
意
思
決
定
の
場
に
不
在
の
女
性

対
策
が
偏
る
リ
ス
ク
に

　
私
が
千
葉
県
知
事
を
務
め
て
い
た
と
き
に
、
全
国
の
都
道
府
県
知

事
会
で
と
あ
る
調
査
を
し
ま
し
た
。
各
都
道
府
県
の
災
害
備
蓄
の
決

定
に
、
ど
れ
だ
け
女
性
が
関
わ
っ
て
い
る
か
を
調
べ
た
の
で
す
。
そ

の
結
果
は
ゼ
ロ
。
衝
撃
的
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
同
様
の
調
査
を
、
市
町
村
に
対
し
て
行
い
ま
し
た
。
女

性
が
決
定
に
参
加
し
て
い
る
市
町
村
は
や
は
り
少
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
参
加
し
て
い
る
場
合
に
は
た
い
て
い
、
新
生
児
用
の
バ
ス
タ
ブ

（
ベ
ビ
ー
バ
ス
）
や
高
齢
者
用
の
オ
ム
ツ
、
妊
産
婦
が
必
要
と
す
る

品
物
な
ど
、
女
性
、
乳
幼
児
、
高
齢
者
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
に

と
っ
て
の
生
活
必
需
品
が
備
蓄
リ
ス
ト
に
加
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。

よ
り
生
活
に
密
着
し
た
女
性
の

視
点
が
、
そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に

注
目
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　
非
常
時
に
は
普
段
は
な
か
な
か

見
え
な
い
社
会
の
不
平
等
や
差
別

が
む
き
出
し
と
な
り
、
ゆ
が
み
が

あ
ら
わ
に
な
り
ま
す
。
災
害
・
紛

争
時
に
お
け
る
平
等
を
考
え
る
こ

と
は
、
普
段
の
社
会
全
体
を
考
え

る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
紛
争

や
災
害
な
ど
の
異
常
事
態
は
、
し

ば
し
ば
男
性
が
中
心
と
な
っ
て
解
決
す
べ
き
問
題
と
捉
え
ら
れ
が
ち

で
す
が
、
危
機
的
な
状
況
に
効
果
的
に
対
応
す
る
た
め
に
は
男
女
が

力
を
合
わ
せ
て
取
り
組
む
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
私
た
ち
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
と
き
か
ら
繰
り
返
し
声
を
上

げ
て
き
ま
し
た
が
、
改
善
で
き
な
い
ま
ま
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し

ま
し
た
。

　
発
生
か
ら
３
週
間
後
に
被
災
地
を
訪
れ
る
と
、
ど
の
避
難
所
で
も

指
揮
を
執
っ
て
い
る
の
は
男
性
で
し
た
。
避
難
所
に
は
仕
切
り
が
な

く
、
若
い
女
性
や
オ
ム
ツ
を
替
え
た
い
高
齢
の
男
性
、
赤
ち
ゃ
ん
に

母
乳
を
あ
げ
た
い
お
母
さ
ん
な
ど
、
困
っ
て
い
る
人
た
ち
が
た
く
さ

ん
い
ま
し
た
が
、指
揮
を
執
る
男
性
た
ち
は
「
仕
切
り
は
要
ら
な
い
」

と
取
り
合
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
健
康
状
態
を
調
べ
に
来
た
医

師
を
、
避
難
所
の
責
任
者
が
「
全
員
、
元
気
で
す
」
と
答
え
て
帰
ら

せ
た
た
め
、
体
調
が
悪
い
方
が
診
察
を
受
け
ら
れ
ず
、
救
急
車
で
病

院
に
運
ば
れ
て
、そ
の
ま
ま
亡
く
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。こ
う

し
た
問
題
を
防
ぐ
た
め
に
、
普
段
か
ら
災
害
対
策
に
多
様
な
生
活
者

の
視
点
を
織
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
実
感
し
た
の
で
す
。

　
日
本
は
も
と
も
と
災
害
多
発
国
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
近
年
の
温

