
 

令和３年度 第１回恵那市男⼥共同参画プラン推進委員会 次第 
 

⽇時：令和３年 10 ⽉ 7 ⽇（⽊） 午後１時 30 分から 
場所：恵那市役所 ⻄庁舎３階 災害対策室 

１．開会 
 
 

２．会⻑あいさつ                   

 
 

３．⾃⼰紹介                      

 
 
４．議事 
（１）昨年度の取り組み及び⽬標指数の達成状況について【報告事項】 
   
 
 
 
（２）今年度のプラン推進に向けた取り組みについて【協議事項】 
 
 
 
 
５．その他 
 
 
 
６．閉会 
 



 

○恵那市男女共同参画プラン推進委員会設置要綱 

平成28年６月17日告示第113号 

改正 

平成29年３月23日告示第44号の１ 

平成30年３月７日告示第28号 

恵那市男女共同参画プラン推進委員会設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、恵那市における男女共同参画社会の実現を目指し、恵那市男女共同参画プラ

ン（以下「プラン」という。）を推進するため、恵那市男女共同参画プラン推進委員会（以下「委

員会」という。）の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) プランの推進に関すること。 

(２) プランの見直しに関すること。 

(３) その他男女共同参画施策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員20名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱

する。 

(１) 団体の代表者 

(２) 公募による市民 

(３) その他市長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の３月31日までとし、再任を妨げない。ただし、委員

が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

一部改正〔平成30年告示28号〕 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を各１人置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の中から互選する。 

３ 会長は委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

（部会） 

第７条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。 

（関係者の出席） 

第８条 会長が必要と認める場合は、関係者の出席を求め、意見又は説明等を聴くことができる。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、まちづくり企画部企画課において行う。 

一部改正〔平成29年告示44号の１〕 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、その都度協議して決定する

ものとする。 

附 則 

この告示は、平成28年７月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月23日告示第44号の１） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月７日告示第28号） 

この告示は、平成30年７月25日から施行する。 



資料① 
恵那市男⼥共同参画プランの概要         R3. 

 
１．男⼥共同参画プランとは 
  男⼥共同参画社会（性別に関わらず、⼀⼈⼀⼈が⾃らの個性と能⼒を活かし、いきいき

とした新に⾃分らしい⼈⽣を送ることのできる社会）を実現するために、男⼥共同参画社
会基本法第 14 条第３項に基づき市町村が策定する計画です。 

第２次恵那市男⼥共同参画プランは、男⼥共同参画社会の実現に向けた取り組みを総合
的に推進するための指針的役割を意識して策定したもの。 

また、令和 2 年 3 ⽉に⼥性の職業⽣活における活躍に係る内容を盛り込み、「恵那市⼥性
活躍推進計画」を兼ねた計画として改訂しています。 

 

２．プランの位置づけ 
 ①第 1 次男⼥共同参画推進プランでの本市の男⼥共同参画に関する現在までの理念・成果

を引き継ぎ、新たな課題への取り組みを含め、男⼥共同参画社会の実現に関する施策を
総合的・具体的に進めるための計画です。 

 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）」に基づく市⼥性
活躍推進計画、「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）
に基づく市ＤＶ防⽌基本計画としての位置づけもしています。 

 ③「第２次恵那市総合計画（Ｈ28〜Ｒ7 年度）」を上位計画とする個別計画です。即ち、本
プランの推進が総合計画の推進につながるよう、同⼀の⽅向性を堅持しながら推進して
いくものです。  

 
◆第２次恵那市総合計画の概要 

将来像：⼈・地域・⾃然が輝く交流都市〜誇り・愛着を持ち住み続けるまち〜 
    令和 7 年の⽬標⼈⼝：47,400 ⼈（⼩学校⼊学児童数 450 ⼈） 

 理念（基本⽬標）：安⼼（安⼼して暮らす、⽣命と財産を守る） 
          快適（まちの魅⼒を⾼める、便利に暮らす） 

        活⼒（いきいきと暮らす、みんなでまちをつくる、まちを元気にす
る） 

施策・事業を実施する上で優先する視点： 
⼈⼝減少対策−施策が⼈⼝減少対策にどう寄与するか 
市（財政）の存続−施策が市政の継続（市の財政基盤）にどう寄与するか 

 
３．プランの期間 
 平成 28 年度から令和７年度までの 10 年間  
※令和元年度に改訂 



４．プランが⽬指すもの 
 ①プランの推進により、男⼥共同参画の意識が浸透し、⼀⼈⼀⼈が共に輝くことのできる

住みよいまちとなることを⽬指しています。 
 ②プランの推進が、総合計画が⽬指す⼈⼝減少対策の⼀策となり、若い世代の流⼊、定着

につながることを期待するものです。 
 
５．プランの施策 
（１）施策の体系 
 
 
 
 
 
