
問1-1　

335 15.5 58.5 11.9 5.7 7.5 0.9

155 19.4 60.0 6.5 5.2 8.4 0.6

174 12.6 56.9 17.2 5.7 6.9 0.6

2 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0

4 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 25.0

335 15.5 58.5 11.9 5.7 7.5 0.9

33 18.2 60.6 9.1 3.0 9.1 0.0

89 15.7 62.9 9.0 4.5 7.9 0.0

9 22.2 66.7 11.1 0.0 0.0 0.0

11 9.1 81.8 9.1 0.0 0.0 0.0

5 0.0 80.0 0.0 20.0 0.0 0.0

47 12.8 48.9 25.5 4.3 6.4 2.1

56 8.9 62.5 16.1 8.9 3.6 0.0

43 25.6 44.2 7.0 4.7 16.3 2.3

21 9.5 57.1 14.3 14.3 4.8 0.0

21 23.8 57.1 0.0 4.8 9.5 4.8

335 15.5 58.5 11.9 5.7 7.5 0.9

82 3.7 50.0 24.4 14.6 6.1 1.2

249 19.7 61.8 7.6 2.4 8.0 0.4

4 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0 25.0

学生

その他

差別や自分の人権が
侵害された経験

全体

ある

ない

無回答

職業

全体

自営業･家族従業

正社員･正規職員

契約社員･派遣社員

公務員

教職員

臨時･パート･アルバイト

専ら家事従事

無職

無回答

性別

全体

男性

女性
男か女か答えることに
抵抗を感じる

無回答

　３．人権の尊重・人権への関心

人権は尊重されているか×【性別】【職業】【差別されたり自分の人権が侵害された経験】

％

問1-1　今の日本で、人権は尊重されていると思いますか

合計
尊重されて

いる

どちらかと
いえば尊重
されている

どちらかと
いえば尊重
されていな

い

尊重されて
いない

わからない

15.5 

11.8 

17.3 

58.5 

55.3 

54.5 

11.9 

18.6 

11.2 

5.7 

3.7 

4.7 

7.5 

10.6 

9.6 

0.9 

2.8 

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

今回

前回

大分県

問1-1 今の日本で、人権は尊重されていると思いますか

■尊重されていると思う ■どちらかといえば尊重されていると思う ■あまり尊重されていないと思う

尊重されていないと思う わからない 無回答

性別では、尊重されているが男性と女性で多く、抵抗を感じる方は、尊重されている・いないが５割と

なっています。

職業別では、公務員の90.9%、契約社員･派遣社員の88.9%、その他81.0％、教職員の80.0%、自営業・家族

従業員78.8％、正社員･正規職員78.7％、専ら家事従事71.4％、無職69.8％、学生66.7％、臨時・パート・ア

ルバイト61.7％、となっています。尊重されているは、公務員、契約社員・派遣社員の方が多く、尊重され

ていないは、臨時･パート･アルバイト、学生に多く、わからないが、無職、その他の方が多い結果になって

います。

差別や自分の人権が侵害された経験がある方とない方で、尊重されているように感じている方が多くなっ

ています。

今の日本で、人権は尊重されていると思いますかという質問について、前回と比べて尊重されている

が前回11.8%から今回15.5%へと3.7％増加し、どちらかといえば尊重されているが前回55.3%から今回

58.5%と3.2％増加し、どちらかといえば尊重されていない前回18.6％から今回11.9％と6.7％減少してい

ます。

前回と比べて選択肢の表現が違っています。今回、尊重されている意見が増えています。
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問1-1

