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Ⅱ 調査結果 
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１．人権意識 

私たちは、憲法によって日常生活における基本的人権が保障されています。 

問１ この「人権」についてあなたの考えに近いものはどれですか。（○は１つ） 

回答者数
1,638人

無回答
1.2%

わからない
1.3%

重要でない
0.1%

どちらかといえば
重要でない
0.7%

どちらでもない
3.1%

どちらかといえば
重要である
28.6%

非常に重要である
64.9%

 

 人権について，「非常に重要である」と答えた人の割合が 64.9%、「どちらかといえば

重要である」が 28.6%と合わせて 93.5%は人権を重要なものと考えている。 
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◆◆  基本属性別 

64.9

67.6

61.4

71.2

67.9

75.4

59.1

50.0

58.0

59.5

67.7

68.2

69.6

66.7

69.1

65.5

65.9

64.2

61.4

66.0

67.2

64.0

62.5

63.0

66.9

63.9

66.5

57.1

28.6

22.1

29.8

23.3

29.0

22.4

31.8

38.3

35.2

34.3

26.7

24.8

19.0

33.3

24.7

28.2

28.1

29.6

32.1

25.7

26.1

32.6

37.5

29.7

26.4

30.2

28.1

42.9

3.1

2.9

4.4

2.1

2.2

6.4

4.0

3.3

5.1

4.9

3.6

0.7

2.6

0.7

1.5

1.1

1.0

0.6

1.3

0.5

0.9

1.4

0.7

0.6

0.4

1.1

1.0

0.2

5.9

4.3

2.3

3.5

1.6

1.5

3.2

2.2

3.6

3.1

3.9

3.6

3.1

3.4

2.2

1.9

2.1

1.5

3.4

1.2

1.0

0.1

0.2

0.6

0.3

1.5

0.7

1.0

1.3

1.6

2.1

0.7

1.6

1.8

1.4

2.5

0.6

1.0

1.9

1.5

1.3

1.6

0.3

1.1

2.0

1.7

2.4

1.0

1.3

0.6

0.9

2.5

3.8

1.5

0.6

3.0

1.2

1.8

0.7

1.0

0% 50% 100%

全体(1638人)

男性20歳代(68人)

30歳代(114人)

40歳代(146人)

50歳代(193人)

60歳代(134人)

70歳以上(66人)

女性20歳代(94人)

30歳代(176人)

40歳代(210人)

50歳代(195人)

60歳代(157人)

70歳以上(79人)

無回答（3人)

公務員・教員(81人)

自営業・会社団体役員(220人)

民間企業・団体（100人未満）(167人)

民間企業・団体（100人以上）(318人)

臨時雇、パート、派遣(290人)

家事専業(288人)

無職（定年後を含む）(180人)

その他・学生(86人)

無回答(8人)

名古屋地域(505人)

尾張地域(550人)

西三河地域(391人)

東三河地域(185人)

無回答(7人)

年
齢
・性
別

職
業
別

地
域
別

非常に重要である どちらかといえば重要である どちらでもない
どちらかといえば重要でない 重要でない わからない

無回答

 

 性別・年齢で見ると、女性の２０歳代で「非常に重要である」と答えた人の割合が 50.0%

と他と比べてやや低くなっている。 

  

性
別
・
年
齢

職
業
別 

地
域
別 
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問２ 日本社会にある様々な差別や偏見について、あなたの考えに最も近いものは、どれで

すか。（○は１つ） 

回答者数
1,638人

無回答
1.3%

わからない
1.1%

差別、偏見は、
社会にとって

必要なものである
0.9%

差別、偏見は
なくならないので、
甘んじて受け入れる

2.6% 差別、偏見は、
できるかぎり
なくすべきである

50.6%

あらゆる差別、偏見は、
許されるものでなく、
なくさなくてはいけない

43.5%

 

 日本社会にある様々な差別や偏見について、「あらゆる差別、偏見は、許されるもの

でなく、なくさなくてはいけない」と答えた人の割合が 43.5%、「差別、偏見は、できる

かぎりなくすべきである」が 50.6%となっている。 

◆ 基本属性別 

43.5

50.0

36.0

41.8

48.2

50.7

42.4

37.2

31.8

44.8

44.6

47.1

49.4

66.7

50.6

41.4

43.7

42.1

40.3

44.4

47.2

46.5

50.0

43.8

44.7

39.9

47.0

42.9

50.6

39.7

56.1

54.1

48.2

47.0

48.5

54.3

60.2

52.4

50.3

45.2

40.5

33.3

48.1

55.0

50.9

50.0

53.1

48.6

47.8

47.7

50.0

50.5

49.6

55.2

44.3

42.9

5.3

2.7

0.5

1.5

6.4

5.1

1.4

2.6

3.0

4.1

2.3

14.3

0.9

4.4

4.5

1.3

2.5

1.2

0.9

1.3

0.7

0.7

1.7

0.6

0.9

1.3

1.1

2.1

2.3

2.6

1.4

4.5

1.4

1.1

1.8

2.4

3.1

3.8

1.5

1.9

2.5

1.2

1.6

0.7

0.7

1.1

2.2

0.3

1.1

1.4

0.6

2.4

0.3

0.9

1.8

0.5

3.8

0.6

0.5

1.4

1.5

0.9

2.9

2.3

1.6

0.3

1.3

2.0

1.7

2.4

1.0

1.6

0.6

0.9

1.3

3.8

2.1

0.6

3.0

1.6

0.7

1.8

1.5

1.3

0% 50% 100%

全体(1638人)

男性20歳代(68人)

30歳代(114人)

40歳代(146人)

50歳代(193人)

60歳代(134人)