（２）プランの基本理念 
  男⼥共同参画社会を実現するために、⼀⼈⼀⼈違う⼈間であることを理解し、お互いに

話し合い、歩み寄り、認め合える社会を⽬指します。 
 
◆キャッチフレーズ 
「話し合い ⽀え合おうよ わが家も恵那も」（男⼥共同参画推進プラン） 
「⽣き⽅と 働き⽅を 誰もが選択できるまち 恵那」（⼥性活躍推進計画） 

 
（３）基本⽬標 

基本⽬標１ 意識づくり 
･･･旧来からの社会制度や慣⾏にとらわれない、男⼥共同参画の意識定着を進める。 

基本⽬標２ 環境づくり 
･･･⼀⼈⼀⼈が個性と能⼒を発揮するよう、あらゆる分野で男⼥共同参画を促す。 

基本⽬標３ 安⼼して⽣活できる体制づくり       
･･･⽣涯を通じて健やかに安⼼して暮らすことができる、社会全体で⽀えある体制づ 
くりを進める。 

 
６．プランの推進 
（１）推進体制 
・プランの施策は市政の多分野にわたるため、⾏政内部の関係部署との連携を強化します。 
・男⼥共同参画社会の実現にあたっては、⾏政だけでなく市⺠・地域・事業者・各種団体な

どが連携して取り組むことが重要なため、恵那市男⼥共同参画プラン推進委員会などで広
く関係者の参画を求め、共に協⼒して推進していきます。 

基本理念 
基本⽬標（３） 
施策の⽅向（16） 



（２）プランの進⾏管理と評価の実施 
・施策の効果などを検証・評価し、必要に応じて実施⽅法などを⾒直すため、プランに位

置づけられる取組の実施状況を、関係部署において毎年１回⾏います。（「⽬標指標の達
成状況」と「取り組みの進⾏状況」を活⽤） 

・恵那市男⼥共同参画プラン推進委員会で意⾒を受けながら、プランの進⾏管理を⾏いま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



男⼥共同参画に関する取り組み 
 
１．男⼥共同参画プラン推進委員会の取り組み 
 
（１）会議の審議事項 

Ｈ28 年度 第１回 ・プランの概要、過去の取り組み等の説明 
・推進委員会の運営⽅法、プランの進め⽅の検討 

第２回 ・プランの推進に係る今後の取り組みの検討 
・男⼥共同参画職員研修の実施報告 

第３回 ・今後の取り組みの検討（ワークショップ） 
第４回 ・岐⾩県ワークライフバランス推進エクセレント企業視察 

（「男⼥のわ」ネットワーク合同意⾒交換会） 
Ｈ29 年度 第１回 ・「⽬標指標の達成状況」の報告 

・今年度の取組⽅針の検討 
・関係部署への提⾔の確認 

第２回 ・「取り組みの進⾏状況」の報告 
Ｈ30 年度 第１回 ・昨年度の取組結果及びプランの⽬標指数の達成状況について 

・取り組みの⽅向性及びスケジュールについて 
第２回 ・男⼥共同参画プランの達成状況について 

Ｒ01 年度 第１回 ・諮問（⼥性活躍推進計画の策定） 
・⼥性活躍推進計画策定⽅針について 

第２回 ・恵那市の⼥性活躍の現状把握 
・課題の整理及び施策の検討 

第３回 ・⼥性活躍推進計画（素案）の検討 
・⼥性活躍推進事業の検討  

第４回 ・恵那市⼥性活躍推進計画について 
・⼥性活躍に係る新規事業について 

R2.3 ⽉ ・答申（恵那市⼥性活躍推進計画の策定） 

R02 年度 
 

第１回 ・昨年度のプランの⽬標指数の達成状況について 
・取り組みの⽅向性及びスケジュールについて 

※この他、各会議で、新たな取り組みの提案や事務局提案事業へのご意⾒などをいただきま
した。 

 
 
 
 



（２）新たに⾏った取り組み（第２次恵那市男⼥共同参画プラン策定後の主なもの） 
  ①男⼥共同参画の啓発 
   広報紙へ特集を掲載、毎⽉の広報紙へ男⼥共同参画コーナーを掲載、「えなっコ」チャ

