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第３章第３章第３章第３章    人権施策の基本的な方向性人権施策の基本的な方向性人権施策の基本的な方向性人権施策の基本的な方向性 
 

１ 人権尊重の視点に立った行政の推進 

憲法の基本理念である平和主義、民主主義、基本的人権の尊重を地域社会で実現してい

くことが必要であり、とりわけ基本的人権の尊重は、市民の生活に密接にかかわる重要な

課題です。 

本市のすべての業務は人権にかかわりがあり、市職員一人ひとりが人権感覚を磨き、あ

らゆる職場、様々な場面で人権尊重の視点に立って職務を遂行していきます。 

 

 

（１）人権尊重の視点に立った施策や制度の創設等 

人権の保障を基本においた施策や制度などの創設・運用に努めるとともに、既存の施策

や制度などの点検・見直しや人権に関する実態の把握にも努めます。 

また、各種申請等に対する公平な取扱いや迅速な処理、適正な情報公開の実施や個人情

報の保護など、人権を重んじた取組を推進します。 

 

 

（２）人権尊重の施策に携わる職員研修等の充実 

人権尊重の視点に立った行政運営を行っていくためには、市職員一人ひとりが人権行政

の担い手であることを自覚し、人権意識の高揚に努めることが必要です。そのため、人権

に関する職員研修の充実に努めます。 

また、職員の採用等についても人権尊重の視点から適切に対処します。 
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２ 人権教育・啓発の推進 

人権教育・啓発は、人権の意義や重要性を単に知識として得るだけでなく、日常生活の

中で行動や態度となって現れることが重要です。 

そのため、市民一人ひとりが、様々な人権課題について理解を深め、その解決を自らの

問題として認識するとともに、差別を見抜き、差別をなくす実践力が高められるよう、家

庭、学校、地域社会、職場などのあらゆる場を通じて、人権教育・啓発を推進します。 

 

 

（１）人権教育の推進 

人権教育の推進を図るには、国及び県の人権施策の取組を踏まえながら、様々な人権課

題の解決をめざす力が育まれる教育が必要です。これまでの成果を踏まえ、幅広く人権教

育の推進を図ります。 

 

① 学校教育 

学校教育においては、発達段階に応じて、児童・生徒が人権の意義・内容について理

解を深め、互いの人権を尊重し合い「自分の大切さとともに他人の大切さを認めること」

ができるように育成し、「いじめ」などあらゆる人権侵害を許さない態度や実践力の育

成をめざします。そのために、様々な体験活動を学習の中に取り入れ、自ら学び、自ら

考え、主体的に取り組む意欲と姿勢を養います。また、各個人の能力を十分に伸長させ

ながら、自己実現を図ることができるように努めます。 

一方で、学校や地域の実情、児童・生徒の生活実態や人権意識などを的確に把握し、

教育の全領域に位置づけた人権教育計画を作成し、総合的に取り組みます。併せて、開

かれた学校づくりの観点から、家庭や地域と連携して人権教育に取り組みます。 

また、教職員自らが、豊かな人間性を育み、子どもをより深く理解したうえできめ細

かい教育に携われるよう人権研修を推進します。 
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② 幼稚園・保育所(園)・認定こども園 

幼児期における教育や学習は、生涯にわたる人間形成の基礎を培うものとして、おろ

そかにできない大切なものです。幼児が遊びを通して、生きる力の基礎となる豊かな心

や物事に自らかかわろうとする意欲、健全な生活を営むために必要な姿勢を養います。 

幼児一人ひとりが、集団の中で基本的な生活ルールを身につけながら自立心を育み、

同時に他者を理解し尊重する心を養っていく教育・保育を推進します。 

また、地域の行事に参加し、様々な人々とふれあう中で、助け合う心や思いやりの心

を育てるとともに、日常生活における望ましい習慣や姿勢、道徳性の芽生えを培ってい

きます。さらに、家庭・地域との連携を強化し、幼児の健やかな成長を促します。 

保育従事者についても、人間性豊かな成長をめざして人権意識を培う教育を進めるこ

とができるよう資質の向上を図ります。 

 

③ 家庭 

家庭教育はすべての教育の原点であり、豊かな情操や思いやり、命を大切にする心、

善悪の判断など人間形成の基礎を育むうえで重要です。また、子どもたちが基本的な生

活習慣を身につけ、豊かな感性や情操を育むため、家庭の教育力の向上を図る必要があ

ります。 

そのため、保護者と子どもが家庭環境の中で人権感覚を身につけられるよう学習機会

の充実や情報の提供、子育てに関する不安や悩みなどに対する相談・支援体制の整備を

引き続き図っていきます。 
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④ 地域 

人権感覚や人権意識は、主として家庭や地域における人間関係の中で培われることか

ら、人権に関する地域での学習機会の一層の充実を図っていく必要があり、人権問題を

単に知識として学ぶだけでなく、日常生活において実践できる人権感覚を養い育てるこ

とが重要です。 

そのために、人権尊重の理念のより広範な普及をめざし、人権擁護委員をはじめ、区・

自治会等、民生委員・児童委員、ＰＴＡ、ボランティア活動団体、ＮＰＯ等との連携を

図り、地域の実情に応じた啓発活動を行っています。 

また、学校教育との連携を図りつつ、青少年の社会性や思いやりの心など豊かな人間

性を育むために、ボランティア活動等をはじめとする多様な実践体験活動、高齢者や障

害のある人等との交流の充実に努めます。 

 

