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１．国立市
くにたちし

人権
じんけん

・平和
へ い わ

のまちづくり審
しん

議会
ぎ か い

の役割
やくわり

と審議
し ん ぎ

の経過
け い か

 

 

（１）審
しん

議会
ぎ か い

の役割
やくわり

 

   国立市
くにたちし

人権
じんけん

・平和
へ い わ

のまちづくり審議会
しんぎかい

（以下
い か

「当審
とうしん

議会
ぎ か い

」という。）は、

国立市
くにたちし

人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し多様性
たようせい

を認
みと

め合
あ

う平和
へ い わ

なまちづくり基本
き ほ ん

条例
じょうれい

（以下
い か

「基本
き ほ ん

条 例
じょうれい

」という。）第
だい

16 条
じょう

及
およ

び基本
き ほ ん

条例
じょうれい

施行
し こ う

規則
き そ く

に基
もと

づき、令和元
れいわがん

（2019）年
ねん

７月
がつ

１
つい

日
たち

に設置
せ っ ち

された市長
しちょう

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

です。市長
しちょう

の諮問
し も ん

に応
おう

じて、

基本
き ほ ん

条 例
じょうれい

第
だい

９ 条
じょう

に定
さだ

める基本
き ほ ん

方針
ほうしん

や第
だい

10 条
じょう

に定
さだ

める推進
すいしん

計画
けいかく

に関
かん

する

こと等
とう

についての調査
ちょうさ

及
およ

び審議
し ん ぎ

を行
おこな

い、その結果
け っ か

を市長
しちょう

に答申
とうしん

する役目
や く め

を

担
にな

っています。 

 

 

（２）審議
し ん ぎ

の経過
け い か

 

   当審
とうしん

議会
ぎ か い

は、令和元
れいわがん

（2019）年
ねん

８月
がつ

５
いつ

日
か

に、国立
くにたち

市長
しちょう

から「人権
じんけん

・平和
へ い わ

の

まちづくりの総合的
そうごうてき

な推進
すいしん

を図
はか

るための基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の策定
さくてい

」についての諮問
し も ん

を受
う

け、約
やく

４年間
ねんかん

にわたり、計
けい

23回
かい

の議論
ぎ ろ ん

を重
かさ

ねてきました。 

   当審
とうしん

議会
ぎ か い

は、国立市
くにたちし

がソーシャル・インクルージョンの理念
り ね ん

の下
もと

、人権
じんけん

を

尊重
そんちょう

し多様性
たようせい

を認
みと

め合
あ

う平和
へ い わ

なまちの実現
じつげん

を目指
め ざ

していることを踏
ふ

まえ、

審
しん

議会
ぎ か い

の回数
かいすう

や答申
とうしん

の時期
じ き

をあらかじめ定
さだ

決めることなく、丁寧
ていねい

な議論
ぎ ろ ん

を

心掛
こころが

けて実施
じ っ し

してきました。また、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

拡大
かくだい

の影響
えいきょう

により、会議
か い ぎ

がなかなか開催
かいさい

できない時期
じ き

もありましたが、当審
とうしん

議会
ぎ か い

として

は、委員
い い ん

の多様性
たようせい

及
およ

び審議
し ん ぎ

内容
ないよう

に鑑
かんが

み、オンラインでの開催
かいさい

は実施
じ っ し

せずに、

会議室
かいぎしつ

の換気
か ん き

を徹底
てってい

するなど感染
かんせん

対策
たいさく

を十分
じゅうぶん

に 行
おこな

った上
うえ

で、全
すべ

ての会議
か い ぎ

を参集
さんしゅう

形式
けいしき

で開
かい

催
さい

してきました。 

   さらに、審議
し ん ぎ

においては、その約
やく

半数
はんすう

の時間
じ か ん

、様々
さまざま

な人権
じんけん

課題
か だ い

の当事者
とうじしゃ

や

その支援
し え ん

を行っている方
かた

等
とう

からの人権
じんけん

・差別
さ べ つ

問題
もんだい

の現状
げんじょう

やそれらに対
たい

する

取組
とりくみ

の聞
き

き取
と

りを行
おこな

い、課題
か だ い

の把握
は あ く

に努
つと

め、それら課題
か だ い

に対
たい

する考
かんが

え方
かた

や

対応
たいおう

方策
ほうさく

について議論
ぎ ろ ん

を行
おこな

ってきました。 
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２．審議会における審議
し ん ぎ

におけるの前提事項基本
き ほ ん

姿勢
し せ い

 

 

（１）人権
じんけん

課題
か だ い

をとりまく国内外
こくないがい

の状 況
じょうきょう

 

昭和
しょうわ

22（1947）年
ねん

5月
がつ

に、基本的
きほんてき

人権
じんけん

の尊重
そんちょう

、国民
こくみん

主権
しゅけん

、平和
へ い わ

主義
し ゅ ぎ

を大
おお

き

な 柱
はしら

とする日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

が施行
し こ う

されました。日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

が保障
ほしょう

する人権
じんけん

は、

「侵
おか

すことのできない永 久
えいきゅう

の権利
け ん り

」（第
だい

11 条
じょう

）であり、「国政
こくせい

の上
うえ

で、最大
さいだい

の尊重
そんちょう

を必要
ひつよう

とする」（第
だい

13 条
じょう

）と定
さだ

められています。そしてその翌年
よくねん

の

昭和
しょうわ

23（1948）年
ねん

12月
がつ

には、はじめて人権
じんけん

の保障
ほしょう

を国際的
こくさいてき

にうたった「世界
せ か い

人権
じんけん

宣言
せんげん

」が国連
こくれん

総会
そうかい

で採択
さいたく

されました。生命
せいめい

・身体
しんたい

の安全
あんぜん

そのほか多
おお

くの

基本的
きほんてき

人権
じんけん

についての基準
きじゅん

が示
しめ

されており、全
すべ

ての人
ひと

がいかなる事由
じ ゆ う

による

差別
さ べ つ

をも受
う

けることなく、これらの人権
じんけん

を享有
きょうゆう

できると宣言
せんげん

されています。

この日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

の施行
し こ う

及
およ

び世界
せ か い

人権
じんけん

宣言
せんげん

以降
い こ う

、国内
こくない

における法
ほう

整備
せ い び

や国際的
こくさいてき

な条約
じょうやく

、宣言
せんげん

等
とう

により多
おお

くの人権
じんけん

が保障
ほしょう

されるようになりました。 

しかし、世界
せ か い

では今
いま

もなお戦火
せ ん か

に怯
おび

え人権
じんけん

侵害
しんがい

に苦
くる

しむ人々
ひとびと

、人種
じんしゅ

や民族
みんぞく

等
とう

の違
ちが

いで迫害
はくがい

を受
う

ける人々
ひとびと

がいます。日本
に ほ ん

国内
こくない

においても、特
とく

に社会的
しゃかいてき

弱者
じゃくしゃ

への制度的
せいどてき

・社会的
しゃかいてき

、また直接的
ちょくせつてき

・間接的
かんせつてき

な差別
さ べ つ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

――子
こ

ど

もや高齢者
こうれいしゃ

等
とう

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

、女性
じょせい

に対
たい

する暴力
ぼうりょく

、しょうがいしゃ※や性的
せいてき

マイノリティに対
たい

する差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

、出生
しゅっせい

や出自
しゅつじ

、国籍
こくせき

や人種
じんしゅ

・民族
みんぞく

に対
たい

す

る排他的
はいたてき

言動
げんどう

など、日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

が保障
ほしょう

する基本的
きほんてき

人権
じんけん

に関
かん

する問題
もんだい

が今
いま

もな

お起
お

こり続
つづ

けています。 

当審
とうしん

議会
ぎ か い

としては、このような国内外
こくないがい

の 状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、あらゆる人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

が現
げん

に存在
そんざい

するという立場
た ち ば

・意識
い し き

を基本的
きほんてき

な姿勢
し せ い

として審議
し ん ぎ

を

行
おこな

ってきました。 
   ※ 国立市

く に た ち し

においては、「障害
しょうがい

」の「害
がい

」には悪
わる

いイメージがあり、新
あたら

しいイメージを求
もと

めて「しょうが

いしゃ」とひらがな表記
ひょうき

が用
もち

いられていることから、当審
とうしん

議会
ぎ か い

としては、本答申
ほんとうしん

においても、既
き

存
ぞん

の固有
こ ゆ う

名詞
め い し

や引用
いんよう

を除
のぞ

いてひらがな表記
ひょうき

をしています。 

 

 

（２）基本
き ほ ん

条例
じょうれい

が示
しめ

す恒久的
こうきゅうてき

な理念
り ね ん

の推進
すいしん

 

国立市
くにたちし

が平成
へいせい

31（2019）年
ねん

４月
がつ

１
つい

日
たち

から施行
し こ う

している基本
き ほ ん

条例
じょうれい

は、平成
へいせい

30

年
ねん

国立市
くにたちし

議会
ぎ か い

第
だい

４回
かい

定例会
ていれいかい

において全会
ぜんかい

一致
い っ ち

で可決
か け つ

された条例
じょうれい

です。 

この基本
き ほ ん

条 例
じょうれい

は、「人権
じんけん

侵害
しんがい

を許
ゆる

さない」と高
たか

らかに宣言
せんげん

しています。そ

して、この基本
き ほ ん

条例
じょうれい

の最大
さいだい

の特徴
とくちょう

は、前文
ぜんぶん

の「今
いま

もなお、人種
じんしゅ

、皮膚
ひ ふ

の色
いろ

、
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民族
みんぞく

、国籍
こくせき

、信条
しんじょう

、性別
せいべつ

、性的
せいてき

指向
し こ う

、性
せい

自認
じ に ん

、しょうがい、疾病
しっぺい

、職 業
しょくぎょう

、

年齢
ねんれい

、被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

出身
しゅっしん

その他
た

経歴
けいれき

等
とう

を理由
り ゆ う

とした不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

や暴力
ぼうりょく

等
とう

の

人権
じんけん

侵害
しんがい

が存
そん

在
ざい

し、日常
にちじょう

の暮
く

らしの脅威
きょうい

となっている。また、一人一人
ひ と り ひ と り

の

多様性
たようせい

に対
たい

する無理解
む り か い

と無関心
むかんしん

に起因
き い ん

して、争
あらそ

いや衝突
しょうとつ

が 生
しょう

じている。

そして、この人権
じんけん

侵害
しんがい

や 争
あらそ

い等
とう

については、誰
だれ

もが、無意識的
む い し き て き

に又
また

は間接的
かんせつてき

に当事者
とうじしゃ

となる可能性
かのうせい

を持
も

つ。」という部分
ぶ ぶ ん

に見
み

て取
と

れます。まず、「今
いま

もな

お（中 略
ちゅうりゃく

）脅威
きょうい

となっている。」の一文
いちぶん

については、他
た

の法律
ほうりつ

や条例
じょうれい

を見
み

てもここまでの項目
こうもく

を列挙
れっきょ

している例
れい

は珍
めずら

しく、基本
き ほ ん

条例
じょうれい

が広範囲
こうはんい

な人権
じんけん

侵害
しんがい

を包括的
ほうかつてき

に捉
とら

えていることを示
しめ

しています。「また、一人一人
ひ と り ひ と り

の（中 略
ちゅうりゃく

）

生
しょう

じている。」の一文
いちぶん

及
およ

び「そして（中 略
ちゅうりゃく

）可能性
かのうせい

を持
も

つ。」の一文
いちぶん

につい

ては、差別
さ べ つ

感情
かんじょう

や偏
へん

見
けん

は誰
だれ

にでもあり、被害者
ひがいしゃ

になってしまうだけでなく、

無意識
む い し き

に、または直接的
ちょくせつてき

に差別
さ べ つ

行為
こ う い

をしなくても、無理解
む り か い

や無関心
むかんしん

などに

より、間接的
かんせつてき

に加害者側
かがいしゃがわ

に立
た

ってしまうおそれがあることを示
しめ

しています。 

そして、このような前文
ぜんぶん

の考
かんが

え方
かた

の下
もと

、第
だい

３条
じょう

においてあらゆる差別
さ べ つ

を

包括的
ほうかつてき

に禁止
き ん し

しています。国立市
くにたちし

で基本
き ほ ん

条例
じょうれい

が施行
し こ う

された当時
と う じ

、このよう

なに差別を明確に禁止する条例
じょうれい

を掲
かか

げる地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は他
ほか

にありません

でした。また、「障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」では、

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

が規定
き て い

されていますが、「本邦外
ほんぽうがい

出身者
しゅっしんしゃ

に対
たい

する不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

言動
げんどう

の解 消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（以下
い か

「ヘ

イトスピーチ解消法
かいしょうほう

」という。）、「部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」

は、明確
めいかく

に差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

する規定
き て い

を設
もう

けていません。そのような状況下
じょうきょうか

、

国立市
くにたちし

があらゆる差別
さ べ つ

を包括的
ほうかつてき

に禁止
き ん し

する条例
じょうれい

を市議会
し ぎ か い

全会
ぜんかい

一致
い っ ち

で可決
か け つ

し

施行
し こ う

したことは、大変
たいへん

先駆的
せんくてき

なことだったと言えます。 

これを具体的
ぐたいてき

に実現
じつげん

するため、次
つぎ

の事項
じ こ う

を掲
かか

げていることも基本
き ほ ん

条例
じょうれい

  

の優
すぐ

れた点
てん

と言
い

えます。 

○ ソーシャル・インクルージョン（全
すべ

ての人
ひと

を社会的
しゃかいてき

孤立
こ り つ

や排除
はいじょ

から守
まも

り、

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として包
つつ

み支
ささ

え合
あ

うこと）の理念
り ね ん

を第一
だいいち

に掲
かか

げている（第
だい

１条
じょう

） 

○ 市長
しちょう

の使命
し め い

として、ソーシャル・インクルージョンの理念
り ね ん

の下
もと

でまちづ

くりの基礎
き そ

を判断
はんだん

しなければならないことを規定
き て い

している（第
だい

４条
じょう

） 

○ 地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じて、不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を始
はじ