ンネルで男⼥共同参画番組を放送、企業訪問による啓発を実施 
②会議出席に係る託児事業 

   ⼥性委員の登⽤率の向上による政策・⽅針決定過程の場への⼥性の参画拡⼤を⽬的に、
恵那市が主催する委員会等の会議出席に係る⼦どもの⼀時預かり委託業務を実施。 

③地域の⼥性参画拡⼤に向けたプログラム 
   政策・⽅針決定過程の場への⼥性の参画拡⼤に向け、各種審議会・委員会の基礎とな

る地域の⼥性の活躍を推進するため、知識習得、ネットワーク構築のためのミーティ
ングを実施。 

  ④恵那まちなか市で⼥性の出店体験【「男⼥のわ」ネットワーク事業】 
 恵那まちなか市で、市内の起業して間もない⼜はこれから起業を⽬指す⼥性の出店料

を補助した出店体験を実施（Ｈ29 秋、Ｈ30 春、Ｈ30 秋） 
  ⑤男⼥共同参画紙芝居の製作及び上演【「男⼥のわ」ネットワーク事業】 

こどもと⾼齢者向けの⼿作り男⼥共同参画紙芝居を作成し、こども園、⾼齢者いきい
き教室へ案内し上演。 

  ⑥企業内ワーク・ライフ・バランス推進学習会【岐⾩県事業】 
  ⑦育児休業中社員交流会【岐⾩県・中津川市・恵那市合同事業】 
  ⑧恵那中央出張所の設置。⼥性向けセミナー等の開催 
２.⾏政の取組経過 

平成 11 年 
平成 16 年度 
――――― 
平成 19 年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〜現在 

・男⼥共同参画社会基本法施⾏【国】 
・恵那市男⼥共同参画プランのスタート 
――――――――― 市町村合併 ―――――――――――――― 
・第１次恵那市男⼥共同参画プラン（Ｈ19〜27 年度）のスタート 
・「恵那市男⼥共同参画ネットワーク（※）」の設⽴ 

※現在は、「男⼥（ひと）のわ」ネットワーク 
・「男⼥共同参画プラン策定記念イベント「認め合う優しい⼼と⼼のはぁ

もにぃ」フォーラム」の開催【市・実⾏委員会】 
・「男⼥のわ」ネットワークによる各種講座の開催 
・アドバイザーによる相談の実施（Ｈ27 年度終了） 
・第２次恵那市男⼥共同参画プラン（Ｈ28〜R7 年度）のスタート 
・第２次恵那市男⼥共同参画プランに市⼥性活躍推進計画の内容を追加し

改訂 
・恵那中央出張所を設置し「⼥性活躍」の推進拠点とする。 
・就労セミナーなどの開催 



３．「男⼥のわ」ネットワークの取組経過 
（１）設⽴経過及び概要 
  平成 19 年度に、まちづくり市⺠協会の男⼥共同参画部会から独⽴した、⾏政と協働でプ

ランの推進を⾏う市⺠団体として設⽴。現在は、「男⼥のわ」ネットワークと改称している。
主に過去の男⼥共同参画プラン策定に携わった市⺠が会員となり現在は 12 名（Ｈ30.４.１
時点正会員）が活動してみえます。 

  第１次恵那市男⼥共同参画プラン（Ｈ19〜27 年度）までは、推進委員会等の組織が設置
されていなかったため、⾏政と⼆⼈三脚で男⼥共同参画プラン推進に係る取り組みの実⾏
役を担って頂きました。 

（２）⽬的 
男⼥共同参画社会に向けたプランの推進 

（３）過去の取組事項 
①イベントの開催（市と共催） 

・Ｈ19 年度−男⼥共同参画プラン策定記念イベント 
②男⼥共同参画講座の実施 
 ・各種講座の実施 

⾼齢者問題、男⼥雇⽤機会均等の取組、⾷育の問題、⼥性の政治参画、親育ち講座、
ＤＶ講座、定年後の夫婦⽣活、地域とのつながり、トーク＆コンサート、フォトコン
テスト、⼦どもの発達学習講演会＆学校⾒学、男⼥共同参画の現状講演会等 など 

・男⼥共同参画紙芝居の上演 
 
４．定年塾の取組経過 
（１）概要 

平成 22 年度に、中⽇新聞の連載コラム「妻と夫の定年塾」作家の⻄⽥⼩夜⼦さんの応援
をいただき、実⾏委員会形式により、『定年塾』を開始。主に定年後の⽅を対象に、定年後
をいきいきと充実して過ごすため、男性も⼥性もそれぞれ⾃⽴してお互いを尊重しあえる
関係をつくることを考える機会を提供している。現在は、主に「男⼥のわ」ネットワーク
の会員が、独⾃事業として運営。 

平成 27〜29 年度活動休⽌。平成 30 年度活動再開。 
（２）過去の取組事項 

各種講演、郷⼟料理づくり、そば打ち、みそ造り、陶芸、ウォーキング など 
 
 
 



男⼥共同参画プラン推進委員会の役割 
 
１．推進委員会設置の趣旨 

 恵那市男⼥共同参画プラン推進委員会は、恵那市男⼥共同参画プラン第５章に基づき設
置された機関です。執⾏機関の付属機関ではないため、諮問・答申の形式は取りませんが、
男⼥共同参画プランの推進の全般について意⾒を頂き、市⾏政に反映させることを主な⽬
的としています。 