335 15.5 58.5 11.9 5.7 7.5 0.9

137 15.3 52.6 12.4 5.1 13.1 1.5

71 16.9 67.6 9.9 1.4 4.2 0.0

29 13.8 69.0 10.3 6.9 0.0 0.0

23 13.0 69.6 8.7 4.3 4.3 0.0

8 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0

44 6.8 63.6 9.1 15.9 4.5 0.0

23 30.4 34.8 21.7 4.3 4.3 4.3

問1-1

335 15.5 58.5 11.9 5.7 7.5 0.9

36 13.9 55.6 19.4 11.1 0.0 0.0

171 12.3 61.4 12.3 5.8 7.6 0.6

88 15.9 63.6 6.8 4.5 8.0 1.1

1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

39 30.8 38.5 15.4 2.6 10.3 2.6

335 15.5 58.5 11.9 5.7 7.5 0.9

37 18.9 51.4 16.2 13.5 0.0 0.0

132 12.1 62.9 12.1 5.3 7.6 0.0

110 11.8 67.3 9.1 5.5 4.5 1.8

12 25.0 33.3 8.3 0.0 33.3 0.0

44 29.5 36.4 15.9 2.3 13.6 2.3

335 15.5 58.5 11.9 5.7 7.5 0.9

8 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 0.0

43 16.3 69.8 4.7 2.3 7.0 0.0

100 11.0 64.0 13.0 6.0 4.0 2.0

102 10.8 58.8 12.7 6.9 10.8 0.0

82 28.0 43.9 14.6 3.7 8.5 1.2無回答

かなり学んだ

少しは学んだ

全く学んでいない

行っていない

無回答

人
権
教
育
や
同
和
問
題
に
つ
い
て
教
育
を
受
け
た

中学校

全体

かなり学んだ

少しは学んだ

全く学んでいない

行っていない

無回答

高校

全体

大学･
短大･
高専

全体

かなり学んだ

少しは学んだ

全く学んでいない

行っていない

人権は尊重されているか×【人権教育や同和問題について教育を受けた】

％

問1-1　今の日本で、人権は尊重されていると思いますか

合計
尊重され
ている

どちらかと
いえば尊重
されている

どちらかと
いえば尊重
されていな

い

尊重され
ていない

わからな
い

無回答

人権に関する講演会
や研修会･学習会等に

何回くらい参加

全体

１回もない

１～２回

３～４回

５～６回

７～９回

１０回以上

無回答

人権は尊重されているか×【人権に関する講演会や研修会等に参加】

％

問1-1　今の日本で、人権は尊重されていると思いますか

合計
尊重され
ている

どちらかと
いえば尊重
されている

どちらかと
いえば尊重
されていな

い

尊重され
ていない

わからな
い

無回答

人権教育や同和問題について教育を受けた方で、どちらかといえば尊重されているが多く、次に尊重

されているの回答が多くなっています。

人権に関する講演会や研修会･学習会等に何回くらい参加しましたかについて聞いています。

参加したことがある方・ない方どちらとも、尊重されているが多くなっています。わからないと答え

た方が、参加したことがあるよりもない方が多くなっています。
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問1-2　

合計 ある ない 無回答

335 24.5 74.3 1.2

155 20.6 79.4 0.0

174 27.6 70.7 1.7

2 50.0 50.0 0.0

4 25.0 50.0 25.0

335 24.5 74.3 1.2

24 12.5 87.5 0.0

24 33.3 66.7 0.0

35 28.6 71.4 0.0

48 33.3 64.6 2.1

52 34.6 65.4 0.0

49 28.6 69.4 2.0

61 13.1 86.9 0.0

42 11.9 83.3 4.8

335 24.5 74.3 1.2

33 21.2 72.7 6.1

89 28.1 71.9 0.0

9 33.3 66.7 0.0

11 18.2 81.8 0.0

5 40.0 60.0 0.0

47 36.2 63.8 0.0

56 21.4 76.8 1.8

43 16.3 83.7 0.0

21 19.0 81.0 0.0

21 14.3 81.0 4.8

無職（外で働いておらず、家事にも従事していない方）

学生

その他（1～9のいずれにも該当しない方）

80歳以上

職業

全体

自営業（農業･林業･漁業･商工サービス業等）または、その家族従業員

企業･団体の正社員・正規職員

企業･団体の契約社員（職員）･派遣社員（職員）

公務員（国、県、市町村の機関に勤務）

教職員

臨時･パート･アルバイト（職種は問いません）

家事専業（外で働いておらず、専ら家事に従事している）

年齢

全体

18～19歳

70～79歳

差別されたり自分の人権が侵害されたか×【性別】【年齢】【職業】

％

問1-2　自分が差別されたり自分の
　　　 人権が侵害されたか

性別

全体

男性

女性

男か女か答えることに抵抗を感じる

無回答

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

ある 24.5 

ある 28.0 

ある 27.3 

ある 15.9 

ない 74.3 

ない 72.0 

ない 70.2 

ない 84.1 

無回答

1.2 

無回答

2.5 

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

今回

前回

大分県

全国

問1-2 これまでに自分が差別されたり自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか

■ある ■ない 無回答

性別では、男性女性ともに、あるが２割を超えて回答されています。抵抗を感じる方が、ある・ない

共に５割回答されています。

年齢別では、20歳代と40歳代と50歳代が3割以上何らかの人権侵害を受けたことがあると回答されてい

ます。一方ないと回答された方で30歳代は7割、18～19歳と70歳以上は8割を超えています。

職業別では、教職員の40.0%が最も高く、臨時･パート･アルバイト36.2%、企業･団体の契約社員（職

員）･派遣社員（職員）33.3%、自分が差別されたり自分の人権が侵害されたと思ったことがあると回答

された方は3割を超え高くなっています。

あなたは、これまでに自分が差別されたり自分の人権が侵害されたと思ったことがありますかという

質問について、あるが24.5%、ないが74.3%となっています。あると回答された方は前回より3.5%少なく

なっています。

県と比べて2.8%少なく、全国とくらべて8.6%多くなっています。
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57.3 