70歳以上(66人)

女性20歳代(94人)

30歳代(176人)

40歳代(210人)

50歳代(195人)

60歳代(157人)

70歳以上(79人)

無回答（3人)

公務員・教員(81人)

自営業・会社団体役員(220人)

民間企業・団体（100人未満）(167人)

民間企業・団体（100人以上）(318人)

臨時雇、パート、派遣(290人)

家事専業(288人)

無職（定年後を含む）(180人)

その他・学生(86人)

無回答(8人)

名古屋地域(505人)

尾張地域(550人)

西三河地域(391人)

東三河地域(185人)

無回答(7人)

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

あらゆる差別、偏見は、許されるものでなく、なくさなくてはいけない

差別、偏見は、できるかぎりなくすべきである
差別、偏見はなくならないので、甘んじて受け入れる

差別、偏見は、社会にとって必要なものである
わからない

無回答

 

 性別・年齢で見ると、男性の２０歳代と６０歳代では「あらゆる差別、偏見は、許さ

れるものでなく、なくさなくてはいけない」が半数を占めている。 

性
別
・
年
齢 

職
業
別

地
域
別
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◆ 問１と問２の関連 

 問２ 日本社会にある様々な差別や偏見について、あなたの考えに最も近いものは、どれですか。 

問
１ 

「
人
権
」
に
つ
い
て
あ
な
た
の
考
え
に
近
い
も
の
は
ど
れ
で
す
か
。

43.5

56.7

20.9

15.7

13.6

50.6

40.6

72.9

70.6

66.7

50.0

50.0

9.8

25.0

50.0

9.1

1.7

8.3

3.9

27.3

3.2

1.5

2.6
0.9

0.6

1.3

0.4
1.1
0.2

1.3

0% 50% 100%

全体(1638人)

非常に重要である(1063人)

どちらかといえば重要である(468人)

どちらでもない(51人)

どちらかといえば重要でない(12人)

重要でない(2人)

わからない(22人)

人
権
に
つ
い
て
の
考
え
方

あらゆる差別、偏見は、許されるものでなく、なくさなくてはいけない
差別、偏見は、できるかぎりなくすべきである
差別、偏見はなくならないので、甘んじて受け入れる
差別、偏見は、社会にとって必要なものである
わからない
無回答

 人権が重要であると考える人ほど、「あらゆる差別、偏見は、許されるものでなく、

なくさなくてはいけない」と考えている人の割合が高くなっている。 
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今日の日本社会において、人権をとりまく社会的状況として、あなたの考えに近いものはど

れでしょうか。 

問３ 今の日本は、基本的人権が尊重されている社会である。（○は１つ） 

回答者数
1,638人

無回答
1.0%

いちがいにはいえない
47.6%

そう思わない
30.0%

そう思う
21.4%

 

 基本的人権が尊重されている社会かについて、「そう思う」と答えた人の割合が 21.4%、

「そう思わない」が 30.0%である。最も高いのは「いちがいにはいえない」で 47.6%と半

数近くを占めている。 

◆ 経年比較 

21.4

27.2

30.0

18.8

47.6

53.1

1.0

0.8

0% 50% 100%

今回調査(1638人)

平成14年度調査(1810人)

そう思う そう思わない いちがいにはいえない 無回答

 

 平成１４年度調査と比較すると「そう思う」が 5.8ポイント減少し、「そう思わない」

が 11.2ポイント増加している。 
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◆ 基本属性別 

21.4

14.7

22.8

23.3

26.9

27.6

37.9

8.5

13.1

16.2

22.1

23.6

27.8

28.4

21.8

19.2

23.0

16.6

21.2

26.1

18.6

37.5

24.2

17.6

24.0

18.4

57.1

30.0

38.2

28.1

20.5

30.6

30.6

36.4

35.1

27.8

30.0

32.8

30.6

26.6

33.3

25.9

32.3

32.9

27.7

32.1

27.1

33.9

25.6

25.0

29.9

32.7

28.4

25.4

28.6

47.6

45.6

48.2

55.5

42.0

41.8

25.8

56.4

58.5

53.3

43.6

41.4

44.3

66.7

44.4

45.5

47.9

48.4

50.3

49.3

38.9

55.8

37.5

44.8

48.7

47.1

54.1

14.3

1.0

1.5

0.9

0.7

0.5

0.6

0.5

1.5

4.5

1.3

1.2

0.5

0.9

1.0

2.4

1.1

1.2

0.9

0.5

2.2

0% 50% 100%

全体(1638人)

男性20歳代(68人)

30歳代(114人)

40歳代(146人)

50歳代(193人)

60歳代(134人)

70歳以上(66人)

女性20歳代(94人)

30歳代(176人)

40歳代(210人)

50歳代(195人)

60歳代(157人)

70歳以上(79人)

無回答（3人)

公務員・教員(81人)

自営業・会社団体役員(220人)

民間企業・団体（100人未満）(167人)

民間企業・団体（100人以上）(318人)

臨時雇、パート、派遣(290人)

家事専業(288人)

無職（定年後を含む）(180人)

その他・学生(86人)

無回答(8人)

名古屋地域(505人)

尾張地域(550人)

西三河地域(391人)

東三河地域(185人)

無回答(7人)

年
齢
・性
別

職
業
別

地
域
別

そう思う そう思わない いちがいにはいえない 無回答

 

 性別・年齢で見ると、男女ともに年齢が低いほど「そう思う」人の割合が低くなって

いる。 

性
別
・
年
齢

職
業
別 

地
域
別 
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問４ 国民（県民）一人ひとりの人権意識は、１０年前に比べて高くなっている。     