また、市⺠・地域・事業者・各種団体と⾏政が連携して男⼥共同参画社会を実現するた
めの、パイプ役としての関わりも期待しています。 

 
２．推進委員会の所掌事務 

①プランの推進に関すること 
②プランの⾒直しに関すること 
③その他男⼥共同参画施策の推進に関すること 



第２次恵那市男女共同参画プラン　目標指標の達成状況_令和２年度実績 資料③
R3.8.1時点

基本目標１　意識づくり
目標値

令和7年度

76.3% 77.3% 81.8% 85.1%

95.38% 96.63% 102.25% 106.38%

21.5% 32.7% 35.0% 38.5%
43.00% 65.40% 70.00% 77.00%

14.7% 27.7% 27.6% 36.1%
29.40% 55.40% 55.20% 72.20%

29.4% 36.9% 38.0% 40.1%
58.80% 73.80% 76.00% 80.20%

50.2% 47.4% 46.6% 54.7%
66.93% 63.20% 62.13% 72.93%

33.5% 35.5% 36.6% 41.5%
67.00% 71.00% 73.20% 83.00%

13.4% 19.8% 20.8% 26.4%
26.80% 39.60% 41.60% 52.80%

12.2% 17.6% 17.7% 20.7%
24.40% 35.20% 35.40% 41.40%

12.4% 18.8% 19.0% 22.9%
24.80% 37.60% 38.00% 45.80%

基本目標２　環境づくり
目標値

令和7年度

23.0% 22.84% 24.09% 27.36%

57.50% 57.10% 60.23% 68.40%

70.8% — — —

88.50% － － －

9人 26人 13人 18人
69.23% 200.00% 100.00% 138.46%

基本目標３　安心して生活できる体制づくり
目標値

令和7年度

267人 266人 290人 291人 312人

85.58% 85.26% 92.95% 93.27% H31年目標※1

29企業 未確定 90企業 91企業

29.00% 未確定 90.00% 91.00%

38.00% 43.9% 未確定 44.0% 60%

63.33% 73.17% 未確定 76.00% H29年目標※2

※１　「恵那市子ども・子育て支援事業計画」（平成27年策定）目標値、※２　「第2期特定健診等実施計画」（平成25年策定）目標値

R3.3末時点

-

わからない・無
回答を除く
25.7%

令和元年度

40%

80%

令和元年度

わからない・無
回答を除く
86.5%

わからない・無
回答を除く
43.6%

わからない・無
回答を除く
39.7%

わからない・無
回答を除く
53.2%

わからない・無
回答を除く
81.0%

令和２年度

わからない・無
回答を除く
85.1%

わからない・無
回答を除く
42.3%

わからない・無
回答を除く
43.2%

わからない・無
回答を除く
49.6%

わからない・無
回答を除く
79.5%

わからない・無
回答を除く
54.8%

わからない・無
回答を除く
30.4%

わからない・無
回答を除く
24.0%

50%

50%

50%

50%
わからない・無

回答を除く
57.4%

わからない・無
回答を除く
28.8%

わからない・無
回答を除く
24.8%

6

5

1
市内こども園及び保育園における未満児保
育の受入数

75%

50%

50%

50%

80%

4

13人

わからない・無
回答を除く
26.3%

令和２年度

293/1071人

企業調査
実施なし

18/38人

令和２年度

R3.3.1現在

3 特定健診受診率

指標

指標

指標

3

2

1

「男性は仕事、女性は家庭」という考えに
ついて、「男女とも仕事をし、家事・育
児・介護の役割も分かち合うのがよい」と
考える割合

地域活動の場における男女の優遇差につい
て、平等であると考える割合

職場での待遇における男女の優遇差につい
て、平等であると考える割合

1

2

3

2

家庭生活における男女の優遇差について、
平等であると考える割合

9

8

7

岐阜県子育て支援企業登録数

学校教育の場における男女の優遇差につい
て、平等であると考える割合

平成30年度

市が設置する各種審議会・委員会への女性
登用率

政治の場における男女の優遇差について、
平等であると考える割合

社会通念・習慣・しきたりにおける男女の
優遇差について、平等であると考える割合

法律や制度上における男女の優遇差につい
て、平等であると考える割合

H27.3.31現在

平成30年度

社会全体における男女の優遇差について、
平等であると考える割合

企業におけるワーク・ライフ・バランス実
現に向けた取組の実施割合

防災リーダー養成講座への女性参加者数

数値
出典元

市民意識調査【企
画課】

〃

〃

〃

〃

〃

数値
出典元

恵那市子ども・子
育て支援事業計画
【幼児教育課】

【岐阜県子ども・
女性局女性の活躍
推進課】

第2期特定健診等
実施計画【保健年
金課】

平成30年度

〃

〃

〃

数値
出典元

女性の登用率調査
（各年度4.1時
点）【企画課】

企業の雇用等に関
する意向調査【商
工課】

H31.3.1現在

100企業

291/1208人

企業調査
実施なし

13/41人

令和元年度

R2.3.1現在

R2.3末時点

－

【危機管理課】

わからない・無
回答を除く
83.7%

わからない・無
回答を除く
40.8%

わからない・無
