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13 様々
さまざま

な 人権
じんけん

課題
か だ い

  

ここまで、分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く

の 方向
ほうこう

として、「子
こ

ども、女性
じょせい

、障
しょう

がい者
しゃ

、高齢者
こうれいしゃ

、疾病
しっぺい

等
とう

にかか

る人権
じんけん

課題
か だ い

、同和
ど う わ

問題
もんだい

（部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

）、外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

等
とう

、貧困
ひんこん

等
とう

にかかる 人権
じんけん

課題
か だ い

、犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

等
とう

、北朝鮮
きたちょうせん

当局
とうきょく

によって拉致
ら ち

された被害者
ひがいしゃ

等
とう

、性的
せいてき

マイノリティ、インターネットによる人権
じんけん

侵害
しんがい

」の 12の分野
ぶ ん や

を 取
と

りあげましたが、この他
ほか

にも、様々
さまざま

な人権
じんけん

課題
か だ い

があります。 

 

アイヌ民族
みんぞく

の人権
じんけん

課題
か だ い

 

世界
せ か い

には多数
た す う

の 先住
せんじゅう

民族
みんぞく

が 存在
そんざい

しますが、多
おお

くの 先住
せんじゅう

民族
みんぞく

は迫害
はくがい

の 対象
たいしょう

となったり、

社会
しゃかい

への同化
ど う か

を 強
し

いられた結果
け っ か

、言語
げ ん ご

や伝統的
でんとうてき

な 慣習
かんしゅう

を捨
す

てることを余儀
よ ぎ

なくされたり

といった困難
こんなん

にさらされています。 

たとえば、アイヌ民族
みんぞく

は、先住
せんじゅう

民族
みんぞく

として独自
ど く じ

の言語
げ ん ご

や文化
ぶ ん か

を持
も

っていましたが、日本
に ほ ん

が 近代
きんだい

国家
こ っ か

を 形成
けいせい

する 過程
か て い

において、様々
さまざま

な 差別
さ べ つ

や 迫害
はくがい

が 行
おこな

われてきました。このよう

な 状況
じょうきょう

の 中
なか

、令和
れ い わ

元年
がんねん

（2019年
ねん

）に「アイヌの 人々
ひとびと

の 誇
ほこ

りが 尊重
そんちょう

される 社会
しゃかい

を 実現
じつげん

するための施策
し さ く

の 推進
すいしん

に 関
かん

する法律
ほうりつ

」が成立
せいりつ

しました。 

同法
どうほう

では、アイヌ施策
し さ く

の推進
すいしん

は、多様
た よ う

な民族
みんぞく

の 共生
きょうせい

及
およ

び多様
た よ う

な文化
ぶ ん か

の発展
はってん

についての

国民
こくみん

の理解
り か い

を深
ふか

めることを旨
むね

として 行
おこな

われなければならないとされています。アイヌの人
ひと

たちは、県内
けんない

にも 居住
きょじゅう

しています。「ともに 生
い

きる 社
しゃ

会
かい

かながわ」をめざすためにも、ア

イヌ民族
みんぞく

の 文化
ぶ ん か

や 歴史
れ き し

を理解
り か い

し、民族
みんぞく

としての誇
ほこ

りを 尊重
そんちょう

することが 重要
じゅうよう

です。 

 

災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の人権
じんけん

課題
か だ い

 

