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第２章 人権意識について 

（1）日本の人権意識  ·················································  

問１．今の日本は、基本的人権が尊重されている社会だと思いますか。(○印は１つ) 

 全体 

「そう思う」が 40.6％で最も多く、次いで「どちらともいえない」が 34.3％、「そう思わ

ない」が 14.5％となっています。 

 平成 29年度調査との比較 

今回の調査では「わからない」が平成 29年度調査より若干多く、「そう思う」が少なくな

っています。 

 

 

 

 

 

  

40.6

42.8

14.5

14.2

34.3

33.7

9.8

7.4

0.8

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

n=1,287

H29年度調査

n=1,116

そう思う そう思わない どちらともいえない わからない 無回答そう思う そう思わない どちらともいえない わからない 無回答

図２-1 日本の人権意識 



7 

 

 性別 

“男性”で「そう思う」が 48.0％で、“女性”よりも 10ポイント以上多くなっています。

“女性”では「どちらともいえない」が 39.2％で、“男性”よりも 10 ポイント以上多く

なっています。 

 年齢別 

“70歳以上”で「そう思う」（50.4％）、“30～39歳”で「どちらともいえない」（41.2％）

が他の年齢層よりも多くなっています。 
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33.0

36.0
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17.9
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全体

n=1,287

男性

n=587

女性

n=689

その他

n=5

18～19歳

n=28

20～29歳

n=154

30～39歳

n=177

40～49歳

n=191

50～59歳

n=228

60～69歳

n=249

70歳以上

n=256

そう思う そう思わない どちらともいえない わからない 無回答そう思う そう思わない どちらともいえない わからない 無回答

図２-2 日本の人権意識（性別・年齢別） 
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（2）市民の人権意識  ·················································  

問２．国民(市民)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と思います

か。(○印は１つ) 

 全体 

「高くなっている」が 37.9％で最も多く、「低くなっている」（9.3％）の４倍以上となっ

ています。 

 平成 29年度調査との比較 

今回の調査では「高くなっている」が平成 29 年度調査よりも若干多くなっています。 

 

 

 

  

37.9

35.6

9.3

11.1

34.8
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15.7

0.7

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

n=1,287

H29年度調査

n=1,116

高くなっている 低くなっている どちらともいえない

わからない 無回答

高くなっている 低くなっている どちらともいえない

わからない 無回答

高くなっている 低くなっている どちらともいえない

わからない 無回答

図２-3 市民の人権意識 
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 性別 

“男性”では、「低くなっている」が 12.8％で“女性”より多くなっており、“女性”では

「わからない」が 20.3％で“男性”より多くなっています。 

 年齢別 

“40～49歳”で「高くなっている」（42.9％）、“18～39歳”で「わからない」（22％以上）

が、他の年齢層よりも多くなっています。 
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50～59歳
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70歳以上
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高くなっている 低くなっている どちらともいえない

わからない 無回答

高くなっている 低くなっている どちらともいえない

わからない 無回答

高くなっている 低くなっている どちらともいえない

わからない 無回答

図２-4 市民の人権意識（性別・年齢別） 
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（3）人権侵害や差別の状況  ···········································  

問３．日本社会における人権侵害や差別は、１０年前に比べて減っていると思いますか。

(○印は１つ) 

 全体 

「減っている」（24.8％）が、「増えている」（18.3％）よりも６％程度多くなっています。 

「どちらともいえない」が４割程度見られます。 

 平成 29年度調査との比較 

今年度の調査と平成 29年度調査は、ほぼ同じ傾向となっています。 

 

 

 

 

  24.8
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40.9

41.0
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n=1,287

H29年度調査

n=1,116

減っている 増えている どちらともいえない わからない 無回答減っている 増えている どちらともいえない わからない 無回答

図２-5 人権侵害や差別の状況 



11 

 

 性別 

“男性”で「減っている」（26.9％）と「増えている」（19.4％）が、ともに“女性”より

やや多くなっています。 

“女性”では「どちらともいえない」が 42.8％で、男性よりも多くなっています。 

 年齢別 

“60～69 歳”で「増えている」（20.5％）、“70 歳以上”で「減っている」（27.3％）が、

他の年齢層よりも多くなっています。 
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減っている 増えている どちらともいえない わからない 無回答減っている 増えている どちらともいえない わからない 無回答