（○は１つ） 

回答者数
1,638人

無回答
1.2%

いちがいにはいえない
33.8%

そう思わない
34.9%

そう思う
30.1%

 

 国民（県民）一人ひとりの人権意識は１０年前に比べて高くなっているかについて「そ

う思う」と答えた人の割合が 30.1％、「そう思わない」が 34.9%、「いちがいにはいえな

い」が 33.8%となっている。 

 

 

◆ 経年比較 

30.1

43.8

34.9

27.2

33.8

28.1

1.2

0.8

0% 50% 100%

今回調査(1638人)

平成14年度調査(1810人)

そう思う そう思わない いちがいにはいえない 無回答

 

 平成１４年度調査と比較すると「そう思う」が 13.7ポイント減少し、「そう思わない」

が 7.7ポイント増加している。 
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◆ 基本属性別 

30.1

19.1

23.7

31.5

31.6

32.1

31.8

22.3

28.4

27.6

32.8

36.3

36.7

66.7

34.6

29.1

30.5

27.0

30.0

33.7

28.9

29.1

37.5

31.7

28.7

29.9

31.4

34.9

36.8

47.4

37.0

36.8

35.1

39.4

28.7

33.5

34.8

31.8

29.9

32.9

33.3

34.6

36.4

41.3

39.0

32.8

27.4

37.8

30.2

37.5

35.2

34.5

37.6

28.6

57.1

33.8

42.6

28.1

30.8

30.6

32.8

28.8

48.9

37.5

37.6

33.8

28.0

29.1

30.9

33.6

28.1

33.0

36.2

36.1

32.2

39.5

25.0

31.9

35.6

31.5

38.4

42.9

1.2

1.5

0.9

0.7

1.0

0.6

1.5

5.7

1.3

0.9

0.9

1.0

2.8

1.1

1.2

1.2

1.1

1.0

1.6

0% 50% 100%

全体(1638人)

男性20歳代(68人)

30歳代(114人)

40歳代(146人)

50歳代(193人)

60歳代(134人)

70歳以上(66人)

女性20歳代(94人)

30歳代(176人)

40歳代(210人)

50歳代(195人)

60歳代(157人)

70歳以上(79人)

無回答（3人)

公務員・教員(81人)

自営業・会社団体役員(220人)

民間企業・団体（100人未満）(167人)

民間企業・団体（100人以上）(318人)

臨時雇、パート、派遣(290人)

家事専業(288人)

無職（定年後を含む）(180人)

その他・学生(86人)

無回答(8人)

名古屋地域(505人)

尾張地域(550人)

西三河地域(391人)

東三河地域(185人)

無回答(7人)

年
齢
・性
別

職
業
別

地
域
別

そう思う そう思わない いちがいにはいえない 無回答

 

 性別・年齢で見ると、男女とも２０歳代で「そう思う」と答えた人の割合が２割前後

と低くなっている。 

性
別
・
年
齢

職
業
別 

地
域
別 
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問５ あなたは、日本社会における人権侵害や差別は、１０年前に比べ減っていると思いま

すか。（○は１つ） 

回答者数
1,638人

無回答
1.2%わからない

17.7%

増えてきている
15.5%

あまり変わらない
42.7%

減ってきている
22.8%

 

 日本社会における人権侵害や差別が１０年前に比べ減っているかについて、「減って

きている」と答えた人の割合が 22.8%、「増えてきている」が 15.5%となっている。また、

「あまり変わらない」が 42.7%となっている。 

 

 

◆ 経年比較 

22.8

32.4

42.7

43.0

15.5

9.3

17.7

14.4 0.9

1.2

0% 50% 100%

今回調査(1638人)

平成14年度調査(1810人)

減ってきている あまり変わらない 増えてきている わからない 無回答

 

平成１４年度調査と比較すると「減ってきている」が 9.6ポイント減少し、「増えてき

ている」が 6.2ポイント増加している。 



25 

◆ 基本属性別 

22.8

22.1

15.8

22.6

28.0

29.9

27.3

14.9

13.6

17.1

27.2

26.1

31.6

33.3

29.6

25.5

18.6

22.3

19.3

22.2

27.8

24.4

12.5

26.1

21.6

21.5

21.1

42.7

32.4

50.9

39.7

45.6

46.3

48.5

38.3

48.9

42.4

36.4

39.5

44.3

33.3

39.5

47.7

44.3

43.7

47.6

36.5

41.7

32.6

50.0

39.8

43.6

44.2

43.8

71.4

15.5

14.7

16.7

15.8

16.1

11.9

15.2

11.7

14.8

18.1

17.9

15.9

10.1

33.3

14.8

13.2

17.4

15.1

16.2

14.9

18.3

12.8

25.0

14.5

17.6

14.1

15.1

14.3

17.7

29.4

14.9

21.2

9.3

11.9

9.1

35.1

22.2

21.9

16.4

14.0

12.7

16.0

13.2

19.8

17.9

15.5

23.3

11.1

29.1

12.5

18.0

16.2

19.2

18.4

14.3

1.2

1.5

1.8

0.7

1.0

0.6

0.5

2.1

4.5

1.3

0.5

0.9

1.4

3.1

1.1

1.2

1.6

0.9

1.0

1.6

0% 50% 100%

全体(1638人)

男性20歳代(68人)

30歳代(114人)

40歳代(146人)

50歳代(193人)

60歳代(134人)

70歳以上(66人)

女性20歳代(94人)

30歳代(176人)

40歳代(210人)

50歳代(195人)

60歳代(157人)

70歳以上(79人)

無回答（3人)

公務員・教員(81人)

自営業・会社団体役員(220人)

民間企業・団体（100人未満）(167人)