22.0 

3.7 

7.3 

7.3 

13.4 

7.3 

25.6 

15.9 

1.2 

1.2 

11.0 

4.9 

2.4 

3.7 

7.3 

11.0 

1.2 

2.4 

58.9 

26.7 

6.7 

5.6 

4.4 

16.7 

8.9 

17.8 

24.4 

13.3 

2.2 

8.9 

5.6 

4.4 

4.4 

6.7 

2.2 

50.3 

22.4 

10.1 

8.4 

7.9 

12.3 

8.6 

20.6 

24.6 

10.8 

4.0 

10.6 

7.3 

7.3 

1.7 

7.9 

9.7 

3.5 

1.5 

61.6 

21.1 

10.0 

5.7 

11.5 

9.3 

4.3 

21.1 

26.2 

12.5 

1.8 

19.4 

5.4 

3.2 

1.8 

4.7 

1.4 

1.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

あらぬ噂（うわさ）、他人からの悪口、かげ口

名誉・信用の毀損（きそん）、侮辱（ぶじょく）

警察官等の公務員からの不等な扱い（学校における体罰等を含む）

暴力、強迫、強要（社会的地位、慣習、脅迫等により、本来しなくてもい

いことを無理矢理させられたり権利の行使を妨害された）

悪臭・騒音等の公害

差別待遇（人種・信条・性別・社会的身分等により、就職や結婚等の社会

生活の上で不平等または不利益な取扱いをされた）

地域社会での嫌がらせ

学校でのいじめ

職場での嫌がらせ

使用者による時間外労働の強制等の不等な待遇

社会福祉施設等での施設職員からの不等な取扱い

プライバシーの侵害

セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）

ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナーからの暴力）

児童虐待

その他

なんとなく差別されているような感じ

答えたくない

無回答

問1-3 自分の人権が侵害された内容（不明を除く）

今回 前回 大分県 全国■今回 前回 ■大分県 ■全国
(%)

人権が侵害された内容について、あるとした82人の方に聞いています。今回調査から新しい項目「児

童虐待」「無回答」が追加されました。

前回との比較では、あらぬ噂（うわさ）、他人からの悪口、かげ口57.3％（前回58.9%）、学校でのい

じめ25.6％（前回17.8%）、名誉･信用の毀損（きそん）、侮辱（ぶじょく）22.0％（前回26.7％）、職

場での嫌がらせ15.9％（前回24.4%、差別待遇（人種･信条･性別･社会的身分等により、就職や結婚等の

社会生活の上で不平等または不利益な取扱いをされた）13.4％（前回16.7%）が多くなっています。県、

全国では、あらぬ噂（うわさ）、他人からの悪口、かげ口（県50.3％全国61.6％）、職場での嫌がらせ

（県24.6％全国26.2％）名誉･信用の毀損（きそん）、侮辱（ぶじょく）（県22.4％全国21.1％）、学校

でのいじめ（県20.6％全国21.1％）が多くなっています。

あらぬ噂

(うわさ)

他人から

の悪口、

かげ口

学校での

いじめ

名誉・信

用の毀損

(きそん)

侮辱

(ぶじょ

く)

職場での

嫌がらせ

差別待遇

(人種・

信条・性

別・社会

的身分等

により、

就職や結

婚等の社

会生活の

上で不平

等または

不利益な

取扱いを

された)

プライバ

シーの侵

害

なんとな

く差別さ

れている

ような感

じ

暴力、強

迫、強要

(社会的

地位、慣

習、脅迫

等によ

り、本来

しなくて

もいいこ

とを無理

矢理させ

られたり

権利の行

使を妨害

された)

悪臭・騒

音等の公

害

地域社会

での嫌が

らせ

その他

セクシュ

アル・ハ

ラスメン

ト(性的

嫌がら

せ)

警察官等

の公務員

からの不

等な扱い

(学校に

おける体

罰等を含

む)

児童虐待

ドメス

ティッ

ク・バイ

オレンス

(配偶者

やパート

ナーから

の暴力)

無回答

使用者に

よる時間

外労働の

強制等の

不等な待

遇

社会福祉

施設等で

の施設職

員からの

不等な取

扱い

答えた

くない

今回 57.3 25.6 22.0 15.9 13.4 11.0 11.0 7.3 7.3 7.3 7.3 4.9 3.7 3.7 2.4 2.4 1.2 1.2 1.2

前回 58.9 17.8 26.7 24.4 16.7 8.9 6.7 5.6 4.4 8.9 4.4 5.6 6.7 4.4 13.3 2.2 2.2

差(前回) -1.6 7.8 -4.7 -8.5 -3.3 2.1 4.3 1.7 2.9 -1.6 2.9 -0.7 -3.0 3.7 -2.0 2.4 -12.1 -1.0 -1.0 

大分県 50.3 20.6 22.4 24.6 12.3 10.6 9.7 8.4 7.9 8.6 7.9 7.3 10.1 1.7 7.3 1.5 10.8 4.0 3.5

差(県) -4.3 5.0 -0.4 -8.7 1.1 0.4 1.3 -1.1 -0.6 -1.3 -0.6 -2.4 -6.4 2.0 -4.9 0.9 -9.6 -2.8 -2.3 

全国 61.6 21.1 21.1 26.2 9.3 19.4 1.4 5.7 11.5 4.3 4.7 5.4 10.0 1.8 3.2 12.5 1.8 1.8

差(全国) -4.3 4.5 0.9 -10.3 4.1 -8.4 9.6 1.6 -4.2 3.0 2.6 -0.5 -6.3 1.9 -0.8 2.4 -11.3 -0.6 -0.6 
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問1-3 自分の人権が侵害された内容（不明を除く）×【性別】【年齢】【職業】

全体 169 57.3 22.0 3.7 7.3 7.3 13.4 7.3 25.6 15.9 1.2 1.2 11.0 4.9 2.4 3.7 7.3 11.0 1.2 2.4

男性 63 15.9 9.8 2.4 3.7 4.9 3.7 2.4 11.0 8.5 0.0 1.2 6.1 0.0 0.0 0.0 2.4 3.7 0.0 1.2