図２-6 人権侵害や差別の状況（性別・年齢別） 
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（4）人権侵害の経験  ·················································  

問４．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。(○印は１つ) 

 全体 

「ある」は 14.1％で、「ない」が 71.0％となっています。 

 平成 29年度調査との比較 

今年度の調査と平成 29年度調査は、ほぼ同じ傾向となっています。 
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H29年度調査
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ある ない わからない 無回答ある ない わからない 無回答

図２-7 人権侵害の経験 
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 性別 

“男性”で「ない」（72.2％）が、“女性”より多くなっています。 

 年齢別 

“20～39歳”で「ある」（18％以上）が、“60歳以上”で「ない」（75％以上）が、他の年

齢層よりも多くなっています。 
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ある ない わからない 無回答ある ない わからない 無回答

図２-8 人権侵害の経験（性別・年齢別） 
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（5）人権侵害された内容  ·············································  

問５．【問４で「1.ある」と答えた方にお聞きします】 

差し支えなければ、あなたが自分の人権を侵害されたと思ったのは、どのような場

合であったかお聞かせください。(○印はいくつでも) 

 全体 

「パワー・ハラスメント行為を受けた」が 38.5％で最も多く、次いで「あらぬうわさや

悪口、落書きなどで名誉・信用を傷つけられたり侮辱されたりした」「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」がともに 34.1％となっています。 

 平成 29年度調査との比較 

今回の調査では、「パワー・ハラスメント行為を受けた」が平成 29年度調査よりも 10ポ

イント程度多くなっています。 

一方、「個人情報やプライバシーを侵害された」などの項目が、平成 29年度調査よりも少

なくなっています。 

 

 

 

  
あらぬうわさや悪口、落書きなどで

名誉・信用を傷つけられたり侮辱されたりした

人種・信条・性別・社会的身分又は
門地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ＤＶ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

個人情報や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

パワー・ハラスメント行為を受けた

ＳＮＳなどのインターネット上で
誹謗中傷を受けた

その他

無回答

34.1

11.0

34.1

9.9

8.2

12.6

18.1

12.1

38.5

6.0

4.4

0.5

32.2

9.8

29.9

6.3

6.9

13.2

24.1

10.9

28.7

6.9

1.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

今回調査

n=182

H29年度調査

n=174

18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上 無回答
18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上 無回答

※H29年度調査には選択肢なし

図２-9 人権侵害された内容 
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 性別 

“男性”で「あらぬうわさや悪口、落書きなどで名誉・信用を傷つけられたり侮辱された

りした」が 36.4％、「パワー・ハラスメント行為を受けた」が 40.3％、「個人情報やプラ

イバシーを侵害された」が 28.6％で“女性”より多くなっています。 

“女性”では、「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」

が 37.0％、「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 17.0％、「家庭

などで虐待やＤＶなど不当な扱いを受けた」が 12.0％で“男性”より多くなっています。 

 年齢別 

“40～49歳”で「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」

（52.0％）が、“40～59歳”で「パワー・ハラスメント行為を受けた」（50％以上）が、他

の年齢層よりも多くなっています。 
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無
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全体 （182） 34.1 11.0 34.1 9.9 8.2 12.6 18.1 12.1 38.5 6.0 4.4 0.5

男性 （77） 36.4 9.1 32.5 7.8 3.9 15.6 28.6 5.2 40.3 5.2 3.9 1.3

女性 （100） 33.0 11.0 37.0 10.0 12.0 11.0 11.0 17.0 37.0 6.0 5.0 -

その他 （3） 33.3 66.7 - 66.7 - - - 33.3 - 33.3 - -

18～19歳 （3） 33.3 33.3 33.3 66.7 - - - 33.3 33.3 33.3 - -

20～29歳 （30） 33.3 20.0 30.0 23.3 6.7 3.3 10.0 33.3 30.0 3.3 - -

30～39歳 （33） 30.3 6.1 24.2 15.2 6.1 21.2 30.3 15.2 33.3 15.2 3.0 3.0

40～49歳 （25） 48.0 - 52.0 4.0 16.0 4.0 12.0 16.0 52.0 4.0 - -

50～59歳 （32） 28.1 15.6 31.3 - 12.5 9.4 15.6  - 50.0 3.1 9.4 -

60～69歳 （32） 31.3 6.3 43.8 6.3 3.1 18.8 18.8 3.1 37.5 6.3 9.4 -

70歳以上 （24） 41.7 16.7 29.2 4.2 8.3 20.8 25.0 - 25.0 - 4.2 -
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図２-10 人権侵害された内容（性別・年齢別） 
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（6）人権侵害への対応 ·················································  