⑤ 職場 

近年、企業は社会を構成する一員であるという考えから、企業の社会的責任（ＣＳＲ）

や社会貢献が求められています。パワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメント、

マタニティ・ハラスメントなどのない誰もが働きやすい職場づくり、安心・安全なサー

ビスや製品の提供、人権問題や環境問題への積極的な取組など、企業の持つ社会性・公

共性の観点からその取組の重要性はますます高まっています。そのため、法人や企業等

の事業所は、職場における人権の尊重が確保されるよう実態に応じて自主的、継続的に

啓発活動を展開することが大切です。 

本市においては、企業における人権教育や啓発活動を進めてきましたが、今後、さら

に企業等における人権研修の促進を図り、商工会などとも一層の連携を強化し、人権啓

発に取り組んでいきます。 
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（２）人権啓発の推進 

すべての人の人権が尊重される、明るく住みよい地域社会の実現に向け、市民一人ひと

りが人権を尊重することが大切です。そのため、市民一人ひとりが自分自身の課題として、

人権尊重の理念についての理解を深められるよう人権啓発の活動をより効果的に推進する

ことが必要です。 

市民の人権に対する正しい理解と認識を深めるため、あらゆる媒体を活用し、効果的な

啓発活動を推進します。 

 

① 相談・支援窓口に関する情報提供 

人権を侵害された場合に、身近で安心して利用できる相談・支援体制を充実するとと

もに、その窓口について、広報紙やウェブサイト等を通じて、市民に対し普及・啓発を

図ります。 

 

② わかりやすい人権に関する啓発の実施 

人権に関する基本的な知識を習得できる啓発のほか、自他の生命の尊さや一人ひとり

がそれぞれの違いを認め合い、尊重しあうことの大切さを訴えかける啓発が重要です。 

人権に関する情報の収集、広報紙などを通じた適切な情報の発信、人権を考えるつど

い・人権に関する映画の上映会（ふらっとシアター）等のイベントの実施、人権啓発に

関する作文やポスターの募集・展示、各種の人権相談事業の実施など総合的な啓発を推

進し、市民の人権意識の高揚を図ります。 

また、啓発の実施にあたっては、対象者に応じてわかりやすい事例を用いる方法や、

市民が自主的に参加できる方法など興味を持って学び、印象に残る啓発に努めます。 

 

③ 企業における人権啓発活動の働きかけ 

企業等に対して、採用時における差別や企業活動におけるハラスメントなどの人権侵

害の防止に対する取組、人権を尊重した企業活動を促すための研修などの実施を働きか

けます。 

また、人権啓発等に関する適切な情報や資料の提供などにより、企業等の自主的な人

権啓発活動を支援します。 
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３ 特定職業従事者に対する人権教育・啓発の推進 

公務員、教職員など13種類の業種に従事する者に対しては、「『人権教育のための国連

10年』に関する国内行動計画」及び「人権教育・啓発に関する基本計画」において「人権

にかかわりの深い特定の職業に従事する者（特定職業従事者）」と規定され、教育の充実

が求められています。 

特に、市職員及び教職員等は、全体の奉仕者としての自覚を持ち、人権に関する責任の

重大性を認識し、人権課題の解決を自らの責務として、自覚と使命感を持って職務にあた

ることが重要です。 

職員一人ひとりが、人権課題に対する正しい理解と認識を深め、人権意識を高めるとと

もに、あらゆる差別をなくしていこうとする態度と実践力を高めるための人権教育・啓発

を充実します。 

また、指定管理者等については、市職員と同様の研修が行われるよう助言・指導を行い

ます。医療関係者、福祉関係職員等についても、企業啓発等の機会を通じ、事業者の特性

を踏まえた研修が実施されるよう助言を行います。 
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図１ 人権が侵害されたと感じた経験の有無 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 侵害されたと感じた人権侵害の内容   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩出市人権に関する市民意識調査（平成26年度） 

４ 相談・支援の推進 

個別の人権侵害に適切に対応するため、各分野における相談･支援機能の充実を図るとと

もに、国、県、人権擁護委員など関係機関の相談・支援体制との連携を強化し、総合的か

つ効果的な相談・支援を推進します。 

 

