
　人と人、心と心をつなぐ、世界とつ
なぐ―人権尊重のまちづくりの一環と
して、さまざまな人権問題について市
民の皆さんと共に考えます。

「ＴＵＮＡＧＵⅡ」とは

　平成29年度筑紫野市総合教育会議にて、
子どもにも大人にも理解でき、実践に移せ
るスローガンとして決議されました。

筑紫野市人権尊重の
まちづくりスローガン

自分が人からされたり、
  言われたりして、
  いやなことは

自分は人にしない、言わない

そのだ　ひさこ

TUNAGU
みんなで人権を考える「つなぐ」

じんけん

福
や
幸
せ
を
届
け
る
民
俗
芸
能

　

筑
紫
地
区
の
多
く
の
教
員
や
行
政
職

員
、市
民
が
参
加
し
て
、今
年
も
筑
紫
地
区

人
権
・
同
和
教
育
研
究
大
会
が
開
か
れ
ま

し
た
。そ
の
分
科
会
で
、被
差
別
の
立
場
に

置
か
れ
た
人
々
が
創
り
上
げ
受
け
継
い
で

き
た「
阿
波（
あ
わ
）木
偶（
で
こ
）ま
わ
し
」

の
実
演
と
講
義
が
あ
り
ま
し
た
。今
も
初

春
の
時
期
、四
国
の
各
地
を
え
び
す
・
翁
な

ど
の
神
様
の
浄
瑠
璃
人
形
と
と
も
に
家
々

を
回
っ
て
演
じ（
門
付
け
）、厄
を
払
っ
た

り
五
穀
豊
穣
を
願
っ
た
り
さ
れ
て
い
ま

す
。分
科
会
が
終
わ
っ
た
後
も
、抱
え
た
人

形
の
腕
を
伸
ば
し
、一
人
ひ
と
り
の
参
加

者
に「
福
が
き
ま
す
よ
う
に
」と
言
葉
を
か

け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
被
差
別
の
人
々
が
起
こ
し

た
民
俗
芸
能
が
、今
も
、人
々
に
福
や
幸
せ

や
う
る
お
い
を
届
け
る
活
動
と
し
て
受
け

継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

萬ま
ん

歳ざ
い

か
ら
漫ま

ん

才ざ
い

へ

　

３
月
、映
画
監
督
の
篠
田
正
浩
さ
ん
が
94

歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
。私
は
映
画
だ
け
で
は

な
く
、篠
田
監
督
の
書
か
れ
た
本『
河
原
者
の

ス
ス
メ
』な
ど
も
読
ん
で
い
た
。訃
報
を
聞
い

て
そ
の
本
の
文
言
が
ふ
と
、浮
か
ん
だ
。ご
夫

婦
で
あ
る
集
会
に
行
っ
た
と
き
、「
お
ま
え
た

ち
、河
原
乞
食
は
こ
ん
な
所
に
来
る
な
！
」と

断
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。

　

河
原
乞
食
と
は
、江
戸
時
代
か
ら
明
治
の

初
め
ご
ろ
ま
で
の
歌
舞
伎
役
者
の
呼
び
名
で

あ
る
。歌
舞
伎
は
歩
き
巫
女（
み
こ
）の
踊
り

や
人
形
づ
か
い
の
芸
な
ど
、中
世
の
雑
芸
能

の
集
大
成
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
中
世
の
雑
芸
能
の
中
で
、今
、圧
倒
的

に
テ
レ
ビ
画
面
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は「
お
笑

い
」系
の「
漫
才
」だ
と
私
は
思
う
。私
は
さ
ま

ざ
ま
な
お
笑
い
系
の
番
組
が
大
好
だ
。「
う

ふ
っ
ふ
っ
ふ
」、「
ガ
ハ
ハ
っ
」と
、誘
わ
れ
る

「
笑
い
」に
は
社
会
風
刺
的
な
鋭
い
指
摘
だ
け

で
は
な
く
、心
を
軽
く
し
て
も
ら
っ
た
り
も

す
る
。昨
今
、気
付
け
ば
あ
ら
ゆ
る
番
組
で
た

く
さ
ん
の
芸
人
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
が
活
躍

し
、日
夜
、画
面
を
に
ぎ
わ
わ
せ
て
い
る
。

　