平成
へいせい

23年
ねん

（2011年
ねん

）３月
がつ

11日
にち

に 起
お

きた 東北
とうほく

地方
ち ほ う

太平洋
たいへいよう

沖
おき

地震
じ し ん

による 災
さい

害
がい

及
およ

びそれに 伴
ともな

う 原子力
げんしりょく

発電所
はつでんしょ

の 事故
じ こ

は、被災地
ひ さ い ち

に 大
おお

きな 爪
つめ

あとを 残
のこ

し、多
おお

くの 方々
かたがた

が 避難
ひ な ん

生活
せいかつ

を 強
し

い

られ、長期間
ちょうきかん

自宅
じ た く

に 戻
もど

れないなど、これまでの生活
せいかつ

を一
いっ

変
ぺん

させてしまいました。そうした中
なか

で、人権
じんけん

への配慮
はいりょ

に 欠
か

ける避難所
ひなんじょ

運営
うんえい

や、放射
ほうしゃ

線
せん

被
ひ

ばくについての 風評
ふうひょう

等
とう

に基
もと

づく差別的
さべつてき

言動
げんどう

など、災害
さいがい

時
じ

における人権
じんけん

の問題
もんだい

も 改
あらた

めて認識
にんしき

されることになりました。 

また、近年
きんねん

は 全国
ぜんこく

各地
か く ち

で 台風
たいふう

や 集中
しゅうちゅう

豪雨
ご う う

の 影響
えいきょう

による 土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

や 浸水
しんすい

被害
ひ が い

が 頻繁
ひんぱん

に発生
はっせい

しており、被災
ひ さ い

地域
ち い き

の 住民
じゅうみん

が避難所
ひなんじょ

に滞在
たいざい

するケースが頻発
ひんぱつ

しています。 

過去
か こ

の災害
さいがい

では、避難所
ひなんじょ

の運営
うんえい

において女性
じょせい

のニーズが 十分
じゅうぶん

に配慮
はいりょ

されないなどの課題
か だ い

が 生
しょう

じ、女性
じょせい

の 視点
し て ん

を 取
と

り入れる 重要性
じゅうようせい

が 指摘
し て き

されました。今後
こ ん ご

は、様々
さまざま

な 意思
い し

決定
けってい

の場面
ば め ん

における女性
じょせい

の 参画
さんかく

を 促
うなが

すとともに、防災
ぼうさい

・復興
ふっこう

の各段階
かくだんかい

で、女性
じょせい

、障
しょう

がい者
しゃ

、

外
がい

国籍
こくせき

県民
けんみん

等
とう

など、多様
た よ う

な 視点
し て ん

を反映
はんえい

させた取組
と り く

みを進
すす

めることが 重要
じゅうよう

です。 

これらの 問題
もんだい

について、より 良
よ

い 避
ひ

難所
なんじょ

運営
うんえい

に 向
む

けて 市町村
しちょうそん

の 取組
と り く

みを 支援
し え ん

すること

や、啓発
けいはつ

活動
かつどう

の 中
なか

でこれまでの 震災
しんさい

における 人権
じんけん

課題
か だ い

を 例
れい

とすることなどにより、災害
さいがい

時
じ

にも人権
じんけん

が 配慮
はいりょ

される社
しゃ

会
かい

づくりを進
すす

めます。 

 

ケアラー（ヤングケアラー）の人権
じんけん

課題
か だ い

 

ケアラーとは、こころやからだに不調
ふちょう

のある人
ひと

の介護
か い ご

、看護
か ん ご

、療育
りょういく

、世話
せ わ

、気
き

づかいな

ど、ケアの必要
ひつよう

な 家族
か ぞ く

や 近親者
きんしんしゃ

、友人
ゆうじん

、知人
ち じ ん

などを無償
むしょう

でケアする人
ひと

です。こうしたケア

ラーは、過度
か ど

な 負担
ふ た ん

がかかることにより、心身
しんしん

の不調
ふちょう

や不本意
ふ ほ ん い

な離職
りしょく

、社会
しゃかい

から孤立
こ り つ

しや
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すいといった課題
か だ い

があり、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で支援
し え ん

していくことが必要
ひつよう

です。 

特
とく

にヤングケアラーと 呼
よ

ばれる 子
こ

どものケアラーは、家族
か ぞ く

の 介護
か い ご

や 看護
か ん ご

などを 行
おこな

う 際
さい

に、年齢
ねんれい

や 成長
せいちょう

に 見合
み あ

わない、重
おも

い 責
せき

任
にん

や 負
ふ

担
たん

を 担
にな

うことで、学校
がっこう

に 行
い

けない、希望
き ぼ う

す

る進路
し ん ろ

に進
すす

めないなど、子
こ

どもの 権利
け ん り

侵害
しんがい

が懸念
け ね ん

される 重大
じゅうだい

な問題
もんだい

です。 

年齢層
ねんれいそう

や 抱
かか

える 課題
か だ い

も 多様
た よ う

なケアラーが 社会
しゃかい

から 孤立
こ り つ

することなく、自分
じ ぶ ん

の 希望
き ぼ う

する

人生
じんせい

や日々
ひ び

の暮
く

らしが送
おく

れるよう、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

が連携
れんけい

して支援
し え ん

の取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

 