問６．もし自分の人権が侵害された場合、まずどのように対応しますか。 

（〇印はいくつでも） 

 全体 

「身近な人に相談する」が 64.6％で圧倒的に多くなっており、次いで「相手に抗議する」

が 26.6％、「警察に相談する」が 22.8％となっています。 

 平成 29年度調査との比較 

今回の調査では、「黙って我慢する」「弁護士に相談する」が平成 29年度調査よりも若干

多くなっています。 

一方、「相手に抗議する」が平成 29年度調査よりも若干少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

黙って我慢する

相手に抗議する

身近な人に相談する

弁護士に相談する

法務局又は人権擁護委員に相談する

市役所に相談する

警察に相談する

その他

わからない

無回答

21.5

26.6

64.6

13.8

9.1

17.7

22.8

2.1

5.5

4.0

18.8

29.5

64.1

11.7

9.9

17.8

22.4

1.8

4.4

4.9

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

今回調査

n=1,287

H29年度調査

n=1,116

18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上 無回答
18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上 無回答

図２-11 人権侵害への対応 
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 性別 

“女性”では「身近な人に相談する」が 76.8％で“男性”より 26ポイント多くなってお

り、“男性”では「相手に抗議する」が 35.4％で“女性”より 16 ポイント多くなってい

ます。 

 年齢別 

概ね若い年齢ほど「身近な人に相談する」が多くなる傾向があり、「60歳以上」では「市

役所に相談する」「警察に相談する」が多く、高年齢層で公共機関の回答が多い傾向です。 

 この 10年間に人権を侵害されたと思ったことがあるかないか（問４） 

人権侵害されたと思ったことが“ある”と回答した方は、「黙って我慢する」が４割と多

く、“ない”と回答した方の２倍以上となっており、誰にも言えず我慢する傾向がうかが

えます。 
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無
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全体 （1,287） 21.5 26.6 64.6 13.8 9.1 17.7 22.8 2.1 5.5 4.0

男性 （587） 18.7 35.4 50.8 16.5 11.6 18.4 25.9 2.0 7.0 4.9

女性 （689） 23.5 19.2 76.8 11.6 7.0 17.3 20.3 2.2 4.1 3.0

その他 （5） 40.0 20.0 40.0 - - - - - 20.0 -

18～19歳 （28） 21.4 10.7 78.6 10.7 3.6 10.7 10.7 - 14.3 -

20～29歳 （154） 27.3 27.9 78.6 8.4 2.6 3.9 15.6 0.6 4.5 2.6

30～39歳 （177） 27.1 29.4 65.5 14.7 2.3 12.4 17.5 2.8 2.8 7.3

40～49歳 （191） 20.9 28.8 70.2 14.7 4.7 11.0 20.9 1.6 6.8 2.6

50～59歳 （228） 23.7 23.2 62.7 15.4 10.1 13.6 20.6 2.6 6.1 3.5

60～69歳 （249） 18.9 28.9 63.1 18.9 15.3 24.5 26.9 1.6 5.6 2.4

70歳以上 （256） 14.8 25.0 53.5 10.2 14.5 32.4 31.6 3.1 5.5 5.5

 問4．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るか

ある （182） 40.1 23.1 44.0 7.1 3.8 6.6 6.6 2.2 2.2 20.9

ない （914） 16.7 28.6 71.0 16.2 11.1 21.2 27.4 1.6 3.9 0.2

わからない （173） 27.7 22.5 56.6 9.8 4.6 12.7 17.9 4.6 16.8 0.6

性
別

年
齢

21.5 
26.6 

64.6 

13.8 
9.1 

17.7 
22.8 

2.1 
5.5 4.0 

0

10
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40

50

60

70

（％）

図２-12 人権侵害への対応（性別・年齢別・問４設問別） 
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（7）人権侵害にかかわる重要な問題 ·····································  

問 7．日本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。

(○印はいくつでも) 