めとする人権
じんけん

救済
きゅうさい

のた

めに必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずることとしている（第
だい

12 条
じょう

） 

○ 「国立市
くにたちし

平和
へ い わ

都市
と し

宣言
せんげん

」の告示
こ く じ

日
び

である６月
がつ

21日
にち

を「くにたち平和
へ い わ

の日
ひ

」、
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６月
がつ

21日
にち

から６月
がつ

27日
にち

を「くにたち平和
へ い わ

推進
すいしん

週間
しゅうかん

」と定
さだ

め、人権
じんけん

・平和
へ い わ

の

まちづくりの推進
すいしん

を図
はか

ることとしている（第
だい

15 条
じょう

） 

 

また、令和
れ い わ

４（2022）年
ねん

10月
がつ

に国連
こくれん

の障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する委員会
いいんかい

から

８月
がつ

に実施
じ っ し

した日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

への審査
し ん さ

を踏
ふ

まえ出
だ

された総括
そうかつ

所見
しょけん

では、障害者
しょうがいしゃ

が他者
た し ゃ

と対等
たいとう

であり人権
じんけん

の主体
しゅたい

であると認識
にんしき

し国内
こくない

法制
ほうせい

及
およ

び政策
せいさく

を見直
み な お

す

ことや、障 害
しょうがい

、性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、民族
みんぞく

、宗 教
しゅうきょう

、ジェンダー自認
じ に ん

、性的
せいてき

指向
し こ う

及
およ

び

その他
た

いかなる身分
み ぶ ん

を理由
り ゆ う

とした複合的
ふくごうてき

かつ交差的
こうさてき

な差別
さ べ つ

形態
けいたい

※及
およ

やび

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

のを拒否
き ょ ひ

しを含め、障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

するために障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

を見直
み な お

すこと、優生思想
ゆうせいしそう

及
およ

び非障害者優先主義
ひしょうがいしゃゆうせんしゅぎ

に基
もと

づく考
かんが

え方
かた

に対処
たいしょ

する観点
かんてん

から津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

を見直
み な お

し社会
しゃかい

におけるこうした

考
かんが

え方
かた

の助 長
じょちょう

に対
たい

する法的
ほうてき

責任
せきにん

を確保
か く ほ

すること、障害者
しょうがいしゃ

が居住地
きょじゅうち

及
およ

びど

こで誰
だれ

と地域
ち い き

社会
しゃかい

において生活
せいかつ

するかを選択
せんたく

する機会
き か い

を確保
か く ほ

し、グループホ

ームを含
ふく

む特定
とくてい

の生活
せいかつ

施設
し せ つ

で生活
せいかつ

する義務
ぎ む

を負
お

わず、障害者
しょうがいしゃ

が自分
じ ぶ ん

の生活
せいかつ

について選択
せんたく

及
およ

び管理
か ん り

することを可能
か の う

にすること、インクルーシブ教育
きょういく

や

インクルーシブ就労
しゅうろう

を速
すみ

やかに実施
じ っ し

することがなど、多
おお

くの勧告
かんこく

や懸念
け ね ん

が

示
しめ

されました。 

さらに、同
おな

じく国連
こくれん

の自由権
じゆうけん

規約
き や く

委員会
いいんかい

が同年
どうねん

11月
がつ

に日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

に対
たい

して出
だ

した「市民的
しみんてき

及
およ

び政治的
せいじてき

権利
け ん り

に関
かん

する国際
こくさい

規約
き や く

」（自由権
じゆうけん

規約
き や く

）の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

についての総括
そうかつ

所見
しょけん

では、性的
せいてき

マイノリティの人々
ひとびと

に対
たい

する固定的
こていてき

観念
かんねん

及
およ

び

偏
へん

見
けん

を払 拭
ふっしょく

するための啓発
けいはつ

活動
かつどう

を強化
きょうか

するとともに、同性
どうせい

カップルが公営
こうえい

住宅
じゅうたく

へのアクセス及
およ

び同性婚
どうせいこん

を含
ふく

む全
すべ

ての権利
け ん り

を受
う

けられるようにするこ

と、ヘイトスピーチ解消法
かいしょうほう

の適用
てきよう

対象
たいしょう

を、外国
がいこく

ルーツの人
ひと

たちだけでなく

被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

出身者
しゅっしんしゃ

、先住
せんじゅう

民族
みんぞく

等
とう

にも拡大
かくだい

し、出自
しゅつじ

に関係
かんけい

なく全
すべ

ての人
ひと

に対
たい

する差別的
さべつてき

言動
げんどう

・行動
こうどう

を対象
たいしょう

とするとともに、性的
せいてき

マイノリティを含
ふく

めて

ヘイトスピーチとヘイトクライムを明確
めいかく

に犯罪化
はんざいか

するため刑法
けいほう

を改正
かいせい

する

こと等
とう

、多
おお

くの勧告
かんこく

や懸念
け ね ん

が示
しめ

されました。 

これら国際的
こくさいてき

な視点
し て ん

での人権
じんけん

課題
か だ い

について、国立市
くにたちし

の基本
き ほ ん

条例
じょうれい

はまさに 

その理念
り ね ん

が取
と

り入
い

れられた内容
ないよう

となっており、基本
き ほ ん

条例
じょうれい

にうたわれている

ソーシャル・インクルージョンの理念
り ね ん

が、いままさに日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

に求
もと

められて

いると言
い

えます。 

当審
とうしん

議会
ぎ か い

としては、この基本
き ほ ん

条例
じょうれい

が示
しめ

す恒久的
こうきゅうてき

な理念
り ね ん

を永続的
えいぞくてき

に推進
すいしん

す
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ることの重要性
じゅうようせい

を再認識
さいにんしき

しするとともに、審議
し ん ぎ

を行
おこな

うに当
あ

たっての基本的
きほんてき

な姿勢
し せ い

として考え方として委員間で共通認識を持ち審議
し ん ぎ

を行
おこな

ってきました。 
※最近

さいきん

の女性
じょせい

差別
さ べ つ

撤廃員会
てっぱいいんかい

の勧告
かんこく

など国連
こくれん

文書
ぶんしょ

において、マイノリティ女性
じょせい

に関連
かんれん

する箇所
か し ょ

で「複合
ふくごう

差別
さ べ つ

/ 

交差的
こ う さ て き

な差別
さ べ つ

（multiple/intersectional forms of discrimination）という文言
もんごん

が出
で

てくる。この

intersectionality（交差性
こ う さ せ い

）とは、人種
じんしゅ

、エスニシティ、ネイション、ジェンダー、階級
かいきゅう

、セクシュア

リティなど、さまざまな差別
さ べ つ

の軸
じく

が組
く

み合
あ

わさり、相互
そ う ご

に作用
さ よ う

することで独特
どくとく

の抑圧
よくあつ

が生
しょう

じている状 況
じょうきょう

をさす。（『国際
こくさい

人権
じんけん

ひろば』No.137(一般
いっぱん

財団
ざいだん

法人
ほうじん

アジア・太平洋
たいへいよう

人権
じんけん

情
じょう

報
ほう

センター、2018年
ねん

1月
がつ

発行
はっこう

) 

人権
じんけん

の潮 流
ちょうりゅう

「Intersectionality（交差性
こ う さ せ い

）の概念
がいねん

をひもとく」徐阿
そ あ

貴
き

（福岡
ふくおか

女子
じ ょ し

大学
だいがく

教員
きょういん

）より一部
い ち ぶ

引用
いんよう

） 
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３．多様
た よ う

な人権
じんけん

課題
か だ い

の把握
は あ く

 

 

当審
とうしん

議会
ぎ か い

においては、諮問
し も ん

事項
じ こ う

について審議
し ん ぎ

するに当
あ

たり、様々
さまざま

な人権
じんけん

課題
か だ い

の当事者
とうじしゃ

等
とう

からその現状
げんじょう

や課題
か だ い

について直接
ちょくせつ

ご意見
い け ん

を伺
うかが

い課題
か だ い

を把握
は あ く

する

ことが重 要
じゅうよう

であるとの認識
にんしき

にいたりました。そのため、計
けい

11回
かい

にわたり、当
とう

事
じ

者
しゃ

等
とう

に直接審
ちょくせつしん

議会
ぎ か い

の場
ば

へお越
こ

しいただき、それぞれの人権課題
か だ い

等
とう

について

話
はなし

を伺
うかが

い、委員
い い ん

との意見
い け ん

交換
こうかん

を行
おこな

ってきました。 

  各人権
かくじんけん

課題
か だ い

に 共
きょう

通
つう

する内容
ないよう

については、次項
じ こ う

４．でその考
かんが

え方
かた

等
とう

を示
しめ

して

いますが、各課題
かくかだい

における特有
とくゆう

の状 況
じょうきょう

もあることから、以下
い か

において、当
とう

事
じ

者
しゃ

等
とう

から伺
うかが

った個々
こ こ

の特徴的
とくちょう

な側面
そくめん

を示
しめ

します（あくまで当審
とうしん

議会
ぎ か い

において

審議
し ん ぎ

に際
さい

し 伺
うかが

った範囲
は ん い

の内容
ないよう

であり、あらゆる人権
じんけん

課題
か だ い

を網羅的
もうらてき

に聴取
ちょうしゅ

・

把握
は あ く

したものではないことにご留意
りゅうい

ください。）。 

国立市
くにたちし

においては、諸課題
しょかだい

のあり様
よう

や状 況
じょうきょう

の把握
は あ く

を一層
いっそう

深
ふか

めていくことが

不可欠
ふ か け つ

であり、市民
し み ん

との対話
た い わ

や協議
きょうぎ

を深
ふか

めることを追求
ついきゅう

し続
つづ

ける必要
ひつよう

があり

ます。また、各当事者
かくとうじしゃ

一人一人
ひ と り ひ と り

がまちづくりの主体
しゅたい

であることや、まちづくり

の主体
しゅたい

としてふさわしい参画
さんかく

の形
かたち

・場
ば

が必要
ひつよう

であることに十分
じゅうぶん

留意
りゅうい

して基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を策定
さくてい

することを求
もと

めます。 

 

（以下
い か

、当審
とうしん

議会
ぎ か い

において意見
い け ん

を伺
うかが

った順
じゅん

に記載
き さ い

） 

①朝鮮
ちょうせん

半島
はんとう

にルーツのある人
ひと

 

   戦前
せんぜん

からの歴史的
れきしてき

経緯
け い い

により、日本
に ほ ん

には朝鮮
ちょうせん

半島
はんとう

にルーツを持
も

つ人々
ひとびと

が

暮
く

らすようになりました。国立市
くにたちし

にも多
おお

くの在日
ざいにち

コリアンが在住
ざいじゅう

している

ほか、多摩
た ま

地域
ち い き

には、立川市
たちかわし

に西
にし

東京
とうきょう

朝鮮
ちょうせん

第一
だいいち

初 中 級
しょちゅうきゅう

学校
がっこう

、町田市
ま ち だ し

に西
にし

東京
とうきょう

朝鮮第二幼
ちょうせんだいによう

初 中 級
しょちゅうきゅう

学校
がっこう

、小平市
こだいらし

に朝鮮
ちょうせん

大学校
だいがっこう

等
とう

の教育
きょういく

機関
き か ん

もあり

ます。近年
きんねん

、全国的
ぜんこくてき

に問題化
もんだいか

している在日
ざいにち

コリアンへのヘイトクライムやヘ

イトスピーチをはじめとした差別的
さべつてき

な言動
げんどう

に対
たい

しては、毅然
き ぜ ん

と反対
はんたい

し、防止
ぼ う し

に努
つと

め、一人一人
ひ と り ひ と り

が民族的
みんぞくてき

アイデンティティを尊重
そんちょう

しながら、安心
あんしん

して生
せい

活
かつ

できる地域
ち い き

社会
しゃかい

を目指
め ざ

す必要
ひつよう

があります。一方
いっぽう

、代を継いで日本で生まれ

た人々、戦後
せ ん ご

新
あら

たに渡日
と に ち

した人々
ひとびと

も含
ふく

め、在日
ざいにち

外国人
がいこくじん

は多様化
た よ う か

しつつ増加
ぞ う か

し

ており、現在
げんざい

国立市
くにたちし

には、約
やく

1,700人
にん

※が在住
ざいじゅう

しています。また、日本
に ほ ん

国籍者
こくせきしゃ

の中
なか

にも、海外
かいがい

ルーツの人
ひと

やミックスルーツの人
ひと

もいます。文化的
ぶんかてき

背景
はいけい

や

言語
げ ん ご

、生活
せいかつ

習 慣
しゅうかん

の違
ちが

いが摩擦
ま さ つ

や排除
はいじょ

を生
う

まないために、多様
た よ う

なルーツを持
も
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つ一人一人
ひ と り ひ と り

がそれぞれ必要
ひつよう

とする情報
じょうほう

にアクセスでき、疎外感
そがいかん

を抱
いだ

かず

地域
ち い き

の一員
いちいん

と感
かん

じながら暮
く

らすことのできるよう 強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

められます。 
  ※ 令和

れ い わ

４（2022）年
ねん

１月
がつ

１
つい

日
たち

時点
じ て ん

。内訳
うちわけ

は、中国籍
ちゅうごくせき

約
やく

680人
にん

、韓国
かんこく

・朝鮮
ちょうせん

籍
せき

約
やく

340人
にん

、ベトナム籍
せき

約
やく

140

人
にん

など。昭和
しょうわ

55（1980）年
ねん

当時
と う じ

の約
やく

350人
にん

と比較
ひ か く

すると約
やく

５倍
ばい

となっている（統計
とうけい

くにたち（令和
れ い わ

４

年度版
ね ん ど ば ん

））。 

 