回答を除く
38.9%

わからない・無
回答を除く
53.2%

わからない・無
回答を除く
80.4%

わからない・無
回答を除く
55.4%

わからない・無
回答を除く
27.1%

わからない・無
回答を除く
24.4%

わからない・無
回答を除く
25.2%

当初値

わからない・無
回答を除く
80.6%

わからない・無
回答を除く
27.5%

わからない・無
回答を除く

19%

わからない・無
回答を除く
40.2%

平成26年度
実績値（直近２年度）

—

—

—

平成26年度
当初値

わからない・無
回答を除く
74.4%

わからない・無
回答を除く
48.3%

わからない・無
回答を除く
18.3%

わからない・無
回答を除く
16.4%

わからない・無
回答を除く
16.7%

平成26年度
当初値

361/1567人
（H27.4.1時

点）

特に何もしてい
ない27.0％、無

回答2.2％
（H27男女プラ
ン策定時調査）

9/44人

—

実績値（直近２年度）

実績値（直近２年度）

325/1423人

26/55人

企業調査
実施なし

表の見方： 目標指数

達成率
備考

人

10人

20人

30人

２－３ （環境づくり－防災リーダ養成講座への女性参加者数）

220人
240人
260人
280人
300人
320人

３－１ （体制づくり－未満児保育の受入数）

企業

50企業

100企業

150企業

平成26年度 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 令和7年度

３－２ （体制づくり－子育て支援企業登録数）

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

３－３ （体制づくり－特定健診受診率）

数値なし

（直近年度値）

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

100.0%

１－１～１－９ （意識づくり）

1 系列2 系列3 系列4 系列5

系列6 系列7 系列8 系列9

※わからない・無回答除く率で比較

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%

２－１ （環境づくり－女性登用率）

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

100.0%

２－２ （環境づくり－ワーク・ライフ・バランスの取組実施割合）

数値なし

（直近年度値）



第２次恵那市男女共同参画プラン　目標指標の達成状況（基本目標１意識づくり詳細）_令和２年度実績

R2.8.1時点

基本目標１　意識づくり
目標値

件数 率（目標指数用）
率（わからない・

無回答除） 件数 率（目標指数用）
率（わからない・

無回答除） 件数 率（目標指数用）
率（わからない・

無回答除） 件数 率（目標指数用）
率（わからない・

無回答除）

仕事は男が行い、家庭は女が行う 84 5.8% 6.1% 88 6.9% 7.4% 76 6.4% 6.7% 90 6.5% 6.5%
仕事は男女で行い、家庭は女が行う 60 4.1% 4.4% 50 3.9% 4.2% 30 2.5% 2.7% 44 3.2% 3.2%
仕事も家庭も男女で共に行う 1,107 76.3% 80.6% 990 77.3% 83.7% 974 81.8% 86.5% 1,174 85.1% 85.1% 80%
仕事は女が行い、家庭は男女で行う ― ― ― 3 0.2% 0.3% 1 0.1% 0.1% 3 0.2% 0.2%
仕事は女が行い、家庭は男が行う 52 3.6% 3.8% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
その他 70 4.8% 5.1% 52 4.1% 4.4% 45 3.8% 4.0% 69 5.0% 5.0%
無回答 78 5.4% ― 97 7.6% ― 64 5.4% ― 0.0% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,280 100.0% 100.0% 1,190 100.0% 100.0% 1,380 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 257 17.7% 22.7% 152 11.9% 14.8% 127 10.7% 13.3% 171 12.4% 13.70%
男性がやや優遇されている 411 28.3% 36.2% 361 28.2% 35.2% 334 28.1% 34.9% 432 31.3% 34.40%
平等である 312 21.5% 27.5% 419 32.7% 40.8% 417 35.0% 43.6% 531 38.5% 42.30% 50%
女性がやや優遇されている 80 5.5% 7.1% 70 5.5% 6.8% 65 5.5% 6.8% 83 6.0% 6.60%
女性が非常に優遇されている 74 5.1% 6.5% 24 1.9% 2.3% 14 1.2% 1.5% 37 2.7% 3.00%
わからない 91 6.3% ― 109 8.5% ― 93 7.8% ― 126 9.1% ―
無回答 226 15.6% ― 145 11.3% ― 140 11.8% ― 0.0% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,280 100.0% 100.0% 1,190 100.0% 100.0% 1,380 100.0% 100.00%