女性 103 40.2 12.2 1.2 3.7 2.4 9.8 4.9 14.6 7.3 1.2 0.0 3.7 4.9 2.4 3.7 3.7 7.3 1.2 1.2

男か女か答えること
に抵抗を感じる

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0

無回答 2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 169 57.3 22.0 3.7 7.3 7.3 13.4 7.3 25.6 15.9 1.2 1.2 11.0 4.9 2.4 3.7 7.3 11.0 1.2 2.4

18～19歳 7 3.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 26 7.3 3.7 0.0 2.4 1.2 1.2 0.0 6.1 2.4 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0

30～39歳 23 11.0 2.4 1.2 0.0 1.2 0.0 1.2 9.8 3.7 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2

40～49歳 29 8.5 6.1 1.2 1.2 0.0 1.2 2.4 2.4 4.9 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 1.2 2.4 1.2 0.0 0.0

50～59歳 29 9.8 2.4 0.0 1.2 1.2 6.1 2.4 1.2 1.2 0.0 0.0 4.9 1.2 0.0 1.2 2.4 3.7 0.0 1.2

60～69歳 33 6.1 0.0 0.0 0.0 1.2 4.9 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0

70～79歳 16 2.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0

80歳以上 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体 169 57.3 22.0 3.7 7.3 7.3 13.4 7.3 25.6 15.9 1.2 1.2 11.0 4.9 2.4 3.7 7.3 11.0 1.2 2.4

自営業･家族従業 14 3.7 1.2 1.2 1.2 0.0 1.2 2.4 3.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0

正社員･正規職員 47 12.2 7.3 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 9.8 9.8 1.2 1.2 3.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0

契約社員･派遣社員 5 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

公務員 3 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0

教職員 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0

臨時･パート･
アルバイト

44 18.3 6.1 1.2 1.2 1.2 4.9 1.2 3.7 3.7 0.0 0.0 2.4 2.4 1.2 0.0 1.2 3.7 0.0 1.2

専ら家事に従事 29 11.0 3.7 0.0 1.2 1.2 4.9 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 2.4 1.2 0.0 1.2 2.4 1.2 0.0 0.0

無職 10 2.4 0.0 0.0 0.0 1.2 2.4 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.4 0.0 0.0

学生 11 4.9 2.4 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

その他 4 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
侵
害

セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（

性
的
嫌
が
ら
せ
）

暴
力
、

強
迫
、

強
要
（

社
会
的
地
位
、

慣
習
、

脅
迫
等
に
よ
り
、

本
来
し
な
く
て
も
い
い
こ
と
を
無
理
矢

理
さ
せ
ら
れ
た
り
権
利
の
行
使
を
妨
害
さ
れ
た
）

悪
臭
・
騒
音
等
の
公
害

差
別
待
遇
（

人
種
・
信
条
・
性
別
・
社
会
的
身
分
等
に
よ
り
、

就
職
や
結
婚
等
の
社
会
生
活
の
上
で
不
平

等
ま
た
は
不
利
益
な
取
扱
い
を
さ
れ
た
）

地
域
社
会
で
の
嫌
が
ら
せ

％

合
計

あ
ら
ぬ
噂
（

う
わ
さ
）
、

他
人
か
ら
の
悪
口
、

か
げ
口

名
誉
・
信
用
の
毀
損
（

き
そ
ん
）
、

侮
辱
（

ぶ
じ
ょ

く
）

警
察
官
等
の
公
務
員
か
ら
の
不
等
な
扱
い
（

学
校
に
お
け
る
体
罰
等
を
含
む
）

問1-3　自分の人権が侵害された内容（不明を除く）

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（

配
偶
者
や
パ
ー

ト
ナ
ー

か
ら
の
暴
力
）

児
童
虐
待

そ
の
他

な
ん
と
な
く
差
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ

答
え
た
く
な
い

無
回
答

学
校
で
の
い
じ
め

職
場
で
の
嫌
が
ら
せ

使
用
者
に
よ
る
時
間
外
労
働
の
強
制
等
の
不
等
な
待
遇

社
会
福
祉
施
設
等
で
の
施
設
職
員
か
ら
の
不
等
な
取
扱
い
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3.7 