②しょうがいしゃ 

   街
まち

なかの段差
だ ん さ

や車椅子
くるまいす

に対応
たいおう

していない施設
し せ つ

など物理的
ぶつりてき

なバリアに加
くわ

え、

しょうがいしゃへの配慮
はいりょ

に欠
か

ける言動
げんどう

など心理的
しんりてき

なバリアが依然
い ぜ ん

として

存在
そんざい

しています。国立市
くにたちし

では、平成
へいせい

18（2006）年
ねん

の「国立市
くにたちし

第三次
だいさんじ

地域
ち い き

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」※１の策定
さくてい

に当
あ

たって当事者
とうじしゃ

委員
い い ん

が参画
さんかく

して計画
けいかく

を策定
さくてい

したり、し

ょうがい当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を受
う

けて同年
どうねん

から「地域
ち い き

参加型
さんかがた

介護
か い ご

サポート事業
じぎょう

」※２を

スタートさせるなど、当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を反映
はんえい

させた取組
とりくみ

が行
おこな

われています。ま

た、平成
へいせい

17（2005）年
ねん

には「しょうがいしゃがあたりまえにくらすまち宣言
せんげん

」

を 行
おこな

い、平成
へいせい

27（2015）年
ねん

に「国立市
くにたちし

誰
だれ

もがあたりまえに暮
く

らすまちにす

るための「しょうがいしゃがあたりまえに暮
く

らすまち宣言
せんげん

」の条例
じょうれい

」を制定
せいてい

しています。「しょうがいしゃがあたりまえに暮
く

らすまち」であるためには、

住
す

まいの確保
か く ほ

と介護
か い ご

の保障
ほしょう

が必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

です。例
たと

えば重度
じゅうど

のしょうがいし

ゃは、24時間
じ か ん

365日
にち

生活
せいかつ

のどの場面
ば め ん

でも介護
か い ご

が欠
か

かせません。日常
にちじょう

の在宅
ざいたく

や

外出
がいしゅつ

時
じ

のみならず入院
にゅういん

時
じ

、就学
しゅうがく

就労
しゅうろう

時
じ

にも保障
ほしょう

されるべきです。加
くわ

えて、

介護
か い ご

の人材
じんざい

不足
ぶ そ く

が深刻
しんこく

ですが、大学
だいがく

等
とう

と連携
れんけい

した人材
じんざい

確保
か く ほ

を進
すす

めるなど、市
し

が責任
せきにん

を持
も

って派遣
は け ん

のための支援
し え ん

を 行
おこな

う対策
たいさく

が早急
そうきゅう

に必要
ひつよう

です。しょう

がいを「医学
い が く

モデル」ではなく「社会
しゃかい

モデル」※３として捉
とら

え、しょうがいし

ゃ一人一人
ひ と り ひ と り

の特性
とくせい

を踏
ふ

まえた積極的
せっきょくてき

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

、しょうがいしゃ支援
し え ん

施設
し せ つ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

（学級
がっきゅう

）の在
あ

り方
かた

の検討
けんとう

、誰
だれ

もが利用
り よ う

できる文化
ぶ ん か

財
ざい

等
とう

の在
あ

り方
かた

の検討
けんとう

、フルインクルーシブ教育
きょういく

の実現
じつげん

に向
む

けた検討
けんとう

等
とう

を行
おこな

い、

フルインクルーシブ社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた 強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じる

ことが求
もと

められます。 
※１ 平成

へいせい

18（2006）年
ねん

から平成
へいせい

22（2010）年
ねん

までの５年間
ねんかん

計画
けいかく

。市民
し み ん

、サービス提供者
ていきょうしゃ

、当事者
と う じ し ゃ

を中
ちゅう

心
しん

 

とした審議
し ん ぎ

委員
い い ん

で、特
とく

にしょうがいしゃは身体
しんたい

・知的
ち て き

・精神
せいしん

の三
さん

しょうがいの当事者
と う じ し ゃ

それぞれが委員
い い ん

 

として参画
さんかく

（国立市
く に た ち し

として初
はじ

めての試
こころ

み）。 

※２ 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

の介護
か い ご

給付費
き ゅ う ふ ひ

の支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けているにも関
かか

わらず、そのサービス利用
り よ う

が困難
こんなん

と 

なっている者
もの

若
も

しくは普段
ふ だ ん

は家族
か ぞ く

による介護
か い ご

を受
う

けているが何
なん

らかの事情
じじょう

により家族
か ぞ く

からの介護
か い ご

を受
う

 

けられなくなった場合
ば あ い

等
とう

に、引
ひ

き続
つづ

き安定
あんてい

した介護
か い ご

を受
う

けられるように地域
ち い き

の介護力
かいごりょく

を活用
かつよう

してしょ 
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うがいしゃの介護
か い ご

を支える市
し

独自
ど く じ

事業
じぎょう

。 

地域の力を活用し、しょうがいしゃ本人が推薦した介護人が食事、排泄、家事などの支援を行う制度。 

※３ 「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

」（日本
に ほ ん

は平成
へいせい

26（2014）年
ねん

に批准
ひじゅん

）において示
しめ

された障害
しょうがい

の捉
とら

え方
かた

。 

従来
じゅうらい

の障害
しょうがい

の捉
とら

え方
かた

は、障害
しょうがい

は病気
びょうき

や外傷
がいしょう

等
とう

から生
しょう

じる個人
こ じ ん

の問題
もんだい

であり、医療
いりょう

を必要
ひつよう

とするも 

のであるという、いわゆる「医学
い が く

モデル」の考
かんが

え方
かた

を反映
はんえい

したものであった一方
いっぽう

、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

 

では、障害
しょうがい

は主
おも

に社会
しゃかい

によって作
つく

られた障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への統合
とうごう

の問題
もんだい

であるという、いわゆる「社会
しゃかい

 

モデル」の考
かんが

え方
かた

が反映
はんえい

された（「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」パンフレット（外務省
がいむしょう

 2018年
ねん

３月
がつ

発行
はっこう

） 

より一部
い ち ぶ

引用
いんよう

）。 

 

③被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

 

   国立
くにたち

市内
し な い

には、被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

出身者
しゅっしんしゃ

が、江戸
え ど

時代
じ だ い

頃
ごろ

から市内
し な い

で生活
せいかつ

してき

た人々
ひとびと

、近隣
きんりん

や他
た

の地方
ち ほ う

から移
うつ

ってきた人々
ひとびと

などの 形
かたち

で存
そん

在
ざい

しています。

それらの人々
ひとびと

に対
たい

する就 職
しゅうしょく

、結婚
けっこん

、その他
た

の社会
しゃかい

生活
せいかつ

の場面
ば め ん

での差別
さ べ つ

事案
じ あ ん

が今
いま

なお報告
ほうこく

されており、問題
もんだい

が解
かい

決
けつ

していないのが実情
じつじょう

です。近年
きんねん

では、

インターネット等
とう

を利用
り よ う

した差別
さ べ つ

事象
じしょう

が全国的
ぜんこくてき

にも深刻
しんこく

な社会
しゃかい

問題
もんだい

となっ

ていますが、国立
くにたち

市内
し な い

に直接的
ちょくせつてき

に関係
かんけい

する事案
じ あ ん

も起
お

こっています※１。また、

戸
こ

籍
せき

を使
つか

って差別
さ べ つ

のための情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

する行為
こ う い

の問題
もんだい

も指摘
し て き

されており、

市
し

は、国立市
くにたちし

本人
ほんにん

通知
つ う ち

制度
せ い ど

※２をスタートするなど取組
とりくみ

を進
すす

めてきています。

部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

の歴史
れ き し

や現 状
げんじょう

を正
ただ

しく学
まな

ぶ機会
き か い

を創出
そうしゅつ

し、課題
か だ い

やニーズ、相談
そうだん

に

応
こた

えていくための 強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

められます。 

※１ 全国
ぜんこく

に数百通
すうひゃくつう

の差別
さ べ つ

手紙
て が み

が送
そう

付
ふ

され、その一部
い ち ぶ

については国立
くにたち

市内
し な い

にも送
おく

られた。また、インター 

ネット上
じょう

に全国
ぜんこく

の被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

を一覧化
い ち ら ん か

した情報
じょうほう

が流
なが

され、それを掲載
けいさい

した書籍
しょせき

の販売
はんばい

が宣伝
せんでん

された。 

いずれも国立市
く に た ち し

においては、拡散
かくさん

防止
ぼ う し

等
とう

の対応
たいおう

が行
おこな

われている。 

※２ 人権
じんけん

尊重
そんちょう

の観点
かんてん

から、本籍地
ほ ん せ き ち

および筆頭者
ひっとうしゃ

が記載
き さ い

された住民票
じゅうみんひょう

・戸籍
こ せ き

の附
ふ

票
ひょう

及
およ

び戸籍
こ せ き

を本人等以
ほんにんとうい

 

外
がい

の人
ひと

が委任状
いにんじょう

や第三者
だいさんしゃ

請求
せいきゅう

により交付
こ う ふ

した場合
ば あ い

に、登録
とうろく

した人
ひと

に交付
こ う ふ

の事実
じ じ つ

を通知
つ う ち

する制度
せ い ど

。 

 

④インターネット 上
じょう

の誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

 

   近年
きんねん

、インターネットの匿名性
とくめいせい

を悪用
あくよう

したＳＮＳ等
とう

での特定
とくてい

の個人
こ じ ん

や

民族
みんぞく

等
とう

を対象
たいしょう

とした誹謗
ひ ぼ う

・中 傷
ちゅうしょう

、差別的
さべつてき

な書
か

き込
こ

み、個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の掲載
けいさい

に

よるプライバシーの侵害
しんがい

、児童
じ ど う

ポルノやリベンジポルノなど、人権
じんけん

を軽視
け い し

し

た行為
こ う い

が社会的
しゃかいてき

な問題
もんだい

となっています。インターネット 上
じょう

の監
かん

視
し

・対応
たいおう

（モ

ニタリング）に加
くわ

え、何気
な に げ

ない書
か

き込
こ

みによって相手
あ い て

を傷
きず

つけたり思
おも

わぬト

ラブルに発展
はってん

することにもつながるため、インターネット 上
じょう

の情報
じょうほう

を正
ただ

しく理解
り か い

するためのメディアリテラシーの向上
こうじょう

やインターネットの正
ただ

し

い使
つか

い方
かた

・モラルを身
み

に付
つ

ける対策
たいさく

など 強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じる

ことが求
もと

められます。 
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⑤災害
さいがい

時
じ

の要援護者
ようえんごしゃ

 

   平成
へいせい

23（2011）年
ねん

３月
がつ

に発生
はっせい

した東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

では、東京
とうきょう

都内
と な い

において

多
おお

くの帰宅
き た く

困難者
こんなんしゃ

が発生
はっせい

するなど、大規模
だ い き ぼ

災害
さいがい

時
じ

における帰宅
き た く

困難者
こんなんしゃ

や

避難
ひ な ん

された方
かた

への対応
たいおう

は必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

ですが、なかでも、高齢者
こうれいしゃ

やしょうがい

しゃ、乳幼児
にゅうようじ

を連
つ

れた人
ひと

、外国人
がいこくじん

などいわゆる災害
さいがい

時
じ

における要援護者
ようえんごしゃ

が、

安
あん

全
ぜん

に避難
ひ な ん

し、安心
あんしん

して避難
ひ な ん

生活
せいかつ

を送
おく

れる環境
かんきょう

を整備
せ い び

しておくことが

重要
じゅうよう

です。災害
さいがい

時
じ

における要援護者
ようえんごしゃ

を想定
そうてい

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

の方法
ほうほう

、備蓄
び ち く

や

職員
しょくいん

の対応
たいおう

スキル向上
こうじょう

など 強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

め

られます。 

 

⑥感染症
かんせんしょう

、疾病
しっぺい

 

   新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の拡
かく

大
だい

により、感染者
かんせんしゃ

やその家族
か ぞ く

、医療
いりょう

従事
じゅうじ

者
しゃ

等
とう

のエッセンシャルワーカーに対
たい

する誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

や嫌
いや

がらせが全国的
ぜんこくてき

に

問題
もんだい

となりました。感染症
かんせんしょう

や疾
しっ

病
ぺい

に関
かん

する差別
さ べ つ

への対応
たいおう

は、ハンセン病
びょう

患者
かんじゃ

、ＨＩＶ感染者
かんせんしゃ

・エイズ患者
かんじゃ

、結核
けっかく

患者
かんじゃ

等
とう

に対
たい

する人権
じんけん

侵害
しんがい

の歴史
れ き し

から

学
まな

ばなければなりません。とりわけハンセン病
びょう

患者
かんじゃ

は、平成
へいせい

８（1996）年
ねん

に「らい予防法
よぼうほう

の廃止
は い し

に関
かん

する法律
ほうりつ

」が成立
せいりつ

するまで基本的
きほんてき

人権
じんけん

を奪
うば

われた

状態
じょうたい

にあり、その後
ご

も元患者
もとかんじゃ

やその家族
か ぞ く

への差別
さ べ つ

・偏見
へんけん

が社会
しゃかい

に根深
ね ぶ か

く存
そん

在
ざい

し続
つづ

けています。感染症
かんせんしょう

や 疾
しっつ

病
ぺい

は誰
だれ

もが当事者
とうじしゃ

になり得
え

る問題
もんだい

として

捉
とら

え、不安
ふ あ ん

解 消
かいしょう

のために当事者
とうじしゃ

を排
はい

除
じょ

するのではなく、正
ただ

しい知識
ち し き

を身
み

に

付
つ

けるための 強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

められます。 

 

⑦女性
じょせい

 

   国
くに

における法
ほう

整備
せ い び

や各地方
かくちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

における個別
こ べ つ

対応
たいおう

など、家庭
か て い

生活
せいかつ

、

職 業
しょくぎょう

生活
せいかつ

、社会
しゃかい

生活
せいかつ

、学校
がっこう

生活
せいかつ

等
とう

の上
うえ

で男女間
だんじょかん

格差
か く さ

の是正
ぜ せ い

や女性
じょせい

活躍
かつやく

に向
む

けた制度
せ い ど

整備
せ い び

が進
すす

められていますが、現実
げんじつ

の生活
せいかつ

や関係性
かんけいせい

における性別
せいべつ

役割
やくわり

分担
ぶんたん

意識
い し き

はまだまだ根強
ね づ よ

く、子
こ

育
そだ

てや介護
か い ご

等
とう

の家庭内
かていない

労働
ろうどう

ではその全
ぜん

般
ぱん

を女性
じょせい

が担
にな

う立場
た ち ば

に置
お

かれ、負担
ふ た ん

が大
おお

きいといった現状
げんじょう

があります。ま

た、配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

からの暴力
ぼうりょく

（ＤＶ）、セクシュアル・ハラスメント、ストーカ

ー被害
ひ が い

等
とう

、女性
じょせい

に対
たい

する暴 力
ぼうりょく

や人権
じんけん

侵害
しんがい

、社会的
しゃかいてき

孤立
こ り つ

、生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

が社会的
しゃかいてき

問題
もんだい

として指摘
し て き

されています。女性
じょせい

が性別
せいべつ

や年齢
ねんれい

、各
かく

ライフステージで

社会的
しゃかいてき

・経済的
けいざいてき

不利益
ふ り え き

を 被
こうむ

ることがないよう、また、暴力
ぼうりょく

等
とう

の人権
じんけん

侵害
しんがい

に
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対
たい

する支援
し え ん

等
とう

、強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

められます。 

 

