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地域の防災におけるジェンダーの状況を示す既存データ

フェーズ 項目 内容 データの概要 関連するデータ・ファクト

・性別役割分業に基づく「妻・母親役割」を想定した講座や研修のプログラムが多い
防災講座（女性対象）の内容　（例えばある
自治体の講座や研修の年間構成の実例等）

「防災における女性のリーダーシップ推進に関する調査研究」（ソフィア研究所）報告書
http://www.gender.go.jp/policy/saigai/pdf/kenshu_bousai_houkoku.pdf

・未婚や子どもがいない女性、乳幼児がいる女性、仕事をもつ女性への配慮がなされないことが多い。

防災訓練や防災講座の開催時間等の状況
（例えばある自治体の講座や研修の年間構成
の実例等）

「平成29年リーダー会年間予定表」（立川市）http://www.kousaikai.com/volunteer/plan.html
「女性防災講座～知っておきたい女性のための防災知識」（立川市）
http://www.city.tachikawa.lg.jp/danjo/joseibousai.html
「平成29年度『女性のための防災講座』」（伊豆の国市）
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/tiiki/shiminkyoudou/danjyo/izunokunijyoseikouza.html

・地域とのつながりが希薄になりがちな人の情報へのアクセスが脆弱となることがある
高齢者の地域社会への参加率、地域活動に関
する意識

「日常生活における防災に関する意識や活動についての調査」（内閣府）
「高齢社会白書」（内閣府）http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2014/zenbun/s1_2_1.html
「平成25年度 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査結果」（内閣府）
http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h25/sougou/zentai/index.html
概要版→http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h25/sougou/gaiyo/pdf/kekka1.pdf
「統計からみた我が国の高齢者（65 歳以上）」（H26、総務省）
http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics84.pdf
「仙台市町内会等実態調査報告書」（H27、仙台市）https://www.city.sendai.jp/machizukuri-
kakuka/kurashi/manabu/chiikikatsudo/chiiki/documents/tyounaikai_saishuuhoukokusho_2.pdf
「女性の社会参加に関する意識調査」（H27、奈良県）→(12) 地域社会への貢献
http://www.pref.nara.jp/secure/135708/zennbun.pdf
「専業主婦の就労・社会参加意識－潜在的労働力を引き出すために－」（H27、第一生命経済研究所）
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/ldi/2015/wt1507.pdf

防災会議・
計画への参
画

・防災人材に女性が少ない、計画に女性への配慮が少ない
地域防災計画・避難所マニュアル等への記載
の有無、参画率、消防団の女性の割合

「消防防災・震災対策現況調査」（消防庁）
「男女共同参画の視点でつくる避難所運営ガイド2014」（川崎市）
http://www.scrum21.or.jp/challenge/%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A6%96%E7
%82%B9%E3%82%92%E6%B4%BB%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E9%98%B2%E7%
81%BD%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF/#bousa
i1
「消防団員数等一覧表（女性・学生・機能別団員数）（速報値）資料３（総務省、平成29年７月28日）
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/07/290728_houdou_2.pdf
【表5】女性消防団員を採用している消防団数及び割合の推移（日本消防協会調べ）（H19~28）
http://www.nissho.or.jp/contents/static/syouboudan/toukei-data.html

災害に強い
街づくり ・就業場所などと自宅・子育て等の場が離れていることが災害時に脆弱となる 女性の労働力率と職住近接通勤時間

「国勢調査」（総務省）、「首都圏白書」（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/hakusyo/syutoken_hakusyo/h16/images/h16syutoken_005.pdf
「平成27年版　働く女性の実情」（厚生労働省）http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135522.html
「社会生活基本調査」（総務省統計局）http://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/rank/rank3.htm
「女性の年齢階級別就業率」（女性の活躍推進が求められる日本社会の背景、厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-
Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000051535_1.pdf
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フェーズ 項目 内容 データの概要 関連するデータ・ファクト

・女性の収入面から来る居住水準の低さが直接死につながる可能性が高い（高齢女性・母子家庭・非正規雇用） 世帯年収と災害危険区域の重ね合わせ

「災害年報」（消防庁）、被害状況報告書（内閣府等）
「国民生活基礎調査」（厚生労働省）
「女性の年齢階級別就業形態」（女性の活躍推進が求められる日本社会の背景、厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-
Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000051535_1.pdf

