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は じ め に 

 

我が国において本格的な人口減少社会を迎える

中、地域や社会の活力を高め、経済の持続的な発

展を図るためには、性別に関わりなく、その個性

と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実

現が重要です。 

坂戸市では、「坂戸市男女共同参画推進条例」

に基づき、男女共同参画社会の実現を図るため、

平成 29 年３月に第３次坂戸市男女共同参画基本

計画（後期計画）「さかど男女共同参画プラン」

を策定し、施策を推進してまいりました。 

この間、ライフスタイルや価値観の多様化や、社会全体で働き方の見直しなど

社会経済情勢は大きく変化し、更に新型コロナウイルス感染症の流行はその変化

を加速させています。 

また、根強く残る固定的な性別分担意識、社会の様々な分野における男女の格

差、配偶者等からの暴力など取り組むべき課題もあります。 

さらに、性別や年齢、障害の有無、性自認・性的指向等の多様性に対する理解

と尊重が求められるようになってきました。 

こうした中、坂戸市では、これまでの取組の成果・課題を踏まえ、社会情勢の

変化に対応するとともに、男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計

画的に推進するため、第４次坂戸市男女共同参画基本計画（前期計画）「さかど

男女共同参画プラン」を策定いたしました。 

今後におきましても、本計画に基づき「みんなで創る男女共同参画社会」を基

本理念に、市民の皆様、事業者など関係者の皆様と連携、協力しながら、男女共

同参画社会の実現に向けた一層の推進に取り組んでまいりたいと考えております

ので、皆様の更なるご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見、ご提案をいただきました坂戸

市男女共同参画審議会委員の皆様をはじめ、市民意識調査等を通じて貴重なご意

見、ご協力をいただきました多くの市民の皆様に心より感謝申し上げます。 

令和４年３月      

坂戸市長 石川 清 
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１ 計画策定の趣旨 

国は、男女共同参画社会＊１の実現に向け、平成 11 年に「男女共同参画社会基

本法」を制定し、具体的な取組の施策を「男女共同参画基本計画」に示し推進し

てきました。また、平成 13 年には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（ＤＶ防止法）」、平成 27 年には、「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（女性活躍推進法）＊２」が施行されました。 

坂戸市では、平成７年度に女性の自立と地位向上に向けた「さかど女性プラン」

を策定以降、平成 16 年には坂戸市男女共同参画推進条例を制定し、男女共同参

画社会＊１の実現を目指し取り組んできました。さらに、平成 29 年度にはＤＶ防

止法及び女性活躍推進法に基づく市町村計画を包括した「第３次坂戸市男女共同

参画基本計画（後期計画）」を策定し、推進の強化に努めてきたところです。 

しかしながら、現在も根強く残る固定的性別役割分担意識＊３や社会の様々な

分野における男女の格差、配偶者等からの暴力など取り組むべき課題があり、男

女共同参画社会＊１の実現に向けた取組のより一層の推進が求められています。 

こうした現状を踏まえ、「第３次坂戸市男女共同参画基本計画（後期計画）」の

計画期間が令和３年度で終了することから、社会情勢の変化に対応し、坂戸市の

男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、「第４次坂戸市男女共同

参画基本計画（前期計画）「さかど男女共同参画プラン」」を策定するものです。 

 

 

  

＊１ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 

＊２ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）：女性

が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するた

め制定された法律です。女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表

や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主（国や地方公共団体、常時雇用する労働者の

数が一定以上の民間企業等）に義務付けられています。 

＊３ 固定的性別役割分担意識：「男性は仕事、女性は家庭」「男性は主要な業務、女性は補助的

な業務」等の男性、女性という性別を理由として役割を固定的に分ける考え方のことです。 
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２ 計画策定の背景    

（１）男女共同参画を取り巻く世界の動向 

男女共同参画社会＊１の形成に向けた取組は、国際社会における動向と密接な

関係を有しています。国際連合は昭和 50 年（1975 年）を「国際婦人年」と定め

るとともに、昭和 51 年（1976 年）から 60 年（1985 年）までの 10 年間を「国連

婦人の 10 年」と定めました。また、昭和 54 年（1979 年）に行われた第 34 回国

連総会では、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別

撤廃条約）＊２」が採択されました。これらの取組は、世界の女性の自立と地位

の向上、差別の撤廃に大きな進展をもたらすこととなりました。 

平成７年（1995 年）に中国・北京で行われた第４回世界女性会議では、国際

的な男女共同参画の取組の規範となる「北京宣言及び行動綱領」が採択されまし

た。それから20年後の平成27年（2015年）には、「第59回国連婦人の地位委員

会（北京＋20）」が開催されるとともに、同年には国連本部において「国連持続

可能な開発サミット」が開催され、「我々の世界を変革する：持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ」が採択されました。このアジェンダの目標である「持

続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」では、17 の目標のうちの１つとして、「ジェン

ダー＊３平等を実現しよう」という目標が掲げられています。 

 

  

＊１ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 

＊２ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）：女

子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし、具体的には、女子に対する差別を定義

し、政治的及び公的活動、教育、雇用、保健、家族関係などあらゆる分野での男女の平等を規定し

た国際条約です。昭和 56 年（1981 年）に発効し、日本は昭和 60 年（1985 年）に批准しました。 

＊３ ジェンダー：人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）がある一方、社会通念や

慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」「女性像」があり、このような男性、女性

の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）といいます。 
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（２）男女共同参画を取り巻く国や埼玉県の動向 

① 国の動向 

平成 27 年８月に制定された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律（女性活躍推進法）」＊１に基づき、女性の職業生活における活躍を推進し、豊

かで活力ある社会の実現を図るための施策が展開されており、国や地方公共団体、

大企業を中心に行動計画の策定と女性の活躍に関する情報の公開が行われていま

す。政府は、同法に基づき「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方

針」を定めるとともに、女性の活躍を加速するため、「女性活躍加速のための重

点方針」を毎年度決定して、施策を各府省の概算要求に反映させる仕組みを設け

ています。令和元年５月には、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大（常時

雇用する労働者が101人～300人の事業主を新たに義務付け）、情報公表の強化、

ハラスメント＊２対策の強化等の措置を講ずることを内容とする改正女性活躍推

進法が制定されました。 

また、平成 30 年５月には、衆議院等の議員の選挙において男女の候補者数が

できるかぎり均等になることを目指して行われること等を基本原則とする「政治

分野における男女共同参画の推進に関する法律＊３」が制定されました。さらに

同年６月には、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかか

わらない公正な待遇の確保等の措置を講ずることを定めた「働き方改革を推進す

るための関係法律の整備に関する法律」が制定されました。 

これらを踏まえ、政府は令和２年 12 月に「第５次男女共同参画基本計画～す

べての女性が輝く令和の社会へ～」を閣議決定しました。同計画の基本的な方針

においては、男女共同参画基本計画の“目指すべき社会”として、次の４点を掲

げています。 

  

＊１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）：女性

が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するた

め制定された法律です。女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表

や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主（国や地方公共団体、常時雇用する労働者の

数が一定以上の民間企業等）に義務付けられています。 

＊２ ハラスメント：セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等の嫌がらせやいじめ

行為のことです。 

＊３ 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律：衆議院・参議院及び地方議会

の選挙において男女の候補者数ができる限り均等となることを目指すこと等を基本原則とし、

国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目

標を定めるなど、自主的に取り組むよう努めること等を定めた法律です。 
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①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性

に富んだ、活力ある持続可能な社会 

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会

生活、家庭生活を送ることができる社会 

④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、ＳＤＧｓで掲げら

れている包摂的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際

社会と協調する社会 
 

 

国際的な動向と呼応する取組として、政府は令和 12 年（2030 年）までに国内

外においてＳＤＧｓを達成するための中長期的な国家戦略として、令和元年 12

月に「ＳＤＧｓ実施指針改定版」を策定しました。その中では、８つの優先課題

の１番目に「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー＊１平等の実現」が位置

付けられているほか、ジェンダー＊１平等については、全ての課題への取組にお

いて主流化する必要のある分野横断的課題として取組を推進していくこととされ

ています。 

 

② 埼玉県の動向 

埼玉県においては、平成 29 年３月に策定した「埼玉県男女共同参画基本計画」

に基づき、県民、事業者、民間団体及び市町村等と連携して、男女共同参画の推

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。同計画は令和３年度に

最終年度を迎えることから、令和２年度に「男女共同参画に関する意識・実態調

査」が実施されており、令和３年度中に次期計画が策定される予定です。 

また、平成 29 年３月には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律＊２」に基づき、埼玉県のドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）＊３に

関する施策の総合的な計画として、「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基

本計画（第４次）」が策定されました。 

 

  
＊１ ジェンダー：人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）がある一方、社会通

念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」「女性像」があり、このような男

性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）といいます。 

＊２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律：配偶者等からの暴力

に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者等からの暴力の防止及び被害者

の保護を図ることを目的とする法律のことです。 

＊３ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）：配偶者（元配偶者）や恋人など親密な間柄で

ふるわれる暴力のことで、体を傷つける暴力、大声で怒鳴る、大切なものを壊す、性的行為を

強要する、生活費を渡さない、子どもを利用して脅す等の行為が該当します。ＤＶは犯罪とも

なる許されない行為であり、重大な人権侵害です。 
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（３）男女共同参画に関する坂戸市の取組 

坂戸市では、平成７年度を初年度とする「さかど女性プラン」（計画期間：平

成７年度～平成 13 年度）、平成 14 年度を初年度とする「第２次坂戸市男女共同

参画基本計画「さかど男女共同参画プラン」」（計画期間：平成 14 年度～平成 23

年度）、平成 24 年度を初年度とする「第３次坂戸市男女共同参画基本計画（前期

計画）「さかど男女共同参画プラン」」（計画期間：平成 24 年度～平成 28 年度）

を策定するとともに、「第３次坂戸市男女共同参画基本計画（後期計画）「さかど

男女共同参画プラン」」（計画期間：平成 29 年度～令和３年度。以下「現行計画」

といいます）を平成 29 年３月に策定し、男女共同参画の視点に立って総合的か

つ計画的に施策の推進を図ってきました。この間、平成 16 年６月には「坂戸市

男女共同参画推進条例」を制定し、市、事業者、市民の責務を明らかにしながら、

男女共同参画社会＊１の実現を目指してきました。 

令和２年度には、男女共同参画に関する市民の意識や実態を把握し、第４次坂

戸市男女共同参画基本計画の策定や今後の施策推進のための基礎資料とすること

を目的として、「男女共同参画に関する市民意識調査」を実施しました。また、

令和２年 10 月には、性的少数者＊２の社会生活における利便性と支障の緩和を目

的として、「坂戸市パートナーシップ宣誓制度＊３」を始めました。 

 

  

＊１ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 

＊２ 性的少数者：レズビアン（Lesbian 女性の同性愛者）、ゲイ（Gay 男性の同性愛者）、バイセ

クシュアル（Bisexual 両性愛者）など性的指向（恋愛の対象になる性）が同性や両性に向いて

いる人や、トランスジェンダー（Transgender）のように心の性と身体の性に違和感を持つ人

（４つの頭文字をとってＬＧＢＴといいます。）等の人の総称です。 

＊３ 坂戸市パートナーシップ宣誓制度：性的少数者の二人が人生のパートナーであることを

市に宣誓し、市は宣誓書受領書等を交付する制度です。性的少数者の社会生活における利便性

と支障の緩和の一助を目的とし、令和２年 10月１日から実施しています。 

7
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３ 計画の性格 

（１）法的根拠等 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に規定する市町村男女共

同参画計画として位置付けられるものです。あわせて、坂戸市ＤＶ防止基本計画

は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律＊１」第２条の３

第３項に規定する坂戸市における「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する基本的な計画」（市町村基本計画）に相当するととも

に、坂戸市女性活躍推進計画は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律＊２」第６条第２項に規定する坂戸市における「女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計画」（市町村推進計画）に相当するものです。 

また、国の「第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ

～」、埼玉県の「埼玉県男女共同参画基本計画」の内容を踏まえた計画です。 

 

（２）坂戸市の上位計画等との関係 

本計画は、男女共同参画社会基本法の理念を踏まえた「坂戸市男女共同参画推

進条例（平成 16 年条例第 14 号）」第 11 条に基づく基本計画として位置付けられ

るものです。 

また、坂戸市の市政運営の基本を示す「第６次坂戸市総合振興計画基本構想・

後期基本計画」における男女共同参画に係る分野別計画の役割を担うものであり、

上位計画である総合振興計画との整合を図っています。 

 

  

＊１ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律：配偶者等からの暴力

に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者等からの暴力の防止及び被害者

の保護を図ることを目的とする法律のことです。 

＊２ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律：女性が、職業生活において、そ

の希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため制定された法律です。女

性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資す

る情報の公表が事業主（国や地方公共団体、常時雇用する労働者の数が一定以上の民間企業

等）に義務付けられています。 

8
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（３）計画の特徴 

本計画は、坂戸市の男女共同参画社会＊を実現するための実効性のある基本計

画とする観点から、現行計画との連続性に配慮するとともに、中長期的展望に立

ち総合的な施策を推進するための指針として位置付けられるものです。また、目

標を明確に示す施策の体系とし、適切な進行管理を実施するために数値目標を設

定します。 

 

  

男女共同参画社会基本法  

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法） 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

関連する法律 

埼玉県 

男女共同参画基本計画 

男女共同参画基本計画 

国 

県 

坂戸市 

基本構想・後期基本計画 

第４次 

坂戸市男女共同参画 

基本計画・前期計画 
（坂戸市ＤＶ防止基本計画） 

（坂戸市女性活躍推進計画） 

坂戸市男女共同参画推進条例 

＊ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 
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（４）ＳＤＧs（持続可能な開発目標）との関係 

令和 12 年（2030 年）までに世界各国が達成を目指す共通の目標であるＳＤＧ

ｓ（持続可能な開発目標）の実現に向けて、我が国では令和元年 12 月に「ＳＤ

Ｇｓ実施指針改定版」を定めています。本計画は、ＳＤＧｓの基本的理念である

「誰一人取り残さない」を意識し、17 の目標の１つである「ジェンダー＊平等を

実現しよう」の達成を目指す計画として位置付けます。 

 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和４年度～令和 13 年度の 10 年間とし、前期、後期に区分

します。前期計画の計画期間は令和４年度～令和８年度の５年間、後期計画の計

画期間は令和９年度～令和 13 年度の５年間とします。 

中間年度である令和８年度には、前期期間の事業の検証等を行うとともに、社

会情勢の変化や計画の進捗状況等を踏まえて見直しを行い、「第４次後期計画」

を策定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の策定体制 

本計画の策定に当たっては、令和２年度に市民意識調査（「男女共同参画に関

する市民意識調査」）を実施し、坂戸市の男女共同参画に関する市民の意識及び

実態を把握しました。令和３年度は「男女共同参画審議会」（学識経験者をはじ

め、関係機関代表者、各種団体の代表者、公募市民等で構成）や「男女共同参画

推進庁内連絡会議」「男女共同参画基本計画策定部会」（庁内の関係部署の職員で

構成）等において計画案の内容を審議しました。また、本計画の素案に対する

「市民コメント」を実施しました。 

  

 

令 和 

３年度 

(2021) 

令 和 

４年度 

(2022) 

令 和 

５年度 

(2023) 

令 和 

６年度 

(2024) 

令 和 

７年度 

(2025) 

令 和 

８年度 

(2026) 

令 和 

９年度 

(2027) 

令 和 

10 年度 

(2028) 

令 和 

11 年度 

(2029) 

令 和 

12 年度 

(2030) 

令 和 

13 年度 

(2031) 

期間 

前期計画（令和４年度～令和８年度 ５年間）  

 見直し 後期計画（令和９年度～令和１３年度 ５年間） 

＊ ジェンダー：人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）がある一方、社会通念

や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」「女性像」があり、このような男性、女

性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）といいます。 
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１ 人口・世帯等の状況  

（１）人口の状況  

坂戸市の総人口は、平成 22 年をピークに減少傾向にあります。また、全国的

な傾向と同様に少子・高齢化が進んでおり、高齢者人口割合は上昇、年少人口割

合は減少傾向にあります。 

第２期坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の「人口ビジョン」における展

望人口によると、今後も総人口が減少を続け、令和 22 年には９万人を下回る見

込みです。高齢者人口割合は引き続き増加を続け、令和７年に 30％に達するこ

とが予測されています。 

 

■ 人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和２年以前は国勢調査。令和７年以降は第２期坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略「人口ビジ

ョン」における展望人口 

 

  

19,352 15,578 13,467 13,031 13,398 12,931 11,428 10,181 9,932 10,869 11,538 

69,441 74,334 72,015 70,605 67,077 61,664 57,702 57,538 55,308 51,225 46,156 

6,451 8,263 10,913 15,199 20,959 26,642 29,435 29,644 29,082 29,026 30,607 

95,244 98,175 96,395 98,964 101,700 101,679 100,275 97,363 94,322 91,120 88,301 

20.3%

15.9%
14.0%

13.2%

13.2% 12.8% 11.6%
10.5% 10.5%

11.9%
13.1%

6.8%
8.4%

11.3%

15.4%

20.7%

26.3%

29.9% 30.4% 30.8% 31.9%
34.7%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年