20.0 

14.1 

身近な人に相談した

32.9 

身近な人に相談した

33.3 

身近な人に相談した

29.5 

1.2 

3.3 

2.8 

4.4 

2.4 

1.1 

1.5 

抗議も相談もしなかった

53.7 

抗議も相談もしなかった

41.1 

抗議も相談もしなかった

39.3 

その他 2.4 

その他

6.7 

その他

6.1 

無回答

6.1 

無回答

4.4 

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

今回

前回

大分県

問1-4 自分の権利が侵害されたときどうしましたか

相手に抗議した 身近な人に相談した 相談機関に相談した 弁護士に相談した

警察に相談した 抗議も相談もしなかった その他 無回答

■相手に抗議した ■身近な人に相談した 相談機関に相談した 弁護士に相談した

■警察に相談した ■抗議も相談もしなかった ■その他 無回答

21.2 

34.9 36.4 

17.3 

26.9 

39.1 

0.9 

26.0 

3.6 

21.1 

38.5 

13.7 

26.7 

32.6 

1.9 

41.0 

14.6 

24.8 

35.1 

10.7 

18.2 

24.3 

1.2 

32.1 

7.3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

法
務
局

人
権
擁
護
委
員

県
庁
や
市
町
村
役
場
の

担
当
課

N
P
O
等
の
民
間
団
体

警
察
署

弁
護
士

そ
の
他

知
ら
な
い

無
回
答

問1-5 差別や人権侵害を受けた場合に相談できる機関（場所）があることを知っていますか

今回 前回 大分県■今回 前回 ■大分県

人権侵害があったという人82人について、人権が侵害されたときどうしましたかという質問について、

相手に抗議した16.3％減（今回3.7％前回20.0％県14.1％よりも10.4％少ない）、身近な人に相談した

0.4％減（今回32.9％前回33.3％県29.5％よりも3.4％多い）、相談機関に相談した2.1％減（今回1.2％

前回3.3％県2.8％よりも1.6％少ない）、弁護士に相談した4.4％減（今回0.0％前回4.4％県2.4％よりも

2.4％少ない）、警察に相談した4.4％減（今回0.0％前回4.4％県2.4％よりも2.4％少ない）、抗議も相

談もしなかった12.6％増（今回53.7％前回41.1％県39.3％よりも14.4％多い）、その他4.3％減（今回

2.4％前回6.7％県6.1％よりも3.7％少ない）、無回答6.1%（県4.4％よりも1.7％多い）となっています。

前回よりも抗議も相談もしなかった方が増えており、全体の約半数、身近な人に相談したが、約３割

となっています。

今回調査から新しい項目「人権擁護委員」「無回答」が追加されました。

「差別や自分の人権が侵害を受けた時に相談できる機関（場所）があることを知っていますか」という

質問について、知っているでは、前回と比較すると弁護士6.5％増（今回39.1％前回32.6％）、県庁や市

町村役場の担当課2.1%減（今回36.4％前回38.5％）、警察署0.2%増（今回26.9％前回26.7％）、法務局

0.1%増（今回21.2％前回21.1％）、NPOなどの民間団体3.6%増（今回17.3％前回13.7％）、その他1.0%減

（今回0.9％前回1.9％）となっています。

今回追加された人権擁護委員は34.9％でした。前回と比べ、知らない（今回26.0％前回41.0％県

32.1％）と回答された方が15.0％少なくなっています。

県の調査について、前回は差別や人権侵害を受けた場合に相談できる機関は知らないと回答された方が

一番多い結果でしたが、今回は県庁や市町村役場の担当者35.1％が多くなっています。

(%)
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問1-6

全体 335 9.6 35.2 49.3 3.6 2.4

18～19歳 24 16.7 41.7 41.7 0.0 0.0

20～29歳 24 8.3 37.5 54.2 0.0 0.0

30～39歳 35 14.3 31.4 54.3 0.0 0.0

40～49歳 48 6.3 33.3 56.3 4.2 0.0

50～59歳 52 3.8 36.5 57.7 1.9 0.0

60～69歳 49 14.3 42.9 34.7 8.2 0.0

70～79歳 61 9.8 36.1 42.6 4.9 6.6

80歳以上 42 7.1 23.8 54.8 4.8 9.5

全体 335 9.6 35.2 49.3 3.6 2.4

自営業･家族従業 33 9.1 24.2 54.5 6.1 6.1

正社員･正規職員 89 6.7 31.5 59.6 1.1 1.1

契約社員･派遣社員 9 22.2 44.4 22.2 11.1 0.0

公務員 11 0.0 36.4 63.6 0.0 0.0

教職員 5 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0

臨時･パート･アルバイト 47 10.6 40.4 44.7 4.3 0.0

専ら家事従事 56 10.7 37.5 46.4 3.6 1.8

無職 43 4.7 27.9 51.2 9.3 7.0

学生 21 19.0 57.1 23.8 0.0 0.0

その他 21 9.5 33.3 52.4 0.0 4.8

全体 335 9.6 35.2 49.3 3.6 2.4

ある 82 15.9 37.8 43.9 2.4 0.0

ない 249 7.2 34.5 51.8 4.0 2.4

無回答 4 25.0 25.0 0.0 0.0 50.0

年齢

職業

差別や自分の
人権が侵害された

あなたは、人権に関心がありますか×【年齢】【職業】【人権が侵害された】

％

問1-6　あなたは、人権に関心がありますか

合計
非常に関
心がある

かなり関
心がある

あまり関
心がない

関心がな
い

無回答

9.6 

7.1 

11.2 

35.2 

35.7 

35.8 

49.3 

47.5 

41.5 

3.6 

9.6 

7.6 

2.4 

3.9 

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

今回

前回

大分県

問1-6 あなたは人権に関心がありますか

非常に関心がある かなり関心がある あまり関心がない 関心がない 無回答■非常に関心がある ■かなり関心がある ■あまり関心がない ■関心がない 無回答

年齢別での60歳代の方がかなり関心があるが42.9%で、50歳代はあまり関心がないは57.7%であまり関

心がないを上回っています。職業別では、教職員で、非常に関心がある、かなり関心がある100.0%と多

くありますが、公務員では、あまり関心がない、関心がないが63.6%と多くなっています。差別や人権侵

害の経験のある人で、非常に関心があるが15.9%、かなり関心があるで37.8%と多くなっています。

広報紙で人権問題の記事を読んだか、差別や人権が侵害された経験があるか、人権に関する講演会や

研修会・学習会等に参加した回数、大学･短大･高専での人権教育等の関連が大きくあるように見られま

す。

基本的人権は侵すことのできない永久の権利として憲法で保障されていますが、あなたは人権に関心

がありますかという質問について、非常に関心がある9.6%、かなり関心がある35.2%、あまり関心がない

49.3%、関心がない3.6%となっています。

半数以上の人は、あまり関心がない、関心がないと回答しています。前回および県との比較は、あまり

関心がない、関心がないが今回多くなっています。
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問1-6