 全体 

「インターネット(パソコンや携帯電話)による人権侵害」が 55.2％で最も多く、次いで

「障害のある人の人権」が 52.8％、「女性の人権」が 43.6％、「子どもの人権」が 42.5％

に回答が集まっています。 

 平成 29年度調査との比較 

今回の調査では、「インターネット(パソコンや携帯電話)による人権侵害」「外国人の人権」

が平成 29年度調査よりも 10ポイント以上多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

女性の人権

子どもの人権

高齢者の人権

障害のある人の人権

同和地区の人の人権

外国人の人権

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

刑を終えて出所した人の人権

犯罪被害者の人権

インターネット(パソコンや携帯電話)
による人権侵害

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)
にかかる人権

性的指向(異性愛、同性愛、両性愛)
にかかる人権

その他

特にない

わからない

無回答

43.6

42.5

29.7

52.8

12.4

25.9

12.4

12.1

12.4

28.0

55.2

10.5

23.2

19.0

2.5

3.5

5.2

0.9

39.5

42.8

35.8

54.2

9.8

15.0

11.0

11.8

10.6

28.0

44.5

7.1

18.0

12.5

2.0

3.7

6.0

1.3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

今回調査

n=1,287

H29年度調査

n=1,116

18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上 無回答
18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上 無回答

図２-13 人権侵害にかかわる重要な問題 
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 性別 

“女性”では、「女性の人権」が 49.5％、「子どもの人権」が 47.8％、「性同一性障害にか

かる人権」が 28.7％で、いずれも 10ポイント以上“男性”より多くなっています。 

 年齢別 

概ね若い年齢層ほど、「女性の人権」「外国人の人権」「インターネットによる人権侵害」

「性同一性障害にかかる人権」「性的指向にかかる人権」が多くなる傾向があります。 

“20～49歳”で「子どもの人権」（約 45.0％）、“60歳以上”で「高齢者の人権」（37％以

上）が他の年齢層よりも多いなどの特徴があります。 

 

 

  

（n）

女
性
の
人
権

子
ど
も
の
人
権

高
齢
者
の
人
権

障
害
の
あ
る
人
の
人
権

同
和
地
区
の
人
の
人
権

外
国
人
の
人
権

エ
イ
ズ
患
者
及
び
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感

染
者
の
人
権

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
・
元
患
者

の
人
権

刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
の

人
権

犯
罪
被
害
者
の
人
権

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
に
よ
る
人

権
侵
害

ホ
ー

ム
レ
ス
の
人
権

性
同
一
性
障
害
に
か
か
る
人

権 性
的
指
向
に
か
か
る
人
権

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 （1,287） 43.6 42.5 29.7 52.8 12.4 25.9 12.4 12.1 12.4 28.0 55.2 10.5 23.2 19.0 2.5 3.5 5.2 0.9

男性 （587） 36.8 36.6 26.1 52.6 12.3 26.2 10.9 10.2 14.7 27.4 54.0 10.7 16.5 13.8 2.9 4.3 3.6 1.2

女性 （689） 49.5 47.8 32.9 53.1 12.5 25.7 13.5 13.8 10.3 28.4 56.5 10.3 28.7 23.4 2.2 2.8 6.4 0.6

その他 （5） 60.0 40.0 20.0 40.0 20.0 40.0 20.0 - 20.0 20.0 40.0 20.0 40.0 40.0 - - 20.0 -

18～19歳 （28） 60.7 28.6 25.0 67.9 10.7 39.3 17.9 21.4 17.9 32.1 75.0 17.9 50.0 46.4 - - 3.6 -

20～29歳 （154） 50.6 45.5 13.0 53.2 3.9 33.1 7.8 6.5 9.7 24.0 68.8 7.1 33.8 33.8 1.9 - 2.6 -

30～39歳 （177） 48.0 44.1 26.0 46.9 10.2 27.1 14.7 10.2 16.4 29.9 60.5 10.2 32.2 27.7 5.1 3.4 1.7 0.6

40～49歳 （191） 42.9 45.5 24.1 49.2 8.4 25.7 12.0 12.0 9.4 30.9 63.9 7.3 27.7 23.6 3.1 1.0 4.2 -

50～59歳 （228） 46.5 41.2 26.3 54.8 13.6 24.6 15.4 16.2 11.0 28.1 61.8 11.8 21.5 15.4 2.6 1.8 6.6 -

60～69歳 （249） 41.4 43.0 37.8 59.4 18.1 28.1 16.9 18.5 15.7 32.1 53.8 13.7 21.3 15.3 2.0 3.6 7.6 0.8