（人）

高齢者人口 生産年齢人口 年少人口 年少人口割合 高齢者人口割合
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坂戸市の人口を男女別に見ると、ほぼ１：１の割合で推移しています。 

■ 男女別人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

坂戸市の出生数は、平成 27 年から 28 年にかけて増加が見られたものの、全体

として減少傾向にあります。令和元年以降は 600 人を下回っており、令和２年で

553 人となっています。 

 

■ 出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

 

 

坂戸市の合計特殊出生率＊は、増減を繰り返しながら低下傾向にあります。令

和元年の坂戸市の合計特殊出生率＊は 1.05 であり、平成 21 年以降、全国平均値

及び埼玉県平均値を一貫して下回っています。全国、埼玉県、坂戸市とも、人口

を維持するために必要とされる値 2.07 を大きく下回る状態が続いています。 

48,887 49,965 48,691 49,671 51,155 51,307 50,041

46,357 48,210 47,704 49,293 50,545 50,372 50,234

95,244 98,175 96,395 98,964 101,700 101,679 100,275 

48.7% 49.1% 49.5% 49.8% 49.7% 49.5% 50.1%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（人）

女性 男性 女性の割合

798 785
740 720 699 709

625 617 

558 553 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

（人）

＊ 合計特殊出生率：15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が

仮にその年齢別出生率で一生の間に子どもを生むとしたときの子どもの数に相当します。 
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■ 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県資料 

 
坂戸市の外国人人口は平成 25 年以降増加を続けており、令和２年１月１日時

点で 3,000 人となっています。総人口に占める外国人比率については、平成 26

年以降増加を続けており、令和２年時点で 3.0％となっています。 

 

■ 外国人人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各年１月１日現在 

資料：住民基本台帳 

  

1,751 1,738 1,762
1,851

1,940

2,168 

2,445 
2,609 

2,785 
3,000 

1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 
2.1 

2.4 
2.6 

2.8 
3.0 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

（％）（人） 外国人人口 総人口に占める外国人比率

1.16

1.29

1.20 1.20

1.15
1.18

1.32 1.25

1.13

1.17
1.05

1.28
1.32

1.28 1.29
1.33

1.31

1.39
1.37 1.36

1.34

1.27

1.37 
1.39 1.39 

1.41 
1.43 1.42

1.45 1.44 1.43 1.42

1.36

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

坂戸市 埼玉県 全国
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（２）世帯の状況  

坂戸市における一般世帯数は増加を続けていますが、１世帯当たり人員は埼玉

県平均と同様に減少を続けています。令和２年の坂戸市の１世帯当たり人員は

2.21 人であり、県内 63 の市町村のうち 10 番目に小さい数値となっています。 

 

■ 世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

坂戸市の世帯の家族類型比率の推移を見ると、単独世帯の割合は平成 17 年か

ら増加を続けており、平成 22 年以降は全体の３割台となっています。核家族世

帯については平成７年から 22 年にかけて６割強を占めていましたが、減少傾向

にあり、平成 27 年には６割を下回りました。核家族世帯の内訳を見ると、夫婦

のみの世帯、ひとり親と子どもからなる世帯が増加を続けている一方で、夫婦と

子どもからなる世帯は減少を続けており、平成 27 年には全体の３割を下回りま

した。近年、坂戸市においては夫婦のみの世帯、ひとり親と子どもからなる世帯、

単独世帯の割合が徐々に増加していることが分かります。 

 

■ 世帯の家族類型比率の推移 
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9.4 
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7.8 

5.9 

0 20 40 60 80 100

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

令和2年

（％）

夫婦のみの世帯 夫婦と子どもからなる世帯 ひとり親と子どもからなる世帯 単独世帯 核家族以外の親族世帯及び非親族世帯

核家族世帯 

資料：国勢調査 
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（３）就労・雇用環境 

坂戸市の女性の年齢階級別労働力率（Ｍ字カーブ＊）は、従来 30 歳～39 歳を

中心に比率が低い形が特徴となっており、その背景に 30 歳前後で結婚や出産の

ために離職する傾向があるものと考えられてきました。近年、ほとんどの年代で

労働力率が上昇しており、Ｍ字の状態が解消に向かっていますが、大半の年代に

おいて男性の労働力率を大きく下回る状態となっています。 

 

■ 坂戸市の女性の年齢階級別労働力率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 労働力率は 15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合 

資料：国勢調査 

  

＊ Ｍ字カーブ：女性の労働力率を年齢階層別にグラフ化したときの形のことで、30 歳代が谷、20

歳代後半と 40 歳代後半が山となり、アルファベットのＭの字のような形になります。背景には、

結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入

するといったことがあります。 
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女性の年齢階級別労働力率（Ｍ字カーブ＊）は、全国、埼玉県、坂戸市とも解

消に向かっています。坂戸市の女性の年齢階級別労働力率は、35 歳～49 歳と 55

歳～64 歳で埼玉県を上回っているものの、20 歳以上の各年代で全国の値を下回

っています。また、20歳～34歳、50歳～54歳、65歳以上では全国及び埼玉県を

下回っています。 

 

■ 全国、埼玉県、坂戸市の女性の年齢階級別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 労働力率は 15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合 

資料：国勢調査（平成 27 年） 
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全国

埼玉県

坂戸市

＊ Ｍ字カーブ：女性の労働力率を年齢階層別にグラフ化したときの形のことで、30 歳代が谷、20

歳代後半と 40 歳代後半が山となり、アルファベットのＭの字のような形になります。背景には、

結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入

するといったことがあります。 
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坂戸市の全就業人口は平成７年をピークに減少傾向にあるものの、女性の就業

人口は平成 12 年以降ほぼ横ばいとなっています。全就業人口に占める女性就業

人口の割合は増加傾向が続いており、平成 17 年以降は４割強となっています。 

 

■ 女性就業人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

就業者の雇用形態を見ると、男性の正規雇用率は全国・埼玉県で８割強、坂戸

市で８割弱となっています。一方、女性の正規雇用率は全国・埼玉県が４割台、

坂戸市では４割弱となっており、男性に比べて女性の正規雇用率が低いことが分

かります。坂戸市は男女ともに全国及び埼玉県よりも正規雇用の割合が低くなっ

ています。 

■ 全国、埼玉県、坂戸市の就業者の男女別雇用形態 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 
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２ 第３次計画（後期計画）期間中の取組状況 

平成 29 年３月に策定した現行計画では、基本目標に基づき９項目の数値目標

を設定しました。現行計画における目標値に対する結果（令和２年度時点の状況）

は、下記のとおりです。 

 

〇 基本目標Ⅰ「男女共同参画の意識づくり」 

主要
課題 

数値目標 計画策定時 
目標値 

（令和２年度）
令和２年度 

１ 

社会全体が平等となっていると感じてい

る人の割合 

３０．９％ 

（平成 27 年度）
４０％ ２９．０％ 

固定的性別役割分担について同感しない

人の割合 

５１．６％ 

（平成 27 年度）
８０％ ５４．１％ 

２ 

男女共同参画の視点に立ったキャリア教

育＊１の実施 

１００％ 

（平成 27 年度）
１００％ １００％ 

男女共同参画の視点に立った教職員の研

修会の実施 

１００％ 

（平成 27 年度）
１００％ １００％ 

〇 基本目標Ⅱ「市民とともにつくる男女共同参画のまちづくり」 

主要
課題 

数値目標 計画策定時 
目標値 

（令和２年度）
令和２年度 

１ 

『ワーク・ライフ・バランス＊２』の認知

度 

２６．４％ 

（平成 27 年度）
４０％ ４０．３％ 

保育園の待機児童数 
０人 

（平成 28 年４月 1 日）
０人 ０人 

ファミリー・サポート・センター＊３登録

会員数 

４０３人 

（平成 27 年度末）
４５０人 ３８６人 

２ 審議会等における女性委員の割合 
３１．１％ 

（平成 28 年４月１日）
３５％ 

２６．１％ 

（令和３年４月１日）

〇 基本目標Ⅲ「配偶者等からの暴力の根絶」 

主要
課題 

数値目標 計画策定時 
目標値 

（令和２年度）
令和２年度 

１ 何らかのＤＶ被害を受けた人の割合 
４０．１％ 

（平成 27 年度）
０％ ２７．１％ 

 

＊１ キャリア教育：児童・生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育てる教育のことです。これまでの進路

指導の枠組みにとどまらず、「人間関係形成能力」「情報活用能力」「将来設計能力」「意思決定能力」

など、将来働くために必要な意欲・能力を培うものです。 

＊２ ワーク・ライフ・バランス：一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任

を果たすとともに、家庭や地域生活等でも、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様

な生き方が選択・実現できることです。 

＊３ ファミリー・サポート・センター：育児等の援助を受けたい市民（利用会員）と手助けをし

たい市民（協力会員）が登録し、会員同士による相互援助活動のあっせんを行う事業のことです。 
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１ 計画の基本理念  

―みんなで創る男女共同参画社会＊― 

女性も男性も、お互いを対等な一人の人間として尊重し合いながら、と

もに対等なパートナーとして生きていくことのできる社会を創ることは、

私たちの責務であるといえます。 

しかしながら、今日の社会では、「男らしさ」「女らしさ」といった固定

的・典型的な枠組みにとらわれて、市民一人ひとりが自らの個性を十分に

発揮できていない面も見られます。 

坂戸市は、全ての市民が精神的・経済的・社会的に自立した個人として

平等な立場で社会に参画し、性別や年代を問わず、誰もがともに責任を担

い、個性を自由に発揮して多様な生き方を選択できるような社会の実現を

目指します。 

ポストコロナ（新型コロナウイルス感染症の収束後）を見据え、私たち

が目指す社会の概念は、男女共同参画社会基本法が位置付けている「男女

共同参画社会＊」に通じるものであるとともに、国際連合の「持続可能な開

発目標（ＳＤＧｓ）」の理念「誰一人取り残さない」とも一致するものです。 

 

  

＊ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 
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本計画の基本理念「みんなで創る男女共同参画社会＊」の実現に向けては、

次の６点を踏まえて進めます。（坂戸市男女共同参画推進条例第３条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○。 

 

 

 

 

 

  

男女の人権を 

大切にしよう 

男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重

んぜられること、男女が直接的であるか間接的である

かを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、

男女が個人として能力を発揮する機会が確保されるこ

と、女性に対する暴力が根絶されることその他の男女

の人権が尊重されることを旨として行います。 

男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的

な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が男

女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及

ぼすことのないよう配慮します。 

男女共同参画の推進は、男女が互いの身体的特徴及び

性に関する理解を深めるとともに、性に関する個人の

意思が尊重され、生涯にわたる健康の保持が図られる

ことを旨として行います。 

家庭や社会活動
を両立させよう 

男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互

の協力と社会の支援の下に、家事、子育て、家族の介

護その他の家庭生活における活動及び就学、就労、そ

の他の社会生活における活動に対等に参画することが

できるようにすることを旨として行います。 

世界の人々と 

力を合わせよう 

男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接

な関係を有していることを考慮して行います。 

みんなで参画 

みんなで決めよう 

男女共同参画の推進は、市における施策又は事業者に

おける方針の立案及び決定に、男女が共同して参画す

る機会が確保されることを旨として行います。 

＊ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 

24



第３章 計画の基本的な考え方 

25 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

資
料
編 

２ 計画の基本目標 

基本理念の実現に向けて、計画を推進するための基本的な方向性としての４つ

の基本目標を設定します。また、それぞれの基本目標をより具体化させたものと

して、主要課題及び施策の方向を掲げます。 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

家庭や職場、地域活動の場、教育の場など、あらゆる場所に男女双方が対等な

立場で参画し、支え合いながら生活することは、豊かで成熟した社会では自然な

ことであると考えます。女性や若年層を中心に「男性は仕事、女性は家庭」とい

った固定的性別役割分担意識＊を否定する傾向が強まっているものの、依然とし

てこうした意識が根強く残り、女性に比べ男性が優遇されているという意識が主

流を占めています。 

こうしたことから、男女が同じ立場でともに人権を尊重し合いながら、個性や

能力を発揮できる男女共同参画の意識づくりを進めるとともに、男女共同参画の

視点に立った学校教育や生涯学習等の推進に努めます。 

 

 

 

・主要課題１ 男女共同参画意識の確立 

・主要課題２ 教育・学習活動の推進 

 

 

  

＊ 固定的性別役割分担意識：「男性は仕事、女性は家庭」「男性は主要な業務、女性は補助的な

業務」等の男性、女性という性別を理由として役割を固定的に分ける考え方のことです。 

25



第３章 計画の基本的な考え方 

26 

基本目標Ⅱ 市民一人ひとりがあらゆる分野に参画し活躍できる環境づくり 

私たちが目指す男女共同参画社会＊１は、性別を問わず誰もが自ら希望する分

野に参画し、活動できる社会です。我が国では政治分野や行政分野をはじめ、企

業や各種団体等の意思決定過程への女性の参画に向けた取組が進みつつあります

が、いまだ十分な水準に達しているとはいえません。坂戸市においても、審議会

等委員に占める女性の割合の増加が期待されています。 

また、長時間労働を前提とした男性中心型の労働慣行は、男性が仕事のみに追

われ、家事・育児等への参画を阻む要因となっていました。「働き方改革」によ

り、誰もが仕事と家事・育児・介護、地域・個人の活動に主体的に関わり、ワー

ク・ライフ・バランス＊２（仕事と生活の調和）の実現を図ることを通して、一

人ひとりの希望に応じた多様な生き方が選択・実現できる社会を目指すことが必

要です。 

こうしたことを念頭に、仕事・家庭生活における男女共同参画の促進、政策・

方針決定過程への女性の参画促進、地域活動や防災における男女共同参画の促進

に努めます。 

 

 

 

・主要課題１ 仕事・家庭生活における男女共同参画の促進 

・主要課題２ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

・主要課題３ 地域社会における男女共同参画の促進 

 

 

  

＊１ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 

＊２ ワーク・ライフ・バランス：一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の

責任を果たすとともに、家庭や地域生活等でも、子育て期、中高年期といった人生の各段階に

応じて多様な生き方が選択・実現できることです。 
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基本目標Ⅲ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 

少子・高齢化に伴う人口減少社会の到来や未婚・単独世帯の増加、デジタル化

の進展をはじめとした社会情勢の変動の中で、今日の私たちは新型コロナウイル

ス感染症に代表される疾病など様々な形態の危険（リスク）と常に隣り合わせの

状態で生活しているといえます。このようなリスクに対しては、一人ひとりの市

民が意識を持つことが重要ですが、市には市民誰もが安心して暮らすことのでき

るまちづくりを推進することが求められています。 

誰もが思春期から妊娠・出産期、更年期、老年期にかけて、様々な健康課題に

直面します。一人ひとりの市民が自身の健康状態に応じて適切な自己管理を行う

とともに、男女が互いに性や健康についての課題を理解し、配慮し合いながら生

活することが必要です。あわせて、個人の尊厳に関わる大切な問題である性の多

様性＊について十分に理解し、誰もが自分のセクシュアリティを尊重され、自分

らしく生きることのできる社会とすることが必要です。 

また、地域には様々な生活上の困難を抱え、支援を必要としている人々が暮ら

しています。ひとり親家庭の人や高齢者、障害者、外国人、家族・親族を介護し

ている人等に対する支援に取り組み、誰もが多様性を尊重し、心を通わせ合いな

がら、安心して暮らせる環境づくりを進めます。 

 

 

 

・主要課題１ 生涯を通じた心身の健康づくり 

・主要課題２ 多様性の尊重と生活上の困難の解消に向けた支援 

 

 

  

＊ 性の多様性：性のあり方には、「身体の性（生物学的性）」だけではなく、「心の性（性自

認）」、「恋愛の対象になる性（性的指向）」、「性別表現（表現する性）」等の要素があり、その組合

せは多様です。 
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基本目標Ⅳ 暴力のない環境づくり 

暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会＊１を実現する上で克服すべ

き重要な課題の一つです。性暴力・性犯罪、児童虐待や高齢者虐待・障害者虐待

は被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、心身に長期にわたり重大な悪影

響を及ぼすものであることから、暴力を容認しない社会的認識を定着させること

など、暴力根絶に向けた取組の充実が求められます。セクシュアル・ハラスメン

ト＊２やパワー・ハラスメント＊３をはじめとした各種ハラスメント＊４は、就労の

場や教育の場、地域社会など様々な場所で発生するものであり、根絶に向けてき

め細かい対応が求められます。 

配偶者からの暴力（ＤＶ）は主に家庭内で発生することから、被害の潜在化と

長期化・深刻化が懸念されます。ＤＶ防止法に基づき、ＤＶは重大な人権問題で

あるということを広く市民に周知し、相談体制の充実や関係機関との連携強化を

通して、被害の根絶と被害者の早期発見、早期対応等に努めます。 

 

