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Key questions and types of input sought 

2. Have workers' organisations in your country played a role in preventing workers from being 

subjected to modern slavery and helping victims to escape exploitative situations? 

 

From 1960 to 2012, UA ZENSEN, as a founding member of the Asia-Pacific Regional Organisation 

(TWARO) of the International Textile, Clothing and Leather Workers' Federation (ITGLWF, 

now IndustriALL), strived for establishing basic labour rights and also improving working 

environment for textile and garment workers in Asia and the Pacific, in strong solidarity with 

colleagues in the region.  

Garment workers in the region have been forced to work under poor conditions, including 

low wages, long working hours and sloppy safety measures, while involved in the 

manufacture of products for major garment brands.  

In order to secure such workers' rights, the former ITGLWF had negotiated and discussed 

with major garment brands, considering the importance of taking approaches through supply 

chain including the promotion of fair trade, as well as the improvement of local labour 

legislation and inspection and also the establishment of constructive labour-management 

relations. 

<Reference> 

 TWARO History (JP): b06eee10959e8889c784992855679eb0.pdf (uazensen.org) 

※ An English version of the TWARO history and details of the projects implemented by 

TWARO to be provided in due course. 

 

After the dissolution of TWARO and the establishment of IndustriALL, in this region, still, 

unfair realities are persist such as child labour, restrictions and/or repression on free trade union 

activities.     

 

We believe that the spirit of solidarity and mutual support are fundamental philosophy of trade union 

movement. Further, in the context of globalisation, it is not possible for Japanese workers alone to 

enjoy high working conditions, and supporting overseas unions through international activities will in 

fact lead to better working conditions for us in Japan.  

With this belief and organizational background, UA ZENSEN has undertaken the following related 

activities: 

(1)  Solidarity Supports 



 UA ZENSEN, in cooperation with international industrial trade union organisations (GUFs), has 

implemented various projects in solidarity with unions in Asia and the Pacific. Specifically, through 

UA ZENSEN International Solidarity Fund, we provide supports for capacity building of trade unions 

in Myanmar, and for the promotion of organising by the Indonesian Commercial Workers' Union.  

<Reference> 

 UA ZENSEN’s International Activities (JP): https://uazensen.jp/global-cate-page/ 

 

(2)  Global Framework Agreements (GFAs). 

UA ZENSEN also promotes the conclusion of Global Framework Agreements (GFAs). GFA is an 

agreement between GUFs and multinational companies on respecting core labour standards and basic 

labour rights including those along supply chains, with an aim of securing workers’ rights through 

building constructive labour-management relations globally. 

In Japan, as of now, Takashimaya, Mizuno and AEON have concluded GFAs, workers of all of which 

are represented by UA ZENSEN. These agreements involve the trade unions of the companies 

concerned and industrial trade unions (UA ZENSEN) respectively, in addition to the GUFs concerned. 

The four parties to the agreement hold regular review meetings on the GFA and engage in dialogue on 

issues and progress towards improvements on human and other rights, including core labour standards 

and basic labour rights, in their overseas supply chains. 

We also work jointly on the prevention and early resolution of labour-management disputes in overseas 

supply chains. 

<Reference> 

Mizuno (IndustriALL Website) 

 Global Framework Agreement: Mizuno | IndustriALL (industriall-union.org) 

 Unions in Japan play key role in promoting due diligence | IndustriALL (industriall-union.org) 

Takashimaya, AEON (UNI Global Union Website) 

 Global Framework Agreement: Global Agreements Archive (uniglobalunion.org) 

 

(3) Policies and Actions on Business and Human Rights 

In December 2022, in light of our long-standing activities concerned, UA ZENSEN developed the ' 

UA ZENSEN's Initiatives on the Promotion of Corporate Actions on Respecting Human Rights in 

Supply Chains' at our 3rd Central Executive Committee meeting as follows. 