【人権教育や同和問題について教育を受けた】

全体 335 9.6 35.2 49.3 3.6 2.4

読んだことがある 190 11.6 40.0 42.6 3.7 2.1

読んだことがない 93 3.2 28.0 63.4 5.4 0.0

27 11.1 37.0 51.9 0.0 0.0

無回答 25 16.0 24.0 44.0 0.0 16.0

全体 335 9.6 35.2 49.3 3.6 2.4

ある 208 10.6 41.8 42.8 3.4 1.4

ない 104 7.7 25.0 62.5 3.8 1.0

無回答 23 8.7 21.7 47.8 4.3 17.4

全体 335 9.6 35.2 49.3 3.6 2.4

１回もない 137 4.4 28.5 59.1 5.8 2.2

１～２回 71 8.5 36.6 50.7 2.8 1.4

３～４回 29 20.7 44.8 34.5 0.0 0.0

５～６回 23 17.4 39.1 39.1 4.3 0.0

７～９回 8 12.5 50.0 37.5 0.0 0.0

１０回以上 44 13.6 47.7 36.4 2.3 0.0

無回答 23 13.0 26.1 43.5 0.0 17.4

全体 335 9.6 35.2 49.3 3.6 2.4

かなり学んだ 38 10.5 50.0 39.5 0.0 0.0

少しは学んだ 155 9.0 29.7 56.8 2.6 1.9

全く学んでいない 97 9.3 41.2 44.3 5.2 0.0

行っていない 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 45 11.1 28.9 42.2 6.7 11.1

全体 335 9.6 35.2 49.3 3.6 2.4

かなり学んだ 36 8.3 44.4 47.2 0.0 0.0

少しは学んだ 171 8.8 35.7 51.5 2.3 1.8

全く学んでいない 88 10.2 35.2 48.9 5.7 0.0

行っていない 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

無回答 39 12.8 25.6 43.6 5.1 12.8

全体 335 9.6 35.2 49.3 3.6 2.4

かなり学んだ 37 16.2 48.6 35.1 0.0 0.0

少しは学んだ 132 9.1 37.9 47.0 3.8 2.3

全く学んでいない 110 7.3 32.7 55.5 3.6 0.9

行っていない 12 0.0 16.7 66.7 16.7 0.0

無回答 44 13.6 27.3 47.7 2.3 9.1

全体 335 9.6 35.2 49.3 3.6 2.4

かなり学んだ 8 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

少しは学んだ 43 7.0 46.5 44.2 2.3 0.0

全く学んでいない 100 10.0 38.0 48.0 3.0 1.0

行っていない 102 4.9 34.3 54.9 4.9 1.0

無回答 82 12.2 25.6 51.2 3.7 7.3

人権に関する講演会
や研修会･学習会等に

何回くらい参加

人
権
教
育
や
同
和
問
題
に
つ
い
て
教
育
を
受
け
た

小学校

中学校

高校

大学・
短大・
高専

人権問題のテレビ･ラ
ジオを見た

あなたは人権に関心がありますか×【広報誌で人権や同和問題についての記事を読んだ】

【人権問題のテレビ･ラジオを見た】【人権に関する講演会や研修会･学習会等に何回くらい参加】

％

問1-6　あなたは、人権に関心がありますか

合計
非常に関
心がある

かなり関
心がある

あまり関
心がない

関心がな
い

無回答

広報誌で人権や
同和問題について
の記事を読んだ 県や市町村の広報紙を見たことがない

広報紙で人権問題の記事を読んだことがある人で、関心があるが多く、広報紙を読んだことがない・

見たことがない人で関心がないが多くなっています。

人権同和のテレビ・ラジオを見たことがある人が関心がある、無い人が関心がないとなっています。

人権に関する講演会や研修会･学習会等に参加した回数が多いほど、関心があると回答しています。

県の調査と比較しても、ほぼ同じ傾向に見られます。人権教育や同和問題について教育を受けました

かで、かなり学んだ方の５割以上が関心があると回答しています。
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38.4 

