


　少子高齢化の進展や人口減少社会の到来、ライ

フスタイルや価値観の多様化など、日本社会全体

が大きな転換期を迎えています。このような中、将

来にわたって活力に富んだ持続可能な社会を構

築していくためには、性別にかかわりなく、一人一

人の多様な生き方が尊重され、誰もが個性と能力

を発揮できる「男女共同参画社会」の実現が不可欠であります。

　富士宮市では、「富士宮市男女共同参画推進条例」に基づき、平成２８年３月に「第３次富士

宮市男女共同参画プラン」を策定し、男性にとっても女性にとっても暮らしやすい生き方を選

択できる「男女共同参画社会」の実現に向けて、「男女ともに人権が尊重され個性と能力を発揮

できるまち」を目指し、男女共同参画の施策に取り組んでまいりました。

　この度、これまでの施策の成果と課題を踏まえつつ、社会の大きな変化として、特に企業活

動における女性活躍推進法関連の施策や、性的マイノリティの方 の々人権尊重などの多様性を

認める社会づくりが求められておりますので、「第３次富士宮市男女共同参画プラン」を見直し、

「第３次富士宮市男女共同参画プラン後期実施計画」を策定し、今後の男女共同参画の施策を

進めてまいります。

　プランの推進にあたっては、行政だけでなく、市民、地域、事業者及び関係団体等が連携を

図り、一体となって取り組むことが重要になります。皆様の一層の御理解と御協力をお願い申し

上げます。

　終わりに、本プランの策定にあたり御尽力いただきました、富士宮市男女共同参画審議会委

員の皆様をはじめ、御協力いただきました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。
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令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査

男女の役割を固定的に考える基準
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⑦社会通念や習慣・しきたりなどで

令和元年度男女共同参画に関する中学生意識調査

令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査

進路・職業の選択において性別を意識するか

分野別の男女平等感
（設問）次の分野で男女が平等になっていると思いますか。

男性優遇=「男性の方が非常に優遇されている」+「どちらかと言えば男性の方が優遇されている」
男女平等=「男女平等」

女性優遇=「女性の方が非常に優遇されている」+「どちらかと言えば女性の方が優遇されている」
わからない

無回答

①家庭生活で

②職場で

③学校教育の場で

④地域活動の場で（自治会、
町内会、子ども会、PTAなど）

⑤政治の場で

⑥法律や制度の下で

⑧社会全体で
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ジェンダーギャップ指数における日本の順位
GGI2019（令和元）年（ジェンダーギャップ指数）

順位 国名 GGI値 順位 国名 GGI値

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.877

0.842

0.832

0.820

0.804

0.799

0.798

0.795

0.791

0.787

0.785

0.784

0.782

0.782

0.781

0.781

0.780

0.779

0.772

0.769

アイスランド

ノルウェー

フィンランド

スウェーデン

ニカラグア

ニュージーランド

アイルランド

スペイン

ルワンダ

ドイツ

ラトビア

ナミビア

コスタリカ

デンマーク

フランス

フィリピン

南アフリカ

スイス

カナダ

アルバニア

21

27

34

35

36

38

40

44

51

53

57

63

64

76

78

84

105

108

121

130

0.767

0.750

0.744

0.744

0.743

0.736

0.736

0.731

0.725

0.724

0.723

0.718

0.718

0.707

0.706

0.701

0.677

0.672

0.652

0.635

英国

ベルギー

オーストリア

ポルトガル

スロベニア

オランダ

ポーランド

オーストラリア

ルクセンブルク

米国

チリ

スロバキア

イスラエル

イタリア

チェコ

ギリシャ

ハンガリー

韓国

日本

トルコ

◆ジェンダーギャップ指数（GGI：Gender Gap Index)
　世界経済フォーラムが、各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので、
経済分野、教育分野、政治分野及び健康分野のデータから算出され、０が完全不平等、
１が完全平等を意味しており、性別による格差を明らかにできる。具体的には、次の