・災害予防への情報や制度へのアクセスへの不足が脆弱となる可能性がある
社会保障や基本的制度に関する認知度の男女
差

「通信利用動向調査」（総務省）、「日常生活における防災に関する意識や活動についての調査」（内閣府）

・災害危険地域への居住（居住・安全にかける資金の低さなど）により避難が遅れる可能性がある 木密世帯数、旧耐震基準住宅数
「住宅・土地統計調査」（総務省統計局）
「「地震時等に著しく危険な密集市街地」について」（H24、国土交通省）
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000102.html

・自分が要配慮者（高齢者・妊産婦）であり、避難が遅れる可能性がある
要介護者数、介護者数、例えばある自治体の
災害時要援護者避難支援登録数の内訳

「衛生行政報告例（男女・年齢）」「介護給付費等実態調査（件数のみ）」「福祉行政報告例（年齢）」
「災害時要援護者避難支援制度の取組事例」
http://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000016/16622/idakyowakaidai4tyokai.pdf
「市町村における全体計画・災害時要援護者名簿・個別計画の策定・整備状況（都道府県別）」（H25、総務
省、災害時要援護者の避難支援対策の調査結果より）
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2507/250705_1houdou/01_houdoushiryou.pdf

・要配慮者（介護が必要な人・高齢者・障害者・乳幼児）の存在により避難が遅れる可能性がある

要介護者数、介護者数、消防士、消防団、自
治体防災職員、医療・衛生・生活支援対応者
（医師、看護師、介護職員、社会福祉士、民
生委員）

「衛生行政報告例（男女・年齢）」「介護給付費等実態調査（件数のみ）」「福祉行政報告例（年齢）」
「仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査」（H24、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会
社)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/dl/h24_itakuchousa05.pdf

被災者支援 ・救助・救援、医療及び消火活動、ライフラインの復旧等に子育てや介護等の家庭的責任を有する人がいる

消防士、消防団、自治体防災職員、医療・衛
生・生活支援対応者（医師、看護師、介護職
員、社会福祉士、民生委員）

「民生委員、制度誕生から１００年　６０代以上８割、後継者不足も」（産経ニュース）
http://www.sankei.com/life/news/170824/lif1708240010-n1.html
「民生・児童委員の活動等の実態把握及び課題に関する調査・研究事業報告書」（日本総合研究所）
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/pdf/6812.pdf

・地域の避難所での受入れ困難（体力）、支援物資（靴、生理用品、乳幼児用物資）が不足 想定避難者受入れ数と予想訪問数（？）
「避難者に係る対策の参考資料」（内閣府）
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/senmon/shutohinan/pdf/sanko01.pdf

・日中子供と居場所が離れていることで保護者がその場に留まれず移動を開始する 通勤・通学時間（都市部/地方部）

「国民生活時間調査」（総務省統計局）「社会生活基本調査報告」（総務省統計局）
「学校基本調査」（学校調査）（文部科学省）、「社会福祉施設等調査報告（保育所数）」（厚生労働省）
http://www.stat.go.jp/library/faq/faq22/faq22a01.htm
「都内の保育サービスの状況について」（H29、東京都）
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/07/25/07.html
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フェーズ 項目 内容 データの概要 関連するデータ・ファクト

・避難所での性別固定分業により女性が決定に参加しにくい。
女性の性別役割意識アンケートはあるのか。
属性等は??

「避難所における女性の状況　避難者・支援者、男性による壁・女性による壁」（自治労神奈川県本部）
http://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/report/rep_hyogo34/12/1204_yre/index.htm

・固定的な性別意識による避難生活のしにくさ（着替え、風呂・トイレ、物資支給（下着・洋服等）、避難所
スペース区分け等の不自由、ストレス、偏見、プライバシーの意図しない広まり）

地域防災計画・避難所マニュアル等への多様
性配慮の記載の有無、参画率、避難所運営者
や消防団の女性の割合

「災害時に女性（男性）が直面する困難と男女共同参画による対策」（H24、内閣府）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/h24_kentoukai/3/pdf/1_1.pdf
「男女共同参画の視点で取り組む防災ハンドブック」（栃木県）
http://www.parti.jp/jouhou/data/03_bousai_shien_4.pdf
（P14＜参考＞　災害時のセクシュアルマイノリティの困難）
「平成28年度避難所における被災者支援に関する事例等」（H29、内閣府）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/houkokusyo.pdf
「各避難所のレイアウト」（2017年2月15日、三島市）
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/bousai/detail006325.html