32.7 

35.9 

59.4 

26.7 

11.7 

17.5 

14.3 

12.4 

11.7 

16.8 

25.7 

50.8 

25.1 

12.1 

21.6 

22.5 

11.4 

19.4 

15.6 

4.1 

2.2 

52.8 

46.6 

50.3 

61.2 

39.8 

7.8 

18.6 

12.1 

14.6 

17.4 

18.3 

23.9 

32.9 

23.0 

8.1 

9.3 

10.9 

8.7 

17.4 

10.6 

0.6 

40.3 

40.3 

39.1 

54.4 

21.2 

5.0 

11.4 

7.1 

7.7 

9.1 

11.8 

22.0 

33.6 

17.5 

7.4 

11.4 

9.5 

7.3 

16.0 

9.7 

2.2 

6.1 

30.6 

33.7 

36.7 

51.1 

14.0 

6.7 

15.0 

10.8 

11.2 

14.6 

16.9 

43.2 

26.2 

11.8 

15.0 

15.5 

10.5 

28.8 

0.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

女性

子ども

高齢者

障がい者

同和問題

アイヌの人々

在日韓国・朝鮮人

外国人

HIV

ハンセン病患者・回復者

刑を終えて出所した人

犯罪被害者やその家族等

インターネットによる人権侵害

北朝鮮当局によって拉致された被害者やその家族等

ホームレス

性的指向

性同一性障がい者

人身取引

東日本大震災に伴う人権問題

上記のような条件が重なった人に対する重層的差別

その他

無回答

問1-7 日本における人権問題について関心があるもの

今回 前回 大分県 全国■今回 前回 ■大分県 ■全国

(%)

障

が

い

者

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

に

よ

る

人

権

侵

害

女

性

高

齢

者

子

ど

も

同

和

問

題

犯

罪

被

害

者

や

そ

の

家

族

等

北

朝

鮮

当

局

に

よ

っ

て

拉

致

さ

れ

た

被

害

者

や

そ

の

家

族

等

性

同

一

性

障

が

い

者

性

的

指

向

東

日

本

大

震

災

に

伴

う

人

権

問

題

在

日

韓

国

・

朝

鮮

人

刑

を

終

え

て

出

所

し

た

人

上

記

の

よ

う

な

条

件

が

重

な

っ

た

人

に

対

す

る

重

層

的

差

別

外

国

人

H

I

V

ホ

ー

ム

レ

ス

ア

イ

ヌ

の

人

々

ハ

ン

セ

ン

病

患

者

・

回

復

者

人

身

取

引

そ

の

他

無

回

答

今回 59.4 50.8 38.4 35.9 32.7 26.7 25.7 25.1 22.5 21.6 19.4 17.5 16.8 15.6 14.3 12.4 12.1 11.7 11.7 11.4 4.1 2.2

前回 61.2 32.9 52.8 50.3 46.6 39.8 23.9 23.0 10.9 9.3 17.4 18.6 18.3 10.6 12.1 14.6 8.1 7.8 17.4 8.7 0.6

差 -1.8 17.9 -14.4 -14.4 -13.9 -13.1 1.8 2.1 11.7 12.3 2.0 -1.2 -1.5 5.0 2.2 -2.2 4.0 4.0 -5.6 2.7 3.5 2.2

大分県 54.4 33.6 40.3 39.1 40.3 21.2 22.0 17.5 9.5 11.4 16.0 11.4 11.8 9.7 7.1 7.7 7.4 5.0 9.1 7.3 2.2 6.1

全国 51.1 43.2 30.6 36.7 33.7 14.0 16.9 26.2 15.5 15.0 28.8 14.6 15.0 10.8 11.8 6.7 11.2 10.5 0.2

県差 5.0 17.2 -1.9 -3.2 -7.6 5.5 3.7 7.6 13.0 10.2 3.4 6.1 5.0 5.9 7.2 4.7 4.7 6.7 2.6 4.1 1.9 -3.9

国差 8.3 7.6 7.8 -0.8 -1.0 12.7 8.8 -1.1 7.0 6.6 -9.4 17.5 2.2 15.6 -0.7 1.6 0.3 5.0 0.5 0.9 3.9 2.2
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問1-7 日本における人権課題への関心×【性別】【年齢】【職業】

全体 315 38.4 32.7 35.9 59.4 26.7 11.7 17.5 14.3 12.4 11.7 16.8 25.7 50.8 25.1 12.1 21.6 22.5 11.4 19.4 15.6 4.1 2.2

男性 148 30.4 28.4 38.5 62.2 31.8 12.2 24.3 16.2 11.5 10.8 17.6 25.7 44.6 25.7 13.5 13.5 16.2 11.5 14.9 13.5 4.1 3.4

女性 162 45.7 37.0 33.3 57.4 22.2 11.1 11.1 12.3 12.3 12.3 16.0 25.9 54.9 23.5 10.5 28.4 27.8 11.1 23.5 17.3 3.7 1.2

男か女か答えること
に抵抗を感じる

2 100.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 100.0 50.0 50.0 50.0 100.0 50.0 50.0 100.0 100.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0

無回答 3 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0

全体 315 38.4 32.7 35.9 59.4 26.7 11.7 17.5 14.3 12.4 11.7 16.8 25.7 50.8 25.1 12.1 21.6 22.5 11.4 19.4 15.6 4.1 2.2

18～19歳 24 50.0 20.8 12.5 50.0 29.2 12.5 16.7 25.0 20.8 8.3 8.3 12.5 58.3 4.2 8.3 62.5 54.2 0.0 16.7 8.3 0.0 0.0

20～29歳 24 45.8 20.8 16.7 45.8 4.2 4.2 8.3 20.8 12.5 0.0 12.5 20.8 50.0 0.0 8.3 54.2 37.5 8.3 16.7 8.3 4.2 4.2

30～39歳 35 54.3 45.7 25.7 54.3 11.4 8.6 17.1 17.1 14.3 2.9 17.1 34.3 68.6 20.0 8.6 25.7 31.4 11.4 14.3 5.7 2.9 2.9

