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２ 計画策定の背景 

 
（１）国際連合(以下「国連」という。）を中心とした世界の動き 

 
 国連においては、すべての人間の尊厳を保障し、人種や性別による差別等の禁止を

定めた「世界人権宣言」を昭和２３年（１９４８年）の国連総会で採択した後、定期

的に人権問題を取り上げてきましたが、昭和４７年（１９７２年）の第２７回国連総

会において、性差別撤廃に世界的規模の行動で取り組むため、昭和５０年（１９７５

年）を「国際婦人年」とすることを決議しました。 
さらに翌年から始まる１０年間を「国連婦人の十年」と定め、各国がそれぞれの国

で行う活動方針を定めることなどを示す「世界行動計画」をメキシコシティで開催さ

れた「国際婦人年世界会議」において採択し、「平等、発展（後に開発と変更）、平和」

を目標に、女性の人権擁護と地位向上のための世界的活動を開始しました。 
 

 また、昭和５４年（１９７９年）には「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に

関する条約（以下「女子差別撤廃条約」という。*43 ﾍﾟｰｼﾞ参照）」が第３４回国連総

会において採択され、「人間尊重」と「男女の権利の平等」が再確認されました。 
そして昭和６０年(１９８５年）に開催された「国連婦人の十年ナイロビ世界会議」

においては、「国連婦人の十年」の取組で掲げられた目標達成のための努力を平成  

１２年（２０００ 年）に向けて各国が継続して取り組むという、「婦人の地位向上の

ためのナイロビ将来戦略」が採択されました。 
 
さらに、平成７年（１９９５年）に北京で開催された「第４回世界女性会議」では、

平成８年度末までに各国政府による行動計画の策定を求め、女性の能力開発の指針と

なる「北京宣言及び行動綱領」が採択され、貧困、教育、健康等１２の重大問題領域

における戦略目標と、各国がとるべき行動が定められました。 
その後、平成１２年(２０００年）６月には、ニューヨークの国連本部において国

連特別総会「女性２０００年会議」が開催され、「北京行動綱領」の実施状況の分析、

評価を行い、その完全実施に向け「更なる行動とイニシアティブに関する文書」が採

択されました。 
 
また、平成１７年（２００５年）２月から３月には第４９回国際婦人の地位委員会

「北京＋１０」閣僚級会合が国連本部（ニューヨーク）で開催され、「北京宣言及び

行動綱領」及び「女性２０００年会議成果文書」を再確認し、これまでの男女平等に

関する達成事項を歓迎するとともに、完全実施に向けた一層の取組を国際社会に求め

る宣言が採択されました。 
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（２）国における取組 

 