70歳以上 （256） 34.8 39.5 42.2 49.2 16.0 18.4 6.3 6.3 10.5 22.3 30.5 10.2 7.8 5.1 1.2 9.4 6.6 3.1
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齢
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12.4
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19.0
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0.9
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図２-14 人権侵害にかかわる重要な問題（性別・年齢別） 
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（8）人権にかかわる宣言や条約の認知度 ·································  

問８．人権にかかわる宣言や条約、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。（○印はいくつでも） 

 全体 

「児童虐待防止法」が 68.2％で最も多く、次いで「ＤＶ(ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ)防止法」が

50.3％、「男女共同参画社会基本法」が 45.3％となっています。 

 平成 29年度調査との比較 

今回の調査では、「ＤＶ(ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ)防止法」「児童虐待防止法」が平成 29年度調

査よりも若干多くなっています。一方、「高齢者虐待防止法」が平成 29年度調査よりも少

なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人権教育・啓発推進法

ＤＶ(ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ)防止法

男女共同参画社会基本法

豊川市男女共同参画推進条例

児童虐待防止法

高齢者虐待防止法

障害者基本法

障害者虐待防止法、障害者差別解消法

部落差別解消法

ヘイトスピーチ解消法

ハンセン病問題基本法

犯罪被害者等基本法

ホームレス自立支援法

世界人権宣言

国際人権規約

人権教育のための国連10年

女子差別撤廃条約

児童の権利条約(子どもの権利条約)

水平社宣言

難民条約

その他

特にない

無回答

18.6

50.3

45.3

10.5

68.2

21.2

32.2

20.4

17.2

21.6

21.1

10.9

15.6

39.9

16.2

3.9

19.1

21.9

8.2

14.5

0.2

12.3

2.0

19.8

46.6

44.2

12.2

65.2

27.2

30.4

21.0

17.2

19.6

20.6

11.9

15.1

39.0

16.4

3.3

18.6

20.4

6.8

15.9

0.1

13.4

2.6

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

今回調査

n=1,287

H29年度調査

n=1,116

18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上 無回答
18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上 無回答

図２-15 人権にかかわる宣言や条約の認知度 
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 性別 

“男性”で「世界人権宣言」が 42.6％、「ヘイトスピーチ解消法」が 24.0％で“女性”よ

り多くなっています。一方“女性”では、「児童虐待防止法」が 72.3％、「ＤＶ(ﾄﾞﾒｽﾃｨｯ

ｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ)防止法」が 53.3％、「高齢者虐待防止法」が 25.3％で“男性”より多くなっ

ています。 

 年齢別 

“50～69歳”で「ＤＶ(ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ)防止法」（57％以上）が、“18～29歳”で「男

女共同参画社会基本法」（64％以上）、「世界人権宣言」（57％以上）、「女子差別撤廃条約」

（33％以上）、「国際人権規約」（28％以上）が、他の年齢層よりも多くなっています。 

 

 

 

 

 

  

（n）

人
権
教
育
・
啓
発
推
進
法

Ｄ
Ｖ

(

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・

バ
イ
オ
レ
ン
ス

)