民間企業・団体（100人以上）(318人)

臨時雇、パート、派遣(290人)

家事専業(288人)

無職（定年後を含む）(180人)

その他・学生(86人)

無回答(8人)

名古屋地域(505人)

尾張地域(550人)

西三河地域(391人)

東三河地域(185人)

無回答(7人)

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

減ってきている あまり変わらない 増えてきている わからない 無回答

 

 性別・年齢で見ると、男性の 30歳代と女性の２０歳代から４０歳代で「減ってきてい

る」と思う人の割合が 10%台と低くなっている。 

 

性
別
・
年
齢

職
業
別 

地
域
別 
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問６ あなたは、この１０年程の間に、自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。

（○は１つ） 

回答者数
1,638人

ある
21.5%

ない
60.6%

わからない
17.0%

無回答
0.9%

 

 この１０年ほどの間に自分の人権が侵害されたと思ったことがあるかについて、「あ

る」と答えた人の割合が 21.5%、「ない」が 60.6%となっている。 

◆ 経年比較 

21.5

21.8

60.6

62.3

17.0

14.4

0.9

1.5

0% 50% 100%

今回調査(1638人)

平成14年度調査(1810人)

ある ない わからない 無回答

 

 平成１４年度調査と比較すると、大きな違いは見られない。 

◆ 基本属性別 

21.5

29.4

20.2

15.8

17.6

13.4

15.2

24.5

27.3

31.4

21.0

18.5

19.0

33.3

21.0

16.4

25.1

18.6

30.3

17.7

22.2

20.9

12.5

22.6

21.5

18.7

24.9

14.3

60.6

48.5

63.2

65.8

67.4

73.9

77.3

41.5

48.9

50.0

66.7

61.8

65.8

33.3

63.0

69.1

53.3

62.9

50.7

63.2

65.0

59.3

50.0

61.4

60.7

61.1

57.8

42.9

17.0

20.6

15.8

17.8

14.0

12.7

7.6

34.0

23.3

18.6

11.3

15.9

15.2

33.3

16.0

14.5

21.0

17.6

18.3

16.7

12.2

19.8

37.5

14.9

17.3

19.7

15.7

42.9

0.9

1.5

0.9

0.7

1.0

0.6

1.0

3.8

0.6

0.9

0.7

2.4

0.6

1.2

0.5

0.5

1.6

0% 50% 100%

全体(1638人)

男性20歳代(68人)

30歳代(114人)

40歳代(146人)

50歳代(193人)

60歳代(134人)

70歳以上(66人)

女性20歳代(94人)

30歳代(176人)

40歳代(210人)

50歳代(195人)

60歳代(157人)

70歳以上(79人)

無回答（3人)

公務員・教員(81人)

自営業・会社団体役員(220人)

民間企業・団体（100人未満）(167人)

民間企業・団体（100人以上）(318人)

臨時雇、パート、派遣(290人)

家事専業(288人)

無職（定年後を含む）(180人)

その他・学生(86人)

無回答(8人)

名古屋地域(505人)

尾張地域(550人)

西三河地域(391人)

東三河地域(185人)

無回答(7人)

年
齢
・性
別

職
業
別

地
域
別

ある ない わからない 無回答

 

 性別・年齢で見ると、「ある」と答えた人の割合が、男性の２０歳代と女性の４０歳

代で３割前後と高くなっている。 

職業別で見ると、「臨時雇、パート、派遣」で、「ある」と答えた人の割合が 30.3%と

高くなっている。 

性
別
・
年
齢 

職
業
別 

地
域
別 
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 ◆ 問６と問２の関連 

 問２ 日本社会にある様々な差別や偏見について、あなたの考えに最も近いものは、どれですか。 

問
６ 

あ
な
た
は
、
こ
の
１
０
年
程
の
間
に
、
自

分
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
か
。 

53.7

42.0

38.0

39.5

53.5

56.6 0.72.9

2.1

3.7

0.9

1.1

1.8

1.4

0.8

0.6

0.7

0% 50% 100%

ある(352人)

ない(993人)

わからない(279人)

あらゆる差別、偏見は、許されるものでなく、なくさなくてはいけない
差別、偏見は、できるかぎりなくすべきである
差別、偏見はなくならないので、甘んじて受け入れる
差別、偏見は、社会にとって必要なものである
わからない
無回答

 

 人権侵害の経験がある人では「あらゆる差別、偏見は、許されるものでなく、なくさ

なくてはいけない」と考える割合が高くなっている。 

 

◆ 問６と問３の関連 

 問３ 今の日本は、基本的人権が尊重されている社会である。 

問
６ 

あ
な
た
は
、
こ
の
１
０
年
程

の
間
に
、
自
分
の
人
権
が
侵
害
さ
れ

た
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。 

11.1

28.1

11.8

42.9

27.0

25.8

46.0

44.5

62.4

0.4

0% 50% 100%

ある(352人)

ない(993人)

わからない(279人)

そう思う そう思わない いちがいにはいえない 無回答

 人権侵害の経験がある人では、今の日本は基本的人権が尊重されているかについて「そ

う思わない」と考える割合が高くなっている。 
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＜前問で、「1.ある」とお答えになった方にお聞きします。＞ 