 

（１）相談・支援体制の充実・強化 

平成26年度(2014年度)に実施した「岩出市人権に関する市民意識調査」（以下「市民意

識調査」という。）の結果では、人権が侵害されたと感じたことがある市民は22.9%と約５

人に１人で、「あらぬうわさや他人からの悪口による名誉や信用の侵害」(41.7%)や「職場

におけるハラスメント・採用・昇格時の差別待遇」(37.2%)、「地域や職場、学校、施設な

どでの暴力、脅迫、無理強要、いじめなど」(35.6%)などの割合が高く、日常の生活の場や

学校、職場など身近なところで人権侵害の被害を受けていると感じている市民は少なくあ

りません（図１、図２）。また、人権侵害を受けた時の相談先として、「友だち、同僚、

上司、学校の先生に相談した」(42.8%)や「家族、親せきに相談した」(30.0%)と身近な人

に相談している人が多い一方、「黙って我慢した」(35.0%)が３人に１人と、相談ができな

い又はしにくい市民も存在しています。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある

22.9%

ない

77.1%

全体N=785

41.7%

37.2%

35.6%

20.0%

20.0%

17.8%

9.4%

7.2%

5.6%

3.3%

0.6%

1.1%

0% 20% 40% 60%

あらぬうわさや他人からの悪口による名誉や信用の侵害

職場におけるハラスメント・採用・昇格時の差別待遇

地域や職場、学校、施設などでの暴力、脅迫、無理強要、いじめなど

人種、思想、性別、学歴や職業または家柄等による差別

プライバシ－の侵害

容姿や身体的特徴による人権侵害

家庭での暴力や虐待

性的いやがらせ（セクシュアル・ハラスメント）

公権力（国や地方公共団体）による不当なあつかい

その他

わからない

無記入

全体N=180
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本市では、女性や子ども、高齢者、障害のある人等に関する人権相談をはじめ、差別的

扱い、暴行・虐待、いじめなど様々な人権に関する相談を岩出市総合保健福祉センターに

おいて、人権擁護委員が行っています。しかし、人権に関する相談業務は、専門的な知識

が必要な場合があり、相談業務に対する体制づくりと、国・県の専門機関との一層の連携

を図る必要があります。引き続き、和歌山地方法務局や公益財団法人和歌山県人権啓発セ

ンターなどの関係機関と連携し、人権相談体制の充実・強化を図ります。 

また、女性や子ども、高齢者、障害のある人などの個別の課題の相談については、市福

祉課のほか、地域子育て支援センターや地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター、各種支援団体の専門相談窓口等で対応して

います。今後、これら関係機関等との連携を一層強化するとともに、「女性の人権ホット

ライン」や「子どもの人権110番」などの相談窓口に関する情報提供の充実を図ります。 

特に人権相談内容の多様化や複雑化などにより解決が困難な事例の場合は、本市だけで

なく和歌山地方法務局、県の関係機関、医師会、保健所など専門機関と連携し、解決に向

けて適切な対応を行うよう努めます。 

 

 

  

図３ 人権侵害を受けた時の相談者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩出市人権に関する市民意識調査（平成26年度） 

42.8%
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家族、親せきに相談した

相手に直接抗議した

何もしなかった

公的機関（県・市）に相談した

その他

弁護士に相談した

警察に相談した

地域の区・自治会長や民生委員児童委員に相談した

ＮＰＯ等、民間団体に相談した

子どもの通っている保育所、学校に相談した

法務局、人権擁護委員に相談した

無記入

全体N=180
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（２）救済体制の連携強化 

本市では、人権侵害や差別事件が起きた場合には、「差別事件処理委員会」を開催し、

事件の処理と被害者の救済を行っています。今後も、「和歌山県人権侵害事件対策委員会」

や和歌山地方法務局などと連携を図りながら、迅速かつ適切な対応を行います。 

また、ＤＶや虐待等により、緊急に保護を必要とする女性や子ども、高齢者、障害のあ

る人については、和歌山県の配偶者暴力相談支援センターや子ども・女性・障害者相談セ

ンター、男女共同参画センター“りぃぶる”等と連携を図り、一時保護や自立支援等の取

組を進めます。さらに、様々な人権侵害について各分野の専門機関と連携し、相談支援や

救済を行います。 

しかし、関係機関が連携する既存の救済体制だけでは、多様化・複雑化する人権問題に

ついて、迅速・柔軟な対応が行えず、また、差別や虐待などの人権侵害を受けた被害者を

真に救済する体制になっているとは必ずしも言えません。人権侵害から被害者を救済する

ための実効性のある人権救済制度を確立するよう県と連携し、国に対し様々な機会をとら

えて働きかけを行っていきます。 

 

 

 

  




