
ぐんま男女共同参画センター

 回答期間：令和３年９月９日（木）～９月３０日（木）

回答方法：ぐんま電子申請システムによるWEB回答

対象者：各市町村防災担当者

質問１－１　市町村防災会議の構成員

市町村別　女性委員の割合

市町村

40%以上 0

30%台 1

20%台 1

10%台 12

10%未満 14

0% 7

計 35

質問１－２　防災・危機管理部門人数 　

防災・危機管理部門の女性職員の割合

市町村 　

70%以上 0

60%台 3

50%台 0

40%台 1

30%台 3

20%台 4

10%台 2

10%未満 2

0% 20

計 35

危機管理部門の管理職員のうち女性数

市町村

0人 34

１～２人 1

３人以上 0

合計 35

防災対策に係る男女共同参画状況調査　集計

0

1

1

12

14

7

0 2 4 6 8 10 12 14 16

40%以上

30%台

20%台

10%台

10%未満

0%

市町村数

防災会議委員に女性委員が占める割合別 市町村数

0

3

0

1

3

4

2

2

20

0 5 10 15 20 25

70%以上

60%台

50%台

40%台

30%台

20%台

10%台

10%未満

0%

市町村数

各市町村防災・危機管理部門の女性職員の割合別
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質問2-1

要配慮者、避難行動要支援者としての想定(複数回答） 　

　 回答数

視覚障害者 33

聴覚言語障害者 33

肢体不自由者 33

身体内部障がい者 33

知的障がい者 33

精神障害者 33

高齢者 32

発達障害者 30 　

難病患者等 29

乳幼児 24

妊産婦 23

外国人 14

災害時負傷者 10

災害孤児 5

アレルギーのある者 2

LGBTQ 1

その他 6

質問2-２　要配慮者等への取り組み

市町村

女性へのヒアリングを開催 6

自主防災組織の避難所運営訓練が女性

に配慮するようマニュアルに記載
4

防災に関する意見を聞く窓口を開催
3

タウンミーティングを開催 2

要配慮者等が参加する防災研修会や

ワークショップを開催
2

NPO等が支援活動を行う場合の支援 2

女性等の意見を聞くための機会を定期

的に開催

0

取り組んでいない 19

　

質問2-３　女性が参加しやすい体制を取っているか

市町村

はい 0

いいえ 35

33

33

33

33

33

33

32

30

29

24

23

14

10

5

2

1

6

0 10 20 30 40

視覚障害者

聴覚言語障害者

肢体不自由者

身体内部障がい者

知的障がい者

精神障害者

高齢者

発達障害者

難病患者等

乳幼児

妊産婦

外国人

災害時負傷者

災害孤児

アレルギーのある者

LGBTQ

その他

市町村数

要配慮者・要支援者として想定している市町村数

6

4

3

2

2

2

0

19

0 5 10 15 20

女性へのヒアリングを開催

自主防災組織の避難所運営訓練が女性に…

防災に関する意見を聞く窓口を開催

タウンミーティングを開催

要配慮者等が参加する防災研修会やワー…

NPO等が支援活動を行う場合の支援

女性等の意見を聞くための機会を定期的…

取り組んでいない

市町村数

要配慮者(特に女性）へ配慮した取り組みをしている

市町村数
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回答数

市町村の福祉担当部局 28

市町村の男女共同参画部局 25

市町村のその他の関係部局 31

都道府県の担当部局 21

外部の防災コンサルタント 12

自主防災組織 11

女性団体 10

一般住民 5

専門の学者・研究者 4

市町村の防災部局のみ 3

NPO 1

要配慮者など避難行動支援者 0

その他 5

　