問７ さしつかえなければ、あなたが自分の人権を侵害されたと思ったのは、どんな場合で

あったかお聞かせください。（○はいくつでも） 

回答者数
352人

36.9

33.2

23.9

22.7

15.3

9.4

8.0

7.1

9.7

1.1

0% 20% 40%

地域や職場などにおいて仲間はずれやいじめなど不当な扱いを受けた

あらぬうわさ、悪口、落書き、インターネット情報などで名誉・信用を傷つ

けられたり、侮辱された

人種・信条・性別・社会的身分等を理由に差別された

プライバシーを侵害された

役所や医療機関、福祉施設などで不当な扱いを受けた

セクシュアル・ハラスメントやストーカー行為を受けた

家庭などで虐待やＤＶなど不当な扱いを受けた

学校において体罰やいじめなど不当な扱いを受けた

その他

無回答

 

＜その他の主な回答例＞ 

パワーハラスメント、社会的格差（人材派遣会社スタッフ勤務であらゆる面で不利）、 

単に年齢だけで仕事が出来ないと言われた。 

 

 人権を侵害されたことがある人の、人権侵害の内容は、「地域や職場などにおいて仲

間はずれやいじめなど不当な扱いを受けた」と答えた人の割合が 36.9%、次いで「あらぬ

うわさ、悪口、落書き、インターネット情報などで名誉・信用を傷つけられたり、侮辱

された」が 33.2%となっている。一方、「人種・信条・性別・社会的身分等を理由に差別

された」が 23.9%、「セクシュアル・ハラスメントやストーカー行為を受けた」が 9.4%、

「家庭などで虐待やＤＶなど不当な扱いを受けた」が 8.0%、「学校において体罰やいじ

めなど不当な扱いを受けた」が 7.1%となっている。 
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◆◆  基本属性別 

あ
ら
ぬ
う
わ
さ
、

悪
口
、

落
書
き
、

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
情
報

な
ど
で
名
誉
・
信
用
を
傷
つ
け
ら
れ
た
り
、

侮
辱
さ
れ
た

人
種
・
信
条
・
性
別
・
社
会
的
身
分
等
を
理
由
に
差
別
さ
れ

た 地
域
や
職
場
な
ど
に
お
い
て
仲
間
は
ず
れ
や
い
じ
め
な
ど
不

当
な
扱
い
を
受
け
た

学
校
に
お
い
て
体
罰
や
い
じ
め
な
ど
不
当
な
扱
い
を
受
け
た

家
庭
な
ど
で
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
な
ど
不
当
な
扱
い
を
受
け
た

役
所
や
医
療
機
関
、

福
祉
施
設
な
ど
で
不
当
な
扱
い
を
受
け

た プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
侵
害
さ
れ
た

セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
ス
ト
ー

カ
ー

行
為
を
受

け
た

そ
の
他

無
回
答

全体(352人) 33.2 23.9 36.9 7.1 8.0 15.3 22.7 9.4 9.7 1.1

男性　20歳代(20人) 25.0 35.0 40.0 15.0 5.0 20.0 20.0 0.0 5.0 0.0

　　　30歳代(23人) 34.8 30.4 39.1 17.4 4.3 13.0 30.4 4.3 8.7 0.0

　　　40歳代(23人) 43.5 21.7 30.4 8.7 0.0 21.7 21.7 13.0 26.1 0.0

　　　50歳代(34人) 38.2 17.6 47.1 0.0 0.0 11.8 29.4 0.0 8.8 0.0

　　　60歳代(18人) 27.8 33.3 22.2 0.0 0.0 22.2 22.2 5.6 11.1 11.1

　　　70歳以上(10人) 50.0 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0

女性　20歳代(23人) 34.8 30.4 39.1 26.1 13.0 8.7 21.7 26.1 4.3 0.0

　　　30歳代(48人) 31.3 10.4 35.4 6.3 20.8 12.5 16.7 31.3 6.3 2.1

　　　40歳代(66人) 27.3 21.2 39.4 7.6 9.1 10.6 24.2 6.1 10.6 1.5

　　　50歳代(41人) 43.9 29.3 43.9 2.4 7.3 12.2 19.5 2.4 12.2 0.0

　　　60歳代(29人) 24.1 24.1 31.0 0.0 10.3 13.8 17.2 6.9 10.3 0.0

　　　70歳以上(15人) 33.3 26.7 13.3 0.0 6.7 60.0 26.7 0.0 6.7 0.0

無回答（1人) 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

公務員・教員(17人) 41.2 5.9 47.1 5.9 0.0 5.9 17.6 0.0 11.8 0.0

自営業・会社団体役員(36人) 38.9 19.4 13.9 0.0 11.1 5.6 27.8 5.6 16.7 0.0

民間企業・団体（100人未満）(42人) 26.2 38.1 42.9 9.5 2.4 16.7 16.7 16.7 4.8 0.0

民間企業・団体（100人以上）(59人) 30.5 20.3 44.1 5.1 5.1 13.6 27.1 11.9 10.2 1.7

臨時雇、パート、派遣(88人) 29.5 20.5 42.0 12.5 14.8 21.6 25.0 8.0 10.2 2.3

家事専業(51人) 37.3 19.6 19.6 2.0 9.8 17.6 21.6 13.7 7.8 2.0

無職（定年後を含む）(40人) 35.0 37.5 47.5 5.0 2.5 17.5 17.5 5.0 7.5 0.0

その他・学生(18人) 38.9 27.8 38.9 16.7 5.6 5.6 22.2 5.6 11.1 0.0

無回答(1人) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名古屋地域(114人) 28.9 22.8 36.8 9.6 7.9 17.5 27.2 10.5 10.5 0.9

尾張地域(118人) 30.5 33.1 35.6 5.1 8.5 16.1 20.3 7.6 12.7 0.0

西三河地域(73人) 46.6 12.3 45.2 9.6 11.0 12.3 20.5 9.6 9.6 0.0

東三河地域(46人) 28.3 21.7 28.3 2.2 2.2 13.0 21.7 10.9 0.0 6.5

無回答(1人) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

 

