
１　令和３年度男女共同参画社会の形成の状況
特　集　人生100年時代における結婚と家族～家族の姿の変化と課題にどう向き合うか～�  3
第１節　家族の姿の変化・人生の多様化�  8
第２節　結婚と家族を取り巻く状況�� 48
第３節　人生100年時代における男女共同参画の課題� 96
Ⅰ　あらゆる分野における女性の参画拡大
第１分野　政策・方針決定過程への女性の参画拡大� 109
第１節　政治分野� 109
第２節　司法分野� 113
第３節　行政分野� 114
第４節　経済分野� 121
第２分野　雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和� 125
第１節　就業� 125
第２節　仕事と生活の調和� 133
第３分野　地域における男女共同参画の推進� 139
第４分野　科学技術・学術における男女共同参画の推進� 143
Ⅱ　安全・安心な暮らしの実現
第５分野　女性に対するあらゆる暴力の根絶� 149
第１節　配偶者暴力� 149
第２節　性犯罪・性暴力� 154
第６分野　�男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と�

多様性を尊重する環境の整備� 158
第７分野　生涯を通じた健康支援� 161
第８分野　防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進� 167
Ⅲ　男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
第９分野　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備� 169
第10分野　教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進� 171
第11分野　男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献� 176

２　男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

第１部 令和３年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
Ⅰ　あらゆる分野における女性の参画拡大
第１分野　政策・方針決定過程への女性の参画拡大� 185
第１節　政治分野� 185
第２節　司法分野� 186
第３節　行政分野� 186
第４節　経済分野� 190
第５節　専門・技術職、各種団体等� 192
第２分野　雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和� 192
第１節　ワーク・ライフ・バランス等の実現� 192
第２節　雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び各種ハラスメントの防止� 194
第３節　�積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進等による女性の参画拡大・

男女間格差の是正� 195
第４節　非正規雇用労働者の待遇改善、正規雇用労働者への転換の支援� 196

目 次

ii



第５節　再就職、起業、雇用によらない働き方等における支援� 198
第３分野　地域における男女共同参画の推進� 199
第１節　地方創生のために重要な女性の活躍推進� 199
第２節　農林水産業における男女共同参画の推進� 201
第３節　地域活動における男女共同参画の推進� 202
第４分野　科学技術・学術における男女共同参画の推進� 203
第１節　科学技術・学術分野における女性の参画拡大� 203
第２節　男女共同参画と性差の視点を踏まえた研究の促進� 204
第３節　男女の研究者・技術者が共に働き続けやすい研究環境の整備� 204
第４節　女子学生・生徒の理工系分野の選択促進及び理工系人材の育成� 205
Ⅱ　安全・安心な暮らしの実現
第５分野　女性に対するあらゆる暴力の根絶� 206
第１節　女性に対するあらゆる暴力の予防と根絶のための基盤づくり� 206
第２節　性犯罪・性暴力への対策の推進� 208
第３節　子供、若年層に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進� 211
第４節　配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進� 213
第５節　ストーカー事案への対策の推進� 215
第６節　セクシュアルハラスメント防止対策の推進� 216
第７節　人身取引対策の推進� 217
第８節　インターネット上の女性に対する暴力等への対応� 217
第９節　売買春への対策の推進� 218
第６分野　�男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を�

尊重する環境の整備� 219
第１節　貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援� 219
第２節　高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備� 222
第７分野　生涯を通じた健康支援� 225
第１節　生涯にわたる男女の健康の包括的な支援� 225
第２節　医療分野における女性の参画拡大� 229
第３節　スポーツ分野における男女共同参画の推進� 230
第８分野　防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進� 231
第１節　国の防災・復興行政への男女共同参画の視点の強化� 231
第２節　地方公共団体の取組促進� 231
第３節　国際的な防災協力における男女共同参画� 233
第４節　男女共同参画の視点に立った気候変動問題等の環境問題の取組の推進� 233
Ⅲ　男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
第９分野　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備� 234
第１節　男女共同参画の視点に立った各種制度等の見直し� 234
第２節　男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実� 236
第10分野　教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進� 237
第１節　男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実� 237
第２節　学校教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大� 239
第３節　国民的広がりを持って地域に浸透する広報活動の展開� 239
第４節　メディア分野等と連携した積極的な情報発信� 240
第５節　�メディア分野等における政策・方針決定過程への女性の参画拡大及び�

セクシュアルハラスメント対策の強化� 240
第11分野　男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献� 241
第１節　持続可能な開発目標（SDGs）や女子差別撤廃委員会など国連機関等との協調� 241
第２節　G7、Ｇ20、APEC、OECDにおける各種合意等への対応� 243
第３節　�ジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメントに関する国際的な�

リーダーシップの発揮� 243

目
　
次

iii



Ⅳ　推進体制の整備・強化
第１節　国内の推進体制の充実・強化� 244
第２節　男女共同参画の視点を取り込んだ政策の企画立案及び実施等の推進� 245
第３節　地方公共団体や民間団体等における取組の強化� 247

第２部 令和４年度に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
Ⅰ　あらゆる分野における女性の参画拡大
第１分野　政策・方針決定過程への女性の参画拡大� 251
第１節　政治分野� 251
第２節　司法分野� 252
第３節　行政分野� 252
第４節　経済分野� 255
第５節　専門・技術職、各種団体等� 256
第２分野　雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和� 256
第１節　ワーク・ライフ・バランス等の実現� 256
第２節　雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び各種ハラスメントの防止� 258
第３節　�積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進等による女性の参画拡大・�

男女間格差の是正� 259
第４節　非正規雇用労働者の待遇改善、正規雇用労働者への転換の支援� 260
第５節　再就職、起業、雇用によらない働き方等における支援� 261
第３分野　地域における男女共同参画の推進� 262
第１節　地方創生のために重要な女性の活躍推進� 262
第２節　農林水産業における男女共同参画の推進� 265
第３節　地域活動における男女共同参画の推進� 266
第４分野　科学技術・学術における男女共同参画の推進� 266
第１節　科学技術・学術分野における女性の参画拡大� 266
第２節　男女共同参画と性差の視点を踏まえた研究の促進� 267
第３節　男女の研究者・技術者が共に働き続けやすい研究環境の整備� 267
第４節　女子学生・生徒の理工系分野の選択促進及び理工系人材の育成� 268
Ⅱ　安全・安心な暮らしの実現
第５分野　女性に対するあらゆる暴力の根絶� 268
第１節　女性に対するあらゆる暴力の予防と根絶のための基盤づくり� 268
第２節　性犯罪・性暴力への対策の推進� 270
第３節　子供、若年層に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進� 272
第４節　配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進� 273
第５節　ストーカー事案への対策の推進� 275
第６節　セクシュアルハラスメント防止対策の推進� 276
第７節　人身取引対策の推進� 276
第８節　インターネット上の女性に対する暴力等への対応� 277
第９節　売買春への対策の推進� 277
第６分野　�男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を�

尊重する環境の整備� 278
第１節　貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援� 278
第２節　高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備� 280
第７分野　生涯を通じた健康支援� 283
第１節　生涯にわたる男女の健康の包括的な支援� 283
第２節　医療分野における女性の参画拡大� 286
第３節　スポーツ分野における男女共同参画の推進� 287
第８分野　防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進� 287
第１節　国の防災・復興行政への男女共同参画の視点の強化� 287

iv



第２節　地方公共団体の取組促進� 288
第３節　国際的な防災協力における男女共同参画� 289
第４節　男女共同参画の視点に立った気候変動問題等の環境問題の取組の推進� 289

Ⅲ　男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
第９分野　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備� 290
第１節　男女共同参画の視点に立った各種制度等の見直し� 290
第２節　男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実� 292

第10分野　教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進� 293
第１節　男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実� 293
第２節　学校教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大� 294
第３節　国民的広がりを持って地域に浸透する広報活動の展開� 295
第４節　メディア分野等と連携した積極的な情報発信� 295
第５節　�メディア分野等における政策・方針決定過程への女性の参画拡大及び�

セクシュアルハラスメント対策の強化� 295
第11分野　男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献� 296
第１節　持続可能な開発目標（SDGs）や女子差別撤廃委員会など国連機関等との協調� 296
第２節　G7、G20、APEC、OECDにおける各種合意等への対応� 296
第３節　�ジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメントに関する国際的な�

リーダーシップの発揮� 297
Ⅳ　推進体制の整備・強化
第１節　国内の推進体制の充実・強化� 297
第２節　男女共同参画の視点を取り込んだ政策の企画立案及び実施等の推進� 298
第３節　地方公共団体や民間団体等における取組の強化� 299