Firstly, as a basic concept, the policy lays out that the implementation of human rights due diligence 

(HRDD) with workers' rights centered directly leads to ensuring the rights of all workers, that is the 

basis for trade union movement. Further, the policy emphasizes that as a special stakeholder, trade 

unions' participation in HRDD process is indispensable to make such a process truly effective for 

workers. In addition, the policy also sets out specific measures to be taken by UA ZENSEN and its 

affiliates for its implementation. 



In this relation, from the 2023 spring labour offensive, we started to include 'promotion of the 

development of HRDD mechanism' as one of the demands that our affiliates can negotiate with their 

employers. Specifically, under this item, UA ZENSEN calls on our affiliates to: 1) check the status of 

companies’ actions with regard to respect for human rights in their supply chains; 2) encourage 

companies to formulate their human rights policies; 3) demand companies to develop a labour-

management cooperation mechanism on promoting HRDD, 4) to request companies to ensure 

participation of trade unions in each step of HRDD process. 

<Reference> 

 [Ref 1]UA ZENSEN's Initiatives on the Promotion of Corporate Actions on Respecting Human 

Rights in Supply Chains (JP) 

※ An English version of the policy to be published in due course.  

 

In addition to the above, we also have been actively involved in the development of policies, guidelines 

and tools on Business and Human Rights by a national centre, government agencies, industrial 

associations and international organisations. For instance, when the Japan Textile Federation 

developed its Guidelines for Responsible Corporate Behaviour in the Textile Industry with the ILO in 

July 2022, we were involved in the process as a stakeholder through dialogues and making inputs.    

＜Reference> 

 https://www.ilo.org/ja/resource/news/ce-ding-ni-xiang-ke-chu-no-lao-shi-dui-hua-wo-kai-cui 

 

Further, since 2021, UA ZENSEN regularly organises seminars on Business and Human Rights, with 

an aim of promoting labour-management initiatives on Business and Human Rights, through 

information sharing on up-to date trends around Business and Human Rights as well as providing peer 

learning opportunities for our affiliates. As for 2023, such a seminar was attended by 84 participants, 

including our affiliates and management. 

 

(4) Safeguarding Rights of Foreign Workers 

Since 2020, UA ZENSEN has a hotline that can be used by foreign workers regardless of their 

membership. Such a service is available in Burmese, Vietnamese and Chinese. 

Initially, we expected to receive contacts from our union members. But in fact, most of the 

consultations comes from non-union members, and up to now, we dealt with about 800 cases in total. 

As for serious cases such as those near to the issue of modern slavery, our staffs work closely with the 

client to find a solution along with providing mental supports. We also work with The Organisation 

for Technical Intern Training (OTIT) to find a solution where necessary. 

We also have MPs closely working with our organisation. With their supports, we actively make policy 

recommendations and do advocacy work to solve issues identified in (4) and others. 

UA ZENSEN already has just under 13,000 foreign nationals as our members. Although there are 



challenges in organising foreign workers, especially those working under technical training and 

specified skills schemes due to their limited duration of residence status, we continues to strengthen 

our activities on organising foreign workers, as we believe that organising them is the best way to 

secure their workers' rights.  

 

６. What practical recommendations would you make to relevant stakeholders (including 

governments, business/employer organisations, anti-slavery and civil society actors, international 

organisations, etc.) to enable workers' organisations (including centres and federations) to more 

effectively prevent and address modern forms of slavery? 

 

In order to enable workers to secure their own rights without falling into modern slavery or other poor 

working conditions, keys are: ensuring protection under labour-related laws; promotion of organising 

of all workers; reflection of workers' voices in the decision-making processes: and also building 

constructive labour-management relations. 

Therefore, we believe that the followings should be implemented by the relevant stakeholders 

 

(1) Government of Japan 

 In order to comply with the ILO's core labour standards, to ratify the unratified Conventions Nos. 

111 and 155 as soon as possible, and to further strengthen supervision and guidance by the Labour 

Standards Inspection Office. It is also necessary to develop and or revise national legislation for 

enabling Japan to ratify Convention No. 190 (Convention on Violence and Harassment in the 

Workplace) to eradicate all forms of harassment that seriously endanger the physical and mental 

safety of workers. 

