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２．女性の人権 

問１０ 女性に関する人権上の問題について、現在、特に問題となっているのはどのような

ことだと思いますか。（○はいくつでも） 

回答者数
1,638人

61.5

53.4

41.5

41.0

31.7

31.1

26.5

17.3

1.7

1.8

2.9

2.3

0% 20% 40% 60% 80%

結婚・出産などにより女性が仕事を続けにくい社会環境

職場における差別待遇（採用、昇格、賃金など）

強姦、強制わいせつ等の性犯罪や売買春

セクシュアル・ハラスメント

ドメスティック・バイオレンス

固定的な役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」など）

アダルトビデオやポルノ雑誌など、女性を性の対象物ととらえる社会風潮

家庭や職場、地域などで女性の意見が尊重されないこと

その他

特にない

わからない

無回答

 

 女性の人権では、「結婚・出産などにより女性が仕事を続けにくい社会環境」と答え

た人の割合が 61.5%、「職場における差別待遇（採用、昇格、賃金など）」が 53.4%と高

く、次いで「強姦、強制わいせつ等の性犯罪や売買春」が 41.5%、「セクシュアル・ハラ

スメント」が 41.0%となっている。 
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◆◆  基本属性別 

結
婚
・
出
産
な
ど
に
よ
り
女
性
が
仕
事
を
続

け
に
く
い
社
会
環
境

職
場
に
お
け
る
差
別
待
遇
（

採
用
、

昇
格
、

賃
金
な
ど
）

強
姦
、

強
制
わ
い
せ
つ
等
の
性
犯
罪
や
売
買

春 セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

固
定
的
な
役
割
分
担
意
識
（
「

男
は
仕
事
、

女
は
家
庭
」

な
ど
）

ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
や
ポ
ル
ノ
雑
誌
な
ど
、

女

性
を
性
の
対
象
物
と
と
ら
え
る
社
会
風
潮

家
庭
や
職
場
、

地
域
な
ど
で
女
性
の
意
見
が

尊
重
さ
れ
な
い
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体(1638人) 61.5 53.4 41.5 41.0 31.7 31.1 26.5 17.3 1.7 1.8 2.9 2.3

男性　20歳代(68人) 51.5 51.5 38.2 51.5 25.0 26.5 13.2 8.8 1.5 1.5 4.4 1.5

　　　30歳代(114人) 71.9 44.7 43.0 43.0 31.6 32.5 11.4 7.9 3.5 0.0 1.8 0.9

　　　40歳代(146人) 54.8 40.4 28.8 47.3 29.5 26.0 11.6 11.0 2.1 6.2 3.4 2.7

　　　50歳代(193人) 54.9 57.5 36.3 44.6 33.7 23.3 21.8 8.8 2.1 2.6 6.2 1.0

　　　60歳代(134人) 62.7 56.7 40.3 40.3 32.8 29.1 34.3 14.2 1.5 2.2 0.7 3.7

　　　70歳以上(66人) 62.1 56.1 37.9 30.3 18.2 24.2 31.8 21.2 1.5 3.0 6.1 3.0

女性　20歳代(94人) 69.1 58.5 54.3 46.8 31.9 31.9 27.7 26.6 0.0 0.0 1.1 0.0

　　　30歳代(176人) 65.9 61.4 48.3 44.3 38.6 36.4 21.0 13.6 1.7 1.1 0.6 1.7

　　　40歳代(210人) 56.7 55.2 44.8 40.0 33.3 37.1 29.5 25.7 1.0 1.4 2.4 1.0

　　　50歳代(195人) 66.7 53.3 46.2 38.5 36.4 35.9 33.3 18.5 2.6 1.5 2.1 2.1

　　　60歳代(157人) 62.4 52.2 39.5 30.6 28.7 30.6 38.2 19.7 1.3 0.6 3.8 5.1

　　　70歳以上(79人) 58.2 45.6 39.2 35.4 22.8 31.6 41.8 39.2 1.3 1.3 3.8 6.3

無回答（3人) 100.0 100.0 33.3 66.7 33.3 33.3 66.7 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0

公務員・教員(81人) 54.3 44.4 54.3 37.0 46.9 33.3 33.3 8.6 0.0 1.2 1.2 2.5

自営業・会社団体役員(220人) 60.5 50.9 43.6 38.2 33.2 33.2 28.2 16.4 3.2 4.1 3.2 3.2

民間企業・団体（100人未満）(167人) 61.1 56.9 36.5 40.7 26.9 30.5 20.4 16.2 1.2 0.6 3.0 1.2

民間企業・団体（100人以上）(318人) 61.3 51.3 34.9 44.7 26.7 28.6 16.4 10.1 1.9 3.5 3.8 1.6

臨時雇、パート、派遣(290人) 63.4 58.3 47.2 42.4 35.2 35.2 27.6 19.7 1.4 0.3 0.7 2.1

家事専業(288人) 63.9 50.3 44.8 39.2 33.7 27.8 35.1 22.6 1.4 1.0 3.5 3.5

無職（定年後を含む）(180人) 62.2 58.3 36.1 37.8 29.4 28.9 27.2 24.4 1.7 2.2 3.3 2.8

その他・学生(86人) 58.1 53.5 40.7 47.7 29.1 34.9 30.2 17.4 2.3 0.0 4.7 1.2

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

名古屋地域(505人) 64.0 55.8 45.0 45.3 32.7 33.9 26.5 18.8 1.6 2.6 3.4 1.6

尾張地域(550人) 64.0 56.0 40.5 40.4 34.0 31.5 25.3 19.6 2.2 1.1 2.2 2.2

西三河地域(391人) 57.3 47.6 41.4 40.2 28.6 25.8 29.7 14.8 1.0 1.5 2.8 2.8

東三河地域(185人) 57.3 51.4 35.1 34.1 29.7 34.6 23.2 11.4 2.2 2.7 3.2 3.2

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

地
域
別

年
齢
・
性
別

職
業
別

 

  「結婚・出産などにより女性が仕事を続けにくい社会環境」と答えた人の割合が、

５０歳代の男性を除いてどの区分でも最も高くなっている。 
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３．子どもの人権 

問１１ 子どもに関する人権上の問題について、現在、特に問題になっているのはどのよう

なことだと思いますか。（○はいくつでも） 

回答者数
1,638人

84.1

72.2

57.7

48.8

28.0

26.9

16.5

2.0

0.8

1.1

2.0

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

保護者による子どもへの暴力や育児の放棄などの虐待

子どもによる暴力、いじめ、無視などの仲間はずれ

インターネット（パソコンや携帯電話）を使ってのいじめ

暴力や性など子どもにとっての有害な情報の氾濫　

大人が子どもの意見を聞かず自分の意見を子どもに強制すること

教師による言葉の暴力や体罰

大人が「子どもだから」という理由で、子どものプライバシーを尊重しないこと

その他

特にない

わからない

無回答

 

 子どもの人権では、「保護者による子どもへの暴力や育児の放棄などの虐待」と答え

た人の割合が 84.1%、「子どもによる暴力、いじめ、無視などの仲間はずれ」が 72.2%と

高くなっている。次いで、「インターネット（パソコンや携帯電話）を使ってのいじめ」

が 57.7%、「暴力や性など子どもにとっての有害な情報の氾濫」が 48.8%となっている。 
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◆ 基本属性別 

保
護
者
に
よ
る
子
ど
も
へ
の
暴
力
や
育
児
の
放

棄
な
ど
の
虐
待

子
ど
も
に
よ
る
暴
力
、

い
じ
め
、

無
視
な
ど
の

仲
間
は
ず
れ

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
（

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
）

を
使
っ

て
の
い
じ
め

暴
力
や
性
な
ど
子
ど
も
に
と
っ

て
の
有
害
な
情

報
の
氾
濫

大
人
が
子
ど
も
の
意
見
を
聞
か
ず
自
分
の
意
見

を
子
ど
も
に
強
制
す
る
こ
と

教
師
に
よ
る
言
葉
の
暴
力
や
体
罰

大
人
が
「

子
ど
も
だ
か
ら
」

と
い
う
理
由
で
、

子
ど
も
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
尊
重
し
な
い
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体(1638人) 84.1 72.2 57.7 48.8 28.0 26.9 16.5 2.0 0.8 1.1 2.0

男性　20歳代(68人) 79.4 64.7 60.3 32.4 36.8 25.0 22.1 1.5 0.0 2.9 1.5

　　　30歳代(114人) 80.7 68.4 56.1 37.7 33.3 21.9 15.8 3.5 0.0 0.9 0.9

　　　40歳代(146人) 78.1 71.2 51.4 36.3 25.3 15.8 13.0 2.1 1.4 0.7 2.7

　　　50歳代(193人) 83.4 74.1 53.9 50.8 19.7 22.8 12.4 1.6 0.5 0.5 1.0

　　　60歳代(134人) 88.8 64.9 50.0 50.0 26.1 29.1 23.9 1.5 0.7 0.0 2.2

　　　70歳以上(66人) 78.8 59.1 43.9 42.4 33.3 21.2 27.3 1.5 1.5 4.5 4.5

女性　20歳代(94人) 89.4 73.4 69.1 43.6 36.2 38.3 20.2 1.1 1.1 0.0 0.0

　　　30歳代(176人) 78.4 76.1 65.3 55.1 24.4 26.7 11.9 2.8 1.1 0.6 2.3

　　　40歳代(210人) 86.2 79.0 66.2 54.3 25.7 32.4 13.3 1.9 1.0 1.0 1.0

　　　50歳代(195人) 88.7 76.9 61.5 57.9 27.7 30.8 14.4 1.5 1.0 1.5 2.1

　　　60歳代(157人) 88.5 70.1 52.2 52.9 31.8 27.4 15.9 1.3 0.6 0.6 2.5

　　　70歳以上(79人) 83.5 72.2 53.2 50.6 30.4 27.8 26.6 3.8 0.0 3.8 5.1

無回答（3人) 100.0 66.7 33.3 33.3 100.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