男性が非常に優遇されている 375 25.8% 33.4% 161 12.6% 17.7% 106 8.9% 12.8% 159 11.5% 13.70%
男性がやや優遇されている 471 32.5% 41.9% 324 25.3% 35.6% 316 26.6% 38.2% 389 28.2% 33.70%
平等である 214 14.7% 19.0% 354 27.7% 38.9% 329 27.6% 39.7% 498 36.1% 43.20% 50%
女性がやや優遇されている 25 1.7% 2.2% 57 4.5% 6.3% 59 5.0% 7.1% 75 5.4% 6.50%
女性が非常に優遇されている 39 2.7% 3.5% 14 1.1% 1.5% 18 1.5% 2.2% 33 2.4% 2.90%
わからない 84 5.8% ― 176 13.8% ― 167 14.0% ― 226 16.4% -
無回答 243 16.7% ― 194 15.2% ― 195 16.4% ― 0.0% -
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,280 100.0% 100.0% 1,190 100.0% 100.0% 1,380 100.0% 100.00%

男性が非常に優遇されている 178 12.3% 16.7% 79 6.2% 8.8% 61 5.1% 7.2% 116 8.4% 10.4%
男性がやや優遇されている 345 23.8% 32.4% 268 20.9% 29.8% 237 19.9% 27.9% 355 25.7% 31.8%
平等である 428 29.5% 40.2% 472 36.9% 52.6% 452 38.0% 53.2% 553 40.1% 49.6% 50%
女性がやや優遇されている 49 3.4% 4.6% 68 5.3% 7.6% 83 7.0% 9.8% 80 5.8% 7.2%
女性が非常に優遇されている 66 4.5% 6.2% 11 0.9% 1.2% 16 1.3% 1.9% 11 0.8% 1.0%
わからない 143 9.9% ― 211 16.5% ― 190 16.0% ― 265 19.2% -
無回答 242 16.7% ― 171 13.4% ― 151 12.7% ― 0.0% -
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,280 100.0% 100.0% 1,190 100.0% 100.0% 1,380 100.0% 100.00%

男性が非常に優遇されている 42 2.9% 4.3% 27 2.1% 3.6% 24 2.0% 3.5% 28 2.0% 3.0%
男性がやや優遇されている 106 7.3% 10.8% 75 5.9% 9.9% 63 5.3% 9.2% 102 7.4% 10.7%
平等である 729 50.2% 74.4% 607 47.4% 80.4% 554 46.6% 81.0% 755 54.7% 79.5% 75%
女性がやや優遇されている 52 3.6% 5.3% 37 2.9% 4.9% 31 2.6% 4.5% 57 4.1% 6.0%
女性が非常に優遇されている 51 3.5% 5.2% 9 0.7% 1.2% 12 1.0% 1.8% 8 0.6% 0.8%
わからない 213 14.7% ― 316 24.7% ― 300 25.2% ― 430 31.2% ―
無回答 258 17.8% ― 209 16.3% ― 206 17.3% ― 0.0% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,280 100.0% 100.0% 1,190 100.0% 100.0% 1,380 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 178 12.3% 17.7% 75 5.9% 9.1% 55 4.6% 7.2% 87 6.3% 8.4%
男性がやや優遇されている 259 17.8% 25.8% 238 18.6% 29.0% 215 18.1% 28.3% 315 22.8% 30.1%
平等である 485 33.4% 48.3% 455 35.5% 55.4% 436 36.6% 57.4% 573 41.5% 54.8% 50%
女性がやや優遇されている 37 2.5% 3.7% 38 3.0% 4.6% 42 3.5% 5.5% 55 4.0% 5.3%
女性が非常に優遇されている 45 3.1% 4.5% 16 1.3% 1.9% 12 1.0% 1.6% 15 1.1% 1.4%
わからない 194 13.4% ― 268 20.9% ― 244 20.5% ― 335 24.3% ―
無回答 253 17.4% ― 190 14.8% ― 186 15.6% ― 0.0% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,280 100.0% 100.0% 1,190 100.0% 100.0% 1,380 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 308 21.2% 28.9% 182 14.2% 19.5% 157 13.2% 18.2% 217 15.7% 18.2%
男性がやや優遇されている 492 33.9% 46.2% 447 34.9% 47.9% 427 35.9% 49.6% 574 41.6% 48.0%
平等である 195 13.4% 18.3% 253 19.8% 27.1% 248 20.8% 28.8% 364 26.4% 30.4% 50%
女性がやや優遇されている 31 2.1% 2.9% 42 3.3% 4.5% 26 2.2% 3.0% 29 2.1% 2.4%
女性が非常に優遇されている 39 2.7% 3.7% 9 0.7% 1.0% 3 0.3% 0.3% 12 0.9% 1.0%
わからない 139 9.6% ― 172 13.4% ― 159 13.4% ― 184 13.3% ―
無回答 247 17.0% ― 175 13.7% ― 170 14.3% ― 0.0% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,280 100.0% 100.0% 1,190 100.0% 100.0% 1,380 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 451 31.1% 41.9% 283 22.1% 30.7% 225 18.9% 26.4% 330 23.9% 27.7%
男性がやや優遇されている 433 29.8% 40.2% 396 30.9% 43.0% 402 33.8% 47.2% 555 40.2% 46.6%
平等である 177 12.2% 16.4% 225 17.6% 24.4% 211 17.7% 24.8% 286 20.7% 24.0% 50%
女性がやや優遇されている 4 0.3% 0.4% 13 1.0% 1.4% 10 0.8% 1.2% 17 1.2% 1.4%
女性が非常に優遇されている 12 0.8% 1.1% 5 0.4% 0.5% 4 0.3% 0.5% 3 0.2% 0.3%
わからない 131 9.0% ― 187 14.6% ― 167 14.0% ― 189 13.8% -
無回答 243 16.7% ― 171 13.4% ― 171 14.4% ― 0.0% 0.0%
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,280 100.0% 100.0% 1,190 100.0% 100.0% 1,380 100.0% 100.0%