・女性の災害対応労働への対価は支払われないことが多い。
性別による労働への対価に関する世間の意
識、各性別での意識等（アンケート??）

「特集 必見！！女性目線の防災対策～避難所での生活編～」（板橋区立男女平等推進センター）
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/055/attached/attach_55672_11.pdf

・避難所内の性別分業と日常の役割「家事、介護、子育て」に加え、災害時の福祉サービスの低下」により重労働化 要介護者数、介護者数　災害時の事例収集 「衛生行政報告例（男女・年齢）」「介護給付費等実態調査（件数のみ）」「福祉行政報告例（年齢）」

・衛生が保てないこと（トイレ・風呂・洗濯等）による疾患の発生
衛生面の悪化と疾病発生率との相関等、災害
時の事例収集

「被災者の本音、女性が抱える避難所ストレス」（ニューズウィーク日本版）
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/04/post-4959.php

・乳幼児・子供・障害者を連れている家族が少ないこと（泣き声等や好奇の目）で避難所に居づらい
要援護者数、世帯数　性別分担意識の強さ
（アンケート等）

「平成28年度避難所における被災者支援に関する事例等」（H29、内閣府）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/houkokusyo.pdf

・更衣室や授乳室がない、仕切りがなく治安など不安やストレスが発生 災害時の事例収集（避難所アンケート等）

「災害時における女性のニーズ調査」（H23、内閣府）
http://www.bousai.go.jp/jishin/chihou/bousai/6/pdf/1.pdf
「平成28年度避難所における被災者支援に関する事例等」（H29、内閣府）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/houkokusyo.pdf

・子供が遊べる場がないなどのストレスへの心配
子供がいる世帯数　災害時の事例収集（避難
所アンケート等）

「国民生活基礎調査」（厚生労働省）
「子どもの心の対応マニュアル」（日本小児科学会）
http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/kodomonokokoronotaiou.pdf
「避難所で子ども達はどう過ごしているか　熊本地震」（2016.05.02、日経デュアル）
http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=8408&page=3
「子どもに対する心のケア　子どもの災害のショックによるストレス反応」（災害看護　命を守る知識と技術
の情報館）http://www.coe-cnas.jp/group_psyc/manual/manual02/04.html

・出産のタイミング、処置、出産前後のケア、ストレス（母乳などへの影響）、子育て相談への支援不足 子供がいる世帯数　避難所ニーズ調査等
「国民生活基礎調査」（厚生労働省）
「平成28年度避難所における被災者支援に関する事例等」（H29、内閣府）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/houkokusyo.pdf

・支援制度等の世帯主主義による義援金・支援金・補償金などへのアクセスの欠如
政治・政策・制度への興味関心（アンケー
ト）

「義援金の配分について」（宮城県、平成23年度「知事への提案」に寄せられた御意見・御提案の紹介よ
り）http://www.pref.miyagi.jp/site/gyoseisabisu/23teiannaiyou.html

・（とりわけDV 被害女性や配偶者を亡くした家庭）
一人親世帯数　専門支援員・窓口等の設置の
実態

「全国母子世帯等調査」（厚生労働省）

・避難所物資に粉ミルク、生理用ナプキン、紙オムツ以上の配慮が必要
女性の割合、乳幼児の割合　備蓄品への配慮
の記載等

「災害支援にジェンダーの視点を！こんな支援が欲しかった！現場に学ぶ、女性と多様なニーズに配慮した災
害支援事例集」（東日本大震災女性支援ネットワーク）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/h24_kentoukai/3/pdf/1_3.pdf

・生理用品のサイズ選択等、PMS（薬等）、離乳・幼児食（アレルギー対応） 避難所ニーズ調査
「災害支援にジェンダーの視点を！こんな支援が欲しかった！現場に学ぶ、女性と多様なニーズに配慮した災
害支援事例集」（東日本大震災女性支援ネットワーク）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/h24_kentoukai/3/pdf/1_3.pdf