 性別・年齢で見ると、「人種・信条・性別・社会的身分等を理由に差別された」と答

えた人の割合が、男性の２０歳代、３０歳代、６０歳代と女性の２０歳代で 30%以上と高

く、「セクシュアル・ハラスメントやストーカー行為を受けた」と答えた人の割合では、

女性の２０歳代、３０歳代でそれぞれ 26.1%、31.3%と高くなっている。 

また、「家庭などで虐待や DVなど不当な扱いを受けた」と答えた人の割合が、女性で

高くなっている。 

なお、「役所や医療機関、福祉施設などで不当な扱いを受けた」と答えた人の割合は、

女性の７０歳以上で 60%と高くなっている。 
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問８ 日本の社会における人権にかかわる問題として、重要な問題は、どれだと思いますか。

（○はいくつでも） 

回答者数
1,638人

67.1

51.8

48.7

36.7

35.0

28.3

26.5

24.2

19.5

16.6

16.5

15.9

14.5

10.0

2.5

1.2

2.5

2.4

0% 20% 40% 60% 80%

インターネット（パソコンや携帯電話）による人権侵害

犯罪被害者の人権

障害者の人権

高齢者の人権

子どもの人権

女性の人権

エイズ患者及び ＨＩＶ（エイズウイルス）感染者の人権

ハンセン病患者・元患者の人権

外国人の人権

同和問題

ホームレスの人権

性同一性障害（身体的な性と心の性が一致しない者）の人権

刑を終えて出所した人の人権

性的指向（異性愛、同性愛、両性愛）の人権

その他

特にない

わからない

無回答

 

 人権にかかわる重要な問題で、「インターネット（パソコンや携帯電話）による人権

侵害」と答えた人の割合が 67.1%と最も高く、次いで「犯罪被害者の人権」が 51.8%、「障

害者の人権」が 48.7%、「高齢者の人権」が 36.7%、「子どもの人権」が 35.0%となってい

る。 
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◆ 基本属性別 

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
（

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
）

に
よ
る
人
権
侵
害

犯
罪
被
害
者
の
人
権

障
害
者
の
人
権

高
齢
者
の
人
権

子
ど
も
の
人
権

女
性
の
人
権

エ
イ
ズ
患
者
及
び
 
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（

エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
）

感
染
者
の
人
権

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
・
元
患
者
の
人
権

外
国
人
の
人
権

同
和
問
題

ホ
ー

ム
レ
ス
の
人
権

性
同
一
性
障
害
（

身
体
的
な
性
と
心
の
性
が
一
致
し
な
い
者
）

の
人
権

刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
の
人
権

性
的
指
向
（

異
性
愛
、

同
性
愛
、

両
性
愛
）

の
人
権

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体(1638人) 67.1 51.8 48.7 36.7 35.0 28.3 26.5 24.2 19.5 16.6 16.5 15.9 14.5 10.0 2.5 1.2 2.5 2.4

男性　20歳代(68人) 69.1 48.5 50.0 23.5 32.4 27.9 33.8 25.0 19.1 13.2 26.5 25.0 19.1 14.7 7.4 0.0 1.5 1.5

　　　30歳代(114人) 68.4 57.0 49.1 21.1 34.2 22.8 36.0 32.5 28.9 21.1 15.8 25.4 9.6 20.2 5.3 3.5 0.0 0.9

　　　40歳代(146人) 62.3 54.1 43.2 26.0 25.3 16.4 29.5 25.3 20.5 21.2 16.4 15.8 12.3 11.0 5.5 1.4 3.4 2.7

　　　50歳代(193人) 71.0 53.9 51.8 35.8 31.6 18.7 23.8 21.8 19.2 19.2 16.6 8.3 13.5 4.1 1.6 0.5 2.1 2.6

　　　60歳代(134人) 61.9 47.0 44.8 41.8 34.3 26.9 23.9 22.4 19.4 20.9 16.4 7.5 22.4 6.0 3.7 2.2 1.5 2.2

　　　70歳以上(66人) 42.4 37.9 34.8 51.5 33.3 18.2 24.2 25.8 13.6 16.7 18.2 9.1 24.2 7.6 1.5 3.0 6.1 4.5

女性　20歳代(94人) 73.4 47.9 63.8 29.8 29.8 37.2 34.0 28.7 35.1 16.0 19.1 31.9 13.8 24.5 0.0 1.1 1.1 0.0

　　　30歳代(176人) 76.7 61.4 48.3 26.1 38.6 35.2 26.1 19.9 20.5 11.9 11.9 22.2 8.5 13.1 2.3 0.0 3.4 1.1

　　　40歳代(210人) 74.8 56.7 53.3 32.4 40.5 35.2 30.0 27.6 15.2 14.3 13.8 18.6 13.8 10.5 1.4 0.5 1.9 1.4

　　　50歳代(195人) 69.2 54.9 48.7 44.1 40.0 34.4 23.6 23.6 19.0 17.4 16.9 14.4 14.9 8.2 1.5 0.5 2.6 2.1

　　　60歳代(157人) 59.9 41.4 46.5 57.3 38.2 29.3 19.7 20.4 12.7 14.6 18.5 10.2 14.6 3.2 1.9 1.9 1.9 3.8

　　　70歳以上(79人) 51.9 43.0 43.0 54.4 30.4 30.4 16.5 21.5 16.5 10.1 19.0 8.9 19.0 3.8 0.0 1.3 6.3 7.6

無回答（3人) 66.7 33.3 66.7 33.3 33.3 66.7 66.7 66.7 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0