公務員・教員(81人) 92.6 72.8 63.0 59.3 17.3 22.2 9.9 0.0 0.0 0.0 1.2

自営業・会社団体役員(220人) 82.7 68.2 53.2 55.0 26.8 25.0 18.6 2.7 0.5 1.8 3.2

民間企業・団体（100人未満）(167人) 82.6 66.5 58.7 48.5 31.1 24.6 20.4 1.2 1.2 1.8 1.2

民間企業・団体（100人以上）(318人) 79.6 71.1 56.0 36.2 24.2 23.6 12.3 1.9 0.6 0.6 1.9

臨時雇、パート、派遣(290人) 85.5 79.3 61.7 51.0 28.3 31.0 16.2 3.1 0.0 0.3 2.1

家事専業(288人) 86.8 76.7 60.8 57.6 28.1 29.9 14.2 1.7 1.4 1.0 2.4

無職（定年後を含む）(180人) 85.0 66.1 50.0 46.1 32.2 26.1 19.4 0.6 1.1 1.7 1.1

その他・学生(86人) 84.9 70.9 60.5 39.5 38.4 30.2 26.7 2.3 1.2 2.3 1.2

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

名古屋地域(505人) 84.0 72.1 60.6 50.5 28.7 28.5 19.2 2.6 1.0 1.8 1.4

尾張地域(550人) 84.7 73.1 60.2 48.4 29.8 29.1 16.0 1.3 0.5 0.9 2.0

西三河地域(391人) 84.4 73.1 55.0 52.2 25.1 24.0 14.6 2.3 0.3 1.0 2.3

東三河地域(185人) 81.6 68.6 48.1 38.4 27.0 21.6 15.1 1.6 2.2 0.0 2.7

無回答(7人) 85.7 57.1 57.1 57.1 14.3 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別
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４．高齢者の人権 

問１２ 高齢者に関する人権上の問題について、現在、特に問題となっているのはどのよう

なことだと思いますか。（○はいくつでも） 

回答者数
1,638人

59.8

41.5

37.7

37.2

21.1

2.5

4.5

5.5

1.8

0% 20% 40% 60%

収入が少なく、経済的に自立できないこと

病院や福祉施設で不当な扱いや身体的、心理的等の虐待があること

家族や介護者から身体的、心理的等の虐待があること

自分の能力を発揮する機会が少ないこと

高齢者の意見や行動が尊重されないこと

その他

特にない

わからない

無回答

 

 高齢者の人権では、「収入が少なく、経済的に自立できないこと」と答えた人の割合

が 59.8%と最も高く、次いで、「病院や福祉施設で不当な扱いや身体的、心理的等の虐待

があること」が 41.5%、「家族や介護者から身体的、心理的等の虐待があること」が 37.7%、

「自分の能力を発揮する機会が少ないこと」が 37.2%となっている。 
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◆ 基本属性別 

収
入
が
少
な
く
、

経
済
的
に
自
立
で
き

な
い
こ
と

病
院
や
福
祉
施
設
で
不
当
な
扱
い
や
身

体
的
、

心
理
的
等
の
虐
待
が
あ
る
こ
と

家
族
や
介
護
者
か
ら
身
体
的
、

心
理
的

等
の
虐
待
が
あ
る
こ
と

自
分
の
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
が
少
な

い
こ
と

高
齢
者
の
意
見
や
行
動
が
尊
重
さ
れ
な

い
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体(1638人) 59.8 41.5 37.7 37.2 21.1 2.5 4.5 5.5 1.8

男性　20歳代(68人) 55.9 45.6 36.8 32.4 14.7 4.4 7.4 4.4 0.0

　　　30歳代(114人) 60.5 40.4 35.1 26.3 14.0 2.6 8.8 5.3 0.9

　　　40歳代(146人) 56.2 34.9 30.8 37.7 11.6 4.1 6.2 4.8 1.4

　　　50歳代(193人) 57.0 46.6 41.5 36.3 22.3 2.1 2.1 3.6 3.1

　　　60歳代(134人) 64.2 41.8 33.6 45.5 29.1 0.7 4.5 3.7 0.7

　　　70歳以上(66人) 57.6 27.3 22.7 33.3 25.8 0.0 13.6 9.1 1.5

女性　20歳代(94人) 62.8 53.2 56.4 28.7 20.2 3.2 0.0 6.4 2.1

　　　30歳代(176人) 51.1 45.5 38.6 39.2 11.4 1.7 2.8 8.5 1.7

　　　40歳代(210人) 58.1 42.4 42.4 42.4 18.6 3.3 3.3 7.1 1.0

　　　50歳代(195人) 60.5 46.2 39.5 37.4 21.0 2.6 3.1 6.7 1.0

　　　60歳代(157人) 63.7 33.1 33.1 36.9 31.2 3.8 5.1 3.2 4.5

　　　70歳以上(79人) 78.5 29.1 34.2 41.8 40.5 0.0 5.1 2.5 2.5

無回答（3人) 100.0 66.7 66.7 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0

公務員・教員(81人) 51.9 45.7 46.9 38.3 21.0 4.9 4.9 2.5 1.2

自営業・会社団体役員(220人) 56.4 40.0 35.9 35.0 24.1 1.4 5.9 5.9 0.9

民間企業・団体（100人未満）(167人) 67.7 37.1 32.3 34.1 16.8 3.0 3.0 3.0 1.8

民間企業・団体（100人以上）(318人) 56.0 41.5 37.7 39.3 15.1 2.8 4.7 6.9 1.9

臨時雇、パート、派遣(290人) 65.9 40.7 37.9 38.6 20.0 2.8 3.8 6.9 1.7

家事専業(288人) 57.6 44.1 39.9 34.4 24.3 2.8 3.5 5.2 2.8

無職（定年後を含む）(180人) 58.3 35.0 34.4 37.8 28.9 0.6 7.8 4.4 2.2

その他・学生(86人) 62.8 55.8 41.9 43.0 20.9 3.5 1.2 5.8 0.0

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

名古屋地域(505人) 55.4 42.4 38.8 37.8 20.4 2.6 5.0 6.1 1.6

尾張地域(550人) 65.5 43.8 40.5 37.3 24.2 2.7 4.4 3.8 1.3

西三河地域(391人) 58.8 37.3 35.3 39.1 18.2 3.1 4.3 6.1 1.5

東三河地域(185人) 57.3 40.0 31.9 31.9 19.5 0.5 4.3 7.0 4.3

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

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

 

 性別・年齢で見ると、男女ともに６０歳代以上では、「自分の能力を発揮する機会が

少ない」と答えた人の割合が２番目に高くなっている。 
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５．障害者の人権 

問１３ 障害のある人に関する人権上の問題について、現在、特に問題となっているのはど

のようなことだと思いますか。（○はいくつでも） 

回答者数
1,638人

59.9

54.6

45.3

33.7

28.1

23.1

16.9

16.4

1.4

2.2

6.6

2.0

0% 20% 40% 60%

収入が少なく、経済的に自立できないこと

就職や仕事の内容、待遇で不利な取扱いを受けること

交通機関等がバリアフリーになっていないため、自由な行動が妨げられること

じろじろ見たり、避けたりすること

アパートなどの住宅への入居が困難なこと

障害者だからという理由で、意見や行動が尊重されないこと

病院や福祉施設で不当な扱いや虐待があること

結婚について周囲が反対すること

その他

特にない

わからない

無回答

 

 障害者の人権では、「収入が少なく、経済的に自立できないこと」と答えた人の割合

が 59.9%、「就職や仕事の内容、待遇で不利な取扱いを受けること」が 54.6%、「交通機

関等がバリアフリーになっていないため、自由な行動が妨げられること」が 45.3%と高く

なっている。次いで、「じろじろ見たり、避けたりすること」が 33.7%となっている。 
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◆ 基本属性別 

収
入
が
少
な
く
、

経
済
的
に
自
立
で
き
な
い

こ
と

就
職
や
仕
事
の
内
容
、

待
遇
で
不
利
な
取
扱

い
を
受
け
る
こ
と

交
通
機
関
等
が
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
な
っ

て
い

な
い
た
め
、

自
由
な
行
動
が
妨
げ
ら
れ
る
こ

と じ
ろ
じ
ろ
見
た
り
、

避
け
た
り
す
る
こ
と

ア
パ
ー

ト
な
ど
の
住
宅
へ
の
入
居
が
困
難
な

こ
と

障
害
者
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
、

意
見
や
行

動
が
尊
重
さ
れ
な
い
こ
と

病
院
や
福
祉
施
設
で
不
当
な
扱
い
や
虐
待
が

あ
る
こ
と

結
婚
に
つ
い
て
周
囲
が
反
対
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体(1638人) 59.9 54.6 45.3 33.7 28.1 23.1 16.9 16.4 1.4 2.2 6.6 2.0