（資料）
１　男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）� 301
２　女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約� 304
３　令和４年度男女共同参画基本計画関係予算� 309
４　令和２年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績� 314
５　第５次男女共同参画基本計画における成果目標の動向� 317
６　第５次男女共同参画基本計画における参考指標の動向� 322

目
　
次

v



１　令和３年度男女共同参画社会の形成の状況

特　集　人生100年時代における結婚と家族～家族の姿の変化と課題にどう向き合うか～
特－１図　婚姻・離婚・再婚件数の年次推移� 9
特－２図　夫妻の初婚―再婚の組合せ別再婚件数・割合（令和２（2020）年）� 9
特－３図　配偶関係別の人口構成比（男女別）の変化� 11
特－４図　50歳時の未婚割合� 12
特－５図　家族の姿の変化� 13
特－６図　世帯の家族類型別構成割合の推移� 13
特－７図　共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移（妻が64歳以下の世帯）� 18
特－８図　共働き等世帯数の推移（妻が64歳以下の世帯）� 19
特－９図　夫婦と子供から成る世帯の妻の就業状態別割合（妻の年齢階級別）� 20
特－10図　�就業調整をしている非正規雇用労働者の女性の数・割合（配偶関係、所得階

級別）（平成29（2017）年）� 21
特－11図　�所得階級別有業者割合（男女、配偶関係、年齢階級別）（平成29（2017）年）

� 22
特－12図　関連制度の変遷� 23
特－13図　家族手当の支給状況及び配偶者の収入による制限の状況� 24
特－14図　夫の所得階級別の妻の有業率（平成29（2017）年）� 25
特－15表　ひとり親世帯の状況� 26
特－16図　母子世帯数及び父子世帯数の推移� 26
特－17図　ひとり親世帯の世帯構成� 27
特－18図　ひとり親世帯になった時の親の年齢� 28
特－19図　ひとり親世帯になった時の末子の年齢� 29
特－20図　全世帯とひとり親世帯の等価可処分所得の分布� 30
特－21図　現在の暮らしの状況について� 31
特－22図　単独世帯数（年齢階級別）� 32
特－23図　世帯主が就業している世帯の所得分布（平成29（2017）年）� 33
特－24図　女性有業者のうち単身者（未婚）の世帯所得分布（平成29（2017）年）� 33
特－25図　孤独感� 35
特－26図　近所の人とのつきあいの程度� 37
特－27図　東京都区部における年齢階級別の孤独死数の推移� 38
特－28図　年齢階級別自殺者数（要因が孤独感）� 38
特－29図　家事・育児・介護参画に対する意識（性別、年齢別）� 40
特－30図　�夫婦の仕事時間、家事・育児関連時間（末子の年齢別）／共働き世帯（平成

28（2016）年）� 41
特－31図　男女別に見た生活時間（週全体平均）（１日当たり、国際比較）� 42
特－32図　介護の担い手� 43
特－33図　介護をしている者の有業率（男女別、年齢階級別）（平成29（2017）年）� 43
特－34図　被虐待高齢者から見た虐待者の続柄� 44
特－35図　現在の配偶者状況� 49
特－36図　恋愛結婚・見合い結婚の割合推移� 49
特－37図　これまでの恋人の人数� 50
特－38図　これまでの恋人の人数・デートした人数� 51
特－39図　今後の結婚願望（独身者）� 53
特－40図　結婚したい理由� 54
特－41図　積極的に結婚したいと思わない理由� 55