⑧ 職 業
しょくぎょう

 

   例
たと

えば清掃
せいそう

関係
かんけい

や建設
けんせつ

関係
かんけい

の職種
しょくしゅ

等
とう

、社会
しゃかい

基盤
き ば ん

を支
ささ

える重要
じゅうよう

な 職 業
しょくぎょう

であるにも関
かか

わらず、いわゆる「きつい」「危険
き け ん

」「汚
きたな

い」といったイメー

ジのみが先行
せんこう

し、当該
とうがい

職 業
しょくぎょう

の当事者
とうじしゃ

に対
たい

する心無
こころな

い落書
ら く が

きや偏見
へんけん

、差別的
さべつてき

発言
はつげん

が現在
げんざい

でも起
お

こっている状 況
じょうきょう

があり、当事者
とうじしゃ

の中
なか

には、差別
さ べ つ

を恐
おそ

れて

家族
か ぞ く

や親
した

しい友人
ゆうじん

等
とう

にも自身
じ し ん

の 職 業
しょくぎょう

について 公
おおやけ

にできずにいる人
ひと

もい

ます。また、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の拡
かく

大
だい

に関連
かんれん

した医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

等
とう

へ

の偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も全国的
ぜんこくてき

な問題
もんだい

となりました。様々
さまざま

な 職 業
しょくぎょう

に関
かん

する正
ただ

しい

知識
ち し き

を子
こ

どもの頃
ころ

から身
み

に付
つ

けることが重要
じゅうよう

であり、そのための強 力
きょうりょく

か

つ効果的
こうかてき

な政策
せいさく

を講
こう

じることが求
もと

められます。 

 

⑨高齢者
こうれいしゃ

 

   高齢者虐待や認知症等の原因により判断能力が低下した高齢者に対する

他者による意思決定など、高齢者
こうれいしゃ

虐待
ぎゃくたい

など、高齢者
こうれいしゃ

に対
たい

する人権
じんけん

侵害
しんがい

の

相談
そうだん

・通報
つうほう

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります※。高齢
こうれい

や認知症
にんちしょう

等
とう

の原因
げんいん

により判断
はんだん

能力
のうりょく

が低
てい

下
か

した高齢者
こうれいしゃ

の意思
い し

決定
けってい

については、本人
ほんにん

が意思
い し

決定
けってい

できないか

ら代行
だいこう

するのではなく、本人
ほんにん

が意思
い し

決定
けってい

できるように工夫
く ふ う

をしその判断
はんだん

を

尊重
そんちょう

することが大切
たいせつ

です。人生
じんせい

100年
ねん

時代
じ だ い

と呼
よ

ばれる時代
じ だ い

のなか、一人一人
ひ と り ひ と り

の高齢者
こうれいしゃ

が、就 労
しゅうろう

や居場所
い ば し ょ

に困
こま

らず、受
う

けたい医療
いりょう

や福祉
ふ く し

等
とう

のサービスを

受
う

ける容することができる、つまりは人間
にんげん

としての尊厳
そんげん

を保
たも

ちながら、住
す

み

慣
な

れた地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしを人生
じんせい

の最後
さ い ご

まで続
つづ

ける仕組
し く

みづくりが

重要
じゅうよう

であり、そのための強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

められ

ます。 
※ 高齢者

こうれいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、高齢者
こうれいしゃ

の養護者
よ う ご し ゃ

に対
たい

する支援
し え ん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

に基
もと

づく対応
たいおう

状 況
じょうきょう

等
とう

に関
かん

する調
ちょう

 

査
さ

（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

） 
 

⑩子
こ

ども・若者
わかもの

 

   我
わ

が国
くに

の子
こ

どもの貧困率
ひんこんりつ

は 13.5％と、７人
にん

に１
ひと

人
り

の割合
わりあい

で子
こ

どもが貧困
ひんこん

状態
じょうたい

にあります※１。また、子
こ

どもの自殺者数
じさつしゃすう

※２、児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

件数
けんすう

※３ともに

年々
ねんねん

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、いじめの認知
に ん ち

件数
けんすう

※４も高
たか

い水準
すいじゅん

で推
すい

移
い

し続
つづ

けていま

す。加
くわ

えて近年
きんねん

ではヤングケアラーの問題
もんだい

が顕在化
けんざいか

するなど、子
こ

どもや若者
わかもの
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を取
と

り巻
ま

く課題
か だ い

は山積
さんせき

しており、子
こ

どもが自分
じ ぶ ん

らしく生
い

きて育
そだ

つ権利
け ん り

が奪
うば

われてしまっている現状
げんじょう

があります。子
こ

どもの権利
け ん り

を守
まも

ることは喫緊
きっきん

の

課題
か だ い

であり、学校
がっこう

、家庭
か て い

、地域
ち い き

及
およ

びその他
た

関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

りながら

地域
ち い き

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で子
こ

どもの育
そだ

ちを支
ささ

えるための 強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

められます。 
※１ 国民

こくみん

生活
せいかつ

基礎
き そ

調査
ちょうさ

（2019年
ねん

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

） ／ ※２ 自殺
じ さ つ

の統計
とうけい

（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

） ／  

※３ 福祉
ふ く し

行政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

）  ／ 

※４ 児童
じ ど う

生徒
せ い と

の問題
もんだい

行動
こうどう

・不登校
ふ と う こ う

等
とう

生徒
せ い と

指導上
しどうじょう

の諸問題
しょもんだい

に関
かん

する調査
ちょうさ

（文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

） 

 

⑪ハラスメント 

   ハラスメントにも多種多様
た し ゅ た よ う

なものがありますが（セクシュアル・ハラスメ

ント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、ジェンダー・ハ

ラスメント、スクール・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなど）、

ハラスメントという言葉
こ と ば

が一般的
いっぱんてき

によく聞
き

く言葉
こ と ば

となることにより言動
げんどう

の

悪質性
あくしつせい

を認識
にんしき

しやすくなった反面
はんめん

、違法性
いほうせい

が逆
ぎゃく

に薄
うす

まってしまっていると

いう側面
そくめん

もあることから、その言動
げんどう

を単
たん

なる現象
げんしょう

として捉
とら

えるのではなく

差別
さ べ つ

問題
もんだい

として強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

められます。 

 

⑫刑
けい

を終
お

えて出 所
しゅっしょ

した人
ひと

 

   犯罪
はんざい

をした人
ひと

や非行
ひ こ う

のある少年
しょうねん

の中
なか

には、心身
しんしん

に問題
もんだい

を抱
かか

えており住
す

む

ところや仕事
し ご と

がなかったり、頼
たよ

ることのできる人
ひと

がいない、生活
せいかつ

環境
かんきょう

に恵
めぐ

まれない、あるいは本人
ほんにん

に社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の問題
もんだい

があるなどの理由
り ゆ う

で、すぐに

自立
じ り つ

更生
こうせい

ができない人
ひと

がいます。こうした人
ひと

たちを一定
いってい

期間
き か ん

保護
ほ ご

して円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

を助
たす

け再犯
さいはん

を防止
ぼ う し

する役割
やくわり

を担
にな

っているのが更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
し せ つ

であ

り、地域
ち い き

行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

するなど近隣
きんりん

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

を図
はか

り施設
し せ つ

や入所者
にゅうしょしゃ

に対
たい

する理解
り か い

促進
そくしん

に努
つと

めていますが、「怖
こわ

い」というイメージ等
とう

により理解
り か い

や

協 力
きょうりょく

を得
え

にくい状 況
じょうきょう

があります。また、就職後
しゅうしょくご

の職
しょく

場内
ば な い

での差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

、その家族
か ぞ く

に対
たい

する誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

も起
お

きています。当事者
とうじしゃ

の更生
こうせい

意識
い し き

を高
たか

め

るとともに地域
ち い き

社会
しゃかい

が 協 力
きょうりょく

して当事者
とうじしゃ

の社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

を支援
し え ん

することが

重要
じゅうよう

であり、 強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

められます。 

 

⑬性的
せいてき

指向
し こ う

、性
せい

自認
じ に ん

（ＳＯＧＩ（Sexual Orientation(性的
せいてき

指向
し こ う

) and Gender Identity(性
せい

自認
じ に ん

)）） 

   国立市
くにたちし

は、平成
へいせい

30（2018）年
ねん

から「国立市
くにたちし

女性
じょせい

と男性
だんせい

及
およ

び多様
た よ う

な性
せい

の平等
びょうどう

参画
さんかく

を推進
すいしん

する条例
じょうれい

」を施行
し こ う

しており、性的
せいてき

指向
し こ う

や性
せい

自認
じ に ん

等
とう

を起因
き い ん

とする
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人権
じんけん

侵害
しんがい

及
およ

び本人
ほんにん

の意
い

に反
はん

した性的
せいてき

指向
し こ う

、性
せい

自認
じ に ん

等
とう

の公表
こうひょう

（アウティング）

を禁止
き ん し

しています。性的指向
せいてきしこう

や性自認
せいじにん

に関
かか

わる差別的
さべつてき

言動
げんどう

やハラスメント

（ＳＯＧＩハラスメント）、アウティング等
とう

に起因
き い ん

する人権
じんけん

侵害
しんがい

が国内
こくない

外で

起
お

きこり続けている状況下
じょうきょうか

、市
し

の条例
じょうれい

の精神
せいしん

にのっとり、こうした人権
じんけん

侵害
しんがい

を未然
み ぜ ん

に防
ふせ

ぐためには、性的
せいてき

指向
し こ う

や性
せい

自認
じ に ん

に関
かん

する知識
ち し き

、特
とく

にマイノリ

ティの属性
ぞくせい

を有
ゆう

する人々
ひとびと

に対
たい

する正
ただ

しい知識
ち し き

を持
も

つことが何
なに

よりも重要
じゅうよう

です。性的
せいてき

指向
し こ う

や性
せい

自認
じ に ん

に関
かか

わらず、誰
だれ

もが自分
じ ぶ ん

らしく地域
ち い き

で暮
く

らすことの

できる社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け 強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

められ

ます。 

 

⑭アイヌの人々
ひとびと

 

   令和元
れいわがん

（2019）年
ねん

５月
がつ

から「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

」が施行
し こ う

されていますが、アイヌの人々
ひとびと

の心情
しんじょう

を傷
きず

つける表現
ひょうげん

がテレビ番組
ばんぐみ

で放送
ほうそう

されたり（令和
れ い わ

３（2021）年
ねん

３

月
がつ

）、同年
どうねん

４月
がつ

には国立
くにたち

市内
し な い

の街路
が い ろ

灯
とう

にアイヌの人々
ひとびと

に対
たい

する差別
さ べ つ

につなが

る恐
おそ

れのある落書
ら く が

きが見
み

つかるなど、アイヌの人々
ひとびと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

は

まだまだ浸透
しんとう

していません。北海道
ほっかいどう

のみならず、例
たと

えば関
かん

東圏
とうけん

にも多
おお

くのア

イヌにルーツをもつ方々
かたがた

が暮
く

らしていますが、差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

を恐
おそ

れ、自身
じ し ん

がア

イヌであることを明
あ

かさない人
ひと

も多数
た す う

存在
そんざい

していると言
い

われています。ア

イヌの人々
ひとびと

が自身
じ し ん

のルーツや文化
ぶ ん か

に誇
ほこ

りを持
も

って地域
ち い き

で暮
く

らせるよう

強 力
きょうりょく

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

められます。 

 

⑮婚外子
こんがいし

 

   “子
こ

どもは男女
だんじょ

が結婚
けっこん

して産
う

むもの”という我
わ

が国
くに

の根強
ね づ よ

い社会
しゃかい

規範
き は ん

意識
い し き

の中
なか

において、法律上
ほうりつじょう

の婚姻
こんいん

関係
かんけい

にない男性
だんせい

と女性
じょせい

との 間
あいだ

に生
う

まれた子
こ

（婚外子
こんがいし

）に対
たい

する偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

、その母親
ははおや

に対
たい

する偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

が現在
げんざい

の社会
しゃかい

においても起
お

きています。伝統的
でんとうてき

な標 準
ひょうじゅん

家族
か ぞ く

の形態
けいたい

に捉
とら

われることなく、

個人
こ じ ん

がかけがえのない存在
そんざい

として尊重
そんちょう

される社会
しゃかい

のため、婚外子
こんがいし

に関
かん

する

戸籍上
こせきじょう

の記載
き さ い

変更
へんこう

に係
かか

る取扱
とりあつか

いの更
さら

なる周知
しゅうち

や国立市
くにたちし

本人
ほんにん

通知
つ う ち

制度
せ い ど

の

適切
てきせつ

な運用
うんよう

など、国
くに

の法
ほう

整備
せ い び

の状 況
じょうきょう

や地域
ち い き

の実情
じつじょう

等
とう

に応
おう

じた強 力
きょうりょく

かつ

効果的
こうかてき

な施策
し さ く

を講
こう

じることが求
もと

められます。 
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４．市
し

が基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を策定
さくてい

するに当
あ

たっての基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

 

   

前 述
ぜんじゅつ

２．（１）や３．のとおり、国内外
こくないがい

で今
いま

もなお人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

が起
お

こり

続
つづ

けている状況下
じょうきょうか

において、住民
じゅうみん

にもっとも近
ちか

い行政
ぎょうせい

機関
き か ん

である地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が果
は

たすべき役割
やくわり

は大
おお

きく、その意味
い み

においても、２．（２）のとおり「人権
じんけん

侵害
しんがい

を許
ゆる

さない」と国立市
くにたちし

が基本
き ほ ん

条例
じょうれい

を掲
かか

げていることは大変
たいへん

大
おお

きな意味
い み

を

持
も

っています。 

基本
き ほ ん

条 例
じょうれい

が掲
かか

げる「人権
じんけん

・平和
へ い わ

のまちづくり」の推進
すいしん

主体
しゅたい

は、“国立市
くにたちし

役所
やくしょ

”