男性　20歳代(68人) 52.9 55.9 39.7 44.1 27.9 14.7 16.2 22.1 2.9 8.8 2.9 0.0

　　　30歳代(114人) 57.9 50.9 47.4 43.0 27.2 27.2 18.4 20.2 0.9 1.8 3.5 0.9

　　　40歳代(146人) 60.3 56.2 39.0 29.5 24.0 23.3 10.3 13.7 1.4 2.1 5.5 1.4

　　　50歳代(193人) 59.6 51.3 44.0 29.0 25.9 18.1 17.1 17.1 1.0 1.6 4.7 3.1

　　　60歳代(134人) 68.7 63.4 39.6 29.1 24.6 20.9 14.2 17.9 1.5 2.2 5.2 1.5

　　　70歳以上(66人) 65.2 43.9 40.9 24.2 34.8 24.2 16.7 22.7 0.0 3.0 10.6 1.5

女性　20歳代(94人) 59.6 54.3 53.2 54.3 26.6 28.7 20.2 10.6 2.1 0.0 4.3 3.2

　　　30歳代(176人) 50.6 54.0 46.0 38.6 25.0 23.9 22.2 11.4 1.7 1.1 5.7 2.3

　　　40歳代(210人) 61.0 53.3 53.8 39.0 29.0 29.5 17.1 11.9 2.4 1.0 8.6 0.0

　　　50歳代(195人) 62.6 61.0 48.2 25.1 35.9 22.6 19.0 19.5 0.5 1.0 6.7 1.0

　　　60歳代(157人) 60.5 58.0 43.3 30.6 28.7 15.3 15.3 15.9 1.9 1.9 9.6 4.5

　　　70歳以上(79人) 59.5 41.8 38.0 24.1 26.6 30.4 12.7 24.1 0.0 10.1 13.9 3.8

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

公務員・教員(81人) 59.3 56.8 48.1 34.6 19.8 21.0 13.6 14.8 1.2 1.2 3.7 1.2

自営業・会社団体役員(220人) 56.8 51.4 38.2 33.6 27.7 20.5 15.0 20.0 0.9 2.7 7.3 1.8

民間企業・団体（100人未満）(167人) 61.1 57.5 49.7 35.3 29.3 21.6 16.2 16.2 1.2 3.6 3.6 1.8

民間企業・団体（100人以上）(318人) 57.5 51.6 48.7 34.6 26.4 21.4 14.2 16.0 1.3 2.8 4.4 1.6

臨時雇、パート、派遣(290人) 61.4 54.1 46.9 37.9 31.7 27.2 18.3 15.5 3.1 1.0 6.2 2.1

家事専業(288人) 61.1 56.6 44.1 30.6 28.5 24.3 18.1 16.3 0.7 2.1 9.0 3.1

無職（定年後を含む）(180人) 59.4 53.3 43.9 25.6 21.7 21.1 18.9 15.0 0.6 2.2 9.4 2.2

その他・学生(86人) 67.4 62.8 41.9 40.7 38.4 24.4 23.3 16.3 2.3 1.2 8.1 0.0

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

名古屋地域(505人) 56.6 54.5 41.4 32.7 28.5 22.4 19.2 15.0 2.2 3.6 7.1 1.4

尾張地域(550人) 65.5 57.8 53.1 34.7 28.5 24.4 17.3 16.7 0.4 0.7 5.1 2.2

西三河地域(391人) 58.1 51.9 41.9 34.3 29.9 22.3 15.3 17.9 1.8 2.6 7.9 1.0

東三河地域(185人) 56.8 51.4 39.5 31.4 21.1 21.1 13.0 15.1 1.6 2.2 6.5 4.9

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

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

 

 性別・年齢で見ると、男性の２０歳代と女性の３０歳代を除きどの年齢でも「収入が

少なく、経済的に自立できないこと」と答えた人の割合が最も高くなっている。男性の

２０歳代と女性の３０歳代では「就職や仕事の内容、待遇で不利な取扱いを受けること」

が最も高く、また、男性の２０歳代、３０歳代と女性の２０歳代では、「じろじろ見た

り、避けたりすること」と答えた人の割合が 40%以上と、他と比べて高くなっている。 
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６．外国人の人権 

問１４ 日本に居住している外国人が不利益な取扱いを受けることがありますが、あなたは

このことについてどう思いますか。（○は１つ） 

回答者数
1,638人

無回答
2.0%

わからない
9.3%

その他
2.7%

外国人だから不利益な
取扱いを受けても
仕方がない
1.0%

経済状態が違うので
やむを得ない
1.9%

風習・習慣が違うので
やむを得ない
16.2%

ことばが通じないので
やむを得ない
6.4%

外国人に対する
理解の不足から
生じている
49.1%

外国人に対する差別だ
11.4%

 

 外国人が不利益な取扱いを受けることについて、「外国人に対する理解の不足から生

じている」と答えた人の割合が 49.1%で約半数を占めている。また、「外国人に対する差

別だ」が 11.4%となっている。一方、「風習・習慣が違うのでやむを得ない」が 16.2%、

「ことばが通じないのでやむを得ない」が 6.4%、「経済状態が違うのでやむを得ない」

が 1.9%とやむを得ないとする人が合わせて４分の１を占めている。 
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◆ 基本属性別 

11.4

14.7

10.5

17.1

11.9

11.9

16.7

14.9

11.4

12.9

8.2

2.5

7.6

33.3

12.3

11.8

11.4

13.2

11.4

8.7

11.1

11.6

12.5

13.1

10.9

11.3

7.6

28.6

49.1

45.6

51.8

45.9

47.2

50.7

33.3

56.4

51.7

55.7

52.8

47.8

34.2

60.5

50.0

44.3

51.3

50.0

51.4

40.6

44.2

50.0

47.3

51.5

48.3

49.2

28.6

6.4

4.4

6.1

6.2

3.1

3.7

16.7

4.3

3.4

4.3

8.2

12.1

12.7

3.7

6.8

6.6

3.5

7.6

6.3

10.0

7.0

12.5

6.5

8.0

5.1

4.3

16.2

14.7

15.8

15.1

22.3

17.9

18.2

10.6

15.9

12.9

16.9

14.0

17.7

66.7

9.9

19.1

19.8

17.9

13.1

14.2

20.0

10.5

25.0

15.2

13.8

18.2

21.6

28.6

1.5

1.5

3.8

1.3

2.5

2.3

0.8

1.0

5.9

0.7

1.5

2.1

0.5

2.5

1.9

2.2

1.4

0.5

1.6

2.9

2.6

4.1

2.6

2.2

5.1

1.0

2.1

1.3

0.9

2.4

2.4

4.2

4.7

14.3

9.3

10.3

8.8

8.9

6.2

7.5

6.1

5.3

8.5

11.0

9.2

12.7

19.0

4.9

6.8

11.4

5.7

11.0

11.5

9.4

16.3

8.9

9.8

10.2

7.0

2.0

0.9

2.6

3.0

3.0

2.1

1.7

0.5

1.0

3.8

6.3

2.5

2.7

1.2

1.3

1.7

2.1

3.3

1.2

2.4

0.9

1.8

4.3

1.6

3.0

2.3

1.4

1.4

1.8

1.3

2.8

1.7

2.2

2.8

1.8

2.2

2.2

1.4

2.6

1.9

2.6

0.5

1.2

2.3

1.0

1.4

0.9

3.3

2.7

2.7

4.3

1.5

3.2

1.2

4.1

1.1

2.4

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

外国人に対する差別だ
外国人に対する理解の不足から生じている
ことばが通じないのでやむを得ない
風習・習慣が違うのでやむを得ない
経済状態が違うのでやむを得ない
外国人だから不利益な取扱いを受けても仕方がない
その他
わからない
無回答

 

 性別・年齢で見ると、男女とも７０歳以上で「ことばが通じないのでやむを得ない」、

「風習･習慣が違うのでやむを得ない」と答えた人の割合が合わせて 30%以上と高くなっ

ている。 

  地域別で見ると、三河地域で「風習・習慣が違うのでやむを得ない」と答えた人の割

合が他の地域と比べ高くなっている。 

性
別
・
年
齢 

職
業
別 

地
域
別 
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問１５ 外国人の人権擁護について、あなたの考えに近いものはどれでしょうか。    

（○は１つ） 

回答者数
1,638人

無回答
2.9%

わからない
5.2%

その他
1.5%外国人は日本人と

同じような権利を
持っていなくても
仕方がない
4.3%

外国人は日本人と
全く同じでなくても、
できる限り人権は
守られるべきだ

47.3%

外国人も、
日本人と同じように
人権は守られるべきだ

38.8%

 

 外国人の人権では、「外国人も、日本人と同じように人権は守られるべきだ」と答え

た人の割合が 38.8%、「外国人は日本人と全く同じでなくても、できる限り人権は守られ

るべきだ」が 47.3%と合わせて 86.1%となっている。一方、「外国人は日本人と同じよう

な権利を持っていなくても仕方がない」が 4.3%となっている。 

◆ 基本属性別 

38.8

50.0

39.5

43.2

39.4

45.5

39.4

43.6

35.2

37.1

40.0

32.5

22.8

33.3

55.6

37.7

35.9

42.1

36.6

36.5

36.1

38.4

50.0

39.2

37.8

38.9

39.5

57.1

47.3

36.8

43.9

44.5

47.7

40.3

42.4

45.7

48.3

53.3

50.3

48.4

57.0

33.3

37.0

48.6

43.7

47.2

51.7

49.7

44.4

46.5

25.0

44.4

51.8

47.8

41.6

28.6

4.3

5.9

4.8

6.2

6.7

7.6

5.1

1.9

3.8

2.5

3.7

4.1

7.8

4.1

2.4

3.5

12.5

4.3

5.9

14.3

2.9

2.6

2.7

2.1

1.5

1.1

1.0

1.2

3.0

0.7

1.8

5.2

4.4

7.0

4.8

2.6

3.0

6.8

4.8

4.1

10.2

8.9

4.1

7.8

4.5

6.9

4.4

10.5

5.7

6.4

5.9

2.6

2.1

7.6

2.1

2.8

2.1

5.1

8.9

33.3

3.6

1.8

3.5

6.7

1.2

12.5

3.8

5.9

4.4

7.8

3.3

4.8

2.8

2.6

3.2

0.6

2.2

1.1

0.3

2.1

1.6

1.8

1.4

1.7

1.5

3.6

3.8

1.2

4.3

2.2

2.3

1.6

2.8

1.3

1.2

1.4

3.7

2.9

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

外国人も、日本人と同じように人権は守られるべきだ

外国人は日本人と全く同じでなくても、できる限り人権は守られるべきだ
外国人は日本人と同じような権利を持っていなくても仕方がない

その他
わからない

無回答

 

 男女とも２０歳代で「外国人も、日本人と同じように人権は守られるべきだ」と答え

た人の割合がそれぞれ 50.0%、43.6%と他の年代と比べ高くなっている。 

性
別
・
年
齢

職
業
別 

地
域
別 
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◆ 問１と問１５の関連 

 問１５ 外国人の人権擁護について、あなたの考えに近いものはどれでしょうか。  

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
。 

38.8

45.9

27.1

13.7

16.7

18.2

47.3

43.3

55.6

64.7

75.0

50.0

18.2

4.3

3.2

6.2

5.9

13.6

1.3

2.0

50.0

5.2

3.3

7.3

9.8

45.5

2.6

3.9

8.3

4.5

1.5

1.5
2.9

2.8

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

外国人も、日本人と同じように人権は守られるべきだ
外国人は日本人と全く同じでなくても、できる限り人権は守られるべきだ
外国人は日本人と同じような権利を持っていなくても仕方がない
その他
わからない
無回答