40～49歳 46 34.8 41.3 32.6 63.0 23.9 8.7 10.9 13.0 6.5 8.7 10.9 21.7 54.3 15.2 10.9 19.6 21.7 6.5 13.0 17.4 8.7 0.0

50～59歳 51 37.3 43.1 41.2 64.7 35.3 17.6 15.7 15.7 13.7 19.6 25.5 29.4 54.9 37.3 13.7 21.6 19.6 23.5 33.3 25.5 7.8 0.0

60～69歳 45 44.4 33.3 40.0 71.1 44.4 22.2 28.9 13.3 22.2 26.7 22.2 37.8 57.8 42.2 22.2 22.2 31.1 24.4 28.9 33.3 0.0 0.0

70～79歳 54 24.1 22.2 42.6 59.3 22.2 7.4 20.4 11.1 7.4 9.3 14.8 24.1 35.2 31.5 5.6 0.0 5.6 5.6 9.3 9.3 1.9 3.7

80歳以上 36 30.6 25.0 55.6 52.8 30.6 8.3 16.7 5.6 5.6 8.3 16.7 16.7 33.3 25.0 16.7 2.8 2.8 2.8 19.4 5.6 5.6 8.3

全体 315 38.4 32.7 35.9 59.4 26.7 11.7 17.5 14.3 12.4 11.7 16.8 25.7 50.8 25.1 12.1 21.6 22.5 11.4 19.4 15.6 4.1 2.2

自営業･家族従業 29 27.6 20.7 37.9 55.2 27.6 10.3 13.8 3.4 6.9 6.9 13.8 20.7 41.4 20.7 3.4 10.3 20.7 6.9 10.3 10.3 0.0 3.4

正社員･正規職員 87 37.9 39.1 31.0 57.5 20.7 10.3 13.8 11.5 12.6 9.2 12.6 23.0 52.9 24.1 11.5 24.1 17.2 8.0 19.5 12.6 6.9 1.1

契約社員･派遣社員 8 62.5 37.5 50.0 62.5 25.0 12.5 0.0 25.0 0.0 12.5 25.0 50.0 75.0 25.0 12.5 25.0 50.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0

公務員 11 27.3 9.1 0.0 36.4 45.5 18.2 9.1 9.1 0.0 0.0 18.2 27.3 54.5 9.1 18.2 36.4 18.2 0.0 0.0 18.2 0.0 9.1

教職員 5 60.0 80.0 60.0 60.0 60.0 40.0 60.0 80.0 40.0 60.0 40.0 40.0 100.0 60.0 40.0 40.0 60.0 60.0 40.0 60.0 20.0 0.0

臨時･パート･
アルバイト

45 46.7 48.9 31.1 66.7 24.4 11.1 17.8 22.2 17.8 13.3 24.4 35.6 62.2 22.2 11.1 28.9 28.9 22.2 31.1 22.2 4.4 0.0

専ら家事に従事 53 39.6 32.1 45.3 66.0 17.0 7.5 13.2 7.5 9.4 13.2 20.8 26.4 43.4 35.8 17.0 11.3 18.9 13.2 22.6 20.8 1.9 1.9

無職 36 22.2 11.1 50.0 52.8 33.3 8.3 25.0 8.3 5.6 11.1 16.7 25.0 36.1 25.0 11.1 0.0 0.0 8.3 11.1 8.3 5.6 8.3

学生 21 66.7 23.8 14.3 47.6 33.3 14.3 19.0 28.6 28.6 4.8 4.8 14.3 66.7 4.8 9.5 71.4 71.4 9.5 19.0 9.5 4.8 0.0

その他 20 25.0 35.0 45.0 75.0 45.0 25.0 35.0 20.0 15.0 25.0 15.0 20.0 35.0 35.0 10.0 10.0 15.0 10.0 25.0 15.0 0.0 0.0
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日本における人権課題について、関心があるものを次の中からいくつでも選んでくださいという質問

について、障がい者59.4％、インターネットによる人権侵害（プライバシー侵害や誹謗・中傷など）

50.8%、女性、高齢者、子どもの順で多くなっています。前回との差では、インターネット、性的指向、

性同一性障がい者が多く、女性、高齢者、子どもが低くなっています。県･全国調査と比較していますが、

一部選択肢がないものや異なるものもあります。県との比較では、インターネットによる人権侵害、性

同一性障がい者、性的指向が多く、子ども、高齢者、女性が低くなっています。国との比較では、同和

問題、犯罪被害者やその家族等、障がい者が多く、東日本大震災に伴う人権問題、北朝鮮当局によって

拉致された被害者やその家族等、子どもが低くなっています。

性別で関心が高い項目は、男女共に障がい者（男性62.2%女性57.4％）、インターネットによる人権

（男性44.6％女性54.9％）と高くなっています。

年齢別では、20歳代以下は性的指向が約6割、30歳代はインターネットによる人権が6割、40歳代～70

歳第は障がい者約6～7割、80歳以上は高齢者が5割を超え高くあります。

職業別では、障がい者が臨時・パート・アルバイト66.7％、インターネットによる人権が教職員100％、

性的指向・性同一性障がいが学生71.4％と高くなっています。
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