国際婦人年世界会議で決定された「世界行動計画」を取り入れるため、わが国にお

いては、昭和５２年（１９７７年）に「国内行動計画」を策定し、政治・教育・労働・

健康・家族生活等に関して憲法が保障する一切の権利を女性が男性と等しく享受し、

あらゆる領域において男女がともに参加、貢献することが必要であるとの基本的な考

え方に立ち、向こう１０年間で女性の人権保障や地位向上のための施策を展開するこ

ととしました。 
 
その結果、男女平等に関する法律・制度面の整備が進められ、昭和６０年（１９８

５年）にわが国も女子差別撤廃条約（*43 ﾍﾟｰｼﾞ参照）を批准しました。 
同時に国内法の整備として、国籍法（父母両系主義）、民法（配偶者の相続分引上

げ）や国民年金法（女性の年金権の確立）などの法改正や、男女雇用機会均等法の制

定を行いました。 
そして、昭和６２年（１９８７年）には、男女共同参画型社会を目指した「西暦   

２０００年に向けての新国内行動計画」を策定しました。 
さらに、「男女共同参画型社会づくりに向けての推進体制の整備について」（平成５ 

年７月婦人問題企画推進本部決定）を踏まえて、平成６年（１９９４年）６月に、内

閣総理大臣の諮問機関として「男女共同参画審議会」を設置したほか、新たに総理府

に「男女共同参画室」を設置するとともに、同年７月には全閣僚を構成員とする「男

女共同参画推進本部」を発足しました。 
 
平成８年（１９９６年）には、男女共同参画審議会による答申「男女共同参画ビジ

ョン」を受け、「男女共同参画２０００ 年プラン」を策定しました。 
平成１０年（１９９８年）、男女共同参画審議会から「男女共同参画社会基本法－

男女共同参画社会を形成するための基礎的条件づくり－」の答申を受け、平成１１年

（１９９９年）６月、男女共同参画社会の実現に向けた法的根拠となる基本法が制定

されました。 
この基本法では、「男女共同参画社会」の形成を２１世紀におけるわが国の最も重

要な課題と位置付けており、 
ア 男女の人権の尊重 
イ 社会における制度又は慣行についての配慮 
ウ 政策等の立案及び決定への共同参画 
エ 家庭生活における活動と他の活動の両立 
オ 国際的協調 

の５つを基本理念に掲げ、国、地方公共団体、国民にそれぞれ基本理念の実現のため

の責務を定めています。 
 
また、男女共同参画審議会では、平成９ 年（１９９７年）に「女性に対する暴力

専門部会」を設置し、調査審議を進め、平成１１年（１９９９年）５月「女性に対す 
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る暴力のない社会を目指して」を、次いで平成１２年（２０００年）７月「女性に対 
する暴力に関する基本的方策について」を答申しました。 
そして、同年１２月には、基本法に基づき「男女共同参画基本計画」が策定されま

した。 
また、平成１３年（２００１年）１月の中央省庁等の再編成に伴い、内閣府に「男

女共同参画局」が設置されるとともに、内閣府に置かれた４つの重要政策に関する会

議の一つとして「男女共同参画会議」が設置され、これまでの男女共同参画審議会の

機能を発展的に受け継ぐこととされました。 
 さらに、この会議の審議を補助するため、重要事項及び専門的な知識を必要とする

事項について専門調査会が設置されており、現在４つの専門調査会が審議を行ってい

ます。 
○ 基本問題専門調査会 
○ 女性に対する暴力に関する専門調査会 
○ 少子化と男女共同参画に関する専門調査会 
○ 監視・影響評価専門調査会 
 
また、平成１７年(２００５年)１２月に第２次基本計画が策定され、国においては、

この新しい計画に基づいた男女共同参画の政策を推進しています。 
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（３） 千葉県の取組 