 人権についての考え方別に見ると、人権を重要だと考える人ほど、外国人の人権も守

られるべきだとする人の割合が高くなっている。 
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７．エイズ患者・ＨＩＶ（エイズウイルス）感染者、ハンセン病患者・元患者の人権 

問１６ エイズ患者・ＨＩＶ（エイズウイルス）感染者に関する事柄で、現在、特に人権上

問題があると思われるのはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

回答者数
1,638人

48.8

48.6

30.6

19.5

16.7

12.2

0.9

3.2

24.6

2.5

0% 20% 40% 60%

就職や職場で不利な取扱いを受けること

偏見により差別的な言動を受けること

医療機関で治療や入院を断られること

結婚について、周囲が反対すること

アパートなどの住宅への入居が困難なこと

本人に無断でエイズ検査をされること

その他

特にない

わからない

無回答

 

 エイズ患者・ＨＩＶ（エイズウイルス）感染者の人権では、「就職や職場で不利な取

扱いを受けること」と答えた人の割合が 48.8%、「偏見により差別的な言動を受けること」

が 48.6%と高くなっている。次いで、「医療機関で治療や入院を断られること」が 30.6%

となっている。 

  なお、「わからない」と答えた人の割合が 24.6%と、他の人権課題と比較して高くなっ

ている。 
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◆ 基本属性別 

就
職
や
職
場
で
不
利
な
取
扱
い
を

受
け
る
こ
と

偏
見
に
よ
り
差
別
的
な
言
動
を
受

け
る
こ
と

医
療
機
関
で
治
療
や
入
院
を
断
ら

れ
る
こ
と

結
婚
に
つ
い
て
、

周
囲
が
反
対
す

る
こ
と

ア
パ
ー

ト
な
ど
の
住
宅
へ
の
入
居

が
困
難
な
こ
と

本
人
に
無
断
で
エ
イ
ズ
検
査
を
さ

れ
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体(1638人) 48.8 48.6 30.6 19.5 16.7 12.2 0.9 3.2 24.6 2.5

男性　20歳代(68人) 35.3 45.6 26.5 23.5 11.8 11.8 1.5 2.9 27.9 1.5

　　　30歳代(114人) 49.1 57.9 28.9 24.6 15.8 11.4 1.8 2.6 21.1 0.9

　　　40歳代(146人) 52.7 45.9 33.6 13.7 16.4 8.9 1.4 4.1 18.5 3.4

　　　50歳代(193人) 49.7 48.7 31.6 20.2 13.5 13.5 1.0 3.1 23.8 3.1

　　　60歳代(134人) 47.0 39.6 28.4 23.9 16.4 11.2 0.7 4.5 31.3 2.2

　　　70歳以上(66人) 48.5 31.8 27.3 24.2 13.6 16.7 0.0 7.6 19.7 4.5

女性　20歳代(94人) 55.3 67.0 30.9 25.5 25.5 13.8 1.1 1.1 11.7 1.1

　　　30歳代(176人) 51.1 56.3 34.1 15.3 19.9 10.2 0.0 2.3 17.0 2.3

　　　40歳代(210人) 51.4 56.7 34.8 12.9 16.7 12.4 0.0 1.9 23.8 1.9

　　　50歳代(195人) 50.3 50.3 29.2 17.4 15.9 12.3 0.5 1.0 28.7 2.1

　　　60歳代(157人) 42.7 35.7 26.1 22.9 16.6 9.6 1.3 5.7 33.1 3.2

　　　70歳以上(79人) 41.8 34.2 27.8 25.3 15.2 21.5 2.5 5.1 40.5 3.8

無回答（3人) 66.7 33.3 100.0 33.3 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

公務員・教員(81人) 45.7 53.1 35.8 17.3 17.3 7.4 0.0 3.7 14.8 3.7

自営業・会社団体役員(220人) 45.9 45.9 34.5 22.3 14.1 11.8 1.8 4.1 26.4 3.2

民間企業・団体（100人未満）(167人) 38.9 48.5 29.3 15.6 18.0 9.0 0.6 3.0 24.6 1.8

民間企業・団体（100人以上）(318人) 53.5 53.1 30.5 19.8 16.0 13.5 1.3 1.6 22.0 3.1

臨時雇、パート、派遣(290人) 50.3 54.5 30.7 20.3 18.6 13.1 0.3 2.8 24.5 1.7

家事専業(288人) 52.8 46.9 32.6 18.1 18.8 12.5 1.0 2.8 25.7 2.1

無職（定年後を含む）(180人) 45.6 36.1 23.9 18.3 12.8 12.8 0.0 5.0 31.1 2.8

その他・学生(86人) 48.8 46.5 25.6 26.7 17.4 12.8 1.2 4.7 22.1 2.3

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

名古屋地域(505人) 50.9 49.7 35.8 20.4 17.8 15.4 0.6 3.2 21.8 2.6

尾張地域(550人) 49.8 50.2 30.5 19.8 17.6 12.0 0.5 2.5 24.2 2.4

西三河地域(391人) 49.1 47.1 26.9 17.4 15.3 8.4 1.5 3.1 26.9 2.8

東三河地域(185人) 39.5 44.9 24.9 20.0 13.5 10.8 1.1 5.4 29.2 1.6

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

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

 

 男女ともどの年齢でも「就職や職場で不利な取扱いを受けること」または「偏見によ

り差別的な言動を受けること」と答えた人の割合が高くなっている。 
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問１７ 仮に、あなたが職場や地域などで日ごろ親しくつきあっている人がＨＩＶ感染者で

あることがわかった場合、あなたはどうしますか。（○は一つ） 

回答者数
1,638人

無回答
2.6%

わからない
17.5%

その他
0.9%

できるだけ
つきあいを避ける

4.4%

感染しないよう
配慮しながら
つきあう
49.0%

今までどおり
親しくつきあう
25.6%

 

 親しくつきあっている人がＨＩＶ感染者であることがわかった場合についてでは、「感

染しないよう配慮しながらつきあう」と答えた人の割合が 49.0%と約半数を占めている。 

また、「今までどおり親しくつきあう」が 25.6％となっている反面「できるだけつきあ

いを避ける」が 4.4％となっている。 

◆ 経年比較 

25.6

24.6

49.0

52.7

4.4

5.4 15.9

2.6

0.80.6

0.9 17.5

0% 50% 100%

今回調査(1638人)

平成14年度調査(1810人)

今までどおり親しくつきあう 感染しないよう配慮しながらつきあう

できるだけつきあいを避ける その他

わからない 無回答

 

 平成１４年度調査と比較すると、「今までどおり親しくつきあう」はほとんど差がな

く、「感染しないよう配慮しながらつきあう」が、3.7ポイント減少している。 
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◆ 基本属性別 

25.6

38.2

31.6

37.0

24.4

26.1

21.2

33.0

22.7

23.8

25.6

15.9

15.2

42.0

31.4

24.6

29.9

22.1

16.7

21.7

32.6

25.0

25.5

24.7

24.6

31.4

14.3

49.0

38.2

53.5

38.4

51.8

47.0

48.5

51.1

50.6

55.2

48.2

46.5

49.4

100.0

37.0

46.4

55.7

47.8

48.3

55.6

47.8

41.9

37.5

50.5

48.0

49.9

45.4

57.1

4.4

4.4

3.5

0.7

4.1

7.5

16.7

3.2

2.8

1.4

4.6

6.4

6.3

5.9

3.0

3.1

4.1

4.9

7.8

4.7

4.4

4.9

4.6

2.7

1.5

1.3

17.5

17.6

10.5

19.2

15.5

17.2

7.6

10.6

20.5

16.2

17.9

27.4

22.8

14.8

13.2

14.4

15.4

22.8

17.0

20.6

19.8

37.5

16.0

18.5

17.1

18.4

28.6

2.6

4.1

3.6

1.5

4.5

3.4

2.4

2.1

2.5

6.3

6.2

2.3

1.8

3.1

2.1

3.5

1.7

1.2

3.0

2.4

3.1

1.60.5

0.8

1.5

0.6

2.4

0.6

0.9

0.6

0.6

0.7

0.9

1.5

0.9

0.7

0.5

0.7

2.1

1.0

1.5

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)

不明(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)

職業不明(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)

地域不明(7人)

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

今までどおり親しくつきあう
感染しないよう配慮しながらつきあう
できるだけつきあいを避ける
その他

わからない
無回答

 

 性別・年齢で見ると、若い年代ほど「今までどおり親しくつきあう」と答えた人の割

合が高く、高齢者ほど低くなっている。 

性
別
・
年
齢

職
業
別 

地
域
別 
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◆ 問２と問１７の関連 

 問１７ 仮に、あなたが職場や地域などで日ごろ親しくつきあっている人がＨＩＶ感染者であること

がわかった場合、あなたはどうしますか。 

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
。 

29.9

23.3

19.0

26.7

5.6

48.4

49.2

52.4

60.0

27.8

6.7

5.6

2.4

6.7

5.6 44.4 11.1

2.1

5.4

16.7

0.8

0.7
18.7

16.4

9.5

2.7

2.4

0% 50% 100%

許されるものでなく、

なくさなくてはいけない(713人)

できるかぎりなくすべきである(829人)

なくならないので、

甘んじて受け入れる(42人)

差別、偏見は社会にとって

必要なものである(15人)

わからない(18人)

差
別
偏
見
へ
の
考
え
方

今までどおり親しくつきあう 感染しないよう配慮しながらつきあう
できるだけつきあいを避ける その他
わからない 無回答

 

 差別、偏見に対する考え方別に見ると、差別、偏見は許されるものでなく、なくさな

くてはならないと考えている人ほど「今までどおり親しくつきあう」とする人の割合が

高くなっている。 

 

 

 