公務員・教員(81人) 76.5 56.8 54.3 40.7 38.3 23.5 25.9 29.6 19.8 24.7 14.8 14.8 12.3 6.2 3.7 0.0 1.2 1.2

自営業・会社団体役員(220人) 64.1 53.6 44.5 33.2 35.9 26.8 29.1 25.9 21.8 17.7 16.8 17.7 14.1 10.9 2.7 3.6 2.3 5.0

民間企業・団体（100人未満）(167人) 64.7 51.5 53.3 34.1 29.9 25.1 26.3 19.8 15.6 16.8 15.0 12.6 12.6 12.0 2.4 1.8 1.2 0.6

民間企業・団体（100人以上）(318人) 70.4 53.5 46.2 25.8 30.2 25.5 26.7 24.8 23.9 17.0 16.4 16.0 12.9 10.4 3.1 0.3 2.2 1.9

臨時雇、パート、派遣(290人) 67.2 54.1 48.6 34.5 38.6 33.1 29.7 22.4 19.0 13.4 13.1 17.9 15.2 9.7 2.8 0.3 2.8 1.7

家事専業(288人) 70.1 51.7 53.5 45.8 40.6 31.3 23.6 25.7 19.8 18.1 19.4 15.3 16.0 8.7 1.4 0.7 2.1 3.5

無職（定年後を含む）(180人) 52.8 46.1 42.2 46.7 29.4 26.1 21.1 20.6 13.3 16.1 17.8 12.8 18.3 6.7 1.1 1.1 5.6 2.2

その他・学生(86人) 76.7 40.7 51.2 40.7 33.7 31.4 30.2 29.1 18.6 11.6 22.1 20.9 14.0 18.6 4.7 2.3 2.3 1.2

無回答(8人) 75.0 50.0 62.5 62.5 75.0 25.0 25.0 37.5 12.5 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名古屋地域(505人) 67.9 53.1 47.9 33.7 30.7 30.3 27.9 25.0 20.2 19.0 16.4 17.4 14.9 10.7 3.0 2.0 2.4 2.2

尾張地域(550人) 68.4 52.0 48.0 37.6 35.3 29.6 26.7 24.0 19.3 16.4 15.3 15.3 13.6 8.9 2.2 0.7 3.5 1.8

西三河地域(391人) 66.8 51.7 50.6 39.1 39.1 26.1 25.1 23.3 20.7 13.0 17.1 15.3 14.3 10.5 1.8 1.0 1.8 2.8

東三河地域(185人) 62.2 47.6 50.3 36.8 35.7 23.2 25.4 24.9 16.2 18.4 20.0 15.7 17.3 10.3 3.8 0.5 1.6 3.2

無回答(7人) 57.1 57.1 14.3 42.9 71.4 28.6 14.3 28.6 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

 

 性別・年齢で見ると、男女とも７０歳以上を除いた全世代が「インターネット（パソ

コンや携帯電話）による人権侵害」が最も重要な問題としている。 

７０歳以上の男女で「高齢者の人権」を最も重要としている。 
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問９ 人権にかかわる宣言や条約や法律など、あなたが見聞きしたことのあるものはどれで

すか。（○はいくつでも） 

回答者数

1,638人

78.3

67.0

44.3

40.8

39.3

32.7

32.6

31.3

28.6

28.6

25.2

20.3

15.2

9.6

8.5

5.7

0.4

5.3

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

児童虐待防止法

ドメスティック･バイオレンス／ＤＶ防止法

世界人権宣言

男女共同参画社会基本法

ホームレス自立支援法

犯罪被害者等基本法

高齢者虐待防止法

障害者基本法

児童の権利条約（子どもの権利条約）

人種差別撤廃条約

女子差別撤廃条約

難民条約

国際人権規約

水平社宣言

人権教育・啓発推進法

人権教育のための国連10年

その他

特にない

無回答

 

 人権にかかわる宣言や条約や法律などで見聞きしたことのあるものはどれかでは、「児

童虐待防止法」と答えた人の割合が 78.3%、「ドメスティック･バイオレンス／ＤＶ防止

法」が 67.0%と高く、次いで、「世界人権宣言」が 44.3%、「男女共同参画基本法」が 40.8%、

「ホームレス自立支援法」が 39.3%となっている。 
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◆ 基本属性別 

児
童
虐
待
防
止
法

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
･
バ
イ
オ

レ
ン
ス
／
Ｄ
Ｖ
防
止
法

世
界
人
権
宣
言

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

ホ
ー

ム
レ
ス
自
立
支
援
法

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法

高
齢
者
虐
待
防
止
法

障
害
者
基
本
法

児
童
の
権
利
条
約
（

子
ど
も

の
権
利
条
約
）

人
種
差
別
撤
廃
条
約

女
子
差
別
撤
廃
条
約

難
民
条
約

国
際
人
権
規
約

水
平
社
宣
言

人
権
教
育
・
啓
発
推
進
法

人
権
教
育
の
た
め
の
国
連

1
0
年

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体(1638人) 78.3 67.0 44.3 40.8 39.3 32.7 32.6 31.3 28.6 28.6 25.2 20.3 15.2 9.6 8.5 5.7 0.4 5.3 3.3

男性　20歳代(68人) 69.1 67.6 54.4 39.7 47.1 32.4 23.5 36.8 44.1 45.6 35.3 30.9 35.3 17.6 8.8 11.8 0.0 7.4 1.5

　　　30歳代(114人) 74.6 70.2 43.0 35.1 31.6 22.8 13.2 29.8 18.4 24.6 26.3 17.5 18.4 14.0 6.1 1.8 0.9 3.5 1.8