 
本県では、「国際婦人年」、「国連婦人の十年」に関する世界の動きや国の動向など

を踏まえ、女性の地位向上のための施策とその関連施策を総合的・効果的に推進して

きました。 
 
すでに昭和５６年(１９８１年)から国の「国内行動計画」を勘案した「千葉県婦人

施策推進総合計画」に基づき、女性の地位向上のための各種施策を行ってきたところ

ですが、さらに「千葉県婦人計画(昭和６１年度～平成２年度)」、「さわやかちば女性

プラン（平成３年度～７年度）」と、時代の状況に合わせて計画を策定し、現状にあ

った各種施策を実施してきました。 
 
平成８年（１９９６年）３月には、「西暦２０００年に向けての新国内行動計画」

を踏まえ、「２０００年の千葉県」及びこれに基づく「ちば新時代５か年計画」との

整合を図り、男女共同参画社会の形成を目指すことを基本目標とした第４次の女性計

画として「ちば新時代女性プラン」（平成８年度～１２年度）を策定しました。 
 また、計画を推進するに当たり「千葉県女性政策推進本部」をはじめ、「千葉県女

性施策推進懇話会」の意見を聴きながら、国、市町村、関係機関・団体などと密接な

連携を図り、県民の理解と協力のもとに、各種の女性施策の効果的な推進を図りまし

た。 
 
その後、平成１２年(２０００年)２月に「千葉県女性施策推進懇話会」を「千葉県

男女共同参画推進懇話会」に改称するとともに、同年４月には、庁内推進組織として

「千葉県男女共同参画推進本部」を、また担当部署としてそれまでの社会部青少年女

性課女性政策室を企画部に「男女共同参画課」として新たに設置しました。（平成  

１４年度の組織改編により総合企画部男女共同参画課と改称。）  
 
さらに平成１３年（２００１年）３月に男女共同参画社会の実現に関する初めての

国内法である基本法に基づき「千葉県男女共同参画計画」を策定し、本県における男

女共同参画社会の実現に向けた各種施策を総合的に推進してきました。 
 
その後毎年事業の進捗状況を把握し、以後の施策の立案や実施に当たっての参考と

するため、千葉県男女共同参画白書を発行し、計画の推進に努めています。 
さらに、県民が男女共同参画についてどのように認識し、何を望んでいるかという、

千葉県の男女共同参画に関する現状と課題を把握するため、平成１６年（２００４年）

９月に「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査（以下「平成１６年度県民

意識調査」という。）」を行いました。 
 
一方、平成１３年(２００１年)４月に制定されたＤＶ防止法の施行（平成１４年４

月）に当たり、ＤＶ（*13 ﾍﾟｰｼﾞ参照）被害者の支援のため男女共同参画課内にＤＶ 
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対策担当チームを設置し、庁内体制の整備を図るとともに、平成１６年（２００４年）

のＤＶ防止法改正に基づき、平成１８年（２００６年）３月に「千葉県ＤＶ防止・被

害者支援基本計画（以下「ＤＶ防止基本計画」という。）」を策定したところです。 
 
これまでの主な成果としては次のとおりです。 
ア 「配偶者暴力相談支援センター」として「千葉県女性サポートセンター」を

設置するとともに、千葉県女性センター（現ちば県民共生センター、同東葛飾

センター）及び県内１４か所の健康福祉センター（保健所）を「地域配偶者暴

力相談支援センター」として指定し、被害者の相談等の支援に当たる地域セン

ターとしました。 
イ 平成１６年度県民意識調査によれば、男女の地位の平等感について、「社会

全体で」女性の側がより強い不平等感を持っている一方で、「男は仕事、女は

家庭」との考え方について、初めて「そう思わない」とする回答が男女ともに

過半数を超えたことからみえるように、県民の意識は着実に変化してきている

ことがうかがえます。 
  ウ 県の審議会等における女性委員の登用については、「平成１７年度末３０％」

「すべての審議会等に女性が委員として参画する」を目標としていましたが、

平成１７年(２００５年)４月で審議会等に占める女性委員の割合は２６．３％

（平成１２ 年：１４．５％）で１１．８ポイント、女性委員がゼロの審議会

等の割合は４．９％（平成１２ 年：５．８％）で０．９ポイントそれぞれ増

減したものの、いずれもまだ目標には到達していません。 
エ 市町村の男女共同参画推進の指標の一つである男女共同参画に関する行動

計画の策定状況は、平成１１年度に２２．５％であったところ、平成１６年度

末では８０市町村中２５市２町で３３．８％が策定済みとなりました。 
平成１７年度に行われた市町村合併により、平成１８年(２００６年)３月末

には５６市町村中２６市となり４６．４％の策定率で約２倍となっています。 
また、市町村の審議会等の女性委員の割合は平成１７年(２００５年)４月で

１９．７％であり、平成１３年度（１７ .９％）から１．８ポイント上昇して

います。 
 
 
第２次基本計画に基づいて国が進める各種取組を踏まえて、今回の計画策定に当た

って培われた県民や企業、各種団体及び市町村との連携・協働のもとで、本県の男女

共同参画に関する取組をこれまで以上に積極的に進めていきます。 
 
 
 
 
 