問１８ ハンセン病患者・元患者に関する事柄で、現在、特に人権上問題があると思われる

のはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

回答者数
1,638人

44.4

41.1

38.9

38.5

38.1

24.4

20.8

16.4

0.8

2.1

19.8

2.3

0% 20% 40% 60%

怖い病気といった誤解があること

じろじろ見たり、避けたりすること

偏見により差別的な言動を受けること

ハンセン病療養所の外で自立した生活を営むのが困難なこと

就職や職場で不利な取扱いを受けること

旅館、ホテル等において、不当な扱いを受けること

医療機関で治療や入院を断られること

アパートなどの住宅への入居が困難なこと

その他

特にない

わからない

無回答

 

 ハンセン病患者・元患者の人権では、「怖い病気といった誤解があること」と答えた

人の割合が 44.4%、「じろじろ見たり、避けたりすること」が 41.1%、「偏見により差別

的な言動を受けること」が 38.9%となっている。次いで「ハンセン病療養所の外で自立し

た生活を営むのが困難なこと」が 38.5%、「就職や職場で不利な取扱いを受けること」が

38.1%となっている。 

 なお、「わからない」と答えた人の割合が 19.8%と、他の人権課題と比較して高くなっ

ている。
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◆ 基本属性別 
怖
い
病
気
と
い
っ

た
誤
解
が
あ
る
こ
と

じ
ろ
じ
ろ
見
た
り
、

避
け
た
り
す
る
こ

と 偏
見
に
よ
り
差
別
的
な
言
動
を
受
け
る

こ
と

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
外
で
自
立
し
た

生
活
を
営
む
の
が
困
難
な
こ
と

就
職
や
職
場
で
不
利
な
取
扱
い
を
受
け

る
こ
と

旅
館
、

ホ
テ
ル
等
に
お
い
て
、

不
当
な

扱
い
を
受
け
る
こ
と

医
療
機
関
で
治
療
や
入
院
を
断
ら
れ
る

こ
と

ア
パ
ー

ト
な
ど
の
住
宅
へ
の
入
居
が
困

難
な
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体(1638人) 44.4 41.1 38.9 38.5 38.1 24.4 20.8 16.4 0.8 2.1 19.8 2.3

男性　20歳代(68人) 35.3 38.2 36.8 30.9 35.3 20.6 20.6 22.1 1.5 5.9 25.0 0.0

　　　30歳代(114人) 39.5 50.0 37.7 36.8 36.0 22.8 18.4 12.3 0.9 1.8 21.1 0.0

　　　40歳代(146人) 35.6 45.9 35.6 32.2 40.4 24.0 19.2 15.1 0.0 1.4 16.4 4.1

　　　50歳代(193人) 44.6 44.0 44.0 39.4 37.3 31.1 17.1 13.5 1.0 1.6 17.1 2.6

　　　60歳代(134人) 47.8 41.0 35.1 45.5 41.8 23.9 18.7 14.9 1.5 3.7 15.7 1.5

　　　70歳以上(66人) 48.5 37.9 31.8 39.4 37.9 22.7 22.7 21.2 0.0 9.1 10.6 4.5

女性　20歳代(94人) 54.3 54.3 57.4 36.2 44.7 23.4 16.0 16.0 1.1 1.1 18.1 0.0

　　　30歳代(176人) 47.2 36.9 40.9 38.1 43.8 21.6 26.7 16.5 0.0 0.6 23.9 2.8

　　　40歳代(210人) 43.3 44.3 44.3 40.5 34.3 23.3 23.3 17.1 0.5 1.4 18.6 2.4

　　　50歳代(195人) 45.6 32.3 38.5 37.9 37.4 25.1 22.6 16.4 1.0 0.0 23.1 2.6

　　　60歳代(157人) 44.6 35.7 31.8 42.7 32.5 27.4 16.6 15.3 1.3 2.5 21.0 2.5

　　　70歳以上(79人) 48.1 36.7 24.1 34.2 36.7 17.7 26.6 22.8 1.3 3.8 27.8 2.5

無回答（3人) 66.7 33.3 33.3 100.0 66.7 33.3 66.7 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0

公務員・教員(81人) 45.7 30.9 42.0 45.7 28.4 24.7 16.0 12.3 0.0 2.5 14.8 3.7

自営業・会社団体役員(220人) 46.8 40.0 39.1 38.6 40.0 23.2 22.3 14.5 2.3 3.6 13.6 3.6

民間企業・団体（100人未満）(167人) 41.9 38.9 37.1 38.9 32.3 24.0 19.8 15.0 1.2 0.6 23.4 1.2

民間企業・団体（100人以上）(318人) 39.6 46.2 42.1 38.4 38.4 24.8 18.6 15.4 0.0 1.9 20.4 2.5

臨時雇、パート、派遣(290人) 46.2 42.1 41.0 38.3 39.3 28.3 20.7 18.3 1.4 0.7 20.0 2.4

家事専業(288人) 46.2 41.3 36.5 37.8 41.3 21.9 24.0 18.4 0.3 1.4 22.2 2.1

無職（定年後を含む）(180人) 46.7 40.0 35.6 40.0 37.2 25.0 20.6 16.1 0.0 3.9 17.8 1.7

その他・学生(86人) 44.2 38.4 34.9 30.2 38.4 19.8 19.8 17.4 1.2 4.7 26.7 1.2

無回答(8人) 37.5 37.5 37.5 50.0 50.0 25.0 37.5 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0

名古屋地域(505人) 47.1 41.8 38.6 40.4 42.4 26.1 22.8 18.6 0.4 2.8 20.2 2.4

尾張地域(550人) 45.1 42.7 41.3 39.8 38.2 24.2 20.4 17.1 0.7 1.3 17.8 2.2

西三河地域(391人) 41.9 41.4 39.6 37.1 35.0 25.6 19.9 15.6 1.5 1.8 21.0 2.8

東三河地域(185人) 39.5 34.1 30.8 32.4 32.4 17.8 17.3 9.7 0.5 3.2 22.7 1.6

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

職
業
別

地
域
別

年
齢
・
性
別

 

 性別・年齢で見ると男性の２０歳代から４０歳代では「じろじろ見たり、避けたりす

ること」と答えた人の割合が高くなっている。 

６０歳代、７０歳以上では「ハンセン病療養所の外で自立した生活を営むのが困難な

こと」、「就職や職場で不利な扱いを受ける」など、社会生活においての問題をあげる

人の割合が高くなっている。 
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８．犯罪被害者の人権 

問１９ 犯罪被害者に関する人権上の問題で、現在、特に問題となっているのはどのような

ことだと思いますか。（○はいくつでも） 

回答者数
1,638人

66.6

60.5

50.7

48.5

48.4

43.9

36.0

1.8

1.6

7.0

2.3

0% 20% 40% 60% 80%

報道によってプライバシーに関することが公表されたり、

取材によって私生活の平穏が保てなくなること
犯罪行為による精神的なショックにより、

日常生活に支障をきたすようになること

警察に相談しても期待どおりの結果が得られないこと

事件のことについて、周囲にうわさ話をされること

捜査や刑事裁判手続きに必ずしも被害者の声が

十分反映されるわけではないこと

捜査や刑事裁判において精神的負担を受けること

犯罪行為によって経済的負担を受けること

その他

特にない

わからない

無回答

 

 犯罪被害者の人権では、「報道によってプライバシーに関することが公表されたり、

取材によって私生活の平穏が保てなくなること」と答えた人の割合が 66.6%、「犯罪行為

による精神的なショックにより、日常生活に支障をきたすようになること」が 60.5%と、

日常生活への影響が共に６割を超えている。次いで、「警察に相談しても期待どおりの

結果が得られないこと」が 50.7%、「事件のことについて、周囲にうわさ話をされること」

が 48.5%、「捜査や刑事裁判手続きに必ずしも被害者の声が十分反映されているわけでは

ないこと」が 48.4%、「捜査や刑事裁判において精神的負担を受けること」が 43.9%と高

くなっている。 
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◆◆  基本属性別 

報
道
に
よ
っ

て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
関
す
る
こ
と
が
公
表
さ
れ
た

り
、

取
材
に
よ
っ

て
私
生
活
の
平
穏
が
保
て
な
く
な
る
こ
と

犯
罪
行
為
に
よ
る
精
神
的
な
シ
ョ
ッ

ク
に
よ
り
、

日
常
生
活
に
支

障
を
き
た
す
よ
う
に
な
る
こ
と

警
察
に
相
談
し
て
も
期
待
ど
お
り
の
結
果
が
得
ら
れ
な
い
こ
と

事
件
の
こ
と
に
つ
い
て
、

周
囲
に
う
わ
さ
話
を
さ
れ
る
こ
と

捜
査
や
刑
事
裁
判
手
続
き
に
必
ず
し
も
被
害
者
の
声
が
十
分
反
映

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

捜
査
や
刑
事
裁
判
に
お
い
て
精
神
的
負
担
を
受
け
る
こ
と

犯
罪
行
為
に
よ
っ

て
経
済
的
負
担
を
受
け
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体(1638人) 66.6 60.5 50.7 48.5 48.4 43.9 36.0 1.8 1.6 7.0 2.3

男性　20歳代(68人) 69.1 45.6 63.2 58.8 47.1 41.2 33.8 4.4 4.4 2.9 0.0

　　　30歳代(114人) 64.9 59.6 64.9 54.4 53.5 50.0 39.5 4.4 2.6 7.0 0.0

　　　40歳代(146人) 59.6 61.6 51.4 50.0 44.5 46.6 45.2 0.7 2.7 4.1 3.4

　　　50歳代(193人) 69.4 57.5 48.7 49.7 47.7 42.0 39.9 1.0 1.0 5.7 2.6

　　　60歳代(134人) 54.5 53.7 38.8 40.3 53.0 32.8 39.6 0.7 2.2 10.4 1.5

　　　70歳以上(66人) 51.5 48.5 39.4 40.9 30.3 31.8 45.5 1.5 6.1 7.6 6.1

女性　20歳代(94人) 78.7 66.0 60.6 56.4 59.6 48.9 29.8 0.0 0.0 6.4 0.0

　　　30歳代(176人) 72.2 67.0 60.2 49.4 54.5 51.7 36.4 2.8 0.0 4.5 2.3

　　　40歳代(210人) 69.0 68.6 54.8 56.7 47.1 52.4 32.4 2.9 0.5 5.7 1.9

　　　50歳代(195人) 75.4 63.1 40.0 43.1 49.2 42.6 31.3 2.1 0.5 7.7 2.1

　　　60歳代(157人) 61.1 57.3 41.4 38.9 43.3 36.3 28.0 0.0 1.3 12.1 4.5

　　　70歳以上(79人) 63.3 58.2 53.2 45.6 43.0 38.0 35.4 2.5 2.5 10.1 2.5

無回答（3人) 66.7 100.0 100.0 33.3 66.7 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