 

 

・主要課題１ あらゆる暴力の根絶 

・主要課題２ 配偶者等からの暴力の防止に向けた意識啓発 

・主要課題３ 相談体制の充実と関係機関との連携 

 

 

  

＊１ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 

＊２ セクシュアル・ハラスメント：相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要

な接触、性的関係の強要、性的な噂の流布、衆目へ触れる場所へのわいせつな写真等の掲示な

ど、様々な例があります。 

＊３ パワー・ハラスメント：職場や教育の場等において行われる優越的な関係を背景とした言

動であって、必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境等を悪化させる行為のことで

す。 

＊４ ハラスメント：セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等の嫌がらせやいじめ

行為のことです。 
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３ 数値目標 

計画の達成度合いを客観的に評価するため、本計画では基本目標Ⅰ～Ⅳごとに

数値目標を設定します。 

 

○ 基本目標Ⅰ「男女共同参画の意識づくり」 

主要
課題 

数値目標 
現状値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

１ 

社会全体として女性と男性の地位が平等となっ
ていると思う人の割合 

１４．７％ ３０％ 

「男は仕事、女は家庭」という固定的性別役割
分担の考えについて同感しない人の割合 

５４．１％ ８０％ 

２ 
学校教育の場が女性と男性の地位が平等となっ
ていると思う人の割合 

５２．１％ ７０％ 

○ 基本目標Ⅱ「市民一人ひとりがあらゆる分野に参画し活躍できる環境づくり」 

主要
課題 

数値目標 
現状値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

１ 

「ワーク・ライフ・バランス＊１」という言葉に
ついて「よく知っている」「だいたい意味は分
かる」という人の割合 

４０．３％ ６０％ 

保育園の待機児童数 ０人 ０人 

２ 審議会等における女性委員の割合 
２６．１％ 

（令和３年４月１日）
４０％ 

３ 女性職員を配置している避難所の割合 ８０．０％ １００％ 

○ 基本目標Ⅲ「誰もが安心して暮らせる環境づくり」 

主要
課題 

数値目標 
現状値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

１ 乳がん検診、子宮頸がん検診の受診者数 
乳がん   1,164 人 
子宮頸がん 1,228 人 

乳がん   1,400 人 
子宮頸がん 1,650 人 

○ 基本目標Ⅳ「暴力のない環境づくり」 

主要
課題 

数値目標 
現状値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

１ 
「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）＊２」
という言葉について「よく知っている」「だい
たいの意味はわかる」という人の割合 

８４．６％ ９５％ 

２ 
配偶者からの暴力（ＤＶ）を受けた際に誰かに
相談した人の割合 

４５．６％ ６０％ 

＊１ ワーク・ライフ・バランス：一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の

責任を果たすとともに、家庭や地域生活等でも、子育て期、中高年期といった人生の各段階に

応じて多様な生き方が選択・実現できることです。 

＊２ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）：配偶者（元配偶者）や恋人など親密な間柄で

ふるわれる暴力のことで、体を傷つける暴力、大声で怒鳴る、大切なものを壊す、性的行為を

強要する、生活費を渡さない、子どもを利用して脅す等の行為が該当します。ＤＶは犯罪とも

なる許されない行為であり、重大な人権侵害です。 
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４ 施策の体系 
 

 基本理念     基本目標          主要課題 

 

 

  

 

み
ん
な
で
創
る
男
女
共
同
参
画
社
会 

 
 

Ⅱ 

市民一人ひとり

があらゆる分野

に参画し活躍で

きる環境づくり 

Ⅲ 

誰もが安心して

暮らせる環境づ

くり 

Ⅳ 

暴力のない環境

づくり 

Ⅰ 

男女共同参画の

意識づくり 

３ 地域社会における男女共同参画の促

進 

１ 生涯を通じた心身の健康づくり 

２ 多様性の尊重と生活上の困難の解消

に向けた支援 

１ 男女共同参画意識の確立 

２ 教育・学習活動の推進 

２ 政策・方針決定過程への女性の参画

促進 

１ 仕事・家庭生活における男女共同参

画の促進 

１ あらゆる暴力の根絶 

３ 相談体制の充実と関係機関との連携 

２ 配偶者等からの暴力の防止に向けた

意識啓発 
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               施策の方向

 

 

１ 人権尊重、男女共同参画意識の浸透 

１ 暴力を許さない意識の醸成 

１ あらゆる暴力の防止に向けた取組の充実 

２ 各種ハラスメントの防止に向けた取組の充実 

坂戸市ＤＶ防止基本計画 

１ 男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 

２ 男女共同参画の視点に立った生涯学習等の推進 

１ 働く場における女性の活躍に向けた取組の支援 

２ 女性の就労支援の充実 

３ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実現に向けた働き方の見直し 

４ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実現に向けた子育てや介護の環境整備 

坂戸市女性活躍推進計画 

１ 意思決定の場への女性の参画促進 

１ 地域活動等における男女共同参画の促進 

２ 防災における男女共同参画の推進 

１ 互いの性や健康に関する理解の促進 

２ ライフステージにあわせた健康づくりへの支援 

１ 性の多様性の理解促進 

２ 男女共同参画の視点に立った生活上の困難に対する支援 

１ 被害者への支援体制の充実 

２ 関係機関との連携の推進 
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基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

主要課題１ 男女共同参画意識の確立 

● 現状と課題 

坂戸市をはじめ、我が国全体としての男女共同参画社会＊の実現に向けた取組

により、以前と比べて男女平等に関する社会の意識は変化しつつありますが、依

然として社会全体としては女性よりも男性の方が優遇されているという意識が残

っています。 

坂戸市の意識調査では、「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担

に同感しない人が５割台半ばを占めています。一方、社会全体としての女性と男

性の地位について、回答者全体の３人に２人は男性が優遇されていると認識して

おり、平等であるという回答は１割台半ばにとどまっています。分野別に見ても、

政治の場、社会通念・習慣・しきたりなどで男女の地位が平等であるという回答

は１割前後と、低い割合となっています。 

男女がともに尊重し合い、性別による差別的取扱いを受けず、それぞれの個性

と能力を発揮し、自分らしい生き方ができる男女共同参画社会＊の実現のために

は、様々な機会を捉えて人権や男女共同参画の意義を啓発するとともに、男女共

同参画に関する情報を分かりやすく提供していく必要があります。 

 

 

 

■ 「男は仕事、女は家庭」という男女の役割分担意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

  

同感する

7.4

4.5

10.9

同感しない

54.1

58.6

49.0

どちらともいえない

37.0

35.1

39.5

わからない

1.0

1.3

0.7

無回答

0.6

0.5

0.0

全体（679）

女性（379）

男性（294）

単位:％

＊ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 
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■ 各分野での男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

施策の方向１ 人権尊重、男女共同参画意識の浸透 

施策１ 情報の提供、広報活動の充実 

男女の人権の尊重及び男女共同参画の理解の促進のため、意識啓発や情報提

供を行います。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

１ 男女共同参画に関する意識啓発 継続 人権推進課 

２ 人権講座の開催 継続 
公民館 

地域交流センター 

３ 人権教育指導者等研修会の開催 継続 社会教育課 

４ 
男女共同参画に関する図書や資料の収集

及び情報提供 
継続 

人権推進課 

図書館 

女性の方が優遇

されている

4.0

1.2

1.0

0.1

1.3

1.2

1.0

0.6

どちらかといえば女性の

方が優遇されている

7.2

6.5

2.4

0.3

6.3

2.2

6.0

3.1

平等

40.5

23.6

52.1

9.1

27.7

13.4

36.5

14.7

どちらかといえば男性

の方が優遇されている

28.6

34.2

13.8

33.1

29.7

42.3

27.1

48.3

男性の方が優遇

されている

12.7

18.0

3.1

45.8

15.2

27.5

9.4

20.6

わから

ない

5.9

13.8

24.4

9.1

17.2

11.0

18.3

10.9

無回答

1.2

2.8

3.1

2.4

2.5

2.4

1.6

1.8

家庭生活

職場

学校教育の場

政治の場

法律や制度

社会通念・習慣・

しきたりなど

地域活動の場

社会全体として

全体=679 単位:％
“女性が優遇されている” “男性が優遇されている” 
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施策２ 市職員への啓発 

職員一人ひとりが男女共同参画の必要性を認識し、率先して推進していくた

め、研修会等により啓発を図ります。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

５ 市職員人権研修会の開催 継続 職員課 

６ 男女共同参画職員研修会の開催 継続 
人権推進課 

職員課 

 

 

施策３ 性別による固定的役割分担意識の解消 

固定的性別役割分担意識＊にとらわれず、一人ひとりの個性が十分発揮できる

よう意識啓発に努めます。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

７ 
情報発信における男女共同参画の視点に

立った表現の配慮 
継続 

人権推進課 

広報広聴課 

８ 男女共同参画に関する講座等の開催 継続 人権推進課 

９ 
男性の家事・育児等への参画促進を図る

講座等の開催 
継続 人権推進課 

 

	  

＊ 固定的性別役割分担意識：「男性は仕事、女性は家庭」「男性は主要な業務、女性は補助的な

業務」等の男性、女性という性別を理由として役割を固定的に分ける考え方のことです。 
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主要課題２ 教育・学習活動の推進 

● 現状と課題 

私たちが目指す男女共同参画社会＊は、女性も男性も社会の様々な活動に参加

する機会が与えられ、一人ひとりが夢や希望に向かって個性と能力を発揮でき、

自分らしい生き方ができる社会です。その実現のためには、一人ひとりが男女共

同参画の意義と必要性を正しく理解していることが前提であるといえます。 

坂戸市の意識調査では、学校教育の場において女性と男性の地位が平等である

という回答は、前回調査時（平成 27 年度）をやや下回っています。また、学校

教育の中で力を入れるべきこととして、「性別にかかわりなく児童・生徒の個性

や能力に応じた生活指導・進路指導を行うこと」が女性で４割、男性で３割強と

なっています。 

次代を担う子どもたちが性別にとらわれず、主体性を持って生きるためには、

発達段階に応じた男女共同参画意識の育成が必要であり、学校教育の果たす役割

は非常に重要です。市内小・中学校等における男女平等教育の更なる充実が求め

られます。 

また、社会における男女共同参画意識の確立のためには、学校教育のみならず、

家庭や地域における児童・生徒の健全育成、社会教育における幅広い市民を対象

とした学習機会の提供が欠かせません。生涯学習の推進において男女共同参画の

視点を意識し、学習の機会の提供や情報の発信を図る必要があります。 

 

 

■ 学校教育の分野で力を入れるべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

	  

男女平等につい

ての授業を増や

すこと

10.6

10.6

10.9

性別にかかわりなく児童・

生徒の個性や能力に応じ

た生活指導・進路指導を

行うこと

37.1

40.9

33.0

互いの性を尊重しあ

うことや子どもを産み

育てることの大切さを

教えること

20.6

18.2

24.1

教職員に対して男女

平等についての研修

を行うこと

6.6

7.4

5.8

学校教育の中で教え

る必要はない

1.6

0.5

3.1

わからない

8.1

7.4

8.8

その他

1.6

1.1

2.4

無回答

13.7

14.0

11.9

全体（679）

女性（379）

男性（294）

単位:％

＊ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 
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施策の方向１ 男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 

施策１ 男女平等教育の推進 

子どもの成長過程において、人権の尊重、男女平等意識の高揚を図り、一人

ひとりの心豊かな人格形成を目指します。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

１０ 
教育活動全体における男女平等教育の取

組 
継続 学校教育課 

１１ 
小中学校への男女共同参画に関するパン

フレット配布等による啓発 
継続 人権推進課 

１２ 
男女共同参画の視点に立ったキャリア教

育＊の推進 
継続 学校教育課 

 

 

施策２ 教職員への啓発 

男女平等教育を推進するため、教職員への男女共同参画に関する啓発を推進

します。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

１３ 
教職員への男女共同参画に関する啓発の

推進 
継続 学校教育課 

 

	  

＊ キャリア教育：児童・生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育てる教育のことです。これまでの

進路指導の枠組みにとどまらず、「人間関係形成能力」「情報活用能力」「将来設計能力」「意思決

定能力」など、将来働くために必要な意欲・能力を培うものです。 
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施策の方向２ 男女共同参画の視点に立った生涯学習等の推進 

施策１ 男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進 

家庭の教育力の更なる向上を図るため、家庭教育の充実を図ります。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

１４ 家庭教育に関する学習の支援 継続 社会教育課 

１５ 女性セミナーの開催 継続 
公民館 

地域交流センター 

１６ 保護者・ＰＴＡへの意識啓発の促進 継続 学校教育課 

１７ 家庭の日の普及啓発 継続 社会教育課 
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基本目標Ⅱ 市民一人ひとりがあらゆる分野に参画し

活躍できる環境づくり 

主要課題１ 仕事・家庭生活における男女共同参画の促進 

● 現状と課題 

就労は、私たちの生活にとって経済上の基盤となるものであり、自立した生活

を維持するために不可欠であるとともに、働くことは自己実現にもつながります。

また、性別にかかわりなくその能力を十分に発揮することのできる社会づくりは、

ダイバーシティ（多様性）＊１の推進にもつながり、少子高齢化が続く我が国の

社会の活性化の観点からも極めて重要なことです。近年、男女雇用機会均等法＊２

や育児・介護休業法＊３、労働基準法等の改正により、法制度の整備は進んだも

のの、男女間の雇用における待遇や給与等の格差は依然として存在しています。 

令和元年５月に改正された女性活躍推進法においては、これまで策定義務の対

象外であった常時雇用労働者 101 人～300 人の小規模事業者についても、新たに

一般事業主行動計画の策定が義務付けられました（令和４年４月施行）。女性活

躍推進法の制定から６年が経過する中で、今後は比較的規模の小さい事業所にお

ける取組の充実が期待されます。 

坂戸市の意識調査においても、昇進・昇格に当たっての男女間格差や男女間の

賃金格差など、就労の場で男性が優遇されていると考える割合は高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ ダイバーシティ（多様性）：性別や国籍、年齢等に関わりなく、多様な個性が力を発揮

し、共存することです。 

＊２ 男女雇用機会均等法：「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する

法律」のことです。女性労働者の就業に関して、妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の

措置を推進することを目的としています。 

＊３ 育児・介護休業法：仕事と家庭の両立支援対策を充実するため、労働者が退職せずに育

児や介護を行うことができるよう、休業、時間外労働の制限、勤務時間短縮制度等の措置に

ついて定めた法律です。 
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働く場において女性が男性とともに活躍し、社会の活性化を進める上では、長

時間労働を前提とした従来の男性中心型の働き方を見直し、女性も男性もワー

ク・ライフ・バランス＊（仕事と生活の調和）を実現することが必要です。職場

においては多様で柔軟な働き方を可能とするための環境整備が求められ、家庭に

おいては様々な役割を女性のみが担うのではなく、男女で協力して取り組むこと

が重要です。 

少子高齢化、雇用環境が変化する中で、働く場における女性の存在が重要とな

っている一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、女性の雇用・収

入に大きな影響が生じています。女性の就労継続や再就職支援等について、行政

と事業者の双方が支援に取り組む必要があります。 

 

 

 

■ 職場での女性に対する処遇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体の上位５項目の結果 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

  

29.6

28.5

13.7

17.2

15.8

28.9

26.9

34.0

27.9

12.9

0% 10% 20% 30% 40%

女性(n=379) 男性(n=294)

29.3

27.8

22.5

21.6

14.7

0%10%20%30%40%

全体(n=679)

昇進、昇格に男女差がある

賃金に男女差がある

男性に比べて女性の採用が少

ない

配置場所が限られている

能力を正当に評価しない

＊ ワーク・ライフ・バランス：一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上

の責任を果たすとともに、家庭や地域生活等でも、子育て期、中高年期といった人生の各段階

に応じて多様な生き方が選択・実現できることです。 
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■ 「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の希望と現実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

■ 就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）男女共同参画白書 令和３年版（内閣府） 

  

仕事を

優先

2.4

25.2

2.1

15.0

2.7

38.4

家庭生活

を優先

17.2

19.0

19.5

27.2

14.6

8.8

地域・個人の

生活を優先

2.1

2.2

0.8

2.1

3.4

2.0

仕事と家庭生活

をともに優先

28.6

27.4

29.0

28.2

27.9

26.2

仕事と地域・個人の

生活をともに優先

4.1

2.7

3.4

2.9

5.1

2.4

家庭生活と地域・個人

の生活をともに優先

10.0

8.0

9.8

7.9

10.5

8.2

仕事と家庭生活と地域・

個人の生活をともに優先

25.8

7.2

25.3

6.3

26.9

8.5

わから

ない

7.1

6.3

6.9

7.9

7.1

4.4

無回答

2.8

2.1

3.2

2.4

1.7

1.0

【希望】全体(679)

【現実】全体(679)

【希望】女性全体(379)

【現実】女性全体(379)

【希望】男性全体(294)

【現実】男性全体(294)