孤独
こ ど く

・孤立
こ り つ

による人権
じんけん

課題
か だ い

の 深刻化
しんこくか

 

学校
がっこう

や職場
しょくば

での人間
にんげん

関係
かんけい

や、就 職
しゅうしょく

活動
かつどう

がうまくいかなかったなど様々
さまざま

なきっかけから、

趣味
し ゅ み

や近所
きんじょ

での買
か

い物
もの

等
とう

を除
のぞ

き、ほとんど自宅
じ た く

・自室
じ し つ

から 外出
がいしゅつ

しない、ひきこもりの 状態
じょうたい

にある方
かた

がいます。その期間
き か ん

も 長期化
ちょうきか

するなど、家族
か ぞ く

を含
ふく

めて社会
しゃかい

から孤立
こ り つ

し、孤独
こ ど く

を深
ふか

めています。 

また、近年
きんねん

、家族
か ぞ く

や 地域
ち い き

とのつながりが 希薄
き は く

になっていることを 背景
はいけい

とした、高齢者
こうれいしゃ

等
とう

の「孤立死
こ り つ し

」といった問題
もんだい

も起
お

きています。 

これらの課題
か だ い

について、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した相談
そうだん

活動
かつどう

や、就労
しゅうろう

支援
し え ん

、地域
ち い き

づくりなどを

通
つう

じて、社会
しゃかい

から孤立
こ り つ

させない、排除
はいじょ

しない、すべての人
ひと

を受
う

け入
い

れる、ともに生
い

きる社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた 取
とり

組
く

みを推進
すいしん

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この 他
ほか

にも、特定
とくてい

の 職 業
しょくぎょう

に 従事
じゅうじ

する 方
かた

に 対
たい

する 偏
へん

見
けん

や 差別
さ べ つ

（ 職業
しょくぎょう

差別
さ べ つ

）、刑
けい

を 終
お

えて 出
しゅっ

所
しょ

した 方
かた

に対
たい

する 偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

、身体的
しんたいてき

特徴
とくちょう

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

、様々
さまざま

な理由
り ゆ う

から

戸籍
こ せ き

を取得
しゅとく

することができなかった方
かた

の問題
もんだい

（無戸籍
む こ せ き

問題
もんだい

）など、様々
さまざま

な人権
じんけん

にかかわる

問題
もんだい

があります。これらの問題
もんだい

においても、指針
し し ん

の趣旨
し ゅ し

に 従
したが

って、関係
かんけい

機関
き か ん

、ＮＧＯ
えぬじーおー

・ＮＰＯ
えぬぴーおー

等
とう

と 協働
きょうどう

・連携
れんけい

してそれぞれの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた取組
と り く

みを 行
おこな

います。 

【コラム】ソーシャルインクルージョンとは 

 

「社会的
しゃかいてき

包摂
ほうせつ

」とも訳
やく

される「ソーシャルインクルージョン」。 

今日的
こんにちてき

な「つながり」の再構築
さいこうちく

を図
はか

り、すべての人々
ひとびと

を孤独
こ ど く

や孤立
こ り つ

、排除
はいじょ

や摩擦
ま さ つ

から援護
え ん ご

し、健康
けんこう

で文化的
ぶんかてき

な生活
せいかつ

の実現
じつげん

につなげるよう、社会
しゃかい

の構成員
こうせいいん

として包
つつ

み支
ささ

え合
あ

うことを

意味
い み

する言葉
こ と ば

です。 

日本
に ほ ん

では平成
へいせい

12年
ねん

（2000年
ねん

）12月
がつ

に厚生省
こうせいしょう

(当時
と う じ

)がまとめた「社会的
しゃかいてき

な援護
え ん ご

を要
よう

する

人々
ひとびと

に対
たい

する社会
しゃかい

福祉
ふ く し

のあり方
かた

に関
かん

する検討会
けんとうかい

報
ほう

告
こく

書
しょ

」にて初
はじ

めて提
てい

唱
しょう

されました。 

社会的
しゃかいてき

に弱
よわ

い立
たち

場
ば

にある人々
ひとびと

を含
ふく

むすべての人
ひと

を地域
ち い き

社会
しゃかい

で受
う

け入れ、ともに生
い

きてい

く取
とり

組
く

みが重 要
じゅうよう

となっています。 


