する方が増えると抑止力も高まります。是非，登録をしてください。
う け つ け ま ど ぐち し み ん か ほ ん ご う し し ょ く い だ い わ か く ち い き し ん こ う か

　登録受付窓口は，市民課及び本郷支所，久井支所，大和支所の各地域振興課です。
こせ きが かり

　くわしくは，市民課戸籍係　0848-67-6175へ　

　 　
　　　　　13:30～14:30　　 　 　
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が つ に ち か け ん ぽ う しゅ う か ん き か い い っ し ょ かんが

5月1日から7日は憲法週間です!! ～この機会に「憲法」について一緒に考えてみましょう～

み ぢ か せ い か つ み か だ い

テーマ：「身近な生活のなかに見えてくる人権の課題」
こ う し ひ ろ し ま だ い が く ほ う か だ い が く い ん きょ う じ ゅ け ん ぽ う あ ら い まこと

講　師： 広島大学法科大学院(教授・憲法)  新井 誠さん
きん じ ぷん

と 　き ：  ５月１２日（金）１８時３０分～２０時
み は ら し ち ゅ う お う こ う み ん か ん か い ち ゅ う こ う ど う え ん い ち ち ょ う に ち ょ う め

ところ : 三原市中央公民館　２階 中講堂（円一町二丁目）
くるま こ ば あ い し え い え ん い ちちょう ちゅう しゃ ば り よ う

       ※車でお越しの場合は，市営円一町駐車場をご利用ください。
ちゅう しゃけ ん かい じょ う じ じ か ん む り ょ う

　　　　   　（駐車券を会場へお持ちください：２時間無料）
て い い ん に ん せん ちゃ くじゅん もう しこ み ふ よ う に ゅ う じ ょ う む り ょ う

定　員  ：７ ０人（先着順 ・申込不要 ・入場無料）

た い めん で ん わ そ う だ ん はばひ ろ な や た い お う じょう せん よう う け つ け

 対面や電話で相談しづらい幅広い悩みに対応するため,インターネット上の専用フォームから人権相談を受付けます。

と う ろ く が た ほ ん に ん つ う ち せ い ど と う ろ く

 登録型本人通知制度へ登録を！

え り ゆ う まど ぐち しんせい で き ばあ い ゆう そう しんせい

　※　やむを得ない理由により窓口で申請することが出来ない場合は,郵送による申請もできます。

ほんにんかくにん しょ るい うつ どう ふう ゆう そう

　　　 本人確認書類の写しを同封のうえ，市民課に郵送してください。

※　裏面にも記事があります。

け ん ぽ う ま な し み ん つ ど

憲法を学ぶ市民の集い

人 権 相 談

　人権侵害や差別などでお悩みの方は，人権相談員に

ご相談ください。

　相談は無料で秘密は守られます。

気軽にお越しください（電話も可）

　と   き　10：00～16：00（土・日・祝日は除く）

　ところ　三原市大和人権文化センター

　電　話　0847-33-1308

大和地域センターくらしの相談開設 のお知らせ

  と　き 　5月26日(金) 9：00～12：00

  ところ　 大和人権文化センター　会議室

  相談内容　 くらしの相談・こども相談

  相談員2名で対応します。次回は，6月23日(金)の予定

　電話に よ る相談も受け 付けて います 。　

　     大和人権文化センター （電話 0847-33-1308 ） 　　　　　　

三原市ＨＰ

＜新井誠さん　プロフィール＞

1972年　群馬県生まれ

　慶應義塾大学大学院

　法学研究科後期博士課程

　単位取得退学，博士（法学）

2011年４月

　広島大学教授（法科大学院担当）

相談専用フォーム

　（市ＨＰ）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                    

 

 

 

 

 

 

人権のひろば 

 