　　　40歳代(146人) 74.0 73.3 47.9 39.7 35.6 34.9 16.4 26.0 23.3 21.9 15.1 25.3 12.3 11.0 6.2 2.7 0.0 4.1 4.8

　　　50歳代(193人) 77.7 72.0 48.2 51.3 43.0 38.9 25.9 33.2 22.8 32.6 23.8 28.5 17.6 16.6 13.0 7.8 0.0 6.2 2.1

　　　60歳代(134人) 80.6 60.4 43.3 38.8 33.6 32.8 35.8 39.6 22.4 29.1 29.1 24.6 14.9 6.7 6.0 7.5 0.0 3.7 3.0

　　　70歳以上(66人) 71.2 37.9 21.2 36.4 28.8 25.8 48.5 31.8 27.3 27.3 24.2 10.6 7.6 4.5 9.1 7.6 0.0 12.1 1.5

女性　20歳代(94人) 78.7 71.3 61.7 42.6 35.1 23.4 22.3 38.3 48.9 50.0 51.1 16.0 35.1 13.8 10.6 12.8 2.1 2.1 1.1

　　　30歳代(176人) 83.0 76.1 50.6 36.4 34.1 31.8 26.7 23.3 27.3 27.8 25.6 15.9 13.1 6.8 4.0 2.3 0.6 6.3 2.3

　　　40歳代(210人) 82.4 78.6 41.9 40.0 39.5 33.8 28.6 25.2 35.2 23.8 21.9 16.7 11.4 8.1 10.0 3.3 0.5 3.8 1.4

　　　50歳代(195人) 84.6 69.2 44.6 49.2 49.2 38.5 47.2 31.8 32.8 23.1 19.5 18.5 10.8 7.2 12.3 5.6 0.0 4.6 4.1

　　　60歳代(157人) 77.7 53.5 35.7 33.8 48.4 35.0 56.1 36.9 24.8 28.7 26.1 21.0 12.7 5.7 9.6 5.7 0.0 7.6 5.7

　　　70歳以上(79人) 67.1 41.8 29.1 38.0 36.7 26.6 50.6 32.9 22.8 24.1 20.3 13.9 6.3 5.1 1.3 6.3 1.3 5.1 11.4

無回答（3人) 66.7 66.7 66.7 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 66.7 66.7 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0

公務員・教員(81人) 88.9 75.3 61.7 71.6 32.1 39.5 30.9 34.6 45.7 25.9 23.5 19.8 21.0 28.4 21.0 12.3 1.2 1.2 1.2

自営業・会社団体役員(220人) 82.7 65.9 41.4 42.3 41.4 40.5 32.3 32.7 27.3 32.3 27.7 24.5 10.9 9.1 7.3 6.8 0.5 4.1 3.6

民間企業・団体（100人未満）(167人) 74.9 67.7 40.7 33.5 34.1 27.5 22.8 34.1 24.6 24.6 21.0 21.6 11.4 6.6 7.2 3.0 0.0 7.2 3.0

民間企業・団体（100人以上）(318人) 76.1 73.6 51.9 43.7 40.9 31.8 19.8 28.0 23.6 30.2 23.6 23.0 19.8 13.5 7.2 5.0 0.0 4.1 2.2

臨時雇、パート、派遣(290人) 77.9 70.3 39.0 34.5 37.2 29.0 34.8 22.1 26.6 25.5 23.4 16.9 13.8 4.5 9.3 4.8 0.7 4.8 3.4

家事専業(288人) 81.3 65.6 45.1 41.0 49.7 36.5 43.4 35.4 34.4 28.5 25.0 20.8 13.5 6.9 9.4 3.5 0.3 6.3 4.5

無職（定年後を含む）(180人) 71.7 53.3 36.1 37.8 30.6 30.0 43.3 33.3 22.2 25.6 25.0 15.0 11.1 6.7 5.0 7.2 0.0 7.8 3.3

その他・学生(86人) 75.6 62.8 43.0 38.4 34.9 25.6 34.9 44.2 40.7 38.4 41.9 16.3 27.9 17.4 8.1 10.5 1.2 7.0 4.7

無回答(8人) 87.5 25.0 75.0 37.5 50.0 37.5 37.5 25.0 50.0 50.0 25.0 37.5 37.5 12.5 25.0 12.5 0.0 0.0 0.0

名古屋地域(505人) 78.8 68.1 45.3 41.8 42.2 37.4 38.6 33.5 31.9 31.1 27.5 19.8 16.6 11.5 9.7 7.3 0.6 5.3 2.2

尾張地域(550人) 79.3 69.8 45.3 42.4 39.5 31.8 30.9 33.5 26.0 23.8 23.8 19.5 15.5 9.6 8.4 5.1 0.4 4.5 3.3

西三河地域(391人) 79.0 63.2 43.0 36.8 36.8 29.9 30.2 27.6 29.7 30.2 23.3 20.2 14.8 8.2 9.0 4.9 0.3 5.9 3.6

東三河地域(185人) 72.4 64.3 40.5 42.2 37.3 28.6 27.0 26.5 24.3 31.4 27.0 23.8 10.8 7.6 4.9 4.9 0.0 6.5 4.9

無回答(7人) 71.4 57.1 57.1 28.6 14.3 28.6 14.3 28.6 42.9 57.1 28.6 28.6 28.6 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 28.6

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

 

 性別・年齢で見ると、男女ともどの年齢でも「児童虐待防止法」と答えた人の割合が、

最も高くなっている。７０歳以上を除く男性と６０歳代と７０歳以上を除く女性では「ド

メスティック･バイオレンス／ＤＶ防止法」が、７０歳以上の男女と６０歳代の女性では

「高齢者虐待防止法」が２番目に高くなっている。 