 To consider amending any domestic laws that hinder the exercise of basic labour rights ('right to 

organise', 'right to collective bargaining' and 'right to collective action') guaranteed by the 

Constitution of Japan for all workers. One example is the review and expansion of the criteria for 

determining worker status under the Labour Standards Law and the Trade Union Law, as various 

ways of work, including working as a freelance, expands. 

 To take measures ensuring democratic elections of workers' representatives. Even in Japan, there 

are many cases of inappropriate election of workers representatives, such as nomination by 

employers, though ensuring proper election of workers representatives is important for 

strengthening labour-management dialogues especially in workplaces where there are no trade 

unions.  

 To urge the governments of major sending countries of foreign workers and also countries where 

supply chains of Japanese companies mainly exist, to ratify ILO Conventions 87 and 98 and/or 

to develop domestic legislation and work towards ensuring their implementation. 

 In cooperation with the governments of sending countries, to develop and strengthen cross-border 



remedy systems that are accessible to workers and trade unions, and provide quick solutions. This 

is because since foreign workers come across borders, it is often difficult for them to speak out 

against violations of their rights, such as unfair collection of fees in the sending country, as well 

as extremely long working hours, non-payment of overtime pay and harassment in the receiving 

country, therefore likely to be trapped in poor conditions such as debt labour, equivalent to 

modern slavery.  

 To establish tripartite councils for deliberations on labour-related matters under jurisdiction of 

other ministries, such as measures related to foreign workers. In Japan, although national councils 

under the jurisdiction of Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) are composed under 

the ILO tripartite principle, such a principle should be applied to national discussions under other 

ministries where necessary.  

 Finally, to strengthen public educational programmes on fostering an understanding of basic 

labour rights and other workers' rights, so that workers in Japan can secure their own rights as 

workers and also can respect the rights of others. In addition, for foreign workers, including 

programmes on workers’ rights should be ensured to promote their understanding on the basic 

rights that they are entitled as workers in Japan, both in pre-departure training and post-entry 

training. 

 

(2) Employer organisation/company 

 Employers' organisations to take specific measures for advocating the importance of labour-

management dialogue in securing workers' rights to promote awareness of their member 

organisations and society on this matter, and also continue to disseminate information aimed at 

preventing unfair labour practices. 

 Industry associations to develop industry-specific guidelines on HRDD with trade unions 

involved, and to consider establishing industry-specific grievance mechanisms. 

 Ccompanies to strongly show their positive attitude towards having labour-management 

dialogues, for enabling workers to be involved such dialogues without fear and hesitation. 

 Companies to ensure the participation of trade unions/workers representatives at each step of 

HRDD process and in CSR audits of their suppliers. 

 Companies to implement fair trade practices, as putting excessive pressure on suppliers with 

regard to ordering prices, delivery time, piece-rate payments, etc. might lead to increase the risk 

of forced labour, such as the detention of workers by the employers of suppliers and/or excessive 

long working hours. 
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サプライチェーン等における企業の人権尊重の推進に向けた 