【目標８．働
はたら

きがいも経済
けいざい

成長
せいちょう

も】 

みんなの生活
せいかつ

を良
よ

くする安定
あんてい

した経済
けいざい

成長
せいちょう

を進
すす

め，誰
だれ

もが人間
にんげん

らしく生産的
せいさんてき

な仕
し

事
ごと

ができる社会
しゃかい

をつくることが目標
もくひょう

です。 

「世界
せ か い

における働
はたら

く上
うえ

での課題
か だ い

とは」（SDGｓ ＣＯＮＮＥＣＴより） 

第
だい

１に，世界
せ か い

では働きたくても働けない人がたくさんいます。新型
しんがた

コロナウィルスの影響
えいきょう

もあり，

2021年
ねん

には，最低
さいてい

でも２億
おく

２，０００万
まん

人
にん

の失
しつ

業者
ぎょうしゃ

がいて，失業率
りつ

は６．３％にまでなり，31 か国
こく

の

失業率が 10％を超
こ

えました。 

第２に，労働
ろうどう

市場
しじょう

におけるジェンダー格差
か く さ

はいまだ多
おお

くの現場
げ ん ば

に見
み

られることで，2017 年に世

界全体
ぜんたい

で見
み

た女性
じょせい

の労働力
ろうどうりょく

率は，男性
だんせい

７６％に対して 49％にすぎません。 

第３に，若者
わかもの

が職
しょく

に就
つ

くことが難
むずか

しくなっていることです。雇用
こ よ う

自体
じ た い

が少
すく

なくなっていることに

加
くわ

え，技術
ぎじゅつ

が革新
かくしん

され，作業
さぎょう

の自動化
じ ど う か

が進
すす

み，職を失
うしな

う可能性
かのうせい

が年
ねん

長者
ちょうじゃ

よりも若年層
じゃくねんそう

の方
ほう

が高
たか

く

なっています。2019年には世界の 15歳
さい

から 24歳までの労働力人口
じんこう

の失業率は 13.6％にのぼ

り，高水準
こうすいじゅん

が続
つづ

いています。 

第４に，児童
じ ど う

労働が多
おお

いことです。2016年には５歳～17歳の児童労働者
しゃ

数
すう

は１億5，000万人

にのぼり，特
とく

にアフリカでは 20％が児童労働に従事
じゅうじ

しています。児童労働を強
し

いられている子
こ

ども

は教育を受
う

けることができず，基礎的
き そ て き

な知識
ち し き

さえ学
まな

ぶ機会
き か い

が奪
うば

われており，問題
もんだい

となっています。 

これらの課題
か だ い

に対
たい

して，「持続
じ ぞ く

可能
か の う

な経済成長」をはかるとともに，「ディーセントワーク（働きがい

があり，かつ，働くうえで誰
だれ

もが人間としての生活
せいかつ

や権利
け ん り

を守
まも

れるような働き方）を推
お

し進めること」

を目標にしています。（SDGｓ目標８の現状
げんじょう

とは？より引用
いんよう

） 

ＳＤＧｓは，持続可能でよりよい社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

す世界
せ か い

共通
きょうつう

の目標として，2030年度
ね ん ど

を達成
たっせい

年限
ねんげん

とし，17 のゴール（目標）で構成
こうせい

されています。“人権
じんけん

のひろば” では，人権に関
かん

する目標を

紹介
しょうかい

していきます。 

 5月
がつ

8日
にち

は「世界赤十字
せきじゅうじ

デー」 

  1948（昭和
しょうわ

23）年赤十字社
しゃ

連盟
れんめい

理事会
り じ か い

において，赤十字創始者
そ う し し ゃ

であるアンリ・デュナンの誕生
たんじょう

日
び

を記念
き ね ん

して国際
こくさい

デーに定
さだ

められました。アンリ・デュナンは，戦争
せんそう

での救護
きゅうご

経験
けいけん

から「戦場
せんじょう

の傷病兵
しょうびょうへい

は敵
てき

味方
み か た

なく救護すること」「その救護団体
だんたい

を平時
へ い じ

から各国
かっこく

に設
もう

けておくこと」「その目的
もくてき

のために

国際
こくさい

条約
じょうやく

を締結
ていけつ

すること」の必要性
ひつようせい

を説
と

き，奔走
ほんそう

しました。その結果
け っ か

生まれたのが「赤十字」であり，

その「博愛
はくあい

」の精神
せいしん

は，「人間
にんげん

の尊厳
そんげん

」という点
てん

で人権と共
きょう

通
つう

しているのではないでしょうか？ 