回答数

男女共同参画部署 8

福祉担当部署 15

教育担当部署 9

その他の部署 3

自治会 3

消防団 4

自主防災組織 3

ボランティア団体 1

医師会 1

NPO等その他外部組織 1 　

連携していない 11

質問３　地域防災計画等や避難所運営に関する指針について

質問３－１　地域防災計画等の策定に際して、検討の当初から、または節目で、どのような組織、人が参加しますか。(複数回

答）

その他（消防団、自衛隊、防災関係機関）

質問3-2　特に避難所運営に関する指針の作成に際して、連携した部署や外部組織が次の中にあればチェック（複数回答）

28

25

31

21

12

11

10

5

4

3

1

0

5

0 10 20 30

市町村の福祉担当部局

市町村の男女共同参画部局

市町村のその他の関係部局

都道府県の担当部局

外部の防災コンサルタント

自主防災組織

女性団体

一般住民

専門の学者・研究者

市町村の防災部局のみ

NPO

要配慮者など避難行動支援者

その他

市町村数

防災計画策定時の参加組織
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回答数 　

プライバシーの確保 23

情報の伝達、コミュニケーションの確

保
21

ペット対策 18

福祉避難所の設置 16

避難所運営への女性の参画の推進 12

女性の暴力やセクハラ防止のための安

全対策
12

妊産婦・乳幼児を持つ女性への支援 11

健康や栄養状態への指導や助言 10

バリアフリー・ユニバーサル対応 8

心のケア対策 8

避難所内での託児所の設置 2

糖尿病・人工透析等への介助への配慮 1

自宅で病人、障がい者、高齢者などの

世話をしている家族への支援
0

ＬＧＢＴＱへの配慮 0

その他 3

回答数 　

授乳室 19

更衣室 18

間仕切り 18

トイレ（男女別、車いす使用者専用、

多目的、オストメイト(人工肛門、人工

膀胱保有者用）

15

洗濯物干し場 7

オムツ替えスペース(大人用、子ども

用）
6

風呂 6

簡易調理施設（調乳や離乳食、介護食

の調理等のため）
3

その他 2

市町村

すでに受け入れ態勢が出来ている 14

現在作成中 8

現在構築するか検討中 10

いまのところ考えていない 3

質問3-4　避難所運営に関する手引き・マニュアルでは、要配慮者及び避難行動等支援者、また女性の視点などを考慮して、

衛生設備の設置が配慮されているか（複数回答）

質問3-3　避難所運営に関する手引き・マニュアルに記述されている項目が次の中にあればチェック（複数回答）

質問3-5　貴自治体では、災害時における各種団体やNPOなどボランティアを受け入れる体制ができていますか

23

21

18

16

12

12

11

10

8

8

2

1

0

0

3

0 5 10 15 20 25 30 35

プライバシーの確保

情報の伝達、コミュニケーションの確保

ペット対策

福祉避難所の設置

避難所運営への女性の参画の推進

女性の暴力やセクハラ防止のための安全対策

妊産婦・乳幼児を持つ女性への支援

健康や栄養状態への指導や助言

バリアフリー・ユニバーサル対応

心のケア対策

避難所内での託児所の設置

糖尿病・人工透析等への介助への配慮

自宅で病人、障がい者、高齢者などの世話をしてい…

ＬＧＢＴＱへの配慮

その他

市町村数

避難所運営手引き等に記載されている項目

19

18

18

15

7

6

6

3

2

0 5 10 15 20 25 30 35

授乳室

更衣室

間仕切り

トイレ（男女別、車いす使用者専用、多…

洗濯物干し場

オムツ替えスペース(大人用、子ども用）

風呂

簡易調理施設（調乳や離乳食、介護食の…

その他

市町村数

避難所運営手引き等に記載の衛生設備
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市町村 　　　

100% 13

90%台 3

80%台 7

70%台 1

60%台 1

50%台 1

40%台 0

30%台 1

20%台 2

10%台 2

10%未満 2

0% 1

不明 1

市町村 　　　

10割 4

9割台 3

8割台 0

7割台 0

6割台 1

5割台 2

4割台 0

3割台 2

2割台 0

1割台 4

0 7

不明 11

回答なし 1

質問3-8　自主防災組織の女性を増やすため、何か施策を行っているか。

市町村

実施している 4

特にしていない 31

市町村

十分に参加している 1

かなり参加している 5

あまり参加していない 15

まったく参加していない 2

評価を行っていない 12

質問3-9　貴自治体では、地域防災計画等や指針を策定した後、訓練や対策の評価を行う際に地域の住民が参加しています

か。

質問3-6　貴市町村では、自主防災組織の結成率は何パーセントですか

質問3-7　役員に女性がひとりもいない自主防災組織は、何割程度か
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市町村

対応策が出来ている 6

対応策を検討中である 13

今後検討する 12

今のところ検討予定はない 4

市町村

策定している 11

策定していない 24

　

回答数

都道府県と共有している 10

他市町村と共有している 2

各自治会と共有している 0

各自主防災組織と共有している 1

各避難所運営委員会と共有している 1

質問3-10　被災住民の車中泊について、対応策が検討されているか

質問4-1　災害時の緊急物資等に係る備蓄、物流の基本方針を策定しているか。

質問4-2　策定していると回答した場合、指針では備蓄情報の共有はどのように定めているか。（複数回答）
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回答数