男性が非常に優遇されている 238 16.4% 22.1% 178 13.9% 18.6% 125 10.5% 14.2% 198 14.3% 16.5%
男性がやや優遇されている 619 42.7% 57.5% 490 38.3% 51.2% 489 41.1% 55.7% 636 46.1% 52.9%
平等である 180 12.4% 16.7% 241 18.8% 25.2% 226 19.0% 25.7% 316 22.9% 26.3% 50%
女性がやや優遇されている 11 0.8% 1.0% 38 3.0% 4.0% 29 2.4% 3.3% 40 2.9% 3.3%
女性が非常に優遇されている 28 1.9% 2.6% 10 0.8% 1.0% 9 0.8% 1.0% 12 0.9% 1.0%
わからない 143 9.9% ― 158 12.3% ― 150 12.6% ― 178 12.9% ―
無回答 232 16.0% ― 165 12.9% ― 162 13.6% ― 0.0% ―
合計 1,451 100.0% 100.0% 1,280 100.0% 100.0% 1,190 100.0% 100.0% 1,380 100.0% 100.0%

令和2年度
実績値（直近２年度）

令和７年度
令和元年度

社会全体における男女の
優遇差について、平等で
あると考える割合

9

地域活動の場における男
女の優遇差について、平
等であると考える割合

4

学校教育の場における男
女の優遇差について、平
等であると考える割合

5

法律や制度上における男
女の優遇差について、平
等であると考える割合

6

社会通念・習慣・しきた
りにおける男女の優遇差
について、平等であると
考える割合

7

8

政治の場における男女の
優遇差について、平等で
あると考える割合

家庭生活における男女の
優遇差について、平等で
あると考える割合

2

職場での待遇における男
女の優遇差について、平
等であると考える割合

3

1

「男性は仕事、女性は家
庭」という考えについ
て、「男女とも仕事を
し、家事・育児・介護の
役割も分かち合うのがよ
い」と考える割合

指標

当初値

回答 平成26年度 平成30年度

現状

13.7%

13.7%

10.4%

3.0%

8.3%

18.2%

27.7%

16.5%

34.4%

33.7%

31.8%

10.7%

30.1%

48.0%

46.6%

52.9%

42.3%

43.2%

49.6%

79.5%

54.8%

30.4%

24.0%

26.3%

6.6%

6.5%

7.2%

6.0%

5.3%

2.4%

1.4%

3.3%

3.0%

2.9%

1.0%

0.8%

1.4%

1.0%

0.3%

1.0%

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

２家庭生活

３職場

４地域活動の場

５学校教育の場

６法律や制度上

7社会通念・習慣・しきたり

８政治の場

９社会全体として

【Ｒ２年度】 ２～９ 場面による男女の優遇差

男性が非常に優遇されている 男性がやや優遇されている 平等である

女性がやや優遇されている 女性が非常に優遇されている

当初

現状

当初

6.1%
4.4%

80.6%
3.8%

5.1%

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

１男女の役割分担の考え

【Ｈ２６年度】 １ 役割分担の考え

「男は仕事、女は家庭」がよい

男女とも仕事をするが、家事・育児・介護は女性の役割である

男女とも仕事をし、家事・育児・介護の役割も分かち合うのがよい

「女は仕事、男は家庭」がよい

その他

22.7%

33.4%

16.7%

4.3%

17.7%

28.9%

41.9%

22.1%

36.2%

41.9%

32.4%

10.8%

25.8%

46.2%

40.2%

57.5%

27.5%

19.0%

40.2%

74.4%

48.3%

18.3%

16.4%

16.7%

7.1%

2.2%

4.6%

5.3%

3.7%

2.9%

0.4%

1.0%

6.5%

3.5%

6.2%

5.2%

4.5%

3.7%

1.1%

2.6%

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

２家庭生活

３職場

４地域活動の場

５学校教育の場

６法律や制度上