だけではなく、市内
し な い

に在住
ざいじゅう

する人
ひと

や市内
し な い

に通勤
つうきん

・通学
つうがく

する人
ひと

など国立市
くにたちし

に関係
かんけい

する全
すべ

ての人
ひと

（以下
い か

「市民
し み ん

等
とう

」という。）です。国立市
くにたちし

及
およ

び市民
し み ん

等
とう

の一人一人
ひ と り ひ と り

が当事者
とうじしゃ

として、自
みずか

ら 考
かんが

え主体的
しゅたいてき

に行動
こうどう

し、互
たが

いに多様性
たようせい

を認
みと

め合
あ

い人権
じんけん

を

尊 重
そんちょう

することによって、平和
へ い わ

なまちを実現
じつげん

することが、「人権
じんけん

・平和
へ い わ

のまちづ

くり」であり、地域
ち い き

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

でその実現
じつげん

のために取
と

り組
く

むことが重要
じゅうよう

です。 

以下
い か

において、当審
とうしん

議会
ぎ か い

が考
かんが

える、人権
じんけん

・平和
へ い わ

のまちづくりの総合的
そうごうてき

な推進
すいしん

を図
はか

るために市
し

が基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を策定
さくてい

するに当
あ

たっての基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

を示
しめ

しま

す。国立市
くにたちし

においては、十分
じゅうぶん

に留意
りゅうい

の上
うえ

、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を策定
さくてい

することを求
もと

めま

す。 

 

（１）基本
き ほ ん

理念
り ね ん

について 

２．で述
の

べた、当審
とうしん

議会
ぎ か い

の審議
し ん ぎ

における基本
き ほ ん

姿勢
し せ い

前提事項（人権
じんけん

課題
か だ い

を取
と

り巻
ま

く国内外
こくないがい

の状 況
じょうきょう

及
およ

び基本
き ほ ん

条例
じょうれい

の示
しめ

す恒久的
こうきゅうてき

な理念
り ね ん

の推進
すいしん

）は、人
じん

 

権
けん

・平和
へ い わ

のまちづくりの推進
すいしん

における基本
き ほ ん

理念
り ね ん

となるものです。あわせて

また、以下
い か

の内容
ないよう

についても、その基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として重要
じゅうよう

な視点
し て ん

となるもの

です。 

 

①基本的
きほんてき

姿勢
し せ い

 

○ 人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

は“過去
か こ

の出来事
で き ご と

”や“自分
じ ぶ ん

とは関係
かんけい

のない別
べつ

の世界
せ か い

 

 で起
お

こっている出来事
で き ご と

”ではありません。現在
げんざい

の社会
しゃかい

においても、あら 

ゆる場面
ば め ん

において社会的
しゃかいてき

不平等
ふびょうどう

が存在
そんざい

し、人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

があります。 

まずはそのことをしっかりと認識
にんしき

することが重要
じゅうよう

です。そして、だか 

らこそその是正
ぜ せ い

が必要
ひつよう

であるという立場
た ち ば

で、人権
じんけん

・平和
へ い わ

のまちづくりを 

推進
すいしん

することが必要
ひつよう

です。 
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○ 人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

は許
ゆる

されない・させない・しないという市
し

の強
つよ

い意志
い し

 

と、誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

さない、誰
だれ

一人
ひ と り

排除
はいじょ

されないというソーシャル・イン 

クルージョンの理念
り ね ん

について、あらためて打
う

ち出
だ

すことが必要
ひつよう

です。 

特
とく

に、人権
じんけん

侵害
しんがい

に関
かか

わる重大
じゅうだい

な事案
じ あ ん

が起
お

きた場合
ば あ い

、市長
しちょう

が「人権
じんけん

侵害
しんがい

 

    を許
ゆる

さない」という趣旨
し ゅ し

の声明
せいめい

を自
みずか

らの言葉
こ と ば

で市民
し み ん

等
とう

に向
む

けて発信
はっしん

 

    することで、市
し

として毅然
き ぜ ん

とした姿勢
し せ い

をとる効果
こ う か

は大きく、そのような 

    対応
たいおう

を 行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 

 

○ 「支援
し え ん

をしてあげる側
がわ

」「支援
し え ん

をしてもらう側
がわ

」という上
じょう

下関係
げかんけい

があ  

るような区別
く べ つ

を存
そん

在
ざい

させず、一人一人
ひ と り ひ と り

が権利
け ん り

の主体
しゅたい

であるとの認識
にんしき

の 

下
もと

、その人
ひと

のアイデンティティを尊重
そんちょう

することが必要
ひつよう

です。また、人権
じんけん

 

課題
か だ い

に関
かん

することを、その当事者
とうじしゃ

を抜
ぬ

きにして決
き

めることなく、あくま 

でも当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を聞
き

き当事者
とうじしゃ

に寄
よ

り添
そ

った対応
たいおう

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

で 

す。 

 

②国際的
こくさいてき

な視点
し て ん

 

○ 前述
ぜんじゅつ

２．（２）のとおり、国連
こくれん

の障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する委員会
いいんかい

によ 

る日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

への勧告
かんこく

（総括
そうかつ

所見
しょけん

）では、日本
に ほ ん

国内
こくない

における様々
さまざま

なしょう 

がいしゃ施策
し さ く

に対
たい

する懸念
け ね ん

や勧告
かんこく

がなされているほか、自由権
じゆうけん

規約
き や く

委員
い い ん

 

会
かい

による日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

への勧告
かんこく

（統括
そうかつ

所見
しょけん

）では、マイノリティの権利
け ん り

に関
かん

 

する懸念
け ね ん

や勧告
かんこく

がなされています。その他
た

にも例
たと

えば、世界
せ か い

経済
けいざい

フォー 

ラムが発表
はっぴょう

するジェンダー・ギャップ指数
し す う

※１では、男女
だんじょ

平等
びょうどう

参画
さんかく

にお 

ける世界
せ か い

の中
なか

での日本
に ほ ん

の状 況
じょうきょう

が浮
う

き彫
ぼ

りになっています。さらには、 

国際
こくさい

的
てき

には複合
ふくごう

差別
さ べ つ

やインターセクショナリティ（＝交差性
こうさせい

）※２という 

視点
し て ん

も重視
じゅうし

されており、これら国際的
こくさいてき

な視点
し て ん

や基準
きじゅん

等
とう

も積極的
せっきょくてき

に参考
さんこう

 

にして人権
じんけん

・平和
へ い わ

の課題
か だ い

を捉
とら

え対応
たいおう

することが必要
ひつよう

です。 
※１ 令和

れ い わ

４（2022）年
ねん

に発表
はっぴょう

されたジェンダー・ギャップ指数
し す う

の日本
に ほ ん

の総合
そうごう

順位
じゅんい

は、146か国
こく

中
ちゅう

 

116位
い

となっている（2021年
ねん

は 156 か国
こく

中
ちゅう

120位
い

）。 

      ※２ 本答申
ほんとうしん

５ページの注 釈
ちゅうしゃく

を参照
さんしょう

。 

 

 

③効果的
こうかてき

な表現
ひょうげん

等
とう

 

○ 子
こ

どもや高齢者
こうれいしゃ

、しょうがいしゃ、外国人
がいこくじん

等
とう

特
とく

に日本語
に ほ ん ご

が母語
ぼ ご

でない 

人
ひと

など、全
すべ

ての市民
し み ん

等
とう

が理解
り か い

できるようわかりやすい言葉
こ と ば

で記載
き さ い

したり 



 

 

 - 15 - 

表 現
ひょうげん

することが必要
ひつよう

です。 

また、“行 政
ぎょうせい

市が内部のみで決定
けってい

した内容
ないよう

を後
あと

から市民
し み ん

へ伝
つた

える”の 

ではなく、策
さく

定時
て い じ

から当事者
とうじしゃ

や市民
し み ん

等
とう

の声
こえ

を丁寧
ていねい

に聞
き

き、それを市政
し せ い

に 

最大
さいだい

限
げん

活
い

かす姿勢
し せ い

であることが必要
ひつよう

です。 
 

○ 市長
しちょう

を含
ふく

め、全
すべ

ての市
し

職員
しょくいん

が基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を十分
じゅうぶん

理解
り か い

し、日々
ひ び

の業務
ぎょうむ

の 

中
なか

でその基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を 自
みずか

らの言葉
こ と ば

や態度
た い ど

で具現化
ぐ げ ん か

することが必要
ひつよう

です。 

 

   ○ 方針
ほうしん

や計画
けいかく

等
とう

の策定
さくてい

途中
とちゅう

であっても、実施
じ っ し

できる取組
とりくみ

や当然
とうぜん

実施
じ っ し

す

べき取組
とりくみ

については、その策定
さくてい

を待
ま

たずに積極的
せっきょくてき

に取組
とりくみ

を進
すす

めること

が必要
ひつよう

です。 

 

 

（２）人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

の推進
すいしん

について 

私
わたし

たちは、誰
だれ

しもが無意識
む い し き

のうちに誰
だれ

かを差別
さ べ つ

してしまったり、反対
はんたい

に、

自身
じ し ん

が差別
さ べ つ

されたりする可能性
かのうせい

があります。そしてそれは、知識
ち し き

の欠如
けつじょ

や

誤解
ご か い

によって 生
しょう

じることが多
おお

くあります。 

このことから、子
こ

どもから高齢者
こうれいしゃ

まで全
すべ

ての市民
し み ん

等
とう

が、人権
じんけん

に関
かん

する知識
ち し き

を十分
じゅうぶん

に身
み

に付
つ

けるとともに人権
じんけん

意識
い し き

を高揚
こうよう

していく必要
ひつよう

がありますが、

そのためには、日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

での学
まな

びだけでなく、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

などの

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

が、人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

等
とう

に基
もと

づき、以下
い か

の視点
し て ん

も踏
ふ

まえた意図的
い と て き

かつ計画的
けいかくてき

な人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

を不断
ふ だ ん

に行
おこな

うことが必要
ひつよう

で

す。 

 

①基本的
きほんてき

姿勢
し せ い

 

○ 国立市
くにたちし

は、国連
こくれん

が定
さだ

めた「人権
じんけん

デー」（毎年
まいとし

12月
がつ

10
とお

日
か

）に合
あ

わせて、 

様々
さまざま

な人権
じんけん

課題
か だ い

をテーマとした啓発
けいはつ

事業
じぎょう

を市民
し み ん

等
とう

と協働
きょうどう

で実施
じ っ し

した 

り、「くにたち男女
だんじょ

平 等
びょうどう

参画
さんかく

ステーション」（通称
つうしょう

「パラソル」）の活動
かつどう

 

を通
つう

じて男女
だんじょ

平 等
びょうどう

参画
さんかく

施策
し さ く

や性的
せいてき

マイノリティに対
たい

する支援
し え ん

事業
じぎょう

を 

行
おこな

ったりするなど、他
た

の地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

と比
くら

べても人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

に 

熱心
ねっしん

に取
と

り組
く

んでいます。引
ひ

き続
つづ

きあらゆる機会
き か い

や手段
しゅだん

（講演会
こうえんかい

、学習
がくしゅう

 

会
かい

、展示
て ん じ

、研修
けんしゅう

、インターネット、動画
ど う が

、チラシ・ポスター、冊子
さ っ し

等
とう

） 

を通
つう

じて、人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

を許
ゆる

さないという強
つよ

い意志
い し

を、市民
し み ん

等
とう

に継
けい

続
ぞく
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的
てき

に発信
はっしん

することが必要
ひつよう

です。その際
さい

、「国立市
くにたちし

誰
だれ

もがあたりまえに暮
く

 

らすまちにするための「しょうがいしゃがあたりまえに暮
く

らすまち宣
せん

 

言
げん

」の条 例
じょうれい

」や「国立市
くにたちし

女性
じょせい

と男性
だんせい

及
およ

び多様
た よ う

な性
せい

の平等
びょうどう

参画
さんかく

を推進
すいしん

す 

る条例
じょうれい

」などの人権
じんけん

に関連
かんれん

する他
た

の条例
じょうれい

等
とう

についても一層
いっそう

の周知
しゅうち

を 

行うことが必要
ひつよう

です。 

また、市内
し な い

の学校
がっこう

や民間
みんかん

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

のほか、近隣
きんりん

の地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団
だん

 

体
たい

や「平和
へ い わ

首 長
しゅちょう

会議
か い ぎ

」などの平和
へ い わ

文化
ぶ ん か

を推進
すいしん

する機関
き か ん

とも連携
れんけい

し、そ 

の内容
ないよう

を充実
じゅうじつ

させることが必要
ひつよう

です。                                                                                            
 

②人権
じんけん

博物館
はくぶつかん

 

   ○ 国立市
くにたちし

における人権
じんけん

問題
もんだい

や市
し

の人権
じんけん

施策
し さ く

に関
かん

する取組
とりくみ

、国際的
こくさいてき

な

視点
し て ん

での人権
じんけん

、国内
こくない

における人権
じんけん

の歴史
れ き し

などを次
じ

世代
せ だ い

へ伝
つた

える・語
かた

り継
つ

ぐ手段
しゅだん

として、人権
じんけん

博物館
はくぶつかん

の設置
せ っ ち

は有効
ゆうこう

な手段
しゅだん

の一
ひと

つです。人権
じんけん

侵害
しんがい

や

差別
さ べ つ

の事実
じ じ つ

・歴史
れ き し

等
とう

について学
まな

ぶことができる空間
くうかん

とともに、市民
し み ん

等
とう

が

日常的
にちじょうてき

に人権
じんけん

や平和
へ い わ

について学
まな

び合
あ

ったり、当事者
とうじしゃ

と交流
こうりゅう

したりで

きるなど、誰
だれ

もが排
はい

除
じょ

されることなく集
つど

い交流
こうりゅう

する場
ば

としての国立市
くにたちし

らしい人権
じんけん

博物館
はくぶつかん

の設置
せ っ ち

に向
む

けた検討
けんとう

を進
すす

めることが必要
ひつよう

です。 

この人権
じんけん

博物館
はくぶつかん

の設置
せ っ ち

については、今後
こ ん ご

、人権
じんけん

課題
か だ い

の当事者
とうじしゃ

や市民
し み ん

等
とう

 

から意見
い け ん

を聴
き

く機会
き か い

を設
もう

けることや、実現
じつげん

に向
む

けた組織
そ し き

体制
たいせい

を構築
こうちく

す 

るなどその具体的
ぐたいてき

な対応
たいおう

がなされることを期待
き た い

します。 

 

③社会
しゃかい

教 育
きょういく

 