データから算出される。 

 【経済分野】 ・労働力率・同じ仕事の賃金の同等性・所得の推計値

　　　　　  ・管理職に占める比率・専門職に占める比率

 【教育分野】・識字率・初等、中等、高等教育の各在学率

 【健康分野】・新生児の男女比率・健康寿命

 【政治分野】・国会議員に占める比率・閣僚の比率

　　　　　  ・最近５０年の国家元首の在任年数

令和２年版　男女共同参画白書から作成
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政治の場での男女平等感

令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査
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22
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

26

28

24

30

28.4

27.6

25.7

27.1 27 26.9

25.8

26.5

26.2

27.7

28.6

27.9

26.3

25.5

26.9

26.5

審議会等の委員に占める女性の割合（％）

富士宮市職員の管理職等に占める女性の割合

市民交流課資料

第１次富士宮市行政経営プラン令和元年度実施報告書

各年度の４月１日時点

年度 総数  （人） 女性職員数
（人）

女性職員比率
（％）

110

110

110

20

23

22

18.2 

20.9 

20.0 

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

【管理職の女性職員比率】

（医療職員を除く）

年度 総数  （人） 女性職員数
（人）

女性職員比率
（％）

140

140

141

28

35

37

20.0 

25.0 

26.2 

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

【係長職の女性職員比率】

（医療職員を除く）



11

事業所の係長以上の管理職に占める女性の管理職の割合

令和元年度男女共同参画に関する事業所意識調査
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地域活動の意思決定の場への女性参画について

令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査

1　女性も会長になるなど、意思決定の場に積極的に参画する方がよい。

2　男性にまかせた方がよい。

3　女性が会長になるなど、意思決定の場に積極的に参画することは賛成だが、現実には難しい。

4　わからない

5　無回答

議会、自治会長等に占める女性の割合（R2.4.1時点）

市議会事務局、市民生活課及び社会教育課資料

総数
人数（人） 割合（％）

うち女性

議会

区長

小・中学校

ＰＴＡ会長

21

126

33

2

3

6

9.5 

2.4 

18.2 

男性

女性

合計

1 2 3 4 5

あなたは、地域活動において女性が代表や運営に携わる立場になることについて
どのように考えますか。（1つに○）



14

地域活動の場での男女平等感

令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査
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社会通念やしきたりなどでの男女平等感

令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査
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職場での男女平等感

令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査
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令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査

女性が継続して働く上での課題

（設問）あなたは、女性が継続して働く上での課題は何だと思いますか。（○はいくつでも）
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令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査

生活の中での優先度（希望と現実）
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単身等で自分が行う
3%主に夫

3%

合計ｎ=501

主に妻：「主に妻」＋「主に妻だが夫も分担」
主に夫：「主に夫」＋「主に夫だが妻も分担」

夫と妻が同じくらい
30% 主に妻

63%

その他の人
1%

令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査

家庭での分担（育児、子どものしつけ）

その他の人
6%

単身等で自分が行う
6%

夫と妻が同じくらい
23%

合計ｎ=375

主に妻：「主に妻」＋「主に妻だが夫も分担」
主に夫：「主に夫」＋「主に夫だが妻も分担」

主に夫
7%

主に妻
58%

令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査

家庭での分担（高齢者、病人などの介護）
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令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査

女性が働くことに対する考え方
（設問）女性が働くことについて、次の中からあなたの考えに近いものを選んでください。

（１つに○）

男女の年齢階級別労働率

平成２７年国勢調査から作成
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健康増進課資料

がん検診受診率
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0％

全体(555人）

法律があることも内容も知っている

女性(342人）

男性(213人）

全体(555人）

女性(342人）

男性(213人）

20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 30％10％ 40％ 60％50％ 80％ 90％70％ 100％

富士宮市DV対策基本計画から作成

富士宮市DV対策基本計画から作成

DV防止法の認知度

配偶者等からの暴力の被害経験

0.6

0.6

0.5

法律があることは知っているが内容はよく知らない
法律があることも、その内容も知らない
無回答

暴力を受けたことがある
暴力をふるったことがある
経験はない
無回答

23.8 12.463.2

21.3 12.965.2

27.7 11.760.1

1.4

12.1 4.7 81.8

1.81.5

18.7 78.1

0.91.4

9.9 87.8
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用語解説
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