7社会通念・習慣・しきたり

８政治の場

９社会全体として

【Ｈ２６年度】 ２～９ 場面による男女の優遇差

男性が非常に優遇されている 男性がやや優遇されている 平等である

女性がやや優遇されている 女性が非常に優遇されている

※わからない・無回答除く率で比較

※わからない・無回答除く率で比較

※わからない・無回答除く率で比較

※わからない・無回答除く率で比較

6.5%3.2% 85.1%
0.2%
0.0%

5.0%

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

１男女の役割分担の考え

【Ｒ２年度】 １ 役割分担の考え

仕事は男が行い、家庭は女が行う 仕事は男女で行い、家庭は女が行う 仕事も家庭も男女で共に行う

仕事は女が行い、家庭は男女で行う 仕事は女が行い、家庭は男が行う その他



追加資料

事業実施状況
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⼥性向けセミナー

事業期間・事業名

令和3年度 男⼥共同参画関連事業

4/1〜5/31「仕事と⼦育ての両⽴・困ったことや不安なこと教えて」アンケート実施

5/30 お⽗さんと⼦どもによる「ばくだんおにぎり教室」

6/23〜30 「男⼥共同参画週間」ポスター掲⽰、カード配布

7/31 ⼦ども「ばくだんおにぎり教室」

（緊急事態宣⾔） 8/26「岐⾩県就労・⼦育てに関する講座・キャリナビ」中⽌

（緊急事態宣⾔） 9/30「岐⾩県就労・⼦育てに関する講座・キャリナビ」中⽌

10/28 「岐⾩県就労・⼦育てに関する講座・キャリナビ」

11/18 「岐⾩県就労・⼦育てに関する講座・キャリナビ」
11/27 育休中の⼥性対象セミナー（座談会）
11/12〜11/25「⼥性に対する暴⼒をなくす運動」
   （パープルリボン）広報掲載11/1号、カード配布等

⼥性向けセミナー

審議会等における託児事業 利⽤状況

利⽤⽇ 委員会名 利⽤⼈数

R3.4.20 農業委員会地区委員会 1

R3.4.28 農業委員会総会 1

R3.5.20 農業委員会地区委員会 1

R3.5.28 農業委員会総会 1

R3.6.22 農業委員会地区委員会 1

R3.6.30 農業委員会総会 1

R3.7.9 介護保険審議会 1

R3.7.21 農業委員会地区委員会 1

R3.7.22 ⼦ども⼦育て会議 1

R3.7.28 農業委員会総会 1

R3.8.3 こども元気プラザ運営委員会 1

R3.8.30 農業委員会総会 1
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【告知⽅法】広報えな、えなえーるHP、SNSにて告知

【期間】 4/1-5/31
【回答⽅法】

【回答数】 22件（結果の⼀部を広報えな10⽉号に掲載）

【回答内容】
・やることリストの共有 ・⼣⾷の準備に疲弊 ・タイムマネジメント
・急な熱が⼼配です。

「仕事と⼦育ての両⽴・困ったことや不安なこと教えて」アンケート実施

・仕事と育児の両⽴が不安。朝のバタバタな毎⽇。
・仕事と育児と家事をやりこなせるか不安

・⼦どもの急な体調不良

えなえーるウェブサイト、
回収箱：えなえーる、保健センター、⼦育て⽀援センター(恵那、恵南）

・体調が悪くなった時に休めるか

・⼦どもが⾵邪の時の買い物が困りました。ネットスーパーなどすぐ届くものなあると助かりま
す。⾵邪の時セット（ゼリーや⾷料がまとまっているといいな）

・仕事を休みづらい

・⼦どものコトバが出てこないことが不安。町内に遊具のある公園が無い
・⼦どもが遊べる公園(遊具がある）が欲しい（他3件）

・両⽴するためには近場に遊び場が必要なのに、唯⼀ある⼩学校の遊具が使⽤禁⽌の為、困って
います。

・睡眠の時間作りに困った。⾒てくれる⼈が変わるとリズムがくるうため
・夜中に元気になってしまったとき

・復帰にあたり、保育園選びなどが⼼配

・⼦どもを預けるとき、当⽇でもOKなところがあるとよかった
・今、保育園キャンセル待ちですが、復帰したときの家事育児仕事の両⽴が不安

・出産直後に上の⼦が退園になり困っているが⼤変さが伝わらない。園⻑にも「そんなことわ
かって⽣まなかったの？」と⾔われ、鬱になりそうです。

・退職してから期間があいているので、社会復帰で仕事があるか不安（特に資格もないので）
・⾃営のため、⼀緒に仕事の時もいるが、歩けるようになり、いまのままでは難しいと感じてい
る。収⼊を考えると保育園も負担が⼤きい。ファミリーサポートも考えているが、短時間で何回
もお願いする形になるので、どんな形が良いか考えている。