   ○ 人権
じんけん

について誰
だれ

でも気軽
き が る

に学
まな

ぶことができる機会
き か い

と場
ば

を創出
そうしゅつ

する

ことは重要
じゅうよう

であり、公民館
こうみんかん

等
とう

の生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

関係
かんけい

施設
し せ つ

が実施
じ っ し

する市民向
し み ん む

け講座
こ う ざ

等
とう

を充 実
じゅうじつ

させるなど、人権
じんけん

に関
かん

する社会
しゃかい

教育
きょういく

を一層
いっそう

推進
すいしん

する

ことが必要
ひつよう

です。 

また、人権
じんけん

に関
かん

する市民
し み ん

等
とう

の活動
かつどう

を支援
し え ん

するため、公民館
こうみんかん

等
とう

の施設
し せ つ

を 

広
ひろ

く市民
し み ん

等
とう

に開放
かいほう

することも必要
ひつよう

です。 

 

④学校
がっこう

教 育
きょういく

 

○ 学校
がっこう

においては、子
こ

どもたちの発達
はったつ

段階
だんかい

に合
あ

わせて組織的
そしきてき

かつ計画
けいかく

的
てき

 

に人権
じんけん

教 育
きょういく

を推進
すいしん

することが必要
ひつよう

です。また、様々
さまざま

な人権
じんけん

課題
か だ い

の当
とう

事
じ
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者
しゃ

が、直接
ちょくせつ

子
こ

どもたちの前
まえ

で差別
さ べ つ

の実態
じったい

等
とう

について語
かた

ることは有効
ゆうこう

な 

手段
しゅだん

です。実施
じ っ し

の際
さい

、人権
じんけん

に関
かん

する講話
こ う わ

等
とう

を単
たん

に子
こ

どもたちが一方的
いっぽうてき

に 

聞
き

くのみの活動
かつどう

とするのではなく、例
たと

えば実際
じっさい

に差別
さ べ つ

に苦
くる

しむ当事者
とうじしゃ

と 

交 流
こうりゅう

し理解
り か い

を深
ふか

めたり、見聞
み き

きした内容
ないよう

についてさらに主体的
しゅたいてき

に学習
がくしゅう

 

を進
すす

めることで、子
こ

どもたちの深
ふか

い学
まな

びとなるよう工夫
く ふ う

することが必要
ひつよう

 

です。 

さらに、教 職 員
きょうしょくいん

が人権
じんけん

教育
きょういく

の意義
い ぎ

やねらいについて理解
り か い

を深
ふか

める 

ことができるた めの研修
けんしゅう

等
とう

を一層
いっそう

充実
じゅうじつ

させることが必要
ひつよう

です。 

 

⑤当事者
とうじしゃ

に寄
よ

り添
そ

った対応
たいおう

 

   ○ 「Nothing About Us Without Us（私
わたし

たちのことを、私
わたし

たち抜
ぬ

きで

決
き

めないで）」※という言葉
こ と ば

もあるように、人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

に苦
くる

しむ

当事者
とうじしゃ

が 自
みずか

らの言葉
こ と ば

で発信
はっしん

する意義
い ぎ

は大変
たいへん

大
おお

きく説得力
せっとくりょく

のあるもの

です。しかし一方
いっぽう

で、当事者
とうじしゃ

が自身
じ し ん

の人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

の状 況
じょうきょう

等
とう

を言葉
こ と ば

にしたりすることは大変
たいへん

辛
つら

いことであるということも理解
り か い

し、あくま

でも当事者
とうじしゃ

の意思
い し

や立場
た ち ば

に寄
よ

り添
そ

った人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

を 行
おこな

うことが

必要
ひつよう

です。 
※ 「障害者

しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

」が平成
へいせい

18（2006）年
ねん

に国連
こくれん

で採択
さいたく

された際
さい

、世界中
せいかいじゅう

のしょう 
 がい当事者

と う じ し ゃ

の間
あいだ

で使
つか

われたスローガン。 

 

⑥継続
けいぞく

の重要性
じゅうようせい

 

○ 前 述
ぜんじゅつ

のとおり、現在
げんざい

の社会
しゃかい

においてもあらゆる場面
ば め ん

で社会的
しゃかいてき

不平等
ふびょうどう

 

が存
そん

在
ざい

し、“知
し

らない”ことに起因
き い ん

した無意識
む い し き

の差別
さ べ つ

も多
おお

く起
お

こってい 

ます。このことから、一部
い ち ぶ

の分野
ぶ ん や

や状 況
じょうきょう

に限
かぎ

らず、様々
さまざま

な人権
じんけん

課題
か だ い

を 

取
と

り上
あ

げて人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 

また、人権
じんけん

問題
もんだい

は絶
た

えず変化
へ ん か

しており、短期的
たんきてき

な人権
じんけん

教育
きょういく

や啓発
けいはつ

を 

行
おこな

うことで市民
し み ん

等
とう

の人権
じんけん

意識
い し き

が急激
きゅうげき

に高揚
こうよう

したり、人権
じんけん

課題
か だ い

が解決
かいけつ

 

するものではありません。だからこそ、人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

を不断
ふ だ ん

に継続
けいぞく

 

していくことが必要
ひつよう

であり、国立市
くにたちし

は、当事者
とうじしゃ

や市民
し み ん

等
とう

の声
こえ

を大切
たいせつ

に、 

関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

のもと取組
とりくみ

を一層
いっそう

充実
じゅうじつ

させることが必要
ひつよう

です。 

 

 

（３）人権
じんけん

救済
きゅうさい

、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

について 
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   人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

は、どのような理由
り ゆ う

があろうと決
けっ

して許
ゆる

されるものでは

ありません。被害
ひ が い

を受
う

けた方
かた

が少
すこ

しでも早
はや

く不安
ふ あ ん

のない平穏
へいおん

な日常
にちじょう

生活
せいかつ

を

送
おく

れるようになるためには、以下
い か

の視点
し て ん

も踏
ふ

まえた人権
じんけん

救済
きゅうさい

、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

  ①人権
じんけん

救 済
きゅうさい

 

○ 特
とく

に差別
さ べ つ

意識
い し き

を持
も

った明
あき

らかな人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

については、あらゆ 

 る救済
きゅうさい

手段
しゅだん

が講
こう

じられるべきです。国内
こくない

の一部
い ち ぶ

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

におい 

ては、具体的
ぐたいてき

な救 済
きゅうさい

手法
しゅほう

を既
すで

に制度化
せ い ど か

している状 況
じょうきょう

もあることから、 

国際的
こくさいてき

な趨勢
すうせい

や国
くに

の法
ほう

整備
せ い び

の状 況
じょうきょう

、国立市
くにたちし

の実態
じったい

等
とう

を踏
ふ

まえ、罰則
ばっそく

等
とう

 

も含
ふく

む実効
じっこう

性
せい

のある救済
きゅうさい

手法
しゅほう

について検討
けんとう

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 

また、東京都
とうきょうと

が知事
ち じ

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

として設置
せ っ ち

している審査会
しんさかい

（東京都
とうきょうと

オ 

リンピック憲章
けんしょう

にうたわれる人権
じんけん

尊重
そんちょう

の理念
り ね ん

の実現
じつげん

を目指
め ざ

す条例
じょうれい

 

第
だい

14 条
じょう

の規定
き て い

により設置
せ っ ち

する審査会
しんさかい

）のような、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

から 

独立
どくりつ

して人権
じんけん

侵害
しんがい

が疑
うたが

われる事案
じ あ ん

の内容
ないよう

等
とう

について調査
ちょうさ

審査
し ん さ

し、地方
ち ほ う

 

公 共
こうきょう

団体
だんたい

に対
たい

し意見
い け ん

を述
の

べる第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

の設置
せ っ ち

についても、国立市
くにたちし

の 

実態
じったい

等
とう

を踏
ふ

まえてその在
あ

り方
かた

等
とう

について検討
けんとう

を 行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 

 

○ 上記
じょうき

のとおり、明
あき

らかな人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

に対
たい

しては、加害者
かがいしゃ

への罰則
ばっそく

 

を含
ふく

む実効性
じっこうせい

のある救済
きゅうさい

手法
しゅほう

について検討
けんとう

が必要
ひつよう

ですが、一方
いっぽう

で、例
たと

 

えば罰金
ばっきん

を科
か

せ払えば人権侵害や差別が許される（課題
か だ い

が解決
かいけつ

する）と 

いうものではありません。加害者
かがいしゃ

の言動
げんどう

によって被害者
ひがいしゃ

が深
ふか

く傷
きず

つき、 

悩
なや

み、苦
くる

しんでいることを加害者
かがいしゃ

自身
じ し ん

が理解
り か い

することが特
とく

に必要
ひつよう

です。 

被害者
ひがいしゃ

に対
たい

するあらゆる支援
し え ん

策
さく

を講
こう

じるとともに、加害者
かがいしゃ

に対
たい

してソー 

シャル・インクルージョンの理念
り ね ん

を理解
り か い

できるよう働
はたら

き続
つづ

けることも 

必要
ひつよう

です。 

 

○ インターネット 上
じょう

での人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

については、その内容
ないよう

に応
おう

じ 

て法務局
ほうむきょく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

へ調査
ちょうさ

要請
ようせい

や削除
さくじょ

要請
ようせい

を速
すみ

やかに行
おこな

うことも 

必
ひつ

要
よう

です。そのため、市民
し み ん

等
とう

に対
たい

するインターネット上
じょう

での人権
じんけん

侵害
しんがい

 

や差別
さ べ つ

について、定期的
ていきてき

に監視
か ん し

・対応
たいおう

（モニタリング）する等
とう

の対策
たいさく

を 

講
こう

じることが必要
ひつよう

です。 
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○ 人権
じんけん

侵害
しんがい

や差別
さ べ つ

の表
あらわ

れ方
かた

は様々
さまざま

です。また、様々
さまざま

な人権
じんけん

課題
か だ い

の要素
よ う そ

 

が重
かさ

なり合
あ

ったりしながらひとつの被害
ひ が い

となっているケースも少
すく

なく 

ありません。そのため、人権
じんけん

救済
きゅうさい

に当
あ

たっては、複合
ふくごう

差別
さ べ つ

やインター 

セクショナリティ（＝交差性
こうさせい

）という視点
し て ん

も踏
ふ

まえた上
うえ

で、画一的
かくいつてき

に 

制度
せ い ど

を運用
うんよう

するのではなく、個々
こ こ

の事情
じじょう

への配慮
はいりょ

や被害者
ひがいしゃ

に寄
よ

り添
そ

っ 

た丁寧
ていねい

な対応
たいおう

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 

 

②相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

 

   ○ 現在
げんざい

、国立市
くにたちし

は、市民
し み ん

等
とう

からの人権
じんけん

に関
かん

する相談
そうだん

について、政策
せいさく

経
けい

    

営部
え い ぶ

市長室
しちょうしつ

平和
へ い わ

・人権
じんけん

・ダイバーシティ推進係
すいしんかかり

が対応
たいおう

しているほか、

各部署
かくぶしょ

において個々
こ こ

に対応
たいおう

しており、人権
じんけん

に関
かん

する相談
そうだん

を総合的
そうごうてき

・

包括的
ほうかつてき

に 扱
あつか

う専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

はありません。複数
ふくすう

要因
よういん

にまたがる

相談
そうだん

や、包括的
ほうかつてき

支援
し え ん

が必要
ひつよう

な相談
そうだん

へ対応
たいおう

するためには、人権
じんけん

に関
かん

する

総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

体制
たいせい

を構築
こうちく

し、相談者
そうだんしゃ

にとってワンストップで相談
そうだん

しやすい窓口
まどぐち

とすることが必要
ひつよう

です。 

また、そこに 携
たずさ

わる相談員
そうだんいん

については、単
たん

に特定
とくてい

分野
ぶ ん や

の資格
し か く

等
とう

を保
ほ

 

有
ゆう

することのみを要件
ようけん

とするのではなく、人権
じんけん

相談
そうだん

に携
たずさ

わる者
もの

として 

の人権
じんけん

感覚
かんかく

や相談
そうだん

対応
たいおう

実績
じっせき

を重視
じゅうし

し配置
は い ち

することが必要
ひつよう

です。 

 

○ 市民
し み ん

等
とう

から相談
そうだん

を受
う

けた後
あと

の一連
いちれん

の対応
たいおう

スキームや、実効的
じっこうてき

な支援
し え ん

 

につなげるための国
くに

の関係
かんけい

機関
き か ん

、他
た

の地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

、ＮＰＯ等
とう

の民間
みんかん

 

支援
し え ん

団体
だんたい

との連携
れんけい

など、相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

うための官民
かんみん

一体
いったい

となった支援
し え ん

 

体制
たいせい

を構築
こうちく

することが必要
ひつよう

です。 

また、人権
じんけん

に関
かん

する当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

やその支援
し え ん

団体
だんたい

等
とう

と日頃
ひ ご ろ

から情報
じょうほう

交
こう

 

換
かん

を 行
おこな

うなど連携
れんけい

を深
ふか

め、相談
そうだん

支援
し え ん

につなげることが必要
ひつよう

です。 

 

○ 相談
そうだん

の内容
ないよう

によっては、例
たと

えば医学的
いがくてき

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする相談
そうだん

もあ 

るため、国立市
くにたちし

医師会
い し か い

等
とう

との連携
れんけい

のほか、民間
みんかん

団体
だんたい

など様々
さまざま

な観点
かんてん

での 

連携
れんけい

体制
たいせい

を構築
こうちく

し支援
し え ん

につなげることが必要
ひつよう

です。また、ソーシャル・ 

インクルージョンの理念
り ね ん

や不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

等
とう

、基本
き ほ ん

条例
じょうれい

の趣旨
し ゅ し

を連
れん

 

携
けい

先
さき

へ伝
つた

えるための啓発
けいはつ

や研修
けんしゅう

等
とう

を積極的
せっきょくてき

に 行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 

 

○ 相談
そうだん

支援
し え ん

に関
かん

する情報
じょうほう

について、日頃
ひ ご ろ

から広
ひろ

く市民
し み ん

等
とう

に周知
しゅうち

するこ  
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とが重 要
じゅうよう

ですが、周知
しゅうち

に当
あ

たっては、対象者
たいしょうしゃ

の多様性
たようせい

を踏
ふ

まえ、分
わ

か 

りやすい情報
じょうほう

発信
はっしん

に努
つと

めることが必要
ひつよう

です。 

また、ＳＮＳ等
とう

を活用
かつよう

した相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

、様々
さまざま

な手段
しゅだん

を用
もち

いた多様
た よ う

な 

入口
いりぐち

のある相談
そうだん

支援
し え ん

の体制
たいせい

を構築
こうちく

することが必要
ひつよう

です。 

 