単位:％

3,712

3,737

3,698

3,687
3,695

2,965

3,000

2,930

2,990

2,900

2,940

2,980

3,020

3,060

3,100

3,560

3,600

3,640

3,680

3,720

3,760

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

（万人）（万人）

男性（左目盛） 女性（右目盛）

平成 31 

(2020) 
令和元 

(2020) 
令和２ 

(2021) 
令和３ 

(2022) 

(月) 

 

(年) 
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施策の方向１ 働く場における女性の活躍に向けた取組の支援 

施策１ ともに働きやすい環境づくり 

均等な雇用機会が拡大されるよう関係機関と連携を図るとともに、働きやす

い職場環境を支援します。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

１８ 
公共機関との連携による就労相談、情報

提供及び研修会等の開催 
継続 商工労政課 

１９ 家族農業経営協定＊１の普及促進 継続 農業振興課 

２０ 男女雇用機会均等法＊２等の普及促進 継続 
人権推進課 

商工労政課 

２１ 職場環境の改善を支援する研修会の開催 新規 商工労政課 

 

 

施策の方向２ 女性の就労支援の充実 

施策１ 女性の就労支援の充実 

各種研修会の開催や情報提供により、女性の再就職など働く女性の活動を支

援します。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

２２ 就労情報の提供、就労支援の講座の開催 継続 人権推進課 

２３ 農業関連の女性組織への活動支援 継続 農業振興課 

 

 

	  

＊１ 家族農業経営協定：個々の世帯員が対等な立場で共同して経営体づくりとその経営に参画で

きるように、家族間で就業条件や経営の役割分担、収益配分、生活等に関する取り決めを文書

で行うことです。 

＊２ 男女雇用機会均等法：「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律」のことです。女性労働者の就業に関して、妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置

を推進することを目的としています。 
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施策の方向３ ワーク・ライフ・バランス＊（仕事と生活の調和）実現

に向けた働き方の見直し 

施策１ 仕事と生活の両立支援 

働く一人ひとりが、仕事と家庭生活や地域活動等との調和がとれた生活がで

きるよう働きやすい環境づくりを支援します。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

２４ 
次世代育成支援特定事業主（一般事業

主）行動計画の推進 
継続 

職員課 

商工労政課 

２５ ワーク・ライフ・バランス＊の普及啓発 継続 人権推進課 

 

 

施策の方向４ ワーク・ライフ・バランス＊（仕事と生活の調和）実現に 

向けた子育てや介護の環境整備 

施策１ 多様な就労形態にあった子育て支援の充実 

様々なライフスタイルに対応した子育て支援サービスの充実に努めます。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

２６ 多様な保育ニーズへの対応 継続 保育課 

２７ 学童保育の充実 継続 保育課 

２８ 
子育てに関する情報提供・相談体制の充

実 
継続 こども支援課 

 

 

＊ ワーク・ライフ・バランス：一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上

の責任を果たすとともに、家庭や地域生活等でも、子育て期、中高年期といった人生の各段階

に応じて多様な生き方が選択・実現できることです。 
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施策２ 地域における子育て支援の充実 

地域で子育てを支えあう仕組みやネットワークづくりを促進します。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

２９ 児童センターの充実 継続 こども支援課 

３０ 子育て支援センターの充実 継続 保育課 

３１ 子育てサークルの育成・支援 継続 保育課 

３２ ファミリー・サポート・センター＊の充実 継続 こども支援課 

 

施策３ 介護の社会的支援の充実 

働きながら家族・親族を介護する人の介護離職を防ぎ、仕事と介護を両立し

て安心して暮らせるよう、支援の充実に努めます。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

３３ 福祉等相談窓口の充実 継続 
福祉総務課 

高齢者福祉課 

３４ 
地域で安心して暮らすための介護保険事

業や在宅介護サービスの充実 
継続 高齢者福祉課 

 

 

	  

＊ ファミリー・サポート・センター：育児等の援助を受けたい市民（利用会員）と手助けをし

たい市民（協力会員）が登録し、会員同士による相互援助活動のあっせんを行う事業のことです。 
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主要課題２ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

● 現状と課題 

誰もがお互いを思いやり、あらゆる分野で自分らしく活躍でき、暮らしやすい

社会を創るためには、市政をはじめ市内の事業所や地域の各種団体等の様々な分

野において、政策・方針決定の場への男女共同参画、とりわけ女性の参画を進め

ることが必要です。男女双方が政策・方針決定過程に参画することによって、多

くの人々の多様なニーズを政策・方針に反映させることが可能となります。 

坂戸市の意識調査では、ポジティブ・アクション（積極的改善措置）＊に賛成

する回答が全体の６割を占めて多くなっています。また、坂戸市における各種審

議会等の女性委員の占める割合は、令和２年４月１日現在で 27.8％となってい

ます。 

引き続き人材の発掘や育成に取り組み、各種審議会等における女性比率を高め

ることや、市の管理職への女性職員の積極的登用を図ることが必要です。あわせ

て、市内事業所や町内会・自治会やＰＴＡ活動等の地域活動等において女性が方

針決定に参画することの意義を周知し、積極的な取組の実施を促すことが必要で

す。 

 

 

■ ポジティブ・アクションの考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

  

賛成する

24.4

23.2

26.2

どちらかといえば
賛成する

36.1

39.6

31.6

どちらかといえば
反対する

5.4

3.2

8.5

反対する

3.4

1.8

5.4

どちらとも

いえない

28.3

29.8

25.9

無回答

2.4

2.4

2.4

全体（679）

女性（379）

男性（294）

単位:％
“賛成” “反対” 

＊ ポジティブ・アクション（積極的改善措置）：様々な分野において、活動に参画する機

会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に

参画する機会を積極的に提供することです。 
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施策の方向１ 意思決定の場への女性の参画促進 

施策１ 各種審議会等への女性の登用推進 

各種審議会等への女性委員の登用を推進します。 

○主な取組

番号 名称 区分 担当課 

３５ 審議会への女性登用促進 継続 
人権推進課 

全課 

■ 審議会等委員の女性比率の推移

※各年４月１日現在

（資料）市町村における男女共同参画の推進に関する施策の推進状況調査（埼玉県） 

31.1 31.1
28.8

28.2 27.827.9 27.7 28.7

29.1 29.8

38.1 37.4 38.8
39.1 38.7

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

坂戸市 県内市町村平均 埼玉県
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施策２ 女性職員の登用推進 

市女性職員の活躍を推進するため、積極的な女性登用や育成に取り組みます。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

３６ 
女性職員の職域拡大及び積極的登用への

取組 
継続 職員課 

３７ 
女性職員の人材育成のための研修会の参

画促進 
継続 職員課 

 

 

施策３ 事業者・自治会等の女性参画についての意識啓発 

各分野への意思決定の場への女性の参画促進を図るため、積極的な広報・啓

発活動を行っていきます。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

３８ 事業所等への広報啓発 継続 人権推進課 

３９ 
男女共同参画の必要性や理解を深めるた

め区・自治会等への広報啓発  
継続 

人権推進課 

市民生活課 
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主要課題３ 地域社会における男女共同参画の促進 

● 現状と課題 

豊かで活力ある地域づくりを推進するためには、町内会・自治会やＰＴＡ活動

をはじめ、市民一人ひとりが自主的に取り組む地域コミュニティの活動が重要で

あり、活動に様々な人が参加することを通して、多様な考え方を地域社会に反映

させていくことが期待されます。 

坂戸市の意識調査では、地域の行事の場への参加、自治会・ＰＴＡ活動につい

て、理想としては女性・男性同じくらいで分担することが望ましいという回答が

７割台を占めている一方、現実には女性・男性同じくらいで分担しているという

回答は２割前後にとどまっており、男性のみ、女性のみといった回答が目立ちま

す。 

我が国に未曽有の大規模被害をもたらした平成 23 年の東日本大震災の後も、

平成 28 年の熊本地震や平成 30 年の北海道胆振東部地震など、様々な自然災害が

発生しています。坂戸市においても、令和元年には台風による甚大な豪雨の被害

が発生し、市内各地に避難所を開設して対応を行いました。大規模な災害では、

全ての人の生活が脅かされますが、とりわけ女性や子ども、困難な状況にある

人々がより強い影響を受けます。 

坂戸市の意識調査では、防災分野に男女共同参画の視点を活かすために重要な

こととして、備蓄品や避難所運営に女性の意見・視点を反映させることや、対応

マニュアルに男女の意見を反映させることを求める回答が多くなっています。 

平常時から防災分野に男女共同参画の視点を反映させ、災害発生時に誰もが安

心して避難できる避難所運営体制を確立させることが必要です。 

 

■ 家庭生活での役割分担の現実・理想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

女性

27.7

4.7

37.7

9.4

男性

25.5

9.9

16.1

7.2

女性・男性同じくらい

22.2

76.0

17.5

71.3

その他

2.2

7.7

2.1

8.8

行っていない

20.2

0.0

23.7

0.0

無回答

2.2

1.8

2.9

3.2

現実

理想

現実

理想

自治会、ＰＴＡ活動

地域の行事への参加

全体=679
単位:％
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■ 防災分野に男女共同参画の視点を活かすために重要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体の上位５項目の結果 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

施策の方向１ 地域活動等における男女共同参画の促進 

施策１ 地域活動･ボランティア活動等への男女共同参画の促進 

地域活動・ボランティア活動等における男女共同参画の促進を図ります。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

４０ 
地域活動への支援（講座・交流会等の開

催及び情報提供） 
継続 市民生活課 

４１ 市民活動団体の活動拠点の整備 継続 市民生活課 

４２ 団体やグループ活動の支援 継続 

人権推進課 

公民館 

地域交流センター 

４３ 福祉団体への活動支援 継続 福祉総務課 

66.0

55.9

48.8

43.3

43.3

52.0

55.1

44.6

47.6

33.3

0% 20% 40% 60% 80%

女性(n=379) 男性(n=294)

59.6

55.4

46.8

45.1

38.9

0%20%40%60%80%

全体(n=679)

備蓄品に女性の視点を活かす

避難所運営に女性の意見を

反映させる

災害に関する各種対応マニュア

ルに女性、男性の意見を反映さ

せる

防災分野の委員会や会議に、

女性が参加する

災害や防災に関する知識の

習得に努める
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施策の方向２ 防災における男女共同参画の推進 

施策１ 男女共同参画の視点に立った防災対策の促進 

男女共同参画の視点に立った防災計画の推進及び避難所運営に努めます。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

４４ 地域防災への女性の参画促進 継続 防災安全課 

４５ 男女のニーズに対応した防災体制の整備 継続 防災安全課 

 

	  



第４章 施策の展開 

53 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

資
料
編 

基本目標Ⅲ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 

主要課題１ 生涯を通じた心身の健康づくり 

● 現状と課題 

男女の違いを知るとともに、自らの性を理解し、人権を尊重し合うことは、男

女共同参画社会＊を形成する上で欠かせないことです。市民一人ひとりが生涯を

通じて健康に過ごすことができるようにするためには、男女がお互いの身体の特

性を十分に理解しながら、心身の健康についての正しい知識と情報を得て、自ら

主体的に健康の維持増進に取り組む必要があります。特に、女性は妊娠・出産な

ど、心身の状態がライフステージごとに大きく変化するという特性があり、乳が

んや子宮頸がんなど、女性特有の様々な健康上の問題に直面することから、社会

全体で母性の重要性を理解し、配慮することが大切です。 

今後も全ての人が健康で暮らしていけるよう、行政として生涯を通じた健康づ

くりを支援することが必要です。 

 

 

■ 乳がん・子宮頸がん検診の受診者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）坂戸市資料 

	  

1,619

1,495

1,232
1,358

1,326

1,164

1,781
1,852
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1,650 1,601
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2,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

（人）

乳がん検診 子宮頸がん検診

＊ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 
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施策の方向１ 互いの性や健康に関する理解の促進 

施策１ 性と生殖に関する正しい理解の促進 

性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）＊につい

て、正しい理解の普及・啓発に努めます。 

○主な取組

番号 名称 区分 担当課 

４６ 
性と生殖に関する正しい理解の普及・啓

発 
継続 人権推進課 

４７ 小中学校における健康教育の推進 継続 学校教育課 

４８ 小中学校における性教育の推進 継続 学校教育課 

施策の方向２ ライフステージにあわせた健康づくりへの支援 

施策１ 心とからだの健康支援 

男女が生涯を通じて心身ともに健康であるために、健康づくり事業や保健事

業の充実に努めます。 

○主な取組

番号 名称 区分 担当課 

４９ 
心身ともに健康であるための保健事業の

推進 
継続 

市民健康センター 

健康保険課 

５０ 
妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない

健康支援の推進 
継続 

市民健康センター 

こども支援課 

５１ 各種スポーツ教室・大会等の開催 継続 スポーツ推進課

５２ 葉酸摂取を通じた健康づくりの推進 新規 市民健康センター 

＊ 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）：子どもをいつ

産むか産まないか、産むとすれば何人産むかを女性が自己決定する権利を中心課題とし、妊娠・出

産の限定された時期だけでなく、女性の生涯にわたる健康の確立を目指す考え方のことです。 
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主要課題２ 多様性の尊重と生活上の困難の解消に向けた支援 

● 現状と課題 

坂戸市で暮らす誰もが個性と能力を十分に発揮でき、多様性に富んだ活力ある

社会を形成するためには、市民一人ひとりがほかの人の個性を理解し、多様な生

き方を可能な限り尊重することが大事です。性別や年齢、障害の有無、国籍等を

問わず、様々な属性の人が集まる“ダイバーシティ（多様性）＊１”を意識する

ことは、男女共同参画社会＊２の実現を目指す上で重要なことです。 

近年、多様な性についての社会的な認識が急速に高まってきました。性につい

ては、個人の尊厳にかかわる大切な問題であり、誰もが自分のセクシュアリティ

を尊重され、自分らしく生きていくことのできる社会を作ることが必要です。 

坂戸市の意識調査では、「性的少数者＊３（ＬＧＢＴ）」という言葉を知ってい

る、聞いたことがあるという人が全体の４人に３人となっているほか、性的少数

者＊３への支援策として、学校や企業での啓発、社会的な環境整備、相談窓口の

整備が必要という回答が多くなっています。 

また、市内にはひとり親家庭、高齢者や障害者、外国人、貧困状態にある人、

家族・親族を介護している人など様々な困難を抱えながら生活している人がおり、

女性（男性）であることを理由とした複合的な困難を抱えていることも考えられ

ます。坂戸市で暮らす誰もが安心して生活できるようにするため、困難を有する

人を包摂する社会の形成に向けた支援が必要です。 

 

■ 「性的少数者＊３（ＬＧＢＴ）」の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

  

知っている

59.2

59.4

59.5

聞いたことがある

19.4

17.7

21.8

知らない

19.9

21.4

17.3

無回答

1.5

1.6

1.4

全体（679）

女性（379）

男性（294）

単位:％

＊１ ダイバーシティ（多様性）：性別や国籍、年齢等に関わりなく、多様な個性が力を発揮

し、共存することです。 

＊２ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 

＊３ 性的少数者：レズビアン（Lesbian 女性の同性愛者）、ゲイ（Gay 男性の同性愛者）、バイセ

クシュアル（Bisexual 両性愛者）など性的指向（恋愛の対象になる性）が同性や両性に向いて

いる人や、トランスジェンダー（Transgender）のように心の性と身体の性に違和感を持つ人

（４つの頭文字をとってＬＧＢＴといいます。）等の人の総称です。 
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■ 性的少数者＊１（ＬＧＢＴ）への支援として必要な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体の上位５項目の結果 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

施策の方向１ 性の多様性＊２の理解促進 

施策１ 性の多様性＊２についての理解促進 

多様な性に対する偏見や差別をなくし、性的少数者＊１への理解促進のための

啓発や支援を行います。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

５３ 性の多様性＊２に関する意識の普及 継続 人権推進課 

５４ 性的少数者＊１への支援 新規 人権推進課 

 

	  

46.6

49.7

39.4

43.5

41.8

37.7

31.4

43.1

31.8

25.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

女性(n=292) 男性(n=239)

42.7

41.4

41.0

38.4

34.3

0%10%20%30%40%50%

全体(n=534)

学校や企業における理解促進や

啓発活動

相談窓口の設置とその周知

性別に関係なく使用できるトイ

レや更衣室の設置など社会的な

環境の配慮

当事者の気持ちや情報を共有す

る場づくり

法律等での性的少数者の方々へ

の差別や偏見の禁止

＊１ 性的少数者：レズビアン（Lesbian 女性の同性愛者）、ゲイ（Gay 男性の同性愛者）、バイセ

クシュアル（Bisexual 両性愛者）など性的指向（恋愛の対象になる性）が同性や両性に向いて

いる人や、トランスジェンダー（Transgender）のように心の性と身体の性に違和感を持つ人

（４つの頭文字をとってＬＧＢＴといいます。）等の人の総称です。 

＊２ 性の多様性：性のあり方には、「身体の性（生物学的性）」だけではなく、「心の性（性自

認）」、「恋愛の対象になる性（性的指向）」、「性別表現（表現する性）」等の要素があり、その組

合せは多様です。 
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施策の方向２ 男女共同参画の視点に立った生活上の困難に対する支援 