ＵＡゼンセンの取り組みについて 
 

1990年以降の急速な経済のグローバル化により、企業のサプライチェーンは国境を越え拡

大した。その主な進出・発注先の国々では経済発展が進む一方、労働組合活動の妨害や、劣

悪な条件下での労働など、労働者の人権侵害が多発した。 

こうした事態を受け、2011年に国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」（「指

導原則」）1は、「人権を尊重する企業の責任」を定め、あらゆる企業に対し、ステークホルダ

ー（利害関係者）の参加のもと、人権デュー・ディリジェンス2を実施し、自社のサプライチ

ェーン等の関係企業における人権侵害の予防、是正、救済を行うよう求めている。 

近年、欧州を中心に、サプライチェーン等に対する人権デュー・ディリジェンスの実施を

法律上義務化するなど、企業に人権尊重を求める動きが加速している。日本においても、経

済産業省や日本繊維産業連盟がガイドラインを策定し、農林水産省は食品供給網の人権侵害

防止に係る指針の策定に乗り出すなど、具体的な動きが進んでいる。 

労働者に対する人権侵害リスクは、日本国内の事業活動においても無縁ではなく、長時間

労働、ハラスメント、男女間賃金格差、外国人労働者の権利など、国際人権規約に照らし指

摘を受けている事項も多い。一方、日本企業による人権デュー・ディリジェンスの実施は限

定的である。 

ＵＡゼンセンは、「綱領」において、連帯に基づく雇用の安定、労働・生活諸条件の維持改

善、国際公正労働基準の確立を掲げ、労使対等のもと労働者の権利擁護の取り組みを実践し

てきた。また「ＣＳＲ対策指針」では、サプライチェーン全体の人権や労働条件等への配慮

を担保する重要性が示されている。 

今般の企業の人権尊重への社会的な要請の高まりを踏まえ、ＵＡゼンセンは、労働者の権

利があたり前に尊重される社会の実現に向け、以下の通り取り組む。 

 

1．企業の人権尊重に対するＵＡゼンセンの基本的な考え方 

（1）労働組合が人権デュー・ディリジェンスに参画する意義・目的 

労働者は、企業活動における第一の権利保持者であり、その権利を中心に据えた人権デ

ュー・ディリジェンスの実施は、労働組合の取り組みの基礎であるすべての働く者の権利

擁護に直結するものである。 

さらに、サプライチェーン等における人権尊重は、今や企業が必須で取り組むべき経営

課題である。人権を尊重する企業経営は、労働者の勤労意欲や生産性の向上、企業価値の

向上、良好な取引関係の構築をもたらし、企業・産業の持続可能性の確保に寄与する。他

方、自社の活動による人権侵害に無自覚な企業は、取引の停止や投資の引き上げなど、持

続的な事業活動のリスクに直面し、その影響は従業員の雇用・労働条件にまで及ぶ可能性

がある。 

労働組合は、働く者の声を代弁し、その雇用、労働条件の維持向上に日々取り組んでお

り、労働者の権利擁護における知見・経験を有する。また、日々の組合活動や産別活動、国

                            
1 詳細については、【資料 1】を参照。 
2 詳細については、【資料 2】を参照。 

第 3回ＵＡゼンセン中央執行委員会（2022年 12月 12日）確認 

Z900000798

[Ref 1]
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際労働運動を通じて把握した現場の実情や、サプライチェーン等における労働課題を踏ま