○ 相談
そうだん

支援
し え ん

の体制
たいせい

構築
こうちく

については、国
くに

や他
た

の地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の 状 況
じょうきょう

、 

市民
し み ん

の要望
ようぼう

等
とう

も踏
ふ

まえ、実効的
じっこうてき

で充実
じゅうじつ

した相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

となるよう適
てき

 

宜
ぎ

見直
み な お

しを行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 

 

○ 全
すべ

ての市
し

職 員
しょくいん

が相談
そうだん

支援
し え ん

の対応
たいおう

や連携
れんけい

内容
ないよう

について正
ただ

しく理解
り か い

日
ひ

 

々
び

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

することが重要
じゅうよう

であり、具体的
ぐたいてき

な事例
じ れ い

を用
もち

いた研修
けんしゅう

 

等
とう

を通
つう

じて理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

ることが必要
ひつよう

です。 

 

○ 表面化
ひょうめんか

しにくい課題
か だ い

があることや、社会的
しゃかいてき

孤立
こ り つ

に陥
おちい

っている人
ひと

がい 

ることを認識
にんしき

し、相談
そうだん

まで辿
だど

り着
つ

かない事案
じ あ ん

があることを理解
り か い

する必
ひつ

 

要
よう

があります。地域
ち い き

における人
ひと

と人
ひと

との関係性
かんけいせい

が希薄化
き は く か

していると言
い

 

われる今
いま

の時代
じ だ い

において、このような事案
じ あ ん

に対応
たいおう

するためには、相談
そうだん

 

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

など制度的
せいどてき

な充実
じゅうじつ

を図
はか

ることに加
くわ

え、市政
し せ い

全体
ぜんたい

として、 

人
ひと

と人
ひと

とのつながりや地域
ち い き

住民
じゅうみん

の結
むす

びつきを大切
たいせつ

にする取組
とりくみ

が必要
ひつよう

 

であり、そのつながりの中
なか

で表面化
ひょうめんか

してきた課題
か だ い

に対
たい

して、行政
ぎょうせい

とし 

て丁寧
ていねい

に対応
たいおう

することが必要
ひつよう

です。 

 

 

（４）人権
じんけん

に配慮
はいりょ

した環境
かんきょう

整備
せ い び

について 

   誰
だれ

もが安心
あんしん

して、地域
ち い き

社会
しゃかい

で平穏
へいおん

な日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

ることができる環境
かんきょう

を整備
せ い び

するためには、以下
い か

の視点
し て ん

も踏
ふ

まえ人権
じんけん

課題
か だ い

の当事者
とうじしゃ

や市民
し み ん

等
とう

の

意見
い け ん

を丁寧
ていねい

に聞
き

き、既存
き ぞ ん

の仕組
し く

みを不断
ふ だ ん

に見直
み な お

すことが必要
ひつよう

です。 

 

  ①生活
せいかつ

環 境
かんきょう

の基盤
き ば ん

 

○ 人権
じんけん

に関
かん

する様々
さまざま

な悩
なや

みや不安
ふ あ ん

を抱
かか

える人々
ひとびと

が、地域
ち い き

社会
しゃかい

の中
なか

で多
た

 

様
よう

な人々
ひとびと

とつながることで生
い

きがいを持
も

つことや、悩
なや

みや不安
ふ あ ん

を共有
きょうゆう

 

・解決
かいけつ

したりすることができる場
ば

（地域
ち い き

コミュニティ）の創出
そうしゅつ

を一層
いっそう

 

推進
すいしん

することが必要
ひつよう

です。 
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○ しょうがいしゃや引
ひ

きこもり状態
じょうたい

にある人
ひと

など、働
はたら

きづらさを抱
かか

 

 える人
ひと

の就労
しゅうろう

問題
もんだい

に取
と

り組
く

むモデルとして、東京都
とうきょうと

が推進
すいしん

するソーシ 

 ャルファームを国立市
くにたちし

の実態
じったい

に応
おう

じて推進
すいしん

するなど、多様
た よ う

な人々
ひとびと

が 

地域
ち い き

社会
しゃかい

で共
とも

に就 労
しゅうろう

することができる環境
かんきょう

を整備
せ い び

することが必要
ひつよう

で 

す。 

  

○ しょうがいしゃや高齢者
こうれいしゃ

、乳幼児
にゅうようじ

を連
つ

れた人
ひと

など、人々
ひとびと

の暮
く

らしの安
あん

 

全性
ぜんせい

・快適性
かいてきせい

を確保
か く ほ

するための都市
と し

基盤
き ば ん

（道路
ど う ろ

や施設
し せ つ

等
とう

）のバリアフリ 

ー化
か

を一層
いっそう

推進
すいしん

することや、子
こ

どもや外
がい

国籍
こくせき

の人
ひと

に配慮
はいりょ

したやさしい 

日本語
に ほ ん ご

表示
ひょうじ

など、全
すべ

ての人
ひと

が安心
あんしん

安全
あんぜん

に地域
ち い き

社会
しゃかい

で暮
く

らすことができ 

る環境
かんきょう

を 整
ととの

えることが必要
ひつよう

です。 

 

○ このほか、例
たと

えば選挙
せんきょ

に際
さい

し、しょうがいしゃ、精神的
せいしんてき

理由
り ゆ う

や高齢
こうれい

者 

による投票困
とうひょうこん

難者
なんしゃ

対するの投票
とうひょう

に係
かか

る合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

（投票所
とうひょうじょ

までの 

移動
い ど う

、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、意思
い し

決定
けってい

のための支
し

援者
えんしゃ

等
とう

などの保障
ほしょう

、郵便
ゆうびん

投票
とうひょう

な 

ど）が十 分
じゅうぶん

に行
おこな

われておらず、選
せん

挙権
きょけん

を行使
こ う し

できないでいる人
ひと

がいる 

状 況
じょうきょう

があり、これらの問題
もんだい

についての早急
さっきゅう

な対応
たいおう

が必
ひつ

要
よう

です。 

はないかという意見や、 

○ このほか、脱施設
だつしせつ

を見据
み す

え、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

（しょうがいしゃ支援
し え ん

施設
し せ つ

や 

高齢
こうれい

者
しゃ

介護
か い ご

施設
し せ つ

等
とう

）への入所
にゅうしょ

を誰
だれ

もが強
きょう

制
せい

されない環境
かんきょう

を構築
こうちく

する 

（入所
にゅうしょ

するしか選択肢
せんたくし

がない状 況
じょうきょう

をつくらない）ことが重要
じゅうよう

であ 

り、地域
ち い き

で生活
せいかつ

することができる環境
かんきょう

を整
ととの

えるなど、誰
だれ

もが希望
き ぼ う

する 

場所
ば し ょ

で安心
あんしん

して暮
く

らすための支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

ではないかといった 

意見
い け ん

も一部
い ち ぶ

委員
い い ん

よりありました。 

 

  ②フルインクルーシブ教育
きょういく

 

○ 「国立市
くにたちし

教育
きょういく

大綱
たいこう

」（令和
れ い わ

４（2022）年
ねん

６月
がつ

策定
さくてい

）では、「しょうが 

 いのある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

もしょうがいのない児童
じ ど う

・生徒
せ い と

も同
おな

じ場
ば

で共
とも

に学
まな

び、 

相互
そ う ご

に成長
せいちょう

できるフルインクルーシブ教育
きょういく

を目指
め ざ

す」とされており、 

令
れい

和
わ

４（2022）年
ねん

10月
がつ

に国連
こくれん

の障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する委員会
いいんかい

から日本
に ほ ん

 

政
せい

府
ふ

に対
たい

して出
だ

された勧告
かんこく

や国立市
くにたちし

の実態
じったい

等
とう

も踏
ふ

まえながら、取組
とりくみ

を 

進
すす

めることが必要
ひつよう

です。 
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  ③ジェンダー平等
びょうどう

 

   ○ 国立市
くにたちし

は、平成
へいせい

30（2018）年
ねん

５４月
がつ

から「くにたち男女
だんじょ

平等
びょうどう

参画
さんかく

ス

テーション」（通 称
つうしょう

「パラソル」）を設置
せ っ ち

・運営
うんえい

し、全
すべ

ての人
ひと

があらゆ

る分野
ぶ ん や

において個性
こ せ い

と能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

し、自分
じ ぶ ん

らしく生
い

きること

ができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた啓発
けいはつ

や各種
かくしゅ

相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

っています。ま

た市内
し な い

には、様々
さまざま

な困難
こんなん

を抱
かか

える女性
じょせい

に対
たい

する支援
し え ん

活動
かつどう

を行
おこな

っている

民間
みんかん

の女性
じょせい

支援
し え ん

団体
だんたい

があります。引
ひ

き続
つづ

き、市民
し み ん

や民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

に対
たい

してジェンダー平 等
びょうどう

についての理解
り か い

促進
そくしん

に努
つと

めるとともに、支援
し え ん

を

行
おこな

っている事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

と連携
れんけい

した各種
かくしゅ

取組
とりくみ

が必要
ひつよう

です。 

さらに、市
し

の職員
しょくいん

配置
は い ち

や附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

委員
い い ん

の登用
とうよう

に当
あ

たっては、旧来的
きゅうらいてき

 

    な男性
だんせい

・女性
じょせい

の役割
やくわり

イメージ（固定的性
こていてきせい

別
べつ

役割
やくわり

意識
い し き

）にとらわれること 

    のない配置
は い ち

・登用
とうよう

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 

 

 

（５）平和
へ い わ

施策
し さ く

について 

   国立市
くにたちし

は、基本
き ほ ん

条 例
じょうれい

の前文
ぜんぶん

において、「国立市
くにたちし

が本条例
ほんじょうれい

において掲
かか

げる

平和
へ い わ

とは、単
たん

に戦争
せんそう

や紛争
ふんそう

がないだけでなく、貧困
ひんこん

、飢餓
き が

、抑圧
よくあつ

、搾取
さくしゅ

等
とう

の

社会
しゃかい

構造的
こうぞうてき

な困難
こんなん

がなく、かつ、人々
ひとびと

の間
あいだ

に不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

や暴力
ぼうりょく

を始
はじ

めとす

る人権
じんけん

侵害
しんがい

を容認
ようにん

しない意識
い し き

と、他者
た し ゃ

への共感
きょうかん

、相互
そ う ご

の協 力
きょうりょく

、対話
た い わ

とい

った行動
こうどう

が存在
そんざい

している状態
じょうたい

を意味
い み

する。このような平和
へ い わ

は、多様性
たようせい

を有
ゆう

する個々
こ こ

の人権
じんけん

を尊 重
そんちょう

することによってこそ、実現
じつげん

することができる。」と

うたっています。これは市
し

が平和
へ い わ

施策
し さ く

を行
おこな

う上
うえ

での根本
こんぽん

理念
り ね ん

であり、「人権
じんけん

の尊重
そんちょう

」と「平和
へ い わ

」を同義語
ど う ぎ ご

として捉
とら

えていることを示
しめ

しています。 

   また、世界
せ か い

に目
め

を向
む

ければ、国家間
こっかかん

の戦争
せんそう

や民族
みんぞく

等
とう

の対立
たいりつ

による紛争
ふんそう

等
とう

が

依然
い ぜ ん

として生
しょう

じており、国内外
こくないがい

において日々
ひ び

の平和
へ い わ

な暮
く

らしが危惧
き ぐ

される

状況下
じょうきょうか

にあります。 

   これらのことからも、国立市
くにたちし

においては、基本
き ほ ん

条例
じょうれい

で定
さだ

める「くにたち

平和
へ い わ

の日
ひ

」「くにたち平和
へ い わ

推進
すいしん

週間
しゅうかん

」を中心
ちゅうしん

として、以下
い か

の視点
し て ん

も踏
ふ

まえ

た積極的
せっきょくてき

な平和
へ い わ

施策
し さ く

を講
こう

ずることが必要
ひつよう

です。 

 

①原爆
げんばく

・戦争
せんそう

体験
たいけん

の伝承
でんしょう

等
とう
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○ 国立市
くにたちし

は、被爆地
ひ ば く ち

である広島
ひろしま

・長崎
ながさき

以外
い が い

で、原爆
げんばく

体験
たいけん

の伝承
でんしょう

活動
かつどう

に 

取
と

り組
く

んでいる国内
こくない

唯一
ゆいいつ

の地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

です。また、東京
とうきょう

大空襲
だいくうしゅう

体
たい

 

験
けん

の伝承
でんしょう

活動
かつどう

も積極的
せっきょくてき

に行っています。戦
せん

後
ご

77年
ねん

を経過
け い か

し戦争
せんそう

を体
たい

 

験
けん

した世代
せ だ い

が年々
ねんねん

少
すく

なくなる中
なか

で、このような原爆
げんばく

や戦争
せんそう

の体験
たいけん

を次
じ

 

世
せ

代
だい

に継承
けいしょう

する取組
とりくみ

は大変
たいへん

重要
じゅうよう

です。新
あら

たな伝承者
でんしょうしゃ

の育成
いくせい

や体験者
たいけんしゃ

 

ご本人
ほんにん

の体験談
たいけんだん

を映像
えいぞう

等
など

で残
のこ

すアーカイブ化
か

など、今後
こ ん ご

も伝承
でんしょう

活動
かつどう

を 

継続
けいぞく

していくための創意
そ う い

工夫
く ふ う

を行
おこな

い、基本
き ほ ん

条例
じょうれい

で定
さだ

める「くにたち 

平和
へ い わ

の日
ひ

」及び「くにたち平和
へ い わ

推進
すいしん

週間
しゅうかん

」等
とう

において平和
へ い わ

施策
し さ く

に取
と

り 

組
く

むことが必要
ひつよう

です。 

 

○ このほか、かつての戦争
せんそう

の被害
ひ が い

のみならず、史実
し じ つ

に基
もと

づいた加害
か が い

の 

歴史
れ き し

についても学
まな

ぶことが、今
いま

もなお起
お

き続
つづ

けている差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

、人権
じんけん

 