施策１ 高齢者、障害者に対する支援の充実 

高齢者、障害者が地域で安心して暮らすことができるようにするため、生活

の支援や福祉サービスの充実を図ります。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

５５ シルバー人材センター事業の支援 継続 商工労政課 

５６ 各種事業の開催及び相談事業の実施 継続 障害者福祉課 

５７ 
坂戸市見守りネットワーク及び成年後見

センターの充実 
新規 高齢者福祉課 

 

 

施策２ ひとり親家庭等への支援の充実 

ひとり親家庭の生活の安定と経済的自立に向けた支援の充実を図ります。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

５８ 
ひとり親家庭における就労促進(高等職業

訓練促進給付金の支給等） 
継続 こども支援課 

５９ ひとり親家庭への医療費支援 継続 こども支援課 
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施策３ 外国籍市民に対する支援の充実 

地域で暮らす外国籍市民の生活上の困難を解消するための支援を図るととも

に、市民の国際的視野に立った意識の醸成を図ります。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

６０ 
幼・小・中学校における国際理解教育の

推進 
継続 学校教育課 

６１ 
外国籍市民への情報提供及び日本語教室

の開催 
継続 市民生活課 

 

 

施策４ 家族・親族を介護する人への支援の充実 

家族・親族を介護する介護者やヤングケアラー＊が、生活や学業との両立やケ

アについて相談しながら安心して暮らし続けられるようにするため、相談体制

の整備等の支援の充実を図ります。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

６２ 家族・親族を介護する人への支援 新規 

高齢者福祉課 

障害者福祉課 

こども支援課 

学校教育課 

 

	  

＊ ヤングケアラー：高齢や障害、病気等のため支援が必要な親族・友人等を無償で介護・看護し

ている 18歳未満の人のことです。 
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基本目標Ⅳ 暴力のない環境づくり 

主要課題１ あらゆる暴力の根絶 

● 現状と課題 

市民一人ひとりの人権が尊重されるということは、坂戸市が男女共同参画社

会＊１を目指す上での前提であるといえます。虐待は深刻な人権侵害であり、そ

の根絶を可能な限り早く達成することが今日の私たちの責務です。我が国では児

童虐待防止法、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法といった各種法令に基づき、

虐待の防止に向けた取組が展開されていますが、依然として全国各地で痛ましい

虐待事件が報道され、社会問題となっている実態があります。また、性暴力・性

犯罪は、被害者の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害であり、決して許されな

いことです。その影響は長期にわたることも多いことから、性暴力の根絶と二次

被害の防止、被害者に寄り添った支援の充実が求められます。 

セクシュアル・ハラスメント＊２やパワー・ハラスメント＊３、マタニティ・ハ

ラスメント＊４といった各種ハラスメント＊５についても、早期に根絶を図るべき

課題です。これらのハラスメント＊５については、働く場で女性が被害を受ける

例が従来主流とされてきましたが、被害は学校や地域社会等でも発生するほか、

性別を問わず被害者となることに留意する必要があります。令和２年６月に施行

された改正労働施策総合推進法では、事業主に対してパワー・ハラスメント＊３

の防止対策措置を講じることが義務付けられるなど、近年ではハラスメント＊５

防止に関する法整備が進んでいることを意識し、防止のための取組を進めること

が必要です。 

 

	  

＊１ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 

＊２ セクシュアル・ハラスメント：相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要

な接触、性的関係の強要、性的な噂の流布、衆目へ触れる場所へのわいせつな写真等の掲示な

ど、様々な例があります。 

＊３ パワー・ハラスメント：職場や教育の場等において行われる優越的な関係を背景とした言

動であって、必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境等を悪化させる行為のことで

す。 

＊４ マタニティ・ハラスメント：職場において、妊娠・出産したことや、育児休業、介護休業

等の利用について行われる上司・同僚の言動により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業・

介護休業等を申出・取得した労働者の就業環境を悪化させることです。 

＊５ ハラスメント：セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等の嫌がらせやいじめ

行為のことです。 
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施策の方向１ あらゆる暴力の防止に向けた取組の充実 

施策１ 虐待防止対策の推進 

児童、高齢者、障害者の人権尊重を図るため、虐待防止に向けた啓発に努め

るとともに、虐待防止への対応の充実を図ります。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

６３ 
児童虐待防止における対応の充実と周知

啓発 
継続 こども支援課 

６４ 
高齢者虐待防止における対応の充実と周

知啓発 
継続 高齢者福祉課 

６５ 
障害者虐待防止における対応の充実と周

知啓発 
新規 障害者福祉課 

 

施策２ 性暴力・性犯罪を許さない環境づくり 

性暴力・性犯罪の根絶に向けて、意識啓発に努めます。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

６６ 性暴力防止に関する周知啓発 新規 人権推進課 
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施策の方向２ 各種ハラスメント＊の防止に向けた取組の充実 

施策１ ハラスメント＊の防止のための啓発の充実 

職場や学校、地域など様々な場所で発生する各種ハラスメント＊の防止に向け

た啓発を図ります。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

６７ 職場での各種ハラスメント＊防止の啓発 継続 

職員課 

学校教育課 

商工労政課 

 

	  

＊ ハラスメント：セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等の嫌がらせやいじめ行

為のことです。 
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主要課題２ 配偶者等からの暴力の防止に向けた意識啓発 

● 現状と課題 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であ

り、いかなる理由があっても決して許されることではありません。坂戸市におけ

る男女共同参画社会＊１の形成に向けて、男女の対等な関係づくりを進める中で、

ＤＶの根絶は避けることのできない課題の一つです。 

ＤＶは家庭内で発生することから、被害の潜在化と深刻化が懸念されるほか、

暴力の影響が子どもに及ぶことも少なくありません。被害者は女性が多いものの、

女性のみが被害者となるわけではなく、男女とも被害者になり得るということを

多くの市民が理解する必要があります。近年では、若年層における交際相手から

の暴力（デートＤＶ＊２）も問題となっています。 

坂戸市の意識調査では、全体の４人に１人に何らかの暴力の被害経験があるこ

とが分かります。また、「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）＊３」という言

葉の内容を知っていると回答した割合が８割台半ばであるのに対し、デートＤ

Ｖ＊２については４割強にとどまっています。 

ＤＶの根絶のため、様々な機会を捉えて啓発を行い、暴力を許さない意識の醸

成に努めるとともに、社会全体でＤＶの根絶に向けた取組を展開することが必要

です。 

 

  

＊１ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 

＊２ デートＤＶ：結婚や同棲をしていない交際相手からの暴力のことです。ＤＶと同様に、身体

的暴力、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力等の様々な暴力が含まれます。 

＊３ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）：配偶者（元配偶者）や恋人など親密な間柄で

ふるわれる暴力のことで、体を傷つける暴力、大声で怒鳴る、大切なものを壊す、性的行為を

強要する、生活費を渡さない、子どもを利用して脅す等の行為が該当します。ＤＶは犯罪とも

なる許されない行為であり、重大な人権侵害です。 
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■ 配偶者等からの暴力（ＤＶ）を受けた経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

■ ＤＶ、デートＤＶの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

	  

よく知っている

43.2

44.1

42.2

16.3

17.7

14.3

だいたいの意味はわかる

41.4

38.3

45.2

27.7

30.9

23.5

聞いたことがある

10.5

10.6

10.2

17.2

15.0

20.4

知らない

2.2

3.7

0.3

35.8

33.0

39.8

無回答

2.8

3.4

2.0

2.9

3.4

2.0

全体（679）

女性（379）

男性（294）

全体（679）

女性（379）

男性（294）

単位:％

１、２度あった

17.8

11.5

8.1

4.3

11.0

何度もあった

9.3

2.8

5.3

2.9

4.4

全くない

70.5

82.6

82.9

89.1

80.4

無回答

2.4

3.1

3.7

3.7

4.1

全体=679
単位:％

行為全体 

身体に対する暴行を受けた 

精神的な嫌がらせを受け
た。あるいは脅迫を受けた 

性的な行為を強要された 

何を言っても長時間無視さ
れた 

“あった” 

“内容を知っている” 

ドメスティック・
バイオレンス 
（ＤＶ） 

デートＤＶ 
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施策の方向１ 暴力を許さない意識の醸成 

施策１ ＤＶの防止のための啓発の充実 

配偶者等からの暴力の根絶に向けて広報や学習機会を提供し、意識啓発に努

めます。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

６８ ＤＶ防止に関する周知啓発 継続 人権推進課 
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主要課題３ 相談体制の充実と関係機関との連携 

● 現状と課題 

ＤＶ被害者が被害から逃れ、早期に生活を再建するためには、被害者が躊躇せ

ずに公的な相談機関を利用でき、身の安全を確保した上で、自立に向けて切れ目

のない支援を受けることのできる体制が整備されていることが必要です。市は、

相談につながっていない潜在的な被害者がいることを意識して、対応の充実に当

たることが求められます。 

坂戸市の意識調査では、ＤＶ被害者でどこ（だれ）にも相談しなかったという

人が５割強を占めており、相談した場合でも友人・知人、家族や親戚といった身

近な人を挙げる例が多数を占めており、市や埼玉県の相談機関の利用は少数にと

どまっています。また、相談しなかった理由として、相談するほどでもないと思

った、自分にも悪いところがあると思った、といった回答が多くなっています。 

ＤＶ被害者が一人で悩むことなく、相談機関による支援を速やかに安心して受

けられるよう、相談窓口の一層の周知を図るとともに、関係機関との連携を強化

し、相談への対応や被害者の自立に向けた支援を充実させることが必要です。 

 

■ ＤＶ被害の相談の有無、相談先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

  

39.0

31.4

5.9

3.4

1.7

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

2.5

44.9

0.0

18.5

15.4

3.1

4.6

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

67.7

3.1

0% 20% 40% 60% 80%

女性(n=118) 男性(n=65)

31.5

25.5

4.9

3.8

1.1

1.1

0.5

0.0

0.0

0.0

1.6

53.3

1.1

0%20%40%60%80%

全体(n=184)

友人・知人

家族・親戚

警察

医療関係者（医師・看護師）

埼玉県の施設（男女共同参画センター）

や女性相談（市の相談窓口）

民間の専門家や専門機関（弁護士、

カウンセラーなど）

学校関係者

配偶者暴力相談支援センター

法務局・地方法務局、人権擁護委員

その他の公共機関

その他

どこ（だれ）にも相談しなかった

無回答
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■ ＤＶ被害を相談しなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体の上位５項目の結果 

（資料）令和２年坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

施策の方向１ 被害者への支援体制の充実 

施策１ 被害者への支援体制の充実 

被害者への相談体制を充実するとともに、自立に向けての支援の充実を図り

ます。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

６９ 相談体制の充実 継続 人権推進課 

７０ ＤＶ被害者支援に関する情報提供 継続 

人権推進課 

こども支援課 

高齢者福祉課 

 

	  

47.2

35.8

30.2

22.6

11.3

63.6

36.4

34.1

20.5

11.4

0% 20% 40% 60% 80%

女性(n=53) 男性(n=44)

54.1

36.7

31.6

22.4

11.2

0%20%40%60%80%

全体(n=98)

相談するほどでもないと思った

自分にも悪いところがあると

思った

相談しても無駄だと思った

自分さえ我慢すれば、このまま

やっていくことができると思った

どこ（だれ）に相談してよいか

わからなかった
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施策の方向２ 関係機関との連携の推進 

施策１ 関係機関との連携の推進 

配偶者等からの暴力の根絶に向けて、関係機関や関係各部署との連携を図り

ます。 

 

○主な取組 

番号 名称 区分 担当課 

７１ 関係機関等との連携強化 継続 人権推進課 
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１ 計画の推進体制 

本計画の基本理念「みんなで創る男女共同参画社会＊」の実現のためには、国

や埼玉県等と連携しながら、計画に位置付けた４つの基本目標を総合的かつ効果

的に進めていく必要があります。また、市のみならず、市民及び事業者、市内の

各種団体がそれぞれの責務を認識するとともに、男女共同参画社会＊の実現に向

けて力を合わせて、それぞれが意識的に取り組むことが期待されます。 

坂戸市は、市民、事業者、関係団体等との連携・協働を通して、計画の推進体

制を整備充実させるとともに、計画の着実な推進を図ります。 

 

（１）推進に関する組織体制 

① 坂戸市男女共同参画審議会 

坂戸市男女共同参画推進条例第 18 条に基づき、坂戸市男女共同参画審議会が

市長の諮問に応じて、基本計画その他男女共同参画の推進に関する重要事項を審

議します。計画期間中は、年次報告書に示された施策の取組状況や施策の方向等

に関して意見・助言を提示し、計画の着実な推進を支えます。 

 

② 坂戸市男女共同参画推進庁内連絡会議 

本計画に位置付けた施策は、市が所管する各分野にわたっており、これを着実

に推進するためには、施策を所管する関係各課が緊密に連携し、それぞれの取組

に当たることが必要です。計画期間中は庁内組織である坂戸市男女共同参画推進

庁内連絡会議において、施策の進行管理を行うとともに、坂戸市男女共同参画審

議会からの意見・助言を踏まえて本計画の施策の展開について協議し、計画の推

進に努めます。 

 

（２）市民、事業者、関係団体等との連携・協働 

坂戸市における男女共同参画社会＊の実現に向けて、坂戸市はこれまで、市民

や事業者、関係団体等との連携により取組を進めてきました。今後も市民や事業

者、関係団体と連携・協働しながら、計画の推進に努めます。 

 

  

＊ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 

71
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（３）国、埼玉県、関係機関等との連携・協力 

男女共同参画に関する法律や制度等は、国や埼玉県の施策に負うところも多く

あります。このため、坂戸市の男女共同参画に関する施策の一層の充実を図るた

め、国や埼玉県の動向を積極的に把握するとともに、必要に応じて市の施策への

反映を行います。また、近隣市町や関係機関との連携を通して、広域的な取組や

様々な課題解決を図ります。 

 

（４）拠点施設における機能充実 

坂戸市には、男女共同参画社会＊の実現に向けた拠点施設としての性格を持つ

「坂戸市勤労女性センター（リーベン）」があります。坂戸市勤労女性センター

では、定期利用団体や男女共生団体の活動支援を行うとともに、女性のみならず

男性や高齢者、若年層などあらゆる世代に向けた情報機能、学習機能、交流機能、

相談機能等の充実に努めます。 

 

  

＊ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のことです。 
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２ 計画の進行管理 

計画の実効性を高めるため、本計画に位置付けた施策の進捗状況を定期的に分

析するとともに、その結果を広く市民に公表して改善につなげるなど、ＰＤＣＡ

サイクル＊による適切な進行管理を実施します。 

本計画の見直しに当たっては、市民を対象とした男女共同参画に関する意識調

査（アンケート調査）を実施して、男女共同参画に関する市民の意識及び実態を

把握するとともに、坂戸市の男女共同参画の実現に当たっての課題を抽出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 
ＰＬＡＮ 

実施 
ＤＯ 

改善 
ＡＣＴＩＯＮ 

評価 
ＣＨＥＣＫ 

＊ ＰＤＣＡサイクル：Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の頭文字を取

ったものであり、事業活動における生産管理や品質管理等の管理業務を円滑に進める手法の一つ

です。 
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１ 計画策定の経過 
 

日程 会議名等、内容 

令和２年 
７月 20 日 

坂戸市男女共同参画推進庁内連絡会議（第１回） 
・坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査について（意見照会） 

７月 30 日 
坂戸市男女共同参画審議会（第１回） 
・坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査について 

10 月 14 日～31 日 男女共同参画に関する市民意識調査の実施 

令和３年 
２月 12 日 

坂戸市男女共同参画推進庁内連絡会議（第２回） 
・坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（案）について（意

見照会） 

２月 12 日 
坂戸市男女共同参画審議会（第２回）《書面会議》 
・坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（案）について 

５月 26 日 
坂戸市男女共同参画基本計画策定部会（第１回）《書面会議》 
・第４次坂戸市男女共同参画基本計画について 

７月６日 
坂戸市男女共同参画基本計画策定部会（第２回）《書面会議》 
・基本計画の数値目標について 

７月６日 
坂戸市男女共同参画推進庁内連絡会議（第１回）《書面会議》 
・第４次坂戸市男女共同参画基本計画について 

７月 15 日 
坂戸市男女共同参画審議会（第１回）  
・諮問 
・第４次坂戸市男女共同参画基本計画策定について 

９月 24 日 
坂戸市男女共同参画基本計画策定部会（第３回）《書面会議》 
・主な取組について 

10 月 27 日 
坂戸市男女共同参画推進庁内連絡会議（第２回）《書面会議》 
・第４次坂戸市男女共同参画基本計画素案（案）について 

10 月 27 日 
坂戸市男女共同参画基本計画策定部会（第４回）《書面会議》 
・第４次坂戸市男女共同参画基本計画素案（案）について 

11 月９日 
坂戸市男女共同参画審議会（第２回) 
・第４次坂戸市男女共同参画基本計画素案（案）について 

令和４年 
１月７日～２月７日 

第４次坂戸市男女共同参画基本計画（前期計画）「さかど男女共同参画
プラン」（素案）に対する意見・提案募集（市民コメント）の実施 

２月 17 日 

坂戸市男女共同参画審議会（第３回）《書面会議》 
・市民コメントの結果について 
・第４次坂戸市男女共同参画基本計画（前期計画）「さかど男女共同参

画プラン」案について 
・答申案について 

２月 22 日 坂戸市男女共同参画審議会 答申 

３月１日 
坂戸市男女共同参画推進庁内連絡会議（第３回）《書面会議》 
・市民コメントの結果について 
・答申について 
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２ 市民意識調査の概要 