公務員・教員(81人) 71.6 49.4 44.4 45.7 45.7 48.1 28.4 1.2 2.5 3.7 3.7

自営業・会社団体役員(220人) 68.2 59.1 46.4 48.6 52.3 45.5 35.0 2.7 0.9 6.8 2.3

民間企業・団体（100人未満）(167人) 64.1 59.3 58.7 49.1 49.7 46.7 45.5 3.0 1.2 9.0 1.2

民間企業・団体（100人以上）(318人) 66.4 59.4 52.2 51.9 47.2 45.6 39.6 2.5 2.2 5.0 2.2

臨時雇、パート、派遣(290人) 71.4 69.0 50.7 49.3 50.7 44.1 34.1 2.8 1.0 6.9 2.1

家事専業(288人) 67.7 64.2 49.3 45.8 47.2 43.8 33.0 0.7 1.0 7.6 2.8

無職（定年後を含む）(180人) 57.2 53.9 48.3 42.2 44.4 33.9 36.7 0.0 3.3 6.7 2.8

その他・学生(86人) 65.1 52.3 54.7 55.8 45.3 45.3 29.1 0.0 0.0 12.8 1.2

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

名古屋地域(505人) 68.7 61.4 53.5 49.3 49.5 44.0 40.2 2.4 1.6 6.9 2.0

尾張地域(550人) 67.6 62.2 53.6 51.1 49.1 45.8 37.5 1.8 1.1 5.3 2.0

西三河地域(391人) 63.7 59.8 46.5 47.6 48.3 45.5 33.2 1.5 2.0 7.9 3.3

東三河地域(185人) 64.9 54.1 43.8 38.9 42.7 35.7 26.5 1.1 2.2 9.7 1.6

無回答(7人) 42.9 71.4 42.9 85.7 57.1 14.3 14.3 0.0 0.0 14.3 0.0

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

 

 「報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材によって私生活の平

穏が保てなくなること」、「犯罪行為による精神的なショックにより、日常生活に支障

をきたすようになること」と答えた人の割合がどの区分においても高くなっている。 
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９．インターネットによる人権侵害 

問２０ あなたは、インターネット（パソコンや携帯電話）をどのくらい利用しますか。  

（○は１つ） 

回答者数
1,638人

無回答
3.4%

ほとんど利用しない
34.4%

ときどき利用する
26.1%

よく利用する
36.2%

 

 インターネットの利用頻度は、「よく利用する」と答えた人の割合が 36.2%、「ときど

き利用する」が 26.1%となっている。一方、「ほとんど利用しない」が 34.4%となってい

る。 
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◆◆  基本属性別 

36.2

69.1

62.3

60.3

38.3

21.6

4.5

72.3

43.8

39.0

19.5

7.6

2.5

66.7

48.1

32.7

45.5

58.8

32.1

19.8

14.4

46.5

37.5

40.0

36.0

34.0

30.8

42.9

26.1

14.7

28.9

24.7

28.0

26.1

12.1

16.0

36.9

33.8

29.2

21.0

11.4

30.9

25.5

29.9

24.8

32.4

27.1

17.2

16.3

27.3

26.2

26.6

22.2

34.4

16.2

7.9

11.6

28.0

51.5

66.7

10.6

18.2

24.8

48.2

68.2

77.2

33.3

17.3

38.2

22.2

14.2

32.4

49.7

62.8

34.9

37.5

29.7

34.9

36.1

41.6

42.9

3.4

0.9

3.4

5.7

0.7

16.7

1.1

1.1

2.4

3.1

3.2

8.9

3.7

3.6

2.4

2.2

3.1

3.5

5.6

2.3

25.0

3.0

2.9

3.3

5.4

14.3

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

よく利用する ときどき利用する ほとんど利用しない 無回答

 

 性別・年齢で見ると、男女とも若い年齢層ほど「よく利用する」と答えた人の割合が

高くなっている。 

 職業別で見ると、「民間企業・団体（１００人以上）」で「よく利用する」が６割弱

と高くなっている。 

地域別に見ると、名古屋地域で「よく利用する」が４割と他の地域よりやや高くなっ

ている。 

性
別
・
年
齢

職
業
別 

地
域
別 
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<前問でインターネットを「1．よく利用する」、「2．ときどき利用する」と答えられた方にお聞きします。> 

問２１ 利用目的は、どのようなことですか。（○はいくつでも） 

回答者数
1,020人

86.8

57.2

38.3

10.1

6.9

4.9

2.0

0.6

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

情報収集

メール

ショッピングなど商用サイトの利用

自分に関する情報の検索

ホームページやブログの作成

掲示板への書き込み

その他

無回答

 

 インターネットを利用する人の目的は、「情報収集」と答えた人の割合が 86.8%、「メ

ール」が 57.2%と高くなっている。次で、「ショッピングなど商用サイトの利用」が 38.3%

となっている。 

◆ 基本属性別 

情
報
収
集

メ
ー

ル

シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ

な
ど
商
用
サ
イ

ト
の
利
用

自
分
に
関
す
る

情
報
の
検
索

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

や
ブ
ロ
グ
の
作

成 掲
示
板
へ
の
書

き
込
み

そ
の
他

無
回
答

全体(1020人) 86.8 57.2 38.3 10.1 6.9 4.9 2.0 0.6

男性　20歳代(57人) 93.0 40.4 45.6 3.5 12.3 8.8 3.5 0.0

　　　30歳代(104人) 94.2 56.7 43.3 4.8 8.7 6.7 0.0 1.0

　　　40歳代(124人) 93.5 51.6 35.5 8.9 4.0 4.0 4.0 0.0

　　　50歳代(128人) 93.0 59.4 38.3 10.2 3.1 0.8 1.6 0.0

　　　60歳代(64人) 79.7 50.0 28.1 15.6 1.6 0.0 4.7 3.1

　　　70歳以上(11人) 72.7 63.6 45.5 18.2 9.1 0.0 0.0 0.0

女性　20歳代(83人) 88.0 73.5 42.2 10.8 28.9 13.3 2.4 0.0

　　　30歳代(142人) 92.3 60.6 48.6 9.2 4.9 3.5 0.7 0.0

　　　40歳代(153人) 85.0 53.6 39.9 9.8 5.2 7.2 2.0 0.0

　　　50歳代(95人) 74.7 61.1 32.6 13.7 3.2 4.2 2.1 0.0

　　　60歳代(45人) 53.3 57.8 11.1 20.0 2.2 2.2 0.0 6.7

　　　70歳以上(11人) 81.8 63.6 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答（2人) 100.0 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

公務員・教員(64人) 96.9 46.9 39.1 6.3 1.6 4.7 1.6 0.0

自営業・会社団体役員(128人) 85.9 53.1 46.9 7.8 8.6 7.0 2.3 0.8

民間企業・団体（100人未満）(126人) 87.3 60.3 35.7 5.6 5.6 4.8 4.0 0.8

民間企業・団体（100人以上）(266人) 91.7 59.4 37.2 10.2 6.4 3.4 1.1 0.4

臨時雇、パート、派遣(187人) 81.3 58.3 35.3 12.3 5.9 5.9 2.1 1.1

家事専業(135人) 84.4 55.6 40.0 13.3 7.4 3.7 0.0 0.0

無職（定年後を含む）(57人) 75.4 57.9 35.1 14.0 3.5 1.8 3.5 1.8

その他・学生(54人) 87.0 59.3 37.0 11.1 20.4 11.1 3.7 0.0

無回答(3人) 100.0 66.7 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

名古屋地域(340人) 88.2 59.1 42.1 8.8 5.3 3.8 2.1 1.2

尾張地域(342人) 86.0 56.7 33.3 10.5 8.5 6.1 2.3 0.0

西三河地域(237人) 85.7 54.9 39.7 10.5 6.8 3.8 2.1 0.8

東三河地域(98人) 86.7 56.1 38.8 12.2 7.1 7.1 0.0 0.0

無回答(3人) 100.0 100.0 66.7 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、女性の６０歳代を除いて、どの年代でも「情報収集」と答えた

人の割合が高くなっている。また、男女とも２０歳代では、「ホームページやブログの

作成」がそれぞれ 12.3%、28.9%と他の年代と比べ高くなっている。 
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問２２ インターネット上で、他人を誹謗中傷するなど、人権侵害と思われるような書き込

みやホームページを発見した場合について、お聞きします。 

あなたは、そのような内容のページを見ますか。（○は１つ） 

回答者数
1,020人

無回答
0.5%

見ない
77.2%

見る
22.4%

 

 インターネット上の人権侵害と思われるような書き込みやホームページを発見した場

合では、そのような内容のページを「見る」と答えた人の割合が 22.4%となっている。 

◆ 基本属性別 

22.4

45.6

34.6

21.8

17.2

15.6

9.1

34.9

21.8

20.9

11.6

4.4

50.0

6.3

21.1

30.2

26.3

20.9

17.8

14.0

33.3

23.2

21.6

21.9

22.4

33.3

77.2

54.4

65.4

78.2

82.8

84.4

90.9

65.1

77.5

78.4

87.4

91.1

100.0

50.0

93.8

78.9

68.3

73.3

79.1

81.5

84.2

66.7

100.0

76.5

77.8

77.2

77.6

66.7

0.5

0.7

0.7

1.1

4.4

1.6

0.4

0.7

1.8

0.3

0.6

0.8

0% 50% 100%

全体(1020人)

男性20歳代(57人)

30歳代(104人)

40歳代(124人)

50歳代(128人)

60歳代(64人)