私
は
、大
学
の
部
落
問
題
論
や
同
和
教
育

論
を
20
年
余
担
当
し
た
。そ
の
中
で
、〈
被
差

別
民
の
歴
史
〉を
中
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、資

料
を
い
ろ
い
ろ
手
さ
ぐ
り
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。漫
才
も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。古
代
、

中
世
か
ら
、戦
後
の
あ
る
時
期
ま
で
日
本
の

主
要
産
業
は
米
づ
く
り
や
農
業
で
あ
り
、そ

れ
が
多
数
派
だ
っ
た
。そ
の
よ
う
な
中
で
、芸

能
、芸
術
、医
術
、石
工
、革
加
工
な
ど
の
職
人

た
ち
は
、貴
重
な
専
門
職
だ
っ
た
が
、社
会
的

に
は
少
数
派
だ
っ
た
。そ
の
中
で
、中
世
で
は

能
は「
乞
食
の
処
業（
踊
り
）」、漫
才
を
す
る

人
は「
乞
食
法
師
」と
い
わ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
漫
才
は
中
世
の
鎌
倉
時
代
の
資
料
に

は
、「
千
秋
萬
歳（
せ
ん
ず
ま
ん
ざ
い
）ト
テ
、

コ
ノ
ゴ
ロ
正
月
ニ
ハ　

散
所
ノ
乞
食
法
師
ガ

仙
人
ノ
装
束
ヲ
マ
ナ
ビ
テ
（
真
似
を
し
て
）、

小
松
ヲ
手
ニ
サ
サ
ゲ
テ
推
参
シ
テ　

様
々
ノ

祝
言
ヲ
言
イ
ツ
ヅ
ケ
テ
・・・
」（『
名
語
記
』：
鎌

倉
時
代
の
言
葉
の
辞
典
）と
書
か
れ
、「
萬
歳
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。こ
の
萬
歳
の「
歳
」と

い
う
の
は〈
福
の
神
〉さ
ま
の
名
前
で
あ
り
、

萬
歳
は
豊
作
を
願
っ
て
、福
の
神
を
呼
び
こ

む
芸
・
門
付
芸
だ
っ
た
。た
い
て
い
の
場
合
、

舞
手
の「
太
夫
」と
鼓
打
ち
の「
才
蔵
」の
二
人

一
組
で
踊
っ
て
い
た
。太
夫
が
烏
帽
子（
え
ぼ

し
）を
か
ぶ
っ
た
り
、背
中
に
大
袋
を
背
負
っ

た
り
し
た
絵
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
門
付
芸
の「
萬
歳
」は
、や
が
て
、福
の

神
を
呼
び
こ
む
と
い
う
呪
術
性
が
薄
れ
て

「
万
才
」と
な
り
、そ
の
後
、現
代
の
完
全
な
お

笑
い
の
み
の
芸
、「
漫
才
」に
変
わ
っ
て
い
っ

た
。そ
の
変
遷
と
と
も
に
、「
ま
ん
ざ
い
」の
漢

字
の
表
記
が
変
わ
っ
て
き
た
の
だ
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
中
で
、そ
の
時
代
の

少
数
派
と
多
数
派
が
変
わ
っ
て
い
き
、価
値

観
は
変
化
し
て
い
く
。例
え
ば
、乞
食
、河
原

者
と
言
わ
れ
て
い
た
人
の
職
能
は
現
在
、隆

盛
し
た
り
、国
宝
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
。こ

の
価
値
観
の
変
化
と
い
う
考
え
方
は
、人
権

問
題
を
考
え
る
と
き
、不
可
欠
で
あ
る
と
私

は
思
う
。「
貴
い
と
賤
し
い
」の
価
値
観
を
創

り
出
し
た
の
は
人
間
で
あ
る
が
、も
と
も
と
、

昔
も
今
も
、人
間
に
は
ど
ん
な
貴
賤
も
存
在

し
な
い
！
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