え、集団的労使関係のもと、企業に対し、労働者に資する解決策を継続的に提案しうる力

を持つ。 

従って、労働組合は、特別なステークホルダーとして、企業の人権デュー・ディリジェ

ンスに参画し、その実効性の担保に努めることが求められる。 

（2）取り組みの対象組織 

企業規模、業種等にかかわらず、あらゆる企業活動において、労働者の人権侵害は起き

る可能性がある。ひとたび深刻な人権侵害が発生すれば、当該労働者の尊厳が毀損される

ことはもちろんのこと、上述の通り、事業活動への影響も大きい。また、海外企業と直接

の取引関係がない企業においても、取引先から人権尊重の取り組みを求められる可能性は、

今後、より高まることが想定される。 

従って、企業の規模、業種等にかかわらず、すべての加盟組合が、企業の人権尊重の推

進に取り組むこととする。 

なお、具体的な内容は、企業規模やサプライチェーン内での位置、製品やサービスの性

質、企業による実施状況により異なることから、実情を踏まえ取り組む。 

（3）人権尊重の取り組みの対象範囲 

人権尊重の対象範囲は、「指導原則」に従い、自社、グループ会社、国内外のサプライチ

ェーン等における関係企業（商社を含む直接取引先、2次下請以降の間接取引先、およびそ

の他のビジネス上の関係先）とし、企業に実施を求める。なお、すべての対象企業への実

施がただちには困難な場合、労働者の人権侵害リスクが高い対象企業から優先的に取り組

むよう求める。 

（4）労働組合が積極的に関わるべき人権分野3 

以下を参考に、労働者の基本的権利や労働条件に関する事項を人権デュー・ディリジェ

ンスの対象とするよう求めると共に、リスクの特定、防止・軽減、救済へ積極的に参画す

る。 

＜ＩＬＯ中核的労働基準＞ 

※（）カッコ内は関連する国際労働基準 

※中核的労働基準のうち第 111号、155号は日本未批准 

 結社の自由・団結権・団体交渉権（ＩＬＯ第 87・98号条約） 

 強制労働（ＩＬＯ第 29・105号条約） 

 差別（ＩＬＯ第 100・111号条約） 

 児童労働（ＩＬＯ第 138・182号条約） 

 労働安全衛生（ＩＬＯ第 155・187号条約） 

＜その他基本的な労働条件・職場環境に関わる事項（例）＞ 

 賃金（ＩＬＯ第 95・131号条約等） 

 労働時間（ＩＬＯ第 14・106・171号条約等） 

 ハラスメント（ＩＬＯ第 190号条約等） 

＜人権への負の影響を助長しうる事項＞ 

 取引適正化関係 

＜産業・サプライチェーン等の特性に応じ課題となる事項（例）＞ 

                            
3 「指導原則」が対象とする主要な人権は【資料 3】を参照。 
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 外国人労働者（ＩＬＯ第 97・143・181号条約等） 

2．具体的な取り組み内容 

（1）ＵＡゼンセンの取り組み 

1）取り組み体制の整備 

 労働条件闘争方針において、サプライチェーン等における企業の人権尊重に係る

取り組み内容を示し、加盟組合による実施を促す。 

 関連する指針等（ＣＳＲ対策指針、多国籍企業指針、経営対策指針・手引き等）の

点検・見直しを行い、サプライチェーン等における企業の人権尊重に係る内容を補

強する。また、ＵＡゼンセンにおける苦情処理体制の拡充を検討する。 

 産業・業種ごとのサプライチェーン等の違いや、企業規模による特性を踏まえ、優

先的に対応すべき人権課題や対象企業、人権デュー・ディリジェンスの実施方法を

検討し、加盟組合に展開する。 

2）加盟組合の取り組み支援 

 企業の人権尊重を取り巻く最新状況や、加盟組合の取組事例等について、加盟組合

労使を対象としたセミナーや情報交換会の開催、情報発信を行う。 

 取り組みの展開にあわせ、サポートツール（解説リーフレット、協定例、チェック

リスト、Ｑ＆Ａ、課題・取り組み事例等）を提供する。 

 グローバル枠組み協定（ＧＦＡ）の締結や、海外グループ企業の労働組合とのグロ

ーバル労組ネットワーク形成の支援を行う。 

 国際的な人権侵害や取引関係に起因する問題など、個社労使では解決が困難な人

権侵害事案について、国内外のリソースを活用し解決を支援する。 

3）組織化等の支援 

 企業内組織率の向上や、グループ・関連企業、サプライチェーン上の取引先等の組

織化を支援する。 

4）取り組み環境の整備 

 連合と連携し、審議会への意見反映や労働組合の取組方針策定に関与する。 

 加盟組合による取り組み状況を確認し、企業の人権尊重を促進するにあたり求め

られる法制度、施策の実現に向け、政府・政党への要請活動を行う。 

 業界団体に対し、産業別ガイドラインの策定や苦情処理メカニズムの構築を求め

る。また、当該ガイドラインの策定過程や見直しに関与し、意見反映を行う。 

 中小企業労使における取り組みの推進に関し、業界団体等への働きかけを行う。 

 人権への負の影響を助長しうる取引関係の適正化に向けて、連合、他産別、業界団

体などと連携し取り組む。 

（2）加盟組合の取り組み 

1）企業による人権尊重の取り組み状況の確認 

加盟組合は、労使協議等において、人権デュー・ディリジェンスのステップに照らし、

企業による取り組み状況の確認を行う。 

2）労使による人権尊重の推進体制の整備 

加盟組合は、労使で人権尊重に取り組む必要性を確認し、その体制を整備するため、企

業および組合の状況に応じ、企業に対し、以下より求める。 

 労使による人権尊重推進・およびその取り組み方法を定める労使協定の締結 

 労働協約の前文又は理念条項等で、労使による人権尊重推進を明記 
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 労使協議会の付議事項へ企業の人権尊重に係る事項を追加 