（１）調査の目的 

 男女共同参画に関する市民の意識や実態を把握し、第４次坂戸市男女共同参

画基本計画の策定や今後の施策推進のための基礎資料とすることを目的として、

「坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査」を実施しました。 

 

（２）調査の方法 

 

調査地域 坂戸市全域 

調査対象 市内在住の 18 歳以上の男女 2,000 人 

抽出方法 住民基本台帳による無作為抽出 

調査方法 郵送配布、郵送またはインターネットでの回収 

調査期間 令和２年 10 月 14 日～10 月 31 日 

 

（３）調査内容 

 

 男女平等意識について 

 家庭生活について 

 学校における男女平等教育について 

 就労について 

 暴力について 

 社会参加について 

 防災について 

 男女共同参画推進施策について 

 性の多様性について 

 

（４）回収結果 

 

 標本数 有効回収数 有効回収率 

合  計 2,000 679 34.0％ 
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３ 審議会への諮問及び答申 

（１）諮問書 

 

 

坂 人 発 第 ９ ８ 号 

令和３年７月１５日 

 

 

坂戸市男女共同参画審議会 会長 様 

 

 

坂戸市長  石 川  清 

 

 

第４次坂戸市男女共同参画基本計画の策定について（諮問） 

 

第４次坂戸市男女共同参画基本計画を策定したいので、坂戸市男女共同参画

推進条例（坂戸市条例第１４号）第１１条第２項の規定に基づき、貴審議会の

意見を求めます。 
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（２）答申書 

 

 

令和４年２月２２日 

 

 

坂戸市長  石 川  清 様 

 

 

坂戸市男女共同参画審議会 

会 長  蓼 沼 康 子 

 

 

第４次坂戸市男女共同参画基本計画（前期計画）「さかど男女共同参画プ

ラン」の策定について（答申） 

 

令和３年７月１５日付け坂人発第９８号により諮問のありました第４次坂戸市男

女共同参画基本計画（前期計画）「さかど男女共同参画プラン」の策定について、本

審議会において慎重に審議した結果、次のとおり答申いたします。 

 

答申 

 

第４次坂戸市男女共同参画基本計画（前期計画）「さかど男女共同参画プラン」の

案について男女共同参画社会実現に向けての施策を推進するための計画として適切

であると考えます。 
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４ 坂戸市男女共同参画審議会運営規則及び委員名簿 

（平成 16 年 12 月 21 日規則第 32 号） 

最終改正：平成 27 年 3月 25 日規則第 11 号

（趣旨） 

第１条 この規則は、坂戸市男女共同参画推進条例（平成 16 年坂戸市条例第 14 号）第 18 条第１項の規定に基づき設置された

坂戸市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長） 

第２条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第３条 会長は、審議会を招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第４条 審議会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年規則第６号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年規則第 11 号） 

この規則は、平成 27 年４月１日から施行する。 
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坂戸市男女共同参画審議会委員名簿 

                                    （令和２年度・３年度） 

氏名 所属、役職 選出区分 

南 沢 理 子 坂戸市ＰＴＡ連合会 

関係団体の代表者 

杉 江 律 子 
勤労女性センター利用団体「リー

ベントークサロン」 

柴 﨑 利 美 坂戸市立上谷小学校長 

学識経験者 

長谷川  靖 

（～令和３年６月 30 日） 
埼玉県立坂戸西高等学校長 

井 上 正 明 

（令和３年７月１日～） 
埼玉県立坂戸高等学校長 

◎ 蓼 沼 康 子 城西短期大学教授 

田 中 久 子 

（～令和３年６月 30 日） 
女子栄養大学教授 

小 林 陽 子 

（令和３年７月１日～） 

平 野 雅 子 

（～令和３年６月 30 日） 

市民公募 市民の代表者 
片 倉 靖 子 

（～令和３年７月 30 日） 

伊 藤 美 喜 

（令和３年７月１日～） 

野 村 浩 代 坂戸保健所保健予防推進担当部長 

市長が必要と認める者 

向 井 宏 倫 

（～令和３年６月 30 日） 
西入間青年会議所 

戸 口 将 之 

（令和３年７月１日～） 

小谷野 健 史 坂戸市人権擁護委員 

山 﨑 静 男 さくら保育園 

関 口 久美子 介護者の会さかど 

◎：会長  
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５ 坂戸市男女共同参画推進庁内連絡会議設置規程及び委員名簿 

（昭和 60 年９月１日訓令第３号） 

最終改正：平成 27 年３月 25 日訓令第５号

（設置） 

第１条 坂戸市における男女共同参画に関する施策について、関係部課相互の連絡調整及び総合的かつ効果的な対策を推進す

るため、坂戸市男女共同参画推進庁内連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 連絡会議は、次に掲げる事項を協議する。 

(１) 男女共同参画に関する施策について関係部課との調整に関すること。

(２) その他女性に関する施策について必要と認められること。

（組織） 

第３条 連絡会議は、次に掲げる職員をもって組織する。 

(１) 総務部長

(２) 市職員のうちから市長が指名する者

２ 連絡会議に会長を置く。 

３ 会長は、総務部長をもって充てる。 

（会長の職務） 

第４条 会長は、会務を総理する。 

２ 会長に事故あるときは、会長が指定する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 連絡会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

（庶務） 

第６条 連絡会議の庶務は、総務部人権推進課において処理する。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年訓令第１号） 

この訓令は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年訓令第３号） 

この訓令は、平成４年７月１日から施行する。 

附 則（平成 10 年訓令第５号） 

この訓令は、平成 10 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 13 年訓令第５号） 

この訓令は、平成 13 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 15 年訓令第５号） 

この訓令は、平成 15 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年訓令第２号） 

この訓令は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年訓令第５号） 

この訓令は、平成 27 年４月１日から施行する。 
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坂戸市男女共同参画推進庁内連絡会議委員名簿 
 

                                              （令和３年度） 

所    属 職 名 

総務部 部長 

総合政策部  政策企画課 課長 

     〃     広報広聴課 課長 

総務部      防災安全課 課長 

     〃   職 員 課 次長兼課長 

     〃     人権推進課 課長 

市民健康部  市民生活課 課長 

     〃     市民健康センター 副参与兼所長 

福祉部    福祉総務課 参事兼課長 

   〃     子育て支援課 次長兼課長 

〃   保 育 課 副参与兼課長 

〃   高齢者福祉課 課長 

     〃     障害者福祉課 課長 

環境産業部 農業振興課 次長兼課長 

     〃     商工労政課 課長 

教育委員会事務局 学校教育課 課長 

     〃     社会教育課 課長 

    〃   スポーツ推進課 課長 
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６ 坂戸市男女共同参画基本計画策定部会設置要領及び委員名簿 

（令和３年４月５日市長決裁） 

１ 設置 

男女共同参画社会の推進を目指した第４次坂戸市男女共同参画基本計画（以下「基本計画」という。）の策定を行うた

め、坂戸市男女共同参画基本計画策定部会（以下「部会」という。）を設置する。 

２ 所掌事務 

部会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 基本計画の素案の策定に関すること。 

(２) その他基本計画に関し必要と認めること。 

３ 組織 

(１) 部会は、部会員２０人以内で組織する。 

(２) 部会員は、坂戸市男女共同参画推進庁内連絡会議委員の所属する課の課長補佐又は係長の職にある者（課長補佐又は

係長の職にある者がいない場合は、主任の職にある者）で、当該所属長が推薦する者をもって充てる。 

(３) 部会に部会長を置き、総務部人権推進課長の職にある者をもって充てる。 

(４) 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。 

(５) 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指定する部会員がその職務を代理する。 

４ 会議 

(１) 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

(２) 部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。 

５ 設置期間 

部会の設置期間は、基本計画策定完了の日までとする。 

６ 庶務 

部会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。 

７ 委任 

この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、決裁の日から施行する。 
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坂戸市男女共同参画基本計画策定部会委員名簿 
 

                                    （令和３年度） 

所    属 職 名 

総合政策部            

政策企画課 係長 

広報広聴課 係長 

総務部       

防災安全課 係長 

職員課   課長補佐 

人権推進課 課長 

市民健康部   

市民生活課 課長補佐 

市民健康センター 課長補佐 

福祉部     

福祉総務課  係長 

子育て支援課 係長 

保育課 係長 

高齢者福祉課 課長補佐 

障害者福祉課 課長補佐 

環境産業部    

農業振興課 課長補佐 

商工労政課 課長補佐 

教育委員会事務局  

学校教育課 係長 

社会教育課 課長補佐 

スポーツ推進課 係長 
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７ 男女共同参画社会基本法 

（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号） 

最終改正：平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平

等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際

社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきた

が、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国

の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、

互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかか

わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二

十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社

会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明

らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団

体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的

かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

   第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済

情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること

の緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本

理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明ら

かにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社

会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義）  

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

一  男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二  積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の

格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれ

か一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重）  

第三条  男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳

が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受け

ないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保され

ることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行

われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条  男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における

制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、

男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及

ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因と

なるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣

行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をで

きる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条  男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な

構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民

間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機

会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第六条  男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、

相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その

他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割

を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことがで

きるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調）  

第七条  男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における

取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参

画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務）  

第八条  国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社

会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務）  

第九条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその

他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

（国民の責務）  

第十条  国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあら

ゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会

の形成に寄与するように努めなければならない。 
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（法制上の措置等）  

第十一条  政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措

置を講じなければならない。 

（年次報告等）  

第十二条  政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の

状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策についての報告を提出しなければならない。  

２  政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成

の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会

に提出しなければならない。  

   第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条  政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会

の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基

本計画」という。）を定めなければならない。  

２  男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。  

一  総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の大綱  

二  前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項  

３  内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女

共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければ

ならない。  

４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったと

きは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければな

らない。  

５  前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準

用する。  

（都道府県男女共同参画計画等）  

第十四条  都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当

該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共

同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２  都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。  

一  都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

 

 

 

 

 

二  前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項  

３  市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参

画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努

めなければならない。 

４  都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は

市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条  国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければなら

ない。 

（国民の理解を深めるための措置）  

第十六条  国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基

本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じな

ければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条  国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼす

と認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置

及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形

成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被

害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。  

（調査研究）  

第十八条  国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画

社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究

を推進するように努めるものとする。  

（国際的協調のための措置）  

第十九条  国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に

促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男

女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進

を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）  

第二十条  国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社

会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提

供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

   第三章 男女共同参画会議  

（設置）  

第二十一条  内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」と

いう。）を置く。  

（所掌事務）  

第二十二条  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  
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一  男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定

する事項を処理すること。  

二  前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大

臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議する

こと。  

三  前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があ

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。  

四  政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認める

ときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べ

ること。  

（組織）  

第二十三条  会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織

する。  

（議長）  

第二十四条  議長は、内閣官房長官をもって充てる。  

２  議長は、会務を総理する。  

（議員）  

第二十五条  議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一  内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大

臣が指定する者  

二  男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者

のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２  前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十

分の五未満であってはならない。  

３  第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の

数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であっては

ならない。  

４  第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期）  

第二十六条  前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２  前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等）  

第二十七条  会議は、その所掌事務を遂行するために必要があ

ると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査

に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。  

２  会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると

認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要

な協力を依頼することができる。  

（政令への委任）  

第二十八条  この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員

その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条  男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、

廃止する。  

（経過措置） 

第三条  前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法

（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定により置か

れた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により

置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。  

２  この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規

定により任命された男女共同参画審議会の委員である者は、

この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審

議会の委員として任命されたものとみなす。この場合におい

て、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二

項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条

第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員と

しての任期の残任期間と同一の期間とする。  

３  この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規

定により定められた男女共同参画審議会の会長である者又は

同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞ

れ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により

審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により

審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものと

みなす。  

 

   附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号）抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十

一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二

十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 

（職員の身分引継ぎ） 

第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外

務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、

運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条に

おいて「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法

（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又

は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査

会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定

めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限

り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、

総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下

この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部

局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が 
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属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相

当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令

で定めるものの相当の職員となるものとする。  

（別に定める経過措置） 

第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。  

 

   附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）

抄  

（施行期日） 

第一条  この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十

三年一月六日から施行する。 
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８ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成 13 年 4 月 13 日法律第 31 号） 

最終改正：令和元年 6月 26 日法律第 46 号 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平

等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が

行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む

重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ず

しも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の

被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である

女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害

し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を

図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護す

るための施策を講ずることが必要である。このことは、女性

に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取

組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立

支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

   第一章 総則  

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者

からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって

生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又は

これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及

び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称す

る。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後

に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に

対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受

けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」に

は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情

にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含

むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止する

とともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な

保護を図る責務を有する。 

   第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等  

（基本方針）  

 第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び

厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主務大

臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次

条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定め

なければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項

の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針

となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本

的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとす

るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければ

ならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県に

おける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道

府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本

的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する重要事項 
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３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、

かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施

に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計

画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本

計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計

画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援

助を行うよう努めなければならない。 

   第二章 配偶者暴力相談支援センター等  

（配偶者暴力相談支援センター）  

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その

他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援

センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果た

すようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること

又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理

学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、

被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条、第

八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安

全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の

促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の

提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の

提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものと

する。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっ

ては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるもの

とする。 

 

 

 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行

うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行

うことができる。 

   第三章 被害者の保護  

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者から

の身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）を

受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援

センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配

偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認めら

れる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援セン

ター又は警察官に通報することができる。この場合において、

その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定そ

の他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により

通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配

偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認めら

れる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支

援センター等の利用について、その有する情報を提供するよ

う努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報

又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第

三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う

業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保

護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われて

いると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第百六十二

号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）

その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の

保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止する

ために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部

の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。

第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者か

らの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害

を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けて

いる者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、

当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者から

の暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行う
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ものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定

める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」とい

う。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児

童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子

並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他

の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事

務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関そ

の他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その

適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力す

るよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職

務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適

切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

   第四章 保護命令  

（保護命令）  

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告

知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受け

た者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの

身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者か

らの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴

力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消

された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同

じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者

である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力

（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当

該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。

同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危

害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立

てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止

するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第

一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ず

るものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申

立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共に

する場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住

居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この号において同じ。）その他の場所において被害者

の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共

に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住

居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定によ

る命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられることを防止す

るため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経

過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれ

の行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、

又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を

除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて

送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時ま

での間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、

又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催

させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこ

と。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に

置くこと。 

八 その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ、若しくはそ

の知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、

図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置

くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に

達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三

号において単に「子」という。）と同居しているときであっ

て、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っ

ていることその他の事情があることから被害者がその同居し

ている子に関して配偶者と面会することを余儀なくされるこ

とを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号

の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害

者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられるこ

とを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた

日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算し

て六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と

共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において

同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺に 
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つきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通

常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ず

るものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、

その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親

族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者

（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除

く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号におい

て「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は

乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被

害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なく

されることを防止するため必要があると認めるときは、第一

項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加え

られることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日か

ら起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居

（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の

身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを

命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を

除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が十

五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その

法定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、

相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れな

いときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属す

る。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げ

る地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以

下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記

載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫

を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの

生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に

対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるお

それが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

 

 

 

 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあ

っては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面

会することを余儀なくされることを防止するため当該命令

を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における

事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあ

っては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会するこ

とを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する

必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、

前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保

護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲

げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員

の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場

所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イか

らニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、

同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の

供述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三

号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなけ

ればならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、

速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことが

できる審尋の期日を経なければ、これを発することができな

い。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての

目的を達することができない事情があるときは、この限りで

ない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項

の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援

センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は

援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られ

た措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。こ

の場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴

力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相

談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対

し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に

説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さ

なければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする

場合には、理由の要旨を示せば足りる。 
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２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出

頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、

その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその

旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監

又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談

支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を

求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条

第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、

裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内

容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セ

ンター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援

センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に

対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い

配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時

抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因

となることが明らかな事情があることにつき疎明があったと

きに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告について

の裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命

ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原

裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の

効力の停止を命ずる場合において、同条第二項から第四項ま

での規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当

該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てるこ

とができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り

消す場合において、同条第二項から第四項までの規定による

命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも

取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令につい

て、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を命

じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所

書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした

配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告

裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立て

をした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消

さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第

四項までの規定による命令にあっては同号の規定による命令

が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、

同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効

力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、こ

れらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命

令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同

様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命

令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す場

合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合に

ついて準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた

後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同

号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所

は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しよう

とする被害者がその責めに帰することのできない事由により

当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経

過する日までに当該住居からの転居を完了することができな

いことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があ

ると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するも

のとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者

の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令

を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用に

ついては、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事

項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並

びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号

に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項

並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項

第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一

号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」

とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所

書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、

謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交

付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保

護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審

尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達

があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域

内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うことが

できない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法 

 

 

 

 

 

95



資料編 

96 

務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項

（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命

令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事

訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する

手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

   第五章 雑則  

（職務関係者による配慮等）  

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁

判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」と

いう。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、

その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有

無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保

及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、

配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要

な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるも

のとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導

の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関

する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及

び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、

必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなけ

ればならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦

人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一

時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準

を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談

員が行う業務に要する費用 

 

 

 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社

会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含

む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員

が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前

条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び

第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するも

のとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十

分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、

同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用  

   第五章の二 補則  

（この法律の準用）  

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、

生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類

する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にあ

る相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する

暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力

等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあって

は、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴

力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。

この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」と

あるのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの

暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十八

条の二に規定する

関係にある相手か

らの暴力を受けた

者をいう。以下同

じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配

偶者であった

者 

同条に規定する関

係にある相手又は

同条に規定する関

係にある相手であ

った者 

第十条第一項から第

四項まで、第十一条

第二項第二号、第十

二条第一項第一号か

ら第四号まで及び第

配偶者 第二十八条の二に

規定する関係にあ

る相手 
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十八条第一項 

第十条第一項 離婚をし、又

はその婚姻が

取り消された

場合 

第二十八条の二に

規定する関係を解

消した場合 

 

   第六章 罰則  

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十

条第一項から第四項までの規定によるものを含む。次条にお

いて同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以

下の罰金に処する。  

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二において

読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二におい

て準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の

記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万

円以下の過料に処する。  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日

から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴力相談支

援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴

力相談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第

二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。  

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害

者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援

助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護

命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並び

に第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これ

らの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、

「婦人相談所」とする。  

（検討）  

第三条  この法律の規定については、この法律の施行後三年

を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加え

られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとす

る。  

 

   附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号）  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した

日から施行する。  

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（次項に

おいて「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立て

に係る同条の規定による命令に関する事件については、なお

従前の例による。  

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該

命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であっ

て生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とす

るこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一

項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初

にされるものに限る。）があった場合における新法第十八条

第一項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、

「二週間」とする。  

（検討） 

第三条  新法の規定については、この法律の施行後三年を目途

として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その

結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

   附 則 （平成一九年七月一一日法律第一一三号） 

抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日

から施行する。  

（経過措置） 

第二条  この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条の

規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関す

る事件については、なお従前の例による。  

 

   附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日 

 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。  

一 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の

改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条

並びに第十九条の規定 公布の日  

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十

二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六

年十月一日  

（政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に

伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
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   附 則 （令和元年六月二六日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い

必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年

を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第

一項に規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第

一項から第四項までの規定による命令の申立てをすることが

できる同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす

る。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目

途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者

の地域社会における更生のための指導及び支援の在り方につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする。 
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９ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成 27 年 9 月 4 日法律第 64 号） 

最終改正：令和元年 6月 5 日法律第 24 号 

   第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営

み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮し

て職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活に

おける活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、

男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基

本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進につ

いて、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事

業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の

行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置等について定めることにより、女性の職業生活

における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権

が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の

多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力

ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活にお

ける活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思に

よって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、

教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活

に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性

別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が

女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、

その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨とし

て、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女

性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関す

る事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家

庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族

を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の

支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動につ

いて家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活に

おける活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の

職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となる

ことを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の

職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重され

るべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活

における活躍の推進についての基本原則（次条及び第五条第

一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及

びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇

用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の

積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両

立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、

国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策に協力しなければならない。 

   第二章 基本方針等  

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するた

め、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針

（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方

向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関す

る次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環

境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活

躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求

めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったと

きは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区

域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 
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２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められている

ときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当該

市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計

画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進

計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

   第三章 事業主行動計画等  

   第一節 事業主行動計画策定指針  

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的

かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、

次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一

項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行

動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主

行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につ

き、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとす

る。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容

に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動

計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

   第二節 一般事業主行動計画等  

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」

という。）であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超

えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主

行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を

定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に

届け出なければならない。これを変更したときも、同様とす

る。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容及びその実施時期 

 

 

 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定

め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男

女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性

の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情に

ついて分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなけ

ればならない。この場合において、前項第二号の目標につい

ては、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定

量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、これを労働者に周知させるための措置を講じなければな

らない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基

づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定めら

れた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以

下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主

行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生

労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更

したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行

動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項

から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事

業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ

準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による

届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で

定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の

状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める

基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業

主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品

又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の

厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十四条第一項におい

て「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付す

ることができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項

の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 
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第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいず

れかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができ

る。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主につい

て、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実

施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成した

こと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の

二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年

法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担当する者を

選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその

他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認

定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一

般事業主」という。）については、第八条第一項及び第七項

の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところによ

り、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定

める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号の

いずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すこと

ができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めると

き。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公

表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づ

く命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一

般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下の

ものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該

承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせよ

うとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集

に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律

第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該

構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事

業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立

された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定め

るもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成

員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに

限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するため

の人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その

申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切

に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認

を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基

準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消

すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しよ

うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集

時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事

項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届

出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、

第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第

一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条

の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は

前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者につ

いて、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労

働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法

第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する

同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準

用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働

者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による

届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第

四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、

又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の

適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とある

のは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようと

する者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第

四十二条の三中「第三十九条に規定する募集受託者」とある

のは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者」とする。 
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７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相

談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出を

して労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、

雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、

これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導するこ

とにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとす

る。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一

般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれら

の規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行

動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主

行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他

の援助の実施に努めるものとする。 

   第三節 特定事業主行動計画  

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれら

の職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）

は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に

即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をい

う。以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しよ

うとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した

職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、

勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の

割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活にお

ける活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活

躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場

合において、前項第二号の目標については、採用する職員に

占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の

割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の

割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講

じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

 

 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画

に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施す

るとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成す

るよう努めなければならない。 

   第四節 女性の職業選択に資する情報の公表  

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省

令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表

しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する

職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資

する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定

めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活

における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともい

ずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事務及び事業における女性の職業生活における活

躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならな

い。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生

活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資す

る勤務環境の整備に関する実績 

   第四章 女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するた

め、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進する

ため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もう

とする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、

関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、

その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令

で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事

務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。 
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（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置

その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資す

るため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別

の法律によって設立された法人であって政令で定めるものを

いう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に

留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の

女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一

般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の

受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の

受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努め

るものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における

活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その

協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に資するよう、国内外における女性の職業生活におけ

る活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提

供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活

における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方

公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）

は、第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条

第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例そ

の他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活

用することにより、当該区域において女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるよ

うにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協

議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内

において第二十二条第三項の規定による事務の委託がされて

いる場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として

加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、

協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項にお

いて「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることによ

り、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有

し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情

に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に

ついて協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府

令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従

事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

   第五章 雑則  

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要がある

と認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主又は認

定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項

に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指

導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による公

表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定す

る一般事業主又は第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽

の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主で

ある第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定

による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれ

に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、

第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限

は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府

県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施の

ため必要な事項は、政令で定める。 

   第六章 罰則  

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四

十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労

働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の

懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 
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第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の

懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の

募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条

第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条

又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以

下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を

含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第

一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第

二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条

第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十

四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑

を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章

（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及び第六

章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、

平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効

力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事して

いた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第

四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にか

かわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得

た秘密については、第二十八条の規定（同条に係る罰則を含

む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後

も、なおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用について

は、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定す

る日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合におい

て、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めると

きは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正

規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二・三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一

項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九

条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同

条第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」

に改める部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育

児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十

四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十

条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二

十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、

附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条

（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九条中高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律

第六十八号）第三十八条第三項の改正規定（「第四条第八

項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、附則第二

十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十

一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の

項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十

二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三

及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一

条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三

十二条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を

除く。）の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっ

ては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行

に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
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附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範

囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の

安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改正規定

並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範

囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し

て必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合におい

て、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討

を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所

要の措置を講ずるものとする。 
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10 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 

（平成 30 年 5 月 23 日法律第 28 号） 

最終改正：令和 3年 6月 16 日法律第 67 号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選に

よる公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長

官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣

補佐官若しくは副知事若しくは副市町村長の職（以下「公選

による公職等」という。）にある者として国又は地方公共団

体における政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確

保されること（以下「政治分野における男女共同参画」とい

う。）が、その立案及び決定において多様な国民の意見が的

確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同

参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念に

のっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、

その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を

明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推

進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、政治

分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、も

って男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与すること

を目的とする。 

（基本原則） 

第二条 政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、

参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、

政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候

補の自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補

者の数ができる限り均等となることを目指して行われるもの

とする。 

２ 政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によ

って公選による公職等としての活動に参画し、又は参画しよ

うとする者に対するこれらの者の間における交流の機会の積

極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な

役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が政治分野

における男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、

男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に

発揮できるようにすることを旨として、行われなければなら

ない。 

３ 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性

別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公選に

よる公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両

立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

 

 

 

 

 

４ 政治分野における男女共同参画の推進は、政党その他の政

治団体が自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地方公

共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等

が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組むことによ

り、行われるものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野におけ

る男女共同参画の推進についての基本原則（次条において単

に「基本原則」という。）にのっとり、政党その他の政治団

体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野

における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、

及びこれを実施する責務を有する。 

（政党その他の政治団体の努力） 

第四条 政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治

分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の

政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に係

る目標の設定、当該政党その他の政治団体に所属する公職の

候補者の選定方法の改善、公職の候補者となるにふさわしい

能力を有する人材の育成、当該政党その他の政治団体に所属

する公選による公職等にある者及び公職の候補者についての

性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の

発生の防止及び適切な解決その他の事項について、自主的に

取り組むよう努めるものとする。 

（法制上の措置等） 

第五条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する

施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講ずるものとする。 

（実態の調査及び情報の収集等） 

第六条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する

取組に資するよう、その推進に当たって障壁となるような社

会における制度、慣行、観念その他一切のもの（次項におい

て「社会的障壁」という。）及び国内外における当該取組の

状況について、実態の調査並びに情報の収集、整理、分析及

び提供（同項及び第十一条において「実態の調査及び情報の

収集等」という。）を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に

関する取組に資するよう、当該地方公共団体における社会的

障壁及び当該取組の状況について、実態の調査及び情報の収

集等を行うよう努めるものとする。 

（啓発活動） 

第七条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参

画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必

要な啓発活動を行うものとする。 
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（環境整備） 

第八条 国及び地方公共団体は、議会における欠席事由の拡大

をはじめとする公選による公職等としての活動と妊娠、出産、

育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援す

るための体制の整備その他の政治分野における男女共同参画

の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整

備を行うものとする。 

（性的な言動等に起因する問題への対応） 

第九条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参

画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及び公職

の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関する言動

等に起因する問題の発生の防止を図るとともに、当該問題の

適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止に資する研修

の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要な施策

を講ずるものとする。 

（人材の育成等） 

第十条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参

画が推進されるよう、議会における審議を体験する機会の提

供、公選による公職等としての活動に対する関心を深めこれ

に必要な知見を提供する講演会等の開催の推進その他の人材

の育成及び活用に資する施策を講ずるものとする。 

（その他の施策） 

第十一条 国及び地方公共団体は、第七条から前条までに定め

るもののほか、第六条の規定による実態の調査及び情報の収

集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野

における男女共同参画の推進のために必要な施策を講ずるも

のとする。 

 

   附 則  

この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （令和三年六月一六日法律第六七号） 

この法律は、公布の日から施行する。 

 

107



資料編 

108 

11 埼玉県男女共同参画推進条例 

（平成 12 年 3 月 24 日条例第 12 号） 

個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれており、

男女平等の実現については、国際婦人年以来、国際連合が

「平等・開発・平和」の目標を掲げ、各国が連帯して取り組

んでいる。 

また、あらゆる分野における女性に対する差別の解消を目

指して、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条

約を軸に男女平等のための取組が積極的に展開され、国内及

び県内においても進められてきた。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに

基づく社会慣行は依然として根強く、真の男女平等の達成に

は多くの課題が残されている。 

一方、現在の経済・社会環境は、急激な少子・高齢化の進

展をはじめ、情報化、国際化など多様な変化が生じている。 

特に、埼玉県においては、核家族世帯率が高く、女性の労

働力率が出産・子育て期に大きく低下する傾向があり、また、

男性は通勤時間が長く、家事・育児・介護等の家庭生活にお

ける参画が必ずしも十分ではない。 

こうした現状を踏まえ、豊かで安心できる社会を築いてい

くためには、男女が、社会的文化的に形成された性別の概念

にとらわれず、その個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分

野に対等に参画できる男女共同参画社会の実現が重要である。 

ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現を目指すこと

を決意し、男女共同参画の推進についての基本理念を明らか

にしてその方向を示し、男女共同参画を総合的かつ計画的に

推進することにより、豊かで活力ある二十一世紀の埼玉を築

くため、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第一条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を

定め、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、並びに男女

共同参画の推進に関する施策について必要な事項を定めるこ

とにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自

らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に

責任を担うことをいう。 

 

 

 

二 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間

の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいず

れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相手

方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動により相

手方の生活環境を害することをいう。 

（基本理念） 

第三条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重

んぜられること、男女が直接的であるか間接的であるかを問

わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人と

して能力を発揮する機会が確保されること、女性に対する暴

力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されることを

旨として、行われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役

割分担等に基づく社会における制度又は慣行が男女の社会に

おける活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよ

う配慮されなければならない。 

３ 男女共同参画の推進は、県における政策又は民間の団体に

おける方針の立案及び決定に、男女が共同して参画する機会

が確保されることを旨として、行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協

力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生

活における活動及び社会生活における活動に対等に参画する

ことができるようにすることを旨として、行われなければな

らない。 

５ 男女共同参画の推進は、生涯にわたる性と生殖に関する健

康と権利が尊重されることを旨として、行われなければなら

ない。 

６ 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会における取組

と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画の

推進は、国際的な協力の下に行われなければならない。 

（県の責務） 

第四条 県は、男女共同参画の推進を主要な政策として位置付

け、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積極的格差是

正措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施す

るものとする。 

２ 県は、男女共同参画の推進に当たり、市町村、事業者及び

県民と連携して取り組むものとする。 

３ 県は、第一項に規定する施策を総合的に企画し、調整し、

及び推進するために必要な体制を整備するとともに、財政上

の措置等を講ずるように努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第五条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行う

に当たっては、男女が共同して参画することができる体制の
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整備に積極的に取り組むとともに、県が実施する男女共同参

画の推進に関する施策に協力するように努めなければならな

い。 

（事業者の責務） 

第六条 県民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地

域その他の社会のあらゆる分野に、自ら積極的に参画すると

ともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協

力するように努めなければならない。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第七条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、女

性に対する暴力を行ってはならない。 

２ 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、セクシ

ュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

（公衆に表示する情報に関する留意） 

第八条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固

定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び連想

させる表現並びに過度の性的な表現を行わないように努めな

ければならない。 

（県の施策等） 

第九条 県は、本県の特性を踏まえ、男女共同参画を推進する

ため、次に掲げる施策等を行うものとする。 

一 男女が共に家庭生活及び職業生活を両立することができ

るように、その支援を行うように努めること。 

二 広報活動等の充実により、男女共同参画に関する事業者

及び県民の理解を深めるとともに、学校教育をはじめとす

るあらゆる分野の教育において、男女共同参画を促進する

ための措置を講ずるように努めること。 

三 あらゆる分野における活動において、男女間に参画する

機会の格差が生じている場合、事業者及び県民と協力し、

積極的格差是正措置が講ぜられるように努めること。 

四 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合にあ

っては、積極的格差是正措置を講ずることにより、できる

限り男女の均衡を図ること。 

五 女性に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントの防

止に努め、並びにこれらの被害を受けた者に対し、必要に

応じた支援を行うように努めること。 

六 男女共同参画の取組を普及させるため、当該取組を積極

的に行っている事業者の表彰等を行うこと。 

七 民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動に資

するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずること。 

八 男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な事項及

び男女共同参画の推進を阻害する問題についての調査研究

を行うこと。 

（埼玉県男女共同参画審議会） 

第十条 埼玉県男女共同参画審議会（第十二条第三項において

「審議会」という。）は、男女共同参画の推進に資するため

に、次に掲げる事務を行う。 

一 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的

かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議すること。 

二 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、

必要に応じ、調査し、及び知事に意見を述べること。 

（総合的な拠点施設の設置） 

第十一条 県は、男女共同参画社会の実現に向けた施策を実施

し、並びに県民及び市町村による男女共同参画の取組を支援

するための総合的な拠点施設を設置するものとする。 

（基本計画の策定） 

第十二条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基

本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものと

する。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関す

る施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、県民の意見を

聴くとともに、審議会に諮問しなければならない。 

４ 知事は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表

するものとする。 

５ 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（苦情の処理） 

第十三条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する

施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められ

る施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害する要

因によって人権が侵害された場合の事案について、県内に住

所を有する者又は在勤若しくは在学する者（次項において

「県民等」という。）からの申出を適切かつ迅速に処理する

ための機関を設置するものとする。 

２ 県民等は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策

若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施

策について苦情がある場合、又は男女共同参画の推進を阻害

する要因によって人権を侵害された場合には、前項の機関に

申し出ることができる。 

３ 第一項の機関は、前項の規定に基づき苦情がある旨の申出

があった場合において、必要に応じて、前項の施策を行う機

関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録

を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必要があると認める

ときは、当該機関に是正その他の措置をとるように勧告等を

行うものとする。 

４ 第一項の機関は、第二項の規定に基づき人権を侵害された

旨の申出があった場合において、必要に応じて、関係者に対

し、その協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、必要が

あると認めるときは、当該関係者に助言、是正の要望等を行

うものとする。 

（年次報告） 

第十四条 知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共 
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同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする報告書