70歳以上(11人)

女性20歳代(83人)

30歳代(142人)

40歳代(153人)

50歳代(95人)

60歳代(45人)

70歳以上(11人)

無回答（2人)

公務員・教員(64人)

自営業・会社団体役員(128人)

民間企業・団体（100人未満）(126人)

民間企業・団体（100人以上）(266人)

臨時雇、パート、派遣(187人)

家事専業(135人)

無職（定年後を含む）(57人)

その他・学生(54人)

無回答(3人)

名古屋地域(340人)

尾張地域(342人)

西三河地域(237人)

東三河地域(98人)

無回答(3人)

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

見る 見ない 無回答

 
 性別・年齢で見ると、「見る」と答えた人の割合が男女とも若い年齢層ほど高くなっ

ている。 

性
別
・
年
齢 

職
業
別 

地
域
別 
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問２３ 前問で「1．見る」と答えられた方にお聞きします。 そのようなページを見たとき、

どのようにされますか。（○は１つ） 

回答者数
228人

無回答
0.4%

その他
4.8%

プロバイダ又は関係機関に
知らせる
7.0%

反対意見を書き込む
2.6%

自分も同じような内容で
書き込みをする

0.0%

そのようなページは、
無視する
49.1%

自分とかかわりがなければ、
特に何も感じない

36.0%

 

 人権侵害のホームページを見た時の対応では、「そのようなページは、無視する」と

答えた人の割合が 49.1%、「自分とかかわりがなければ、特に何も感じない」が 36.0%と

なっている。一方、「プロバイダ又は関係機関に知らせる」が 7.0%となっている。 

◆ 基本属性別 

36.0

34.6

36.1

51.9

27.3

50.0

100.0

20.7

38.7

34.4

45.5

50.0

37.0

47.4

32.9

23.1

33.3

62.5

38.9

39.2

32.4

30.8

50.0

49.1

46.2

55.6

37.0

59.1

30.0

62.1

48.4

53.1

27.3

50.0

50.0

37.0

44.7

54.3

59.0

50.0

25.0

44.4

45.6

55.4

55.8

22.7

100.0

2.6

3.8

3.7

4.5

9.1

50.0

7.4

1.4

5.1

4.2

1.3

1.9

7.0

11.5

5.6

7.4

9.1

20.0

6.9

3.2

3.1

9.1

14.8

2.6

7.1

5.1

8.3

12.5

5.6

7.6

4.1

9.6

9.1

4.8

3.8

2.8

6.9

6.5

9.4

9.1

100.0

3.7

5.3

2.9

7.7

4.2

11.1

6.3

4.1

1.9

9.1

3.4

2.7

3.2

9.1

1.4

1.4

0.4

0% 50% 100%

全体(228人)

男性20歳代(26人)

30歳代(36人)

40歳代(27人)

50歳代(22人)

60歳代(10人)

70歳以上(1人)

女性20歳代(29人)

30歳代(31人)

40歳代(32人)

50歳代(11人)

60歳代(2人)

無回答（1人)

公務員・教員(4人)

自営業・会社団体役員(27人)

民間企業・団体（100人未満）(38人)

民間企業・団体（100人以上）(70人)

臨時雇、パート、派遣(39人)

家事専業(24人)

無職（定年後を含む）(8人)

その他・学生(18人)

名古屋地域(79人)

尾張地域(74人)

西三河地域(52人)

東三河地域(22人)

無回答(1人)

年
齢
・性
別

職
業
別

地
域
別

自分とかかわりがなければ、特に何も感じない そのようなページは、無視する

自分も同じような内容で書き込みをする 反対意見を書き込む

プロバイダ又は関係機関に知らせる その他

無回答

 

性
別
・
年
齢

職
業
別 

地
域
別 
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◆ 問２と問２３の関連 

 問２３ そのようなページを見たとき、どのようにされますか。 

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
。 

29.5

35.9

60.0

66.7

60.0

47.4

52.7

30.0

33.3

40.0

10.0

7.7

5.3

10.3

5.1

5.3

0.8

0% 50% 100%

許されるものでなく、

なくさなくてはいけない(78人)

できるかぎりなくすべきである(131人)

なくならないので、

甘んじて受け入れる(10人)
差別、偏見は社会にとって

必要なものである(3人)

わからない(5人)

差
別
偏
見
へ
の
考
え
方

自分とかかわりがなければ、特に何も感じない そのようなページは、無視する
反対意見を書き込む プロバイダ又は関係機関に知らせる
その他 無回答

 差別、偏見に対する考え方別に見ると、差別、偏見はなくさなくてはいけないと考え

る人では「反対意見を書き込む」や「プロバイダ又は関係機関に知らせる」という行動

を起こす人の割合が高くなっている。 
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問２４ インターネットによる人権侵害に関して、現在、特に問題となっているのはどのよ

うなことだと思いますか。（○はいくつでも） 

回答者数
1,638人

71.2

66.2

53.3

30.6

28.9

1.8

1.8

4.9

5.0

0% 20% 40% 60% 80%

他人の身元を暴いたり、誹謗中傷する表現を掲載すること

出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっていること

わいせつ画像や残虐な画像など、有害な情報を掲載すること

捜査対象となっている未成年者の実名や顔写真を掲載すること

差別を助長する表現を掲載すること

その他

特にない

わからない

無回答

 

 インターネットによる人権侵害では、「他人の身元を暴いたり、誹謗中傷する表現を

掲載すること」と答えた人の割合が 71.2%と最も高く、次いで、「出会い系サイトなど犯

罪を誘発する場となっていること」が 66.2%、「わいせつ画像や残虐な画像など、有害な

情報を掲載すること」が 53.3%となっている。 

◆ 基本属性別 

他
人
の
身
元
を
暴
い
た

り
、

誹
謗
中
傷
す
る
表
現

を
掲
載
す
る
こ
と

出
会
い
系
サ
イ
ト
な
ど
犯

罪
を
誘
発
す
る
場
と
な
っ

て
い
る
こ
と

わ
い
せ
つ
画
像
や
残
虐
な

画
像
な
ど
、

有
害
な
情
報

を
掲
載
す
る
こ
と

捜
査
対
象
と
な
っ

て
い
る

未
成
年
者
の
実
名
や
顔
写

真
を
掲
載
す
る
こ
と

差
別
を
助
長
す
る
表
現
を

掲
載
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体(1638人) 71.2 66.2 53.3 30.6 28.9 1.8 1.8 4.9 5.0

男性　20歳代(68人) 75.0 61.8 44.1 33.8 35.3 4.4 2.9 2.9 0.0

　　　30歳代(114人) 79.8 49.1 31.6 24.6 39.5 4.4 3.5 0.9 0.9

　　　40歳代(146人) 76.7 61.0 39.0 24.0 34.9 2.1 2.7 1.4 4.1

　　　50歳代(193人) 68.9 69.9 50.3 26.9 34.2 1.6 2.1 3.6 6.7

　　　60歳代(134人) 67.2 74.6 56.0 34.3 28.4 0.7 2.2 6.0 2.2

　　　70歳以上(66人) 42.4 50.0 37.9 15.2 16.7 1.5 3.0 9.1 22.7

女性　20歳代(94人) 76.6 66.0 62.8 34.0 30.9 2.1 2.1 2.1 1.1

　　　30歳代(176人) 83.0 66.5 60.2 33.5 27.3 2.3 0.0 3.4 1.1

　　　40歳代(210人) 77.1 67.6 64.3 34.8 28.6 1.4 0.5 4.8 2.9

　　　50歳代(195人) 72.3 75.4 63.1 32.8 29.7 0.5 1.5 3.6 6.7

　　　60歳代(157人) 60.5 70.7 58.0 34.4 17.2 0.0 1.3 10.2 7.0

　　　70歳以上(79人) 53.2 60.8 46.8 29.1 20.3 3.8 1.3 16.5 12.7

無回答（3人) 100.0 66.7 66.7 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

公務員・教員(81人) 76.5 64.2 49.4 33.3 30.9 2.5 1.2 2.5 3.7

自営業・会社団体役員(220人) 69.1 66.4 50.5 29.5 30.0 0.9 3.2 4.1 5.5

民間企業・団体（100人未満）(167人) 71.3 64.1 55.1 28.1 29.3 2.4 3.0 2.4 4.2

民間企業・団体（100人以上）(318人) 77.4 61.6 46.2 27.0 35.8 2.8 2.2 2.8 2.5

臨時雇、パート、派遣(290人) 75.9 69.7 60.0 36.9 29.0 2.1 0.0 5.2 3.8

家事専業(288人) 68.4 70.8 60.8 31.9 23.6 1.0 1.0 7.3 6.9

無職（定年後を含む）(180人) 58.9 66.7 50.6 27.8 25.0 0.6 1.7 7.8 8.3

その他・学生(86人) 70.9 62.8 47.7 30.2 25.6 2.3 3.5 7.0 3.5

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

名古屋地域(505人) 71.7 65.7 53.1 34.5 32.7 2.6 1.8 5.7 4.8

尾張地域(550人) 71.6 68.0 54.2 29.3 27.1 1.6 1.1 5.1 4.2

西三河地域(391人) 72.9 66.2 56.8 30.4 29.4 1.5 2.3 3.1 4.9

東三河地域(185人) 65.9 62.2 43.8 24.3 23.2 0.5 2.7 5.4 8.1

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

年
齢
・
性
別

職
業
別

地
域
別

 

 性別･年齢で見ると、男女とも２０歳代から４０歳代は「他人の身元を暴いたり、誹謗

中傷する表現を掲載すること」と答えた人の割合が最も高く、５０歳代以上では「出会

い系サイトなど犯罪を誘発する場となっていること」が最も高くなっている。 
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１０．ホームレスの人権 

問２５ ホームレスに関する人権上の問題で、現在、特に問題となっているのはどのような

ことだと思いますか。（○はいくつでも） 

回答者数
1,638人

55.4

41.1

32.4

20.1

17.3

12.3

2.3

4.8

11.5

2.7

0% 20% 40% 60%

経済的な自立が困難なこと

通行人など、周囲の人からの嫌がらせや暴力があること

ホームレスに対する誤解や偏見があること

アパートなどの住宅への入居を拒否されること

じろじろ見たり、避けたりすること

店舗等への入店や施設利用を拒否されること

その他

特にない

わからない

無回答

 