 人権デュー・ディリジェンスに関する労使専門委員会の設置 

 人権デュー・ディリジェンスの実施を担う社内組織（サステナビリティ委員会、リ

スクマネジメント委員会など）への労働組合の参画 

 ＧＦＡの締結 

加盟組合は、人権課題への対応力の維持・強化に向け、以下に取り組む。 

 多国籍企業におけるグローバル労組ネットワークの構築4 

 ＵＡゼンセン、国際産業別労働組合（ＧＵＦｓ）等が主催する関連会合への積極的

な参加・情報収集の実施 

 自社内、グループ企業、関連企業における、国籍、雇用形態によらない組織化の推

進 

3）企業による人権デュー・ディリジェンスへの参画 

加盟組合は、企業に対し以下の順に求める。 

① 人権方針の策定 

② 人権デュー・ディリジェンスの実施と、制度設計段階からの労働組合の参画 

③ 人権デュー・ディリジェンスの全ステップへの労働組合の参画 

加盟組合は、効果的な参画に向け、以下に取り組む。 

 人権デュー・ディリジェンスの全ステップにおいて、企業側の対応案を求め、労働

組合として協議 

（ステップ各の具体的な情報提供・意見反映例は、【資料 4】参照） 

 個社労使での対応が困難な人権侵害事案について、ＵＡゼンセンやＧＵＦｓと連

携し対応 

 人権尊重に関する会社の取り組み状況、労働組合による活動の職場への周知 

4）苦情処理・救済システムへの参画 

加盟組合は、企業に対し以下の順に求める。 

① 社内に苦情処理・救済システムが存在しない場合、当該システムの設置と、設計段

階からの労働組合の参画 

② 当該システムが存在する場合、人権課題を取り扱い対象とすること、および対応体

制の整備 

③ 社外の専門家等の活用も含めた、自社の苦情処理・救済システムのサプライチェー

ン等への拡大 

  

                            
4 多国籍企業において、国内外のグループ企業の労働組合が、定期的に情報交換・意見交換を行う仕組み。 
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【資料1】「ビジネスと人権に関する指導原則」のポイント 

＜概 要＞ 

 企業の人権尊重に係る国際的な規範文書であり、国、企業、およびステークホルダーの

取り組みにおける共通の基盤。「人権を保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業の

責任」、「救済へのアクセス」で構成。 

 企業の責任として、①企業方針によるコミットメント、②人権デュー・ディリジェンス

の実施、③人権の悪影響からの救済を定めており、そのすべての段階を通じ、ステーク

ホルダーの参加を要求。 

＜「人権を尊重する企業の責任」の内容＞ 

人権とは： 

 以下を最低限とし、国際基準で規定された人権を対象。 

 国連の「国際人権章典」（「世界人権宣言」、「市民的および政治的権利に関する国際規約」、

「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」） 

 「労働における基本的原則および権利に関するＩＬＯ宣言」が定める中核的労働基準 

尊重とは： 

 他者の権利を侵害しないこと、および発生した害悪に取り組むこと。 

責任とは： 

 国家の責務とは別個に存在し、国内法が国際基準を満たしていない場合は、国際基準

の遵守が必要。 

 責任の対象範囲は、自社および取引先等（直接・間接取引先を含むサプライチェーン

等における関係企業）の人権リスク・侵害。 
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【資料2】人権デュー・ディリジェンスとは 