毛布 35

主食（米、パン等） 34

簡易間仕切り（段ボール） 34

飲料水 32

　 簡易トイレ 28

ベッド、担架 27

ブルーシート 26

プライバシーを保てる間仕切り 25

調整粉乳（乳幼児用品） 21

生理用品 18

哺乳瓶(乳幼児用品） 18

小児用おむつ（乳幼児用品） 16

サイズを配慮した成人用オムツ（高齢

者、病人用品）
16

副食 15

家庭用医薬品 13

アレルギー対応食（高齢者・病人用

品）
9

おしりふき（ウェットティッシュ）

（乳幼児用品）
8

仮設トイレ（洋式） 7

仮設トイレ（和式） 4

小児アレルギー対策食（乳幼児用品） 4

介護食（高齢者・病人用品） 2

調味料 1

スプーン(乳幼児用品） 1

ストーマ用装具（高齢者・病人用品） 1

離乳食(乳幼児用品） 0

ベビーバス（乳幼児用品） 0

成人病対応食（高齢者・病人用品） 0

気管孔エプロン、酸素ボンベ等の補装

具（高齢者・病人用品）
0

特に常時備蓄しているものはない 1

その他、特に備蓄しているもの（自由

記載）
5

アレルギー対応食（一般）／マット／土のう袋／衛生セット／液体ミルク／

カセットコンロ／ボンベ／投光器／発電機／感染症対策用品（マスク、手指

消毒液など）／簡易テント

質問4-3　現時点で、主として常時備蓄しているものが次の中にあればチェック（複数回答）

35

34

34

32

28

27

26

25

21

18

18

16

16

15

13

9

8

7

4

4

2

1

1

1

0

0

0

0

1

5

0 5 10 15 20 25 30 35

毛布

主食（米、パン等）

簡易間仕切り（段ボール）

飲料水

簡易トイレ

ベッド、担架

ブルーシート

プライバシーを保てる間仕切り

調整粉乳（乳幼児用品）

生理用品

哺乳瓶(乳幼児用品）

小児用おむつ（乳幼児用品）

サイズを配慮した成人用オムツ（高齢…

副食

家庭用医薬品

アレルギー対応食（高齢者・病人用品）

おしりふき（ウェットティッシュ）（乳…

仮設トイレ（洋式）

仮設トイレ（和式）

小児アレルギー対策食（乳幼児用品）

介護食（高齢者・病人用品）

調味料

スプーン(乳幼児用品）

ストーマ用装具（高齢者・病人用品）

離乳食(乳幼児用品）

ベビーバス（乳幼児用品）

成人病対応食（高齢者・病人用品）

気管孔エプロン、酸素ボンベ等の補装具…

特に常時備蓄しているものはない

その他、特に備蓄しているもの（自由記…

市町村
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回答数

飲料水 22

簡易間仕切り（段ボール） 15

主食（米、パン等） 14

副食 11

ベッド、担架 11

仮設トイレ（洋式） 11

簡易トイレ 10

毛布 9

プライバシーを保てる間仕切り 9

ブルーシート 8

調味料 7

家庭用医薬品 7

仮設トイレ（和式） 7

生理用品 6

哺乳瓶(乳幼児用品） 6

小児用おむつ（乳幼児用品） 6

おしりふき（ウェットティッシュ）

（乳幼児用品）
6

小児アレルギー対策食（乳幼児用品） 5

離乳食(乳幼児用品） 5

スプーン(乳幼児用品） 5

ベビーバス（乳幼児用品） 5

サイズを配慮した成人用オムツ（高齢

者、病人用品）
5

介護食（高齢者・病人用品） 5

調整粉乳（乳幼児用品） 4

成人病対応食（高齢者・病人用品） 2

アレルギー対応食（高齢者・病人用

品）
2

ストーマ用装具（高齢者・病人用品） 1

気管孔エプロン、酸素ボンベ等の補装

具（高齢者・病人用品）
1

協定や提携などで備蓄しているものは

ない
7

その他、特に備蓄しているもの（自由

記載）
8

質問4-4　現時点で、主に外部組織との協定や提携などで準備している備蓄品（複数回答）

蓄電池（電機自動車）／段ボール簡易ベッド等段ボール製品／選択項目以外

は「生活必需品」や「応急物資」という大まかな項目での協定のため、該当

項目は不明

22

15

14

11

11

11

10

9

9

8

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

4

2

2

1

1

7

8

0 5 10 15 20 25 30 35

飲料水

簡易間仕切り（段ボール）

主食（米、パン等）

副食

ベッド、担架

仮設トイレ（洋式）

簡易トイレ

毛布

プライバシーを保てる間仕切り

ブルーシート

調味料

家庭用医薬品

仮設トイレ（和式）

生理用品

哺乳瓶(乳幼児用品）

小児用おむつ（乳幼児用品）

おしりふき（ウェットティッシュ）（乳…

小児アレルギー対策食（乳幼児用品）

離乳食(乳幼児用品）

スプーン(乳幼児用品）

ベビーバス（乳幼児用品）

サイズを配慮した成人用オムツ（高齢…

介護食（高齢者・病人用品）

調整粉乳（乳幼児用品）

成人病対応食（高齢者・病人用品）

アレルギー対応食（高齢者・病人用品）

ストーマ用装具（高齢者・病人用品）

気管孔エプロン、酸素ボンベ等の補装具…

協定や提携などで備蓄しているものはない

その他、特に備蓄しているもの（自由記…

市町村
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質問5-1　防災分野での意思決定過程について 　

回答数

職指定があるため女性が就任しにくい 29

女性委員候補となる人材が不足してい

る
9

女性委員候補となる人材の情報が不足

している
7

その他 1

市町村

仕組みや取り組みがある 1

仕組みや取り組みがない 34

　

回答数

策定ワーキンググループへの住民参加 25

策定ワーキンググループ等への若手職

員の参加
11

パブリックコメント 26

策定後の住民周知への工夫 9

市町村

1 含まれている 30

2 含まれていない 5

　

防災会議での女性の登用率が低い理由（複数回答）

質問6-2　総合計画の目標について、地域防災や災害リスク削減が含まれているか

質問6-1　総合計画について

総合計画の策定に際して、以下のプロセスを実施したか（複数回答)

質問5-2  防災会議以外の防災関係の検討会等で女性登用を促進するための仕組みや取り組みがありますか

9