・トイレ問題（衛生面やスペース問題等）による疾患、災害関連死の発生 災害関連死　災害時事例の収集
「東日本大震災における震災関連死に関する原因等（基礎的数値）について（未定稿）」
(2012.7.13発表）（復興庁）http://www.nippon-foundation.or.jp/news/pr/2016/img/59/1.pdf
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フェーズ 項目 内容 データの概要 関連するデータ・ファクト

・DV被害・児童虐待家庭の安否確認への配慮が難しい DV被害者数　事件に発達した事例等

「配偶者からの暴力に関するデータ」（内閣府男女共同参画局）、「ストーカー事案及び配偶者からの暴力事
案等への対応状況」警察庁
「東日本大震災「災害・復興時における女性と子どもへの暴力」に関する調査報告書」（H27、東日本大震災
女性支援ネットワーク）http://oxfam.jp/gbvreport.pdf

・周囲の目や非常時であることから声を上げられない、事件性がないと被害として認めてもらえることが少ない 災害時事例の収集

「犯罪統計」（警察庁）（災害所以かは不明）、警察庁資料、内閣府男女共同参画局資料
「避難所・避難先では困っている女性や子どもを狙った性被害・性暴力、ＤＶなどが増加します」（熊本市男
女共同参画センターはあもにい）http://harmony-
mimoza.org/staff_blog/docs/%E6%80%A7%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%AD%A2
0122.pdf
「明らかになったDV被害 ─東日本大震災後の女性たち─」（NHK）http://www.nhk.or.jp/heart-
net/tv/summary/2015-01/15.html

弱者・子供
への暴力

（DV・性被
害）
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フェーズ 項目 内容 データの概要 関連するデータ・ファクト

被災者の災
害対応

・被災者が支援者となる場合の保育・介護支援、生活復旧・再建支援が必要

各地域における消防士、消防団、自治体防災
職員、医療・衛生・生活支援対応者（医師、
看護師、介護職員、社会福祉士、民生委員）
の対人口比と男女比

「消防本部における女性職員の更なる活躍に向けた検討会報告書｣（H27、総務省）
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/07/270729_houdou_2.pdf
「消防団員数等一覧表（女性・学生・機能別団員数）（速報値）資料３（総務省、平成29年７月28日）
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/07/290728_houdou_2.pdf
【表5】女性消防団員を採用している消防団数及び割合の推移（日本消防協会調べ）（H19~28）
http://www.nissho.or.jp/contents/static/syouboudan/toukei-data.html
「防災業務に従事する人員の状況」（内閣府）http://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/pdf/siryo1-
3.pdf
「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/14/
「平成27年度福祉行政報告例の概況」（厚生労働省）→6.民生委員関係
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/15/index.html
「平成19年度介護労働実態調査」（(財)介護労働安定センター）
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1003-11f_0002.pdf
「平成19年賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）
「介護労働の現状」（厚生労働省）http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-
Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000071241.pdf
「介護福祉士を取り巻く現状について」（H23、日本介護福祉士会）
http://www.jaccw.or.jp/pdf/chosakenkyu/H23/nintei_1st_kento_siryou003.pdf

・ボランティアの性被害、ハラスメント
災害時の事例収集　（ボランティアする側、
受け入れる側含め）

「犯罪統計」（警察庁）（災害所以かは不明）、警察庁資料、内閣府男女共同参画局資料
「「ボランティアなんだから体を提供しろ」と女性ボランティアを襲った被災者に実刑―震災と犯罪」
https://matome.naver.jp/odai/2132462123516938501

・性別役割分担による望まない仕事の割り振り 災害時の事例収集
「減災と男女共同参画の課題と今後の対応」（内閣府）
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/hinanzyokakuho/02/pdf/siryo3.pdf

・下着、防犯ベル、化粧品、ベビーバス　自立のための物資が不足 避難所マニュアル等への記載の有無
「女性の視点を取り入れた避難場所運営の取組について」（札幌市）
http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/koho/documents/jyoseinoshiten.pdf

・在宅避難者が物資を受け取れない（女性が介助者としてつくことが多い）
災害時の事例収集（物資のラストワンマイル
系？）

「避難に関する総合的対策の推進に関する実態調査結果報告書」（平成25年、内閣府）
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/houkokusho/hinan_taisaku/pdf/hinan_taisaku_houkokusyo.pdf