侵害
しんがい

への抑止
よ く し

につながるという意見
い け ん

も一部
い ち ぶ

委員
い い ん

よりありました。 

 

  ②子
こ

どもたちの平和
へ い わ

学 習
がくしゅう

 

   ○ 国立市
くにたちし

は、次
じ

世代
せ だ い

を担
にな

う市内
し な い

の子
こ

どもたちを長崎市
ながさきし

に派遣
は け ん

し、原爆
げんばく

資料館
しりょうかん

等
とう

の見学
けんがく

や歴史
れ き し

・風土
ふ う ど

等
とう

の学習
がくしゅう

、現地
げ ん ち

青少年
せいしょうねん

との交流
こうりゅう

により

相互
そ う ご

理解
り か い

を深
ふか

め、平和
へ い わ

の尊
とうと

さと歴史
れ き し

を学
まな

ぶことを目的
もくてき

に「国立市
くにたちし

子
こ

ど

も長崎
ながさき

派遣
は け ん

平和
へ い わ

事業
じぎょう

」を毎年
まいとし

実施
じ っ し

しています。過去
か こ

の派遣者
はけんしゃ

との交流
こうりゅう

や現地
げ ん ち

青少年
せいしょうねん

等
とう

との更
さら

なる交流
こうりゅう

などその内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

りながら、

引
ひ

き続
つづ

き活動
かつどう

を継続
けいぞく

し、次
じ

世代
せ だ い

を担
にな

う子
こ

どもたちの平和
へ い わ

に関
かん

する学
まな

び

（体験
たいけん

）を一層
いっそう

充 実
じゅうじつ

させることが必要
ひつよう

です。 

 

  ③平和
へ い わ

文化
ぶ ん か

の振興
しんこう

 

   ○ 世界
せ か い

166 か国
こく

8,259都市
と し

（令和
れ い わ

５（2023）年
ねん

６月
がつ

１
つい

日
たち

時点
じ て ん

）が加盟
か め い

す

る「平和
へ い わ

首 長
しゅちょう

会議
か い ぎ

」の行動
こうどう

計画
けいかく

の一
ひと

つに、「平和
へ い わ

文化
ぶ ん か

の振興
しんこう

」（市民
し み ん

一人一人
ひ と り ひ と り

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で平和
へ い わ

について 考
かんが

え行動
こうどう

するという、より

根源的
こんげんてき

な「平和
へ い わ

文化
ぶ ん か

」を市民
し み ん

に根付
ね づ

かせ、平和
へ い わ

意識
い し き

を醸成
じょうせい

すること）

が掲
かか

げられており、その推進
すいしん

に向
む

けた役割
やくわり

を国立市
くにたちし

が積極的
せっきょくてき

に担
にな

い、

東京都
とうきょうと

多摩
た ま

地域
ち い き

の連携
れんけい

を一層
いっそう

促進
そくしん

させることが必要
ひつよう

です。 

 

  ④教育
きょういく

委員会
いいんかい

や学校
がっこう

との連携
れんけい

 

   ○ 平和
へ い わ

施策
し さ く

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、次
じ

世代
せ だ い

を担
にな

う子
こ

どもたちに伝
つた

えるこ
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とが特
とく

に重要
じゅうよう

であることから、国立市
くにたちし

においては、教育
きょういく

委員会
いいんかい

や学校
がっこう

と密接
みっせつ

に連携
れんけい

し取組
とりくみ

を充実
じゅうじつ

させることが必要
ひつよう

です。 
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５．推進
すいしん

体制
たいせい

 

 

（１）推進
すいしん

体制
たいせい

について 

   人権
じんけん

・平和
へ い わ

のまちづくりを推進
すいしん

するためには、推進
すいしん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

及
およ

び

市政
し せ い

を担
にな

う職員
しょくいん

の人権
じんけん

意識
い し き

の向上
こうじょう

が必要
ひつよう

であり、以下
い か

の視点
し て ん

も踏
ふ

まえた

取組
とりくみ

を求
もと

めます。 

 

①行政内
ぎょうせいない

の推進
すいしん

体制
たいせい

 

   ○ 現在
げんざい

、国立市
くにたちし

は、人権
じんけん

・平和
へ い わ

施策
し さ く

（男女
だんじょ

平等
びょうどう

参画
さんかく

に関
かん

する施策
し さ く

を含
ふく

む）の中心的
ちゅうしんてき

役割
やくわり

を政策
せいさく

経営部
けいえいぶ

市長室
しちょうしつ

平和
へ い わ

・人権
じんけん

・ダイバーシティ

推進係
すいしんかかり

（課長級
かちょうきゅう

１名
めい

、係 長 級
かかりちょうきゅう

１名
めい

、係員
かかりいん

２名）が担
にな

っていますが、

人権
じんけん

・平和
へ い わ

施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

していくためには十分
じゅうぶん

な体制
たいせい

とは言
い

え

ません。また、市
し

では、男女
だんじょ

平等
びょうどう

参画
さんかく

施策
し さ く

に関
かん

しては、職員
しょくいん

の役職
やくしょく

に応
おう

じた会議体
かいぎたい

が設
もう

けられており（男女
だんじょ

平等
びょうどう

推進
すいしん

会議
か い ぎ

（副市長
ふくしちょう

及
およ

び

部長級
ぶちょうきゅう

）、幹事会
かんじかい

（課長級
かちょうきゅう

）、男女
だんじょ

平等
びょうどう

参画兼
さんかくけん

ＤＶ対策
たいさく

推進
すいしん

連絡会
れんらくかい

（ 係 長 級
かかりちょうきゅう

））、定期的
ていきてき

に市
し

の男女
だんじょ

平等
びょうどう

参画
さんかく

に関
かん

する課題
か だ い

検討
けんとう

や情報
じょうほう

交換
こうかん

、研修
けんしゅう

等
とう

が 行
おこな

われていますが、人権
じんけん

課題
か だ い

全般
ぜんぱん

を 扱
あつか

うような

会議体
かいぎたい

については、同様
どうよう

の会議体
かいぎたい

は現時点
げんじてん

で設
もう

けられていません。 

     本答申
ほんとうしん

に示
しめ

す様々
さまざま

な内容
ないよう

を強 力
きょうりょく

に推
お

し進
すす

め、人権
じんけん

・平和
へ い わ

施策
し さ く

の 

総合的
そうごうてき

な推進
すいしん

を図
はか

るためには、市
し

の全職員
ぜんしょくいん

が一丸
いちがん

となって取
と

り組
く

む 

必要
ひつよう

があり、組織
そ し き

の見直
み な お

しも含め、行政
ぎょうせい

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

が必要
ひつよう

です。 

  

  ②市民
し み ん

等
とう

及
およ

び当事者
とうじしゃ

の参画
さんかく

 

   ○ 人権
じんけん

・平和
へ い わ

のまちづくりの総合的
そうごうてき

な推進
すいしん

のためには、市民
し み ん

等
とう

の参画
さんかく

及
およ

び 協 力
きょうりょく

が不可欠
ふ か け つ

であり、市
し

においては、そのための場
ば

や体制
たいせい

づくりが

必要
ひつよう

です。 

     なお、この点
てん

については、行政
ぎょうせい

、市民
し み ん

、関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

とで組織
そ し き

する

「推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

（仮称
かしょう

）」のような機能
き の う

が考
かんが

えられるのではないかとい

った意見
い け ん

や、外国人
がいこくじん

や子
こ

どもといった選挙権
せんきょけん

のない人々
ひとびと

の意見
い け ん

につい

てもしっかりと市政
し せ い

に反映
はんえい

できる仕組
し く

みが必要
ひつよう

ではないかといった

意見
い け ん

も一部
い ち ぶ

委員
い い ん

よりありました。 
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   ○ また、当事者
とうじしゃ

は単
たん

なる救済
きゅうさい

の対象
たいしょう

やヒアリングの対象
たいしょう

ではなく、

人権
じんけん

・平和
へ い わ

のまちづくりの主体
しゅたい

です。当事者
とうじしゃ

の参画
さんかく

についてもしっかり

と位置
い ち

付けることが必要
ひつよう

です。 

     なお、この点
てん

については、例
たと

えば兵庫県
ひょうごけん

明石市
あ か し し

が審
しん

議会
ぎ か い

等
とう

の委員
い い ん

10人
にん

ごとに 1人
り

以上
いじょう

はしょうがいしゃの委員
い い ん

とすることを条例化
じょうれいか

（明石市
あ か し し

市民
し み ん

参画
さんかく

条 例
じょうれい

）していることを参考
さんこう

とするなど、その検討
けんとう

を具体的
ぐたいてき

に

行
おこな

うべきではないかという意見
い け ん

も一部
い ち ぶ

委員
い い ん

よりありました。 

 

③市
し

職 員
しょくいん

の参画
さんかく

及
およ

び人権
じんけん

意識
い し き

の向上
こうじょう

 

○ 基本
き ほ ん

条 例
じょうれい

では、あらゆる市政
し せ い

の根本
こんぽん

にソーシャル・インクルージョ 

ンの理念
り ね ん

を位置
い ち

付けるとされており、人権
じんけん

・平和
へ い わ

施策
し さ く

の担当者
たんとうしゃ

のみなら 

ず市政
し せ い

を担
にな

う市
し

の全職員
ぜんしょくいん

が、高
たか

い人権
じんけん

意識
い し き

の下
もと

その職務
しょくむ

に当
あ

たり人
じん

 

権
けん

・平和
へ い わ

のまちづくりに参画
さんかく

することが求
もと

められます。そのため、様々
さまざま

 

な人権
じんけん

課題
か だ い

に関
かん

する職員
しょくいん

研修
けんしゅう

を一層
いっそう

充実
じゅうじつ

させ、市
し

職員
しょくいん

の人権
じんけん

意識
い し き

 

の向上
こうじょう

を図
はか

ることが必要
ひつよう

です。 

なお、研 修
けんしゅう

の実施
じ っ し

に当
あ

たっては、基本
き ほ ん

条例
じょうれい

のほか、「国立市
くにたちし

誰
だれ

もが 

あたりまえに暮
く

らすまちにするための「しょうがいしゃがあたりまえ 

に暮
く

らすまち宣言
せんげん

」の条例
じょうれい

」「国立市
くにたちし

女性
じょせい

と男性
だんせい

及
およ

び多様
た よ う

な性
せい

の平等
びょうどう

 

参画
さんかく

を推進
すいしん

する条 例
じょうれい

」など、人権
じんけん

の観点
かんてん

で関係
かんけい

する他
た

の条例
じょうれい

、国際的
こくさいてき

 

な取組
とりくみ

（条 約
じょうやく

、歴史
れ き し

、現状
げんじょう

等
とう

）、市内外
しないがい

の状 況
じょうきょう

等
とう

も含
ふく

めて学
まな

ぶこと 

が必要
ひつよう

です※。 
※ 国立市

く に た ち し

は、令和
れ い わ

４（2022）年度
ね ん ど

に近隣市
き ん り ん し

と連携
れんけい

して実施
じ っ し

した「多摩
た ま

マッチングプロジェクト」 

 において、参加者
さ ん か し ゃ

の募集
ぼしゅう

に当
あ

たり、当初
とうしょ

、対象者
たいしょうしゃ

の年齢
ねんれい

条件
じょうけん

を男女
だんじょ

で差
さ

を設
もう

け募集
ぼしゅう

していた（男
だん

 

性
せい

28～49歳
さい

、女性
じょせい

23～44歳
さい

）。このことについて市
し

の担当
たんとう

部局
ぶきょく

は、市民
し み ん

からの指摘
し て き

を踏
ふ

まえ、合理的
ご う り て き

 

な理由
り ゆ う

は乏
とぼ

しいと判断
はんだん

し速
すみ

やかに年齢
ねんれい

をそろえて募集
ぼしゅう

し直
なお

しイベントを実施
じ っ し

した。本件
ほんけん

は、性別
せいべつ

 

による差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

や固定的性
こていてきせい

別
べつ

役割
やくわり

意識
い し き

からの脱却
だっきゃく

を定
さだ

める「国立市
く に た ち し

女性
じょせい

と男性
だんせい

及
およ

び多様
た よ う

な性
せい

の 

平等
びょうどう

参画
さんかく

を推進
すいしん

する条例
じょうれい

」の趣旨
し ゅ し

、行政
ぎょうせい

が実施
じ っ し

主体
しゅたい

となる事業
じぎょう

であることを鑑
かんが

みると、募集
ぼしゅう

時
じ

 

に男女
だんじょ

で年齢差
ね ん れ い さ

を設
もう

けたことについては不当
ふ と う

な対応
たいおう

であり、本件
ほんけん

のようなことを再
ふたた

び繰
く

り返
かえ

さな 

いためにも、人権
じんけん

施策
し さ く

を担当
たんとう

する部局
ぶきょく

以外
い が い

の職員
しょくいん

も含
ふく

め、基本
き ほ ん

条例
じょうれい

や人権
じんけん

の観点
かんてん

で関係
かんけい

する他
た

の 

条例
じょうれい

、国内外
こくないがい

の状 況
じょうきょう

等
とう

を理解
り か い

し業務
ぎょうむ

を遂行
すいこう

することが求
もと

められる。 

 

（２）スケジュールの策定
さくてい

と財源
ざいげん

（予算
よ さ ん

）確保
か く ほ

について 

人権
じんけん

・平和
へ い わ

のまちづくりの推進
すいしん

は、全
すべ

ての市政
し せ い

における根本
こんぽん

であり、本答申
ほんとうしん

に掲
かか

げるあらゆる取組
とりくみ

を市
し

が強 力
きょうりょく

に推進
すいしん

するには、推進
すいしん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

とあ

わせて、計画的
けいかくてき

な取組
とりくみ

のためのスケジュールの策定
さくてい

及
およ

び財政的
ざいせいてき

な裏付
う ら づ

けが
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必要
ひつよう

です。 

当審
とうしん

議会
ぎ か い

としては、各取組
かくとりくみ

に関
かん

するスケジュールの策定
さくてい

及
およ

び財源
ざいげん

（予算
よ さ ん

）

の確保
か く ほ

についての事項
じ こ う

を、市
し

がしっかりと基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に盛
も

り込
こ

み、その実現
じつげん

に

向
む

けた具体的
ぐたいてき

対応
たいおう

を行
おこな

うことを求
もと

めます。 
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６．参考
さんこう

資料
しりょう

 