〈図　表　目　次〉

vi



特－42図　家族に関する意識（結婚・子供、家族）� 57
特－43図　性別役割意識（男性は結婚して家庭をもって一人前だ）� 58
特－44図　結婚相手に求める・求めたこと� 59
特－45図　理想の子供数� 62
特－46図　過去の離婚の経験� 65
特－47図　別居時の年齢別離婚件数（令和２（2020）年）� 66
特－48図　夫婦が親権を行う子の数別離婚件数の割合（令和２（2020）年）� 66
特－49図　親が離婚した未成年の子� 66
特－50図　離婚時の就業状況� 67
特－51図　夫婦関係が破綻した原因� 68
特－52図　離婚原因として身体的・精神的な暴力を挙げている人の割合� 68
特－53図　今後離婚する可能性� 69
特－54図　離婚の可能性（雇用形態別）� 70
特－55図　既婚者の個人年収（年齢階級別）� 72
特－56図　結婚相手に求めること（離婚の可能性ありとその他の比較）� 73
特－57表　シングルマザーのターニングポイントにおける年齢� 74
特－58図　シングルマザーの就業状況� 75
特－59図　シングルマザーの最終学歴� 76
特－60図　結婚後の収入（結婚前の理想と現実）� 78
特－61図　第一子が生まれた後の収入（第一子が生まれる前の理想と現実）� 80
特－62表　�結婚後・第一子が生まれた後の自分と配偶者の働き方（理想と現実）� 81
特－63図　結婚後の配偶者の働き方（理想）� 82
特－64図　第一子が生まれた後の配偶者の働き方（理想）� 83
特－65図　配偶者・恋人との年収の違い� 84
特－66図　家族に関する意識（仕事・収入・家事）� 85
特－67図　性別役割意識（性・年代別）� 86
特－68図　年齢階級別個人年収� 87
特－69図　個人年収（既婚者と独身者（居住形態別）の比較）� 88
特－70図　貧困率（男女別、年齢階級別）（シングルマザー）� 89
特－71図　現在の不安、将来の不安� 90
特－72図　現在の不安（40～50代）� 92
特－73図　男女間賃金格差の国際比較� 99
特－74図　地方移住への関心（東京圏在住者）� 99
特－75図　テレワーク実施頻度の変化� 100
特－76図　家事・育児時間の変化� 101

第１分野　政策・方針決定過程への女性の参画拡大
１－１図　衆議院議員総選挙における候補者、当選者に占める女性の割合の推移� 109
１－２図　参議院議員通常選挙における候補者、当選者に占める女性の割合の推移� 110
１－３図　諸外国の国会議員に占める女性の割合の推移� 110
１－４図　統一地方選挙における候補者、当選者に占める女性の割合の推移� 111
１－５図　地方議会における女性議員の割合の推移� 112
１－６図　司法分野における女性の割合の推移� 113
１－７図　諸外国の裁判所裁判官に占める女性の割合（令和４（2022）年４月）� 113
１－８図　国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合の推移� 114
１－９図　国家公務員の各役職段階に占める女性の割合の推移� 115
１－10図　諸外国の国家公務員管理職に占める女性の割合（令和３（2021）年）� 116
１－11図　地方公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合の推移� 116
１－12図　都道府県職員の各役職段階に占める女性の割合の推移� 117
１－13図　市区町村職員の各役職段階に占める女性の割合の推移� 117
１－14図　国の審議会等における女性委員の割合の推移� 118

目
　
次

vii



１－15図　地方公共団体の審議会等委員に占める女性の割合の推移� 119
１－16図　独立行政法人等の役職員の各役職段階に占める女性の割合の推移� 120
１－17図　民間企業の雇用者の各役職段階に占める女性の割合の推移� 121
１－18図　諸外国の就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合� 122
１－19図　上場企業の役員に占める女性の人数及び割合の推移� 122
１－20図　諸外国の役員に占める女性の割合（令和３（2021）年）� 123
１－21図　女性役員がいない東証一部上場企業の数及び割合の推移� 123
１－22図　起業家に占める女性の割合の推移� 124

第２分野　雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和
２－１図　女性就業者数の推移� 125
２－２図　女性就業率の推移� 125
２－３図　OECD諸国の女性（15～64歳）の就業率（令和２（2020）年）� 126
２－４図　女性の年齢階級別労働力率（M字カーブ）の推移� 126
２－５図　主要国における女性の年齢階級別労働力率� 127
２－６図　女性が職業を持つことに対する意識の変化� 127
２－７図　正規雇用労働者と非正規雇用労働者数の推移（男女別）� 128
２－８図　不本意非正規雇用労働者の状況（令和３（2021）年）� 129
２－９図　女性の就業希望者の内訳（令和３（2021）年）� 130
２－10図　女性の年齢階級別正規雇用比率（L字カーブ）（令和３（2021）年）� 130
２－11図　男女間所定内給与格差の推移� 131
２－12図　男女間賃金格差の国際比較� 132
２－13図　週間就業時間60時間以上の雇用者の割合の推移� 133
２－14図　年次有給休暇取得率の推移� 134
２－15図　共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移� 135
２－16図　「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に関する意識の変化� 136
２－17図　�「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に関する意識の現状�

（令和元（2019）年）� 136
２－18図　子供の出生年別第１子出産前後の妻の就業経歴� 137
２－19図　男性の育児休業取得率の推移� 138

第３分野　地域における男女共同参画の推進
３－１図　市区町村における男女共同参画計画策定の割合の推移� 139
３－２図　地域における10～20代の人口に対する転出超過数の割合� 140
３－３図　自治会長及びPTA会長に占める女性の割合の推移� 140
３－４図　農林漁業就業者に占める女性の割合の推移� 141
３－５図　農業委員会、農協、漁協、森林組合における女性の参画状況の推移� 142