・配偶者を亡くし、シングルマザーとなった女性と子どもたちに支援が行き届かない。支援が必要になった人を把握できず、支援
の穴が生じる。

一人親世帯数　専門支援員・窓口等の設置の
実態

「全国母子世帯等調査」（厚生労働省）
「東日本大震災で被災した母子家庭の生活困窮」（特定非営利活動法人マザーリンク･ジャパン）
http://www.motherlink-japan.org/singlemama/fatherless/index.html
「ひとり親家庭・女性相談窓口一覧」（東京都福祉保険財団）
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/soudan2/000ichiran/005hitorioyajosei_ichiran.html
「【3.11】復興政策や福祉政策からこぼれ落ちる被災地のシングルマザーたち 悪化する「貧困」と「孤
独」」（2014年03月31日）
http://www.huffingtonpost.jp/2014/03/31/singlemother_n_5061000.html

・保育・介護支援が不十分な状況下での家庭の応急復旧、就労、子供の安全の確保
災害時の事例収集　避難所への保育/介護ス
ペース設置の例（あるか？）

「国民生活基礎調査」(厚生労働省)
「4　児童のいる世帯の状況」（厚生労働省）http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-
tyosa10/1-4.html
「子どものいる世帯の生活状況及び保護者の就業に関する調査」(独立行政法人労働政策研究・研修機構）
http://www.jil.go.jp/institute/research/2012/documents/095.pdf
「被災地シングルマザーの就労支援　パソコンや簿記、無料で講習 」（2015/9/2付日本経済新聞電子版）
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HCR_S5A900C1CC0000/
「被災シングルマザーからの提言：聞き取り調査みえてた困難と求められる支援の在り方」（2013.3.26、し
んぐるまざーず・ふぉーらむ）http://www.single-mama.com/opinion/hisai-singlemother-teigen.html
「在宅医療・介護の推進について」（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/zaitakuiryou_00.pdf
「妊産婦・乳幼児を守る災害対策ガイドライン」（平成26年3月改訂、東京都）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/shussan/nyuyoji/saitai_guideline.html
「男女共同参画の視点で取り組む防災ハンドブック」（栃木県）
http://www.parti.jp/jouhou/data/03_bousai_shien_4.pdf

ボランティ
ア

物資

生活復旧

災
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旧
）
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・ストレス・DV等への発展、アルコール依存症の発症 災害時の事例収集

「犯罪統計」（警察庁）（災害所以かは不明）、警察庁資料、内閣府男女共同参画局資料
「IV.　震災後の虐待・DV・離婚等の問題とその支援について」（2013 年9 月21 日、チャイルドラインみ
やぎ）http://cl-miyagi.org/wp-
content/uploads/2014/05/24c5c4b84ad65763f82363dd2ed1388b.pdf
「特集：災害時におけるジェンダーに基づく暴力　復興期のDV」（国際ジェンダー学会、講演会資料）
http://www.isgsjapan.org/journal/files/12_yahata_etsuko.pdf

・仮設住宅におけるDV・児童虐待の増加、死角が増えることによる犯罪の発生・治安の悪化
児童虐待相談件数　（災害前後の研究結果等
はあるか）

「児童相談所での児童虐待相談対応件数」（厚生労働省）
「I.　チャイルドラインから見る震災後の子どもへの暴力」（2013 年9 月21 日、チャイルドラインみや
ぎ）http://cl-miyagi.org/wp-content/uploads/2014/05/24c5c4b84ad65763f82363dd2ed1388b.pdf
「【図解・社会】東日本大震災2年・各県警へのＤＶ相談件数（2013年3月10日）」
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jishin-higashinihon20130308j-07-w270

・非正規雇用による雇い止め、生活の経済的逼迫、単身者の失職による孤立化 災害時の事例収集

「就業構造基本調査」「労働力調査」（厚生労働省）、
「家計調査」（総務省）
「被災地の雇用情勢」（厚生労働省）http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001sfqh-
att/2r9852000001sfua.pdf
「東日本大震災が雇用に及ぼす影響～阪神・淡路大震災から得た教訓を基に～」（2011 年9 月26 日、三菱
UFJリサーチ＆コンサルティング）
http://www.murc.jp/thinktank/economy/analysis/research/er_110926.pdf