を作成し、及び公表するものとする。 

（委任） 

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第

十三条の規定は、同年十月一日から施行する。 
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12 坂戸市男女共同参画推進条例 

（平成 16 年 6 月 24 日条例第 14 号） 

日本国憲法には個人の尊重と法の下の平等がうたわれてお

り、本市では昭和 51 年に市民一人ひとりがよりよいまちに

するため人権を重んじるなどの５章を柱とする坂戸市民憲章

を制定した。これらを踏まえ、女性に対する差別の解消と地

位向上に向けた施策を展開し、男女共同参画の推進に取り組

んできた。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに

基づく社会慣行は依然として存在し、真の男女平等の達成に

はいまだ課題が残され、なお一層の努力が求められている。 

ここに、私たちは、実質的な男女共同参画社会の実現を目

指すことを決意し、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を

定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、

男女共同参画の推進に関する市の施策について必要な事項を

定めることにより、男女共同参画を計画的に推進し、もって、

男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(２) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女

間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること

をいう。 

(３) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相

手方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動によ

り相手方の生活環境を害することをいう。 

(４) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等に対する身

体的又は精神的な苦痛を与える暴力その他の行為のこと

をいう。 

(５) 事業者 市内に事務所若しくは事業所を有する法人そ

の他の団体又は市内に事務所若しくは事業所を有する個

人のことをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重

んぜられること、男女が直接的であるか間接的であるかを問

わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人と

して能力を発揮する機会が確保されること、女性に対する暴

力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されることを

旨として、行われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役

割分担等に基づく社会における制度又は慣行が男女の社会に

おける活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよ

う配慮されなければならない。 

３ 男女共同参画の推進は、市における施策又は事業者におけ

る方針の立案及び決定に、男女が共同して参画する機会が確

保されることを旨として、行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協

力と社会の支援の下に、家事、子育て、家族の介護その他の

家庭生活における活動及び就学、就労、その他の社会生活に

おける活動に対等に参画することができるようにすることを

旨として、行われなければならない。 

５ 男女共同参画の推進は、男女が互いの身体的特徴及び性に

関する理解を深めるとともに、性に関する個人の意思が尊重

され、生涯にわたる健康の保持が図られることを旨として、

行われなければならない。 

６ 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関

係を有していることを考慮して行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合

的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たり、国及び他の地方公共

団体、事業者並びに市民と連携し、率先して取り組むものと

する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し

男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共

同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければなら

ない。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地

域その他の社会のあらゆる分野で男女共同参画の推進に努め

るとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策

に協力するよう努めなければならない。 

（教育の推進） 

第７条 学校教育等教育に携わる者は、男女共同参画の理念に

基づき男女共同参画社会の形成に向けた教育を行うよう努め

なければならない。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第８条 何人も、家庭、職場、学校、地域等において、セクシ

ュアル・ハラスメントを行ってはならない。 
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２ 何人も、ドメスティック・バイオレンス及び虐待を行って

はならない。 

（公衆に表示する情報に関する留意） 

第９条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固

定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント等を助長し、

又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないよう努

めなければならない。 

（年次報告） 

第10条 市長は、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の

推進に関する施策の実施状況を明らかにする年次報告書を作

成し、これを公表するものとする。 

（基本計画） 

第11条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本

的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとす

る。 

２ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民の意見を

聴くとともに、坂戸市男女共同参画審議会に諮問しなければ

ならない。 

３ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表

するものとする。 

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（事業者及び市民の理解を深めるための措置） 

第12条 市は、事業者及び市民に対し広報活動等を通じて、基

本理念に関する理解を深めるよう適切な措置を講じるものと

する。 

（積極的格差是正措置） 

第13条 市は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆ

る分野における活動について、男女間に参画する機会の格差

が生じている場合、事業者及び市民と協力し、積極的格差是

正措置が講じられるよう努めるものとする。 

２ 市は、審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合

にあっては、積極的格差是正措置を講じることにより、男女

の均衡を図るものとする。 

（事業者及び市民の活動に対する支援） 

第14条 市は、事業者及び市民が行う男女共同参画の推進に関

する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を

講じるものとする。 

（推進体制の整備） 

第15条 市は、男女共同参画の推進に関する施策等について、

総合的かつ計画的に取り組むための組織の構築及び充実に努

めるものとする。 

（相談窓口） 

第16条 市は、男女共同参画の推進に関する総合相談窓口を設

置し、相談に応じるとともに必要な措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

（情報の収集及び分析） 

第17条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実

施するため、必要な情報の収集及び分析を行うものとする。 

（坂戸市男女共同参画審議会） 

第18条 男女共同参画の推進に資するため、坂戸市男女共同参

画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 市長の諮問に応じ、基本計画に関する事項その他男女

共同参画の推進に関する重要事項を審議すること。 

(２) 審議会の議決により、男女共同参画の推進に関する重

要事項について調査研究し、市長に意見を述べること。 

３ 審議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者の

うちから市長が委嘱する。 

(１) 関係団体の代表者 

(２) 学識経験者 

(３) 市民の代表者 

(４) その他市長が必要と認める者 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委任） 

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

附 則 

１ この条例は、平成 16 年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和 31 年坂戸町条例第 15 号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 
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13 男女共同参画のあゆみ 
 

年 世界的な動き 全国的な動き 埼玉県の動き 坂戸市の動き 

1975 
（昭 50） 

・国際婦人年（目標:平

等、発展、平和） 

・国際婦人年世界会議

（メキシコシティ）「世

界行動計画」採択 

・「婦人問題企画推進本

部」設置 
 

 

1976 
（昭 51） 

・1976 年から 1985 年まで

を「国連婦人の十年」

とする 

・民法改正（離婚後婚氏

制度の新設） 

 

 

1977 
（昭 52） 

 ・「国内行動計画」策定 

・総理府「国内行動計画

前期重点目標」発表 

 

 

1979 
（昭 54） 

・国連第 34 回総会「女子

差別撤廃条約」採択 

  

 

1980 
（昭 55） 

・「国連婦人の十年」中間

年世界会議（コペンハ

ーゲン） 

・「国連婦人の十年後半期

行動プログラム」採択 

・民法改正（配偶者の相

続分改正、寄与分制度

新設） 

・「婦人の地位向上に関

する埼玉県計画」策定 

 

1981 
（昭 56） 

 ・「国内行動計画後期重点

目標」策定 

 

 

1983 
（昭 58） 

   ・総合振興計画に「婦人

の地位向上」が位置付

けられる 

1984 
（昭 59） 

・「国連婦人の十年世界会

議のためのESCAP地域政

府間準備会議」（東京） 

・労働省婦人少年局を婦

人局に改称 

・総理府「国連婦人の十

年世界会議に向けての

全国会議」開催 

・「婦人の地位向上に関

する埼玉県計画」（修

正版）策定 

 

1985 
（昭 60） 

・「国連婦人の十年」ナイ

ロビ世界会議（西暦

2000 年に向けての）「婦

人の地位向上のための

ナイロビ将来戦略」採

択 

・「国籍法」改正 

・「男女雇用機会均等法」

公布 

・「女子差別撤廃条約」批

准 

 ・婦人問題連絡会議を設

置 

1986 
（昭 61） 

 ・高校の家庭科男女共修

決定 

・婦人問題企画推進本部

拡充：構成を全省庁に

拡大、婦人問題企画推

進有識者会議開催 

・「男女平等社会確立の

ための埼玉県計画」策

定 

 

1987 
（昭 62） 

 ・「西暦2000年に向けての

新国内行動計画」策定 

 ・婦人問題意識調査を実

施 
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1988 
（昭 63） 

   ・婦人問題懇話会を設置 

1989 
（昭和 64

／平元） 

・「児童の権利に関する条

約」採択 

・「婦人の現状と施策」報

告書第１回発表 

 ・市民部に婦人青少年課

を設置 

1990 
（平 2） 

・国連婦人の地位委員会

拡大会期 

・国連経済社会理事会

「婦人の地位向上のた

めのナイロビ将来戦略

に関する第１回見直し

と評価に伴う勧告と結

論」採択 

 ・「男女平等社会確立の

ための埼玉県計画」

（修正版）策定 

・婦人問題懇話会活動誌

「あゆみ」刊行 

1991 
（平 3） 

 ・「西暦2000年に向けての

新国内行動計画」第１

次改定 

・「育児休業法」公布 

 

 

・「男女平等社会を実現す

るためにとるべき方

策」を諮問。答申は平

成４年 

・女性に関する意識調査

を実施 

1992 
（平 4） 

 ・初の「婦人問題担当大

臣」誕生 

  

1993 
（平 5） 

・「女性に対する暴力撤廃

に関する宣言」採択 

・パートタイム労働法施

行 

 ・女性行動計画策定委員

会を設置 

1994 
（平 6） 

・国際家族年 

・「開発と女性」に関する

第２回アジア・太平洋

大臣会議（ジャカル

タ） 

・国際人口・開発会議を

カイロで開催 

・「児童の権利に関する条

約」批准 

・「男女共同参画室」設置 

・「男女共同参画審議会」

設置（政令） 

・「男女共同参画推進本部

設置」 

  

1995 
（平 7） 

・第４回世界女性会議：

平等、開発、平和のた

めの行動（北京）「北京

宣言及び行動綱領」採

択 

・「育児休業法」改正（介

護休業制度の法制化） 

・「2001 彩の国男女共同

参画プログラム」策定 

・「さかど女性プラン」を

策定 

1996 
（平 8） 

・「第15回女子差別撤廃委

員会」ニューヨークで

開催 

・「第 83 回 ILO 総会」開

催。家内労働に関する

条約及び勧告を採択 

・男女共同参画審議会答

申「男女共同参画ビジ

ョン」 

・男女共同参画推進連絡

会議（えがりてネット

ワーク）発足 

・「男女共同参画2000年プ

ラン」策定 

 ・情報誌「あした」を創

刊 

1997 
（平 9） 

 ・男女共同参画審議会設

置（法律） 

・「男女雇用機会均等法」

改正 

・「介護保険法」公布 
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1998 
（平 10） 

 ・男女共同参画審議会答

申「男女共同参画社会

基本法について」 

・女性 2000 年会議日本国

内委員会設置 

 ・市民環境部に女性政策

課を設置 

・婦人問題懇談会を男女

共同参画懇談会に名称

変更 

・婦人問題連絡会議を男

女共同参画推進庁内連

絡会議に名称変更 

1999 
（平 11） 

・「ESCAP ハイレベル政府

間会議」（バンコク） 

・「改正男女雇用機会均等

法」「育児・介護休業

法」全面施行 

・「男女共同参画社会基本

法」公布・施行 

 

 

2000 
（平 12） 

・国連特別総会「女性

2000 年会議：21 世紀に

向けての男女平等・開

発・平和」開催（ニュ

ーヨーク） 

・「政治宣言」及び「北京

宣言及び行動綱領実施

のための更なる行動と

イニシアチブ」採択 

・「男女共同参画基本計

画」策定 

・「埼玉県男女共同参画

推進条例」制定 

・男女共同参画に関する

市民意識調査を実施 

2001 
（平 13） 

 ・「男女共同参画会議」設

置 

・「男女共同参画局」設置 

・「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する法律」公布・施

行 

 ・男女共同参画行動計画

策定部会の設置 

2002 
（平 14） 

  ・「埼玉県男女共同参画

推進プラン 2010」策定 

・埼玉県男女共同参画推

進センター「With You 

さいたま」開設 

・「さかど男女共同参画プ

ラン」を策定 

2003 
（平 15） 

 ・「次世代育成支援対策推

進法」公布・施行 

 ・女性政策課を男女共生

課に名称変更 

2004 
（平 16） 

 ・「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する法律」の改正 

・「With You さいたま女

性チャレンジ支援事

業」実施 

・「坂戸市男女共同参画推

進条例」制定 

2005 
（平 17） 

・第 49 回国連婦人の地位

委員会（国連「北京＋

10」世界閣僚級会合）

（ニューヨーク） 

 

・「男女共同参画基本計画

（第２次）」策定 

・「さいたま輝き荻野吟

子賞」創設 

・「男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策

の基本的な方向」を諮

問。答申は平成 19 年 

・坂戸市男女共同参画審

議会を設置 

・坂戸市男女共同参画基

本計画策定部会を設置 

2006 
(平 18） 

 ・「育児・介護休業法」改

正 

・「男女雇用機会均等法」

改正 

・「配偶者等からの暴力

防止及び被害者支援基

本計画」策定 
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2007 
（平 19） 

・第２回東アジア男女共

同参画担当大臣会合

（ニューデリー） 

・「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する法律」改正 

・「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バラン

ス）憲章」及び「仕事

と生活の調和推進のた

めの行動指針」策定 

 ・坂戸市男女共同参画基

本計画（後期）「さかど

男女共同参画プラン」

を策定 

2008 
（平 20） 

 ・「パートタイム労働法」

改正 

・埼玉県女性キャリアセ

ンター開設 

 

2009 
（平 21） 

 ・「育児・介護休業法」改

正 

・「配偶者等からの暴力

防止及び被害者支援基

本計画」改正 

 

2010 
（平 22） 

・第 54 回国連婦人の地位

委員会（北京＋15）（ニ

ューヨーク） 

・「男女共同参画基本計画

（第３次）」策定 

 ・男女共同参画に関する

市民意識調査を実施 

2011 
（平 23） 

・ジェンダー平等と女性

のエンパワメントを設

立 

   

2012 
（平 24） 

 ・「女性の活躍による経済

活性化行動計画」策定 

・産業労働部ウーマノミ

クス課を設置 

・「埼玉県男女共同参画

基本計画」策定 

・「配偶者等からの暴力

防止及び被害者支援基

本計画」改正 

・第３次坂戸市男女共同

参画基本計画（前期）

「さかど男女共同参画

プラン」を策定 

2013 
（平 25） 

 ・「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等

に関する法律」施行 

 

 

2014 
（平 26） 

・第 58 回国連婦人の地位

委員会「自然災害にお

けるジェンダー平等と

女性のエンパワーメン

ト」を採択 

   

2015 
（平 27） 

・「持続可能な開発のため

の 2030 アジェンダ」

（SDGs）採択 

・「第４次男女共同参画基

本計画」策定 

・「女性活躍推進法」公

布・施行 

 ・男女共生課を人権推進

課と統合 

・男女共同参画に関する

市民意識調査を実施 

2016 
（平 28） 

     

2017 
（平 29） 

  ・「埼玉県男女共同参画

基本計画」策定 

・「配偶者等からの暴力

防止及び被害者支援基

本計画（第４次）」策

定 

・第３次坂戸市男女共同

参画基本計画（後期）

「さかど男女共同参画

プラン」を策定 

2018 
（平 30） 

 ・「政治分野における男女

共同参画の推進に関す

る法律」公布・施行 

・「働き方改革関連法」公

布 
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2019 
（平 31／

令元） 

 ・「女性活躍推進法」改正 

・「ＳＤＧｓ実施指針改定

版」策定 

  

2020 
（令 2） 

・国連「北京＋25」記念

会合（第 64 回国連女性

の地位委員会（ニュー

ヨーク）） 

・「第５次男女共同参画基

本計画」策定 

 ・男女共同参画に関する

市民意識調査を実施 

・「坂戸市パートナーシッ

プ宣誓制度」を開始 

2021 
（令 3） 

 

・「政治分野における男女

共同参画の推進に関す

る法律」改正 

 

 

2022 
（令 4） 

 

 ・「埼玉県男女共同参画

基本計画」策定予定 

・「配偶者等からの暴力

防止及び被害者支援基

本計画（第５次）」策

定予定 

・第４次坂戸市男女共同

参画基本計画（前期）

「さかど男女共同参画

プラン」を策定 
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第４次坂戸市男女共同参画基本計画（前期計画） 

さかど男女共同参画プラン 
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