防
止
法

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

豊
川
市
男
女
共
同
参
画
推
進

条
例

児
童
虐
待
防
止
法

高
齢
者
虐
待
防
止
法

障
害
者
基
本
法

障
害
者
虐
待
防
止
法
、

障
害

者
差
別
解
消
法

部
落
差
別
解
消
法

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
解
消
法

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
基
本
法

全体 （1,287） 18.6 50.3 45.3 10.5 68.2 21.2 32.2 20.4 17.2 21.6 21.1

男性 （587） 20.3 46.7 47.5 8.3 63.9 16.7 32.4 18.9 19.1 24.0 22.1

女性 （689） 17.4 53.3 43.5 12.0 72.3 25.3 32.1 21.6 15.2 19.3 20.0

その他 （5） - 40.0 40.0 20.0 40.0 - 40.0 20.0 40.0 40.0 20.0

18～19歳 （28） 28.6 42.9 64.3 17.9 53.6 14.3 50.0 21.4 25.0 17.9 21.4

20～29歳 （154） 13.6 50.0 69.5 5.2 63.6 13.6 35.1 13.0 18.2 16.2 8.4

30～39歳 （177） 19.8 53.1 48.6 6.2 68.9 16.9 34.5 18.1 17.5 15.8 18.6

40～49歳 （191） 17.8 50.3 42.4 11.5 70.7 19.4 26.7 23.0 14.7 22.0 18.3

50～59歳 （228） 17.5 58.8 42.1 9.6 71.9 18.0 28.9 18.4 16.2 27.2 25.4

60～69歳 （249） 21.7 57.4 43.0 11.6 74.7 26.5 35.3 28.1 21.7 28.5 27.3

70歳以上 （256） 18.4 34.4 33.6 14.1 60.2 28.5 30.9 18.4 13.7 16.8 22.3
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図２-16 人権にかかわる宣言や条約の認知度（性別・年齢別）その１ 
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犯
罪
被
害
者
等
基
本
法

ホ
ー

ム
レ
ス
自
立
支
援
法

世
界
人
権
宣
言

国
際
人
権
規
約

人
権
教
育
の
た
め
の
国
連

1
0
年

女
子
差
別
撤
廃
条
約

児
童
の
権
利
条
約

(

子
ど
も

の
権
利
条
約

)
水
平
社
宣
言

難
民
条
約

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

10.9 15.6 39.9 16.2 3.9 19.1 21.9 8.2 14.5 0.2 12.3 2.0

11.2 14.0 42.6 17.2 3.9 18.6 16.5 8.9 15.2 0.5 12.4 2.4

10.4 16.8 37.3 15.5 3.8 19.6 26.4 7.5 13.8 - 12.0 1.6

20.0 20.0 60.0 20.0 20.0 20.0 20.0 40.0 20.0 - 20.0 -

14.3 7.1 67.9 28.6 10.7 50.0 35.7 25.0 25.0 - 10.7 -

4.5 6.5 57.1 31.8 4.5 33.8 31.8 19.5 20.1 - 9.1 -

7.3 15.3 44.1 18.1 3.4 27.7 31.1 9.6 13.6 - 15.3 1.7

10.5 17.3 40.8 14.1 2.1 15.2 18.8 5.2 8.9 - 14.1 0.5

14.0 17.5 31.6 14.0 5.3 11.8 17.5 5.7 12.7 - 10.1 1.3

14.9 20.1 41.0 14.1 4.4 17.7 24.1 7.6 18.5 0.4 9.2 2.0

10.2 14.5 28.9 10.2 2.7 11.7 11.7 3.9 12.5 0.8 16.0 5.5
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15.6 

39.9 

16.2 
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人
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法
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共
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画
推
進

条
例
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防
止
法
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者
虐
待
防
止
法
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者
基
本
法

障
害
者
虐
待
防
止
法
、

障
害

者
差
別
解
消
法

部
落
差
別
解
消
法

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
解
消
法

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
基
本
法

全体 （1,287） 18.6 50.3 45.3 10.5 68.2 21.2 32.2 20.4 17.2 21.6 21.1

男性 （587） 20.3 46.7 47.5 8.3 63.9 16.7 32.4 18.9 19.1 24.0 22.1

女性 （689） 17.4 53.3 43.5 12.0 72.3 25.3 32.1 21.6 15.2 19.3 20.0

その他 （5） - 40.0 40.0 20.0 40.0 - 40.0 20.0 40.0 40.0 20.0

18～19歳 （28） 28.6 42.9 64.3 17.9 53.6 14.3 50.0 21.4 25.0 17.9 21.4

20～29歳 （154） 13.6 50.0 69.5 5.2 63.6 13.6 35.1 13.0 18.2 16.2 8.4

30～39歳 （177） 19.8 53.1 48.6 6.2 68.9 16.9 34.5 18.1 17.5 15.8 18.6

40～49歳 （191） 17.8 50.3 42.4 11.5 70.7 19.4 26.7 23.0 14.7 22.0 18.3

50～59歳 （228） 17.5 58.8 42.1 9.6 71.9 18.0 28.9 18.4 16.2 27.2 25.4

60～69歳 （249） 21.7 57.4 43.0 11.6 74.7 26.5 35.3 28.1 21.7 28.5 27.3

70歳以上 （256） 18.4 34.4 33.6 14.1 60.2 28.5 30.9 18.4 13.7 16.8 22.3
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図２-17 人権にかかわる宣言や条約の認知度（性別・年齢別）その２ 