 ホームレスの人の人権では、「経済的な自立が困難なこと」と答えた人の割合が 55.4%

と最も高く、次いで、「通行人など、周囲の人からの嫌がらせや暴力があること」が 41.1%、

「ホームレスに対する誤解や偏見があること」が 32.4%となっている。 

◆ 基本属性別 

経
済
的
な
自
立
が
困

難
な
こ
と

通
行
人
な
ど
、

周
囲

の
人
か
ら
の
嫌
が
ら

せ
や
暴
力
が
あ
る
こ

と ホ
ー

ム
レ
ス
に
対
す

る
誤
解
や
偏
見
が
あ

る
こ
と

ア
パ
ー

ト
な
ど
の
住

宅
へ
の
入
居
を
拒
否

さ
れ
る
こ
と

じ
ろ
じ
ろ
見
た
り
、

避
け
た
り
す
る
こ
と

店
舗
等
へ
の
入
店
や

施
設
利
用
を
拒
否
さ

れ
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体(1638人) 55.4 41.1 32.4 20.1 17.3 12.3 2.3 4.8 11.5 2.7

男性　20歳代(68人) 44.1 51.5 30.9 17.6 23.5 10.3 5.9 5.9 10.3 0.0

　　　30歳代(114人) 50.0 43.0 24.6 19.3 21.9 15.8 3.5 8.8 7.9 0.9

　　　40歳代(146人) 44.5 36.3 32.9 17.8 16.4 9.6 1.4 7.5 12.3 3.4

　　　50歳代(193人) 51.3 38.9 40.9 17.6 14.5 9.8 3.6 3.1 8.3 5.2

　　　60歳代(134人) 57.5 32.8 39.6 19.4 18.7 14.9 2.2 6.0 10.4 1.5

　　　70歳以上(66人) 59.1 28.8 39.4 22.7 21.2 10.6 3.0 6.1 9.1 9.1

女性　20歳代(94人) 58.5 56.4 29.8 17.0 31.9 20.2 2.1 2.1 5.3 1.1

　　　30歳代(176人) 58.0 46.6 14.8 17.0 10.2 8.5 1.1 6.3 10.2 1.1

　　　40歳代(210人) 57.6 45.2 30.0 21.9 14.8 12.9 1.9 4.8 11.4 2.9

　　　50歳代(195人) 60.5 40.5 32.3 21.5 13.3 9.7 1.5 2.1 17.4 1.5

　　　60歳代(157人) 61.8 39.5 38.2 20.4 17.2 12.7 1.3 1.9 15.9 1.9

　　　70歳以上(79人) 55.7 32.9 40.5 32.9 21.5 17.7 2.5 7.6 15.2 5.1

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

公務員・教員(81人) 56.8 37.0 37.0 17.3 14.8 9.9 3.7 4.9 6.2 2.5

自営業・会社団体役員(220人) 56.4 38.6 35.5 20.5 15.9 14.5 3.6 5.9 11.4 3.6

民間企業・団体（100人未満）(167人) 48.5 37.7 29.3 18.6 17.4 8.4 1.8 9.6 10.8 2.4

民間企業・団体（100人以上）(318人) 55.0 42.8 29.2 17.3 19.8 11.9 2.8 4.7 8.5 1.9

臨時雇、パート、派遣(290人) 59.3 42.8 30.0 19.0 14.1 10.7 2.1 3.8 11.7 2.1

家事専業(288人) 57.6 46.2 29.5 23.6 17.7 15.6 1.4 2.8 14.9 2.8

無職（定年後を含む）(180人) 50.6 35.6 40.6 21.7 17.8 11.1 2.2 5.0 12.2 4.4

その他・学生(86人) 57.0 40.7 36.0 22.1 22.1 14.0 0.0 2.3 15.1 2.3

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

名古屋地域(505人) 57.0 38.2 30.7 23.8 17.0 15.6 2.4 6.1 11.9 2.8

尾張地域(550人) 54.5 43.6 35.6 20.5 19.3 13.8 2.2 2.5 11.5 2.0

西三河地域(391人) 52.7 44.2 32.0 14.8 16.6 8.4 2.3 5.9 11.3 2.6

東三河地域(185人) 60.0 35.1 28.1 20.0 13.5 5.9 2.2 5.4 11.4 4.3

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

地
域
別

年
齢
・
性
別

職
業
別

 

 性別・年齢で見ると、男性の２０歳代を除いて最も高いのは「経済的な自立が困難な

こと」で、また、男性の５０歳代以上では「ホームレスに対する誤解や偏見があること」

が２番目に高くなっている。 
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１１．性同一性障害者、性的指向にかかる人権 

問２６ 性同一性障害者及び性的指向に関する人権上の問題で、現在、特に問題となってい

るのはどのようなことだと思いますか。（○はいくつでも） 

（性同一性障害者：身体的な性と精神的な性が一致しない人） 

（性的指向：異性愛、同性愛、両性愛） 

回答者数
1,638人

55.9

40.0

23.0

22.5

7.3

12.5

0.9

5.5

21.7

3.7

0% 20% 40% 60%

性同一性障害、性的指向に対する理解がないこと

偏見により差別的な言動を受けること

就職や職場で不利な取扱いを受けること

職場、学校において、嫌がらせをされること

アパートなどの住宅への入居を拒否されること

じろじろ見たり、避けたりすること

その他

特にない

わからない

無回答

 

 性同一性障害者、性的指向にかかる人権では、「性同一性障害、性的指向に対する理

解がないこと」と答えた人の割合が 55.9%、「偏見により差別的な言動を受けること」が

40.0%と高くなっている。 

 なお、「わからない」と答えた人の割合が 21.7%と、他の人権課題と比較して高くなっ

ている。 



63 

◆ 基本属性別 

性
同
一
性
障
害
、

性
的
指
向

に
対
す
る
理
解
が
な
い
こ
と

偏
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に
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り
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別
的
な
言
動

を
受
け
る
こ
と

就
職
や
職
場
で
不
利
な
取
扱

い
を
受
け
る
こ
と

職
場
、

学
校
に
お
い
て
、

嫌

が
ら
せ
を
さ
れ
る
こ
と

じ
ろ
じ
ろ
見
た
り
、

避
け
た

り
す
る
こ
と

ア
パ
ー

ト
な
ど
の
住
宅
へ
の

入
居
を
拒
否
さ
れ
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体(1638人) 55.9 40.0 23.0 22.5 12.5 7.3 0.9 5.5 21.7 3.7

男性　20歳代(68人) 57.4 39.7 19.1 30.9 7.4 7.4 2.9 2.9 16.2 0.0

　　　30歳代(114人) 64.9 42.1 21.9 28.1 21.1 7.0 3.5 7.0 10.5 0.9

　　　40歳代(146人) 61.6 33.6 21.2 26.0 10.3 6.2 0.0 6.2 17.8 4.1

　　　50歳代(193人) 51.8 35.2 21.2 18.7 10.9 4.1 0.5 6.2 23.3 6.2

　　　60歳代(134人) 47.8 35.1 20.1 19.4 12.7 7.5 0.7 6.0 32.8 3.0

　　　70歳以上(66人) 34.8 18.2 16.7 12.1 9.1 4.5 0.0 13.6 22.7 15.2

女性　20歳代(94人) 69.1 66.0 31.9 38.3 21.3 10.6 2.1 1.1 13.8 1.1

　　　30歳代(176人) 62.5 55.7 27.8 25.6 13.6 6.8 0.6 4.5 13.6 1.1

　　　40歳代(210人) 64.8 47.1 27.1 27.1 12.9 10.5 0.5 5.2 12.4 2.4

　　　50歳代(195人) 53.8 37.9 21.5 15.4 8.2 5.6 0.5 4.1 27.7 3.1

　　　60歳代(157人) 51.0 32.5 21.7 14.6 12.1 8.9 0.6 2.5 34.4 4.5

　　　70歳以上(79人) 36.7 22.8 17.7 17.7 11.4 7.6 1.3 12.7 38.0 7.6

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

公務員・教員(81人) 67.9 43.2 18.5 17.3 13.6 2.5 0.0 3.7 14.8 2.5

自営業・会社団体役員(220人) 52.3 35.5 16.8 18.6 7.7 5.9 0.9 6.4 24.1 5.0

民間企業・団体（100人未満）(167人) 53.9 37.7 23.4 26.9 12.6 6.6 1.2 7.2 21.6 3.0

民間企業・団体（100人以上）(318人) 59.7 41.8 24.2 23.9 13.2 5.3 1.3 6.3 17.0 2.5

臨時雇、パート、派遣(290人) 61.7 45.2 23.4 25.9 14.5 10.7 1.0 4.1 19.7 1.7

家事専業(288人) 51.7 40.6 27.8 21.9 14.2 9.4 0.7 4.2 26.0 5.2

無職（定年後を含む）(180人) 47.8 31.7 17.8 14.4 10.6 3.9 0.0 6.7 26.7 7.8

その他・学生(86人) 55.8 44.2 32.6 29.1 12.8 11.6 2.3 4.7 20.9 1.2

無回答(8人) 50.0 37.5 12.5 37.5 12.5 12.5 0.0 12.5 37.5 0.0

名古屋地域(505人) 54.5 39.8 24.8 23.6 11.9 9.1 1.4 6.3 21.6 3.6

尾張地域(550人) 57.1 41.3 23.5 23.5 13.6 8.2 0.9 4.9 20.9 2.9

西三河地域(391人) 56.5 39.6 22.3 23.0 12.0 5.1 0.8 5.9 22.0 4.3

東三河地域(185人) 55.7 37.3 18.9 15.7 11.9 3.8 0.0 4.3 23.8 4.9

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

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「性同一性障害、性的指向に対する理解

がないこと」と答えた人の割合が高いが、女性の６０歳代と７０歳以上、男性の６０歳

代では「わからない」と答えた人の割合が 30%を超えている。 