＜概 要＞ 

企業が： 

 自社の事業活動に関係した権利侵害がおきないよう、 

 ステークホルダーとの対話を行い、 

 サプライチェーン等の関係企業と協働して人権の状況を点検し、 

人権侵害の予防・撲滅に継続的に取り組む仕組み。 

＜プロセス＞ 

① 人権方針（コミットメント）の策定 

② 人権侵害・リスクの特定 

③ 特定した人権侵害・リスクの防止・軽減 

④ 人権侵害に対する救済 

⑤ 対策の評価 

⑥ 取り組みの外部への報告・公表 

 

 

 

 

 

 

  

人権デュー・ディリジェンスの「プロセス」

①人権方針（コミットメント）の策定
• 人権侵害が起こらないよう、企業の方針を策定・宣言
• 経営システムに反映

②人権侵害・リスクの特定
• 自社のサプライチェーン等を把握

• 発生している人権侵害・発生する危険性のある人
権侵害を特定

③特定した人権リスクの防止・
軽減
• 発生しうる人権侵害の予防策を策
定・実施

• 発生している人権侵害を是正

④人権侵害に対する救済
• 人権侵害を受けた者に対し、謝罪、

被害回復または地位回復、適切な保
障を実施

• 再発防止を徹底

⑤対策の評価
• 対策の効果を調査・検証
（必要に応じ、③を再度実施）

⑥取り組みの外部への報告・公表
• 人権デュー・ディリジェンスの実施状況、人権課
題への対処、ステークホルダーとの対話の状況な
どを公表
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【資料 3】主要な国際人権条約・国際労働条約に含まれる人権の内容 

１. 国際人権章典（世界人権宣言と国際人権規約）※は具体例 

 残虐で非人道的もしくは品位を傷つける取り扱いを受けない権利 ※深刻なハラス

メントまたは危険な労働条件  

 身体の自由および安全についての権利 ※深刻なハラスメント  

 移動の自由についての権利 ※身分書類の預かり、移動制限  

 私生活についての権利 ※プライバシー権、ネット上の誹謗中傷  

 思想、良心および宗教の自由についての権利 ※宗教上の便宜不供与  

 意見および表現の自由についての権利 ※検閲への加担  

 人種的、宗教的または国民的憎悪の唱道からの自由についての権利 ※ヘイトスピ

ーチ  

 家族の保護についての権利 ※ワークライフバランスの欠如  

 差別を受けない権利 ※ジェンダー差別  

 少数民族の権利 ※コミュニティーの住民への負の影響  

 労働の権利 ※恣意的な解雇、社会保障へのアクセス制限、職業訓練の欠如  

 公正かつ良好な労働条件を享受する権利 ※最低賃金や同一価値労働同一賃金の不

提供  

 社会保障についての権利 ※社会保険加入拒絶、労災拒絶  

 家族生活についての権利 ※産前産後休暇の不提供、過重労働、ワークライフバラ

ンスの欠如  

 相当な生活水準についての権利 ※開発によるコミュニティーの生活侵害  

 健康についての権利（労働安全衛生、過重労働、製造者責任）  

 

２. 中核的労働基準 

 強制労働撤廃 

 結社の自由、団結権および団体交渉権  

 職業・雇用上の差別撤廃  

 児童労働廃止  

 安全で健康的な労働環境              

 

出所：日本繊維産業連盟「責任ある企業行動促進に向けたガイドライン」（2022年 7

月）、P70 
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【資料4】人権デュー・ディリジェンスのステップごとの参画・意見反映例 

ステップ①：人権方針（コミットメント）の策定 

 人権尊重方針は、決定に先立ち、内容を労働組合と協議するよう求める。 

 確認・協議のポイント 

 経営トップの宣言であること。 

 国際人権基準に沿った内容であること 

 人権尊重責任の実現方法を具体的に示していること。 

 従業員、取引先、事業・サービス関係者に対する人権尊重の期待を示していること。 

 労働者・労働組合をはじめとするステークホルダーとの対話姿勢を示していること。 

 方針を、自社の従業員、関係先とその従業員に周知するよう求める（Eメール等での個別

伝達、説明会の実施、目のつきやすい場所への掲示、多言語化など）。 

 方針の内容が経営理念、内部規則や社内規定等へ反映されているか確認し、必要に応じ

て改定や策定を求める。 

 方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、役員や従業員に対し

て研修を実施するよう求める。 

 人権デュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、必要に応じ労使で方針の見直しを行う

よう求める。 

 