・男性の一人親世帯の男性の育児・介護問題、支援へのアクセス、周囲の理解（ストレス・ハラスメント、解雇等） 男性の一人親世帯数　アンケート意識調査等

「男女共同参画白書」（内閣府男女共同参画局）、「国勢調査」（総務省）
「震災父子家庭を取り巻く支援格差の現状～遺族年金と母子及び寡婦福祉法の問題」（東日本大震災女性支援
ネットワーク）http://risetogetherjp.org/?p=3364
「III.　震災後の父子家庭の現状と課題」「IV.　「東日本大震災後のひとり親家庭調査事業」の報告」
（2013 年9 月17 日、チャイルドラインみやぎ）http://cl-miyagi.org/wp-
content/uploads/2014/05/e04a06b84b824292c49b0b3722738ea9.pdf

・再就職活動中の保育・介護支援の必要
ハローワーク等で平時の需要含め何か言って
いる資料はないか？

「マザーズハローワーク・マザーズコーナー」（ハローワーク）
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/mother.html
「母子家庭等就業・自立支援センター事業について」（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062967.html

・性的少数者への認識差や日本での制度未発展による生活再建のしにくさ
性的少数者の割合　多様性を認める施策を行
う自治体の数

LGBTに関する職場の意識調査（日本労働組合総連合会）https://www.jtuc-
rengo.or.jp/info/chousa/data/20160825.pdf、LGBT当事者アンケート調査（NHK）
http://www.nhk.or.jp/d-navi/link/lgbt/

・災害後のフェーズの女性の希望職種と求人にミスマッチが生じやすく、女性が新たに仕事を得ることが難しい 災害発生後の求職内容　職種・業種別等
「被災地の女性からの雇用に関するメッセージ」（東日本大震災女性支援ネットワーク）
http://risetogetherjp.org/?p=139

・性別役割分業で復興計画策定時に女性の参画が少なく、復興まちづくりに女性の意見が反映されない

防災計画・事前復興計画等へのジェンダーへ
の配慮の記載の有無（参画率等）、行政の施
策・政策・計画への関心の高さ（男女比、世
代比）

「ジェンダーの視点から防災・災害復興を考える─男女共同参画社会の地域防災計画」（論文）
http://www.fukkou.net/research/bulletin/files/book_008_yamaji.pdf

・復興に関するアンケートは世帯主宛が多い
世帯主の男女比、自治体アンケートの対象者
の実態

「国勢調査（世帯の家族類型）」（総務省）、

・コミュニケーションが苦手な男性や性的少数者をはじめとする孤立・引きこもり
引きこもり数（平時）、性別コミュニケー
ション力

「子供・若者白書(旧青少年白書)」（内閣府）
「若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態調査）」（H22、内閣府）
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikikomori/pdf_index.html

・レスパイトケアの必要 レスパイトケア利用率　需要
「短期入所生活介護におけるレスパイトケアのあり方及び在宅生活の継続に資するサービス提供の在り方に関
する調査研究事業」（日本介護支援専門員協会）

応急仮設住
宅の運営・
管理

・高齢者の孤立、心身の健康の維持、孤独死・引きこもり 高齢者独居世帯数
「高齢社会白書」（内閣府）、「国勢調査」（総務省）
「東日本大震災被災者・避難者の健康増進 」（2013/10/31  、論文）
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjbm/19/2/19_1303/_html/-char/ja/

治安・女性
への暴力

（DV・性被
害）

生活再建・
基盤

復興政策決
定等への女
性参画
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応急仮設の
点在 ・毎日の生活の買い物等の不便、病院・学校等へのアクセスの悪さ 復興都市のニーズ調査等

「大槌町仮設住宅住民アンケート調査報告書」（2012 年3 月、岩手大学震災復興プロジェクト）
http://www.iwate-u.ac.jp/reconstruct/file/otsuchi_question.pdf
「第２回応急仮設住宅の居住環境等に関するプロジェクトチームの資料について」（H23、厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001pw1l.html

・実態やニーズの把握、継続的支援が困難になる 広域避難者に対する実態/ニーズ調査等
「社会福祉協議会における広域避難者支援に関する実態調査　調査報告書」（H25、東日本大震災支援全国
ネットワーク広域避難者支援活動）http://www.jpn-
civil.net/2014/archive/docfiles/Kouiki_Report_201308.pdf

・慣れない家族構成での避難生活による過労やストレス 広域避難者に対する実態/ニーズ調査等
「都内避難者アンケート調査結果」（H25、東京都）
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/05/DATA/60n5l100.pdf

広域避難
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