第４分野　科学技術・学術における男女共同参画の推進
４－１図　�大学（学部）及び大学院（修士課程、博士課程）学生に占める女子学生の割合�

（専攻分野別、令和３（2021）年度）� 143
４－２図　大学等における専門分野別教員の女性の割合（令和元（2019）年度）� 144
４－３図　大学の研究者の採用に占める女性の割合の推移（学部ごと）� 144
４－４図　女性研究者数及び研究者に占める女性の割合の推移� 145
４－５図　研究者に占める女性の割合（国際比較）� 146
４－６図　専門分野別に見た大学等の研究本務者の男女別割合（令和３（2021）年）� 147
４－７図　専門分野別研究者数（令和３（2021）年）� 147
４－８図　専門分野別に見た大学等入学者女性割合（国際比較）� 148

第５分野　女性に対するあらゆる暴力の根絶
５－１図　配偶者からの被害経験（令和２（2020）年度）� 149

viii



５－２図　DV相談者の年齢・相談内容� 150
５－３図　配偶者からの被害経験のある者のうち誰かに相談した者の割合の推移� 151
５－４図　配偶者暴力相談支援センター数の推移� 151
５－５図　配偶者暴力相談支援センターへの相談件数の推移� 152
５－６図　DV相談件数の推移� 152
５－７図　配偶者暴力等に関する保護命令事件の処理状況等の推移� 153
５－８図　無理やりに性交等された被害経験等（令和２（2020）年度）� 154
５－９図　�性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの全国の�

相談件数の推移� 155
５－10図　強制性交等・強制わいせつ認知件数の推移� 155
５－11図　児童買春及び児童ポルノ事件の検挙件数の推移� 156
５－12図　ストーカー事案の相談等件数の推移� 156
５－13図　人身取引事犯の検挙状況等の推移� 157

第６分野　�男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する
環境の整備

６－１図　65歳以上の就業者数の推移� 158
６－２図　高齢者の貧困率（男女別）の国際比較� 158
６－３図　母子世帯数及び父子世帯数の推移� 159
６－４表　ひとり親世帯の状況� 159
６－５表　ひとり親世帯の貧困率の国際比較（子供がいる世帯（大人が１人））� 160

第７分野　生涯を通じた健康支援
７－１図　平均寿命と健康寿命の推移� 161
７－２図　100歳以上の人口の推移� 162
７－３図　死亡数の推移� 163
７－４図　女性の年齢階級別がん罹患率（平成30（2018）年）� 164
７－５図　子宮頸がん検診、乳がん検診受診率の推移� 164
７－６図　年齢階級別人工妊娠中絶件数及び実施率の推移� 165
７－７図　25歳から44歳までの就業医師に占める女性の割合� 166

第８分野　防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進
８－１図　地方防災会議の委員に占める女性の割合の推移� 167
８－２図　消防本部数及び消防吏員に占める女性の割合の推移� 168
８－３図　消防団数及び消防団員に占める女性の割合の推移� 168

第９分野　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備
９－１図　�就業調整をしている非正規雇用労働者の女性の数・割合（配偶関係、所得階

級別）（平成29（2017）年）� 169
９－２図　民間における家族手当制度がある事業所の割合� 169
９－３図　保育の申込者数、待機児童数の状況� 170
９－４図　放課後児童クラブの登録児童数の状況� 170

第10分野　教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進
10－１図　日本の社会全体における男女の地位の平等感（令和元（2019）年）� 171
10－２図　学校種類別進学率の推移� 172
10－３図　社会人大学院入学者数及び女子学生の割合の推移� 173
10－４図　本務教員総数に占める女性の割合（教育段階別、令和３（2021）年度）� 174
10－５図　大学等の教員に占める女性割合（国際比較）（令和元（2019）年）� 174
10－６図　各種メディアにおける女性の割合の推移� 175

目
　
次

ix



第11分野　男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献
11－１表　ＧＧＩ、ＧＩＩの国際比較� 176
11－２図　各分野におけるジェンダー・ギャップ指数� 177
11－３図　日本のジェンダー・ギャップ指数の推移� 177
11－４図　G7各国のＧＧＩスコアの推移� 178

x