ステップ②：人権侵害・リスクの特定  

 （主に発注元向け）人権デュー・ディリジェンスの対象企業、調査方法、調査項目、取引

先への要請内容について、労働組合と協議するよう求める。 

 確認・協議のポイント： 

 対象には、自社、グループ企業、直接取引先に加え、間接取引先も含まれているか。 

 サプライチェーン等における関係企業全体を直ちに実施対象とすることが困難な場

合、労働者の人権侵害リスクが高い企業が優先的な取り組み対象となっているか。 

 調査項目には、ＩＬＯ中核的労働基準、基本的な労働条件に関わる項目が含まれてい

るか。その他、現場の実情に照らし、調査すべき項目が含まれているか。 

 脆弱な立場に置かれているステークホルダーへの負の影響に対し、特別な注意が払

われているか。 

 取引先に対し、人権尊重の取り組みコストを認識した上で、適正な取引価格の設定に

向けた協議や、支援の提供が提示されているか。 

 取引先に対し、人権デュー・ディリジェンスの全プロセスを通じ、労使対話に努める

よう働きかけているか。 

 （主に受注側向け）取引先からの要請内容を労働組合と共有し、対応方法を協議するよう

求める。 

 自社内の人権リスクは、労使共同で調査・特定を行う。 

 サプライチェーン上の人権リスクは、取引先の調査結果を労使で確認した上で、必要に応

じ労使で訪問調査を実施し、特定を行う。 

 

ステップ③：特定した人権リスクの防止・軽減 

 リスクの是正・防止・軽減策について、労働組合と協議するよう求める。 

 確認・協議のポイント 
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 権利リスクの対象者が望む形での対策となっているか。 

（労働者の権利や労働環境への異なる負の影響を引き起こしかねないか確認） 

 取引先での取り組みに対し、協働・支援策が示されているか。 

※ 取引停止は、労働者の解雇やより劣悪な労働条件下での労働、会社による人権リ

スクの隠ぺいなど、それ自体が人権リスクを招く可能性がある。改善に向けた対

話、影響力の行使を行い、取引停止で取引先に生じうる人権への負の影響を検討

する必要がある。 

 取引先で、当該国の法制度が国際基準を満たしておらず、人権リスクが生じている場合

には、国内法を超えて国際基準を遵守するよう求める。 

 国際基準を遵守すると国内法違反になる場合も、国際規範が求める水準を満たすよう最

大限の努力を行い、その努力を記録・公表するよう求める。 

 個社では解決の難しい構造的人権リスクが特定された場合、ＵＡゼンセン、ＧＵＦｓ、業

界団体などと協働し、解決に取り組むよう働きかける。 

 

ステップ④：人権侵害に対する救済 

 労働者の権利侵害事案について、苦情処理手続きに参画し、負の影響を受けた者の視点か

ら、適切な是正・救済が提供されるよう情報提供・意見反映を行う。 

 再発防止策を労使で検討・実施するよう求める。 

 

ステップ⑤：対策の評価 

 是正・防止・軽減措置が有効に機能しているか、モニタリングを適切に行い、記録するよ

う求める。 

 記録した内容を労働組合と共有し、労使で効果検証を行うよう求める。 

 訪問調査が必要となる場合、労働組合も参画させるよう求める。 

 

ステップ⑥：一連の取り組みの外部への報告・公表 

 公表内容について、事前に労働組合へ共有するよう求める。 

 公表内容を、自社の労働者、事業関係先とその労働者に周知するよう求める。 

 報告・公表内容に対してステークホルダーよりフィードバックを受けた場合には、その内

容を労働組合と共有するよう求める。 

 