暖
化
に
よ
っ
て
自
然
災
害
の
発
生
が
増
え
て
い
ま
す
か
ら
、
災
害
対

災
害
多
発
国
の
課
題
を
見
つ
め

自
ら
社
会
を
変
え
て
い
く

福島県内の避難所にて。災害時こそ、声を
上げづらい人たちのニーズをくみ上げること
が大切だ

2016年4月1日、仙台市にて。東日本大震災
からの復興に向けて女性の意見を取り入れ、
より生きやすい社会を目指す

策
は
避
け
て
通
れ
ま
せ
ん
。
縦
割
り
行
政
や
、
行
政
主
導
で
展
開
さ

れ
る
公
共
事
業
な
ど
の
現
在
の
仕
組
み
は
、
女
性
、
高
齢
者
な
ど
あ

ら
ゆ
る
被
災
当
事
者
が
意
志
決
定
に
参
加
で
き
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム

や
空
気
を
作
っ
て
い
く
上
で
の
障
害
に
な
り
ま
す
。そ
れ
と
同
時
に
、

女
性
自
身
が
決
断
を
人
任
せ
に
し
が
ち
な
こ
と
も
足
か
せ
に
な
っ
て

い
ま
す
。
女
性
も
主
体
的
に
参
加
す
べ
き
で
す
。

　
そ
も
そ
も
、
日
本
は
明
治
時
代
か
ら
男
女
双
方
に
義
務
教
育
を
施

し
、
1
9
4
5
年
に
は
女
性
に
参
政
権
を
認
め
る
な
ど
、
早
い
時
期

か
ら
女
性
に
も
男
性
と
平
等
な
教
育
と
権
利
を
与
え
て
き
ま
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
性
が
社
会
の
意
思
決
定
の
場
に
出
て
こ
な
い

こ
と
が
多
い
の
は
、
性
別
に
よ
る
役
割
分
担
の
意
識
が
と
て
も
強
い

か
ら
で
し
ょ
う
。
役
割
分
担
の
多
く
は
昔
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
高
度
経
済
成
長
期
の
〝
男
性
が
身
を
粉
に
し
て
働
き
、
女
性
が

家
庭
を
守
る
〞と
い
う
家
族
像
の
中
で
作
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
す
。

そ
の
結
果
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
は
、
女
性
た
ち
が
自
ら
本

音
を
言
お
う
と
し
な
い
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
う
し
た
実
情
を
踏
ま
え
て
政
府
に
働
き
掛
け
を
続
け
た
結
果
、

東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
反
映
す
る

12
の
項
目
が
織
り
込
ま
れ
、
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
も
「
男
女
共

同
参
画
の
視
点
か
ら
の
防
災
・
復
興
の
取
組
指
針
」
を
作
成
し
ま
し

た
。
昨
年
の
熊
本
地
震
で
も
女
性
が
意
見
を
言
お
う
と
し
な
い
傾
向

が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
指
針
を
活
用
し
、
早
期
か
ら
男
女
共
同

参
画
セ
ン
タ
ー
が
積
極
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の

流
れ
を
恒
久
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
社
会
全
体
の
合
意
形
成

の
中
で
、
女
性
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
生
活
者
の
意
見
を
後
押
し

す
る
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
で
す
。

　
同
じ
社
会
に
住
む
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
互
い
を
差
別
せ
ず
、
お

互
い
に
つ
な
が
り
を
持
ち
、
皆
で
安
全
な
社
会
を
作
っ
て
い
く
た
め

に
、
女
性
も
勇
気
を
持
っ
て
声
を
上
げ
、
責
任
を
担
っ
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

特別 インタビュー

堂本 暁子（どうもと・あきこ）
1932年、東京都生まれ。TBS報道局で記者・ディ
レクターとして活躍。1980年、夜間保育制度の整
備が進まない中、働く母親から子どもを預かるベビ
ーホテル（認可外保育施設）の実情を追ったドキュ
メンタリー『ベビーホテル・キャンペーン』で日本新
聞協会賞などを受賞。89年に参議院議員となり、
男女共同参画社会基本法、DV防止法などの制
定に関与。2001年から８年にわたり、千葉県知事
を務める。東日本大震災後は、防災・災害政策に
男女共同参画の視点を盛り込む提言活動を展開
している。

堂
本 

暁
子
さ
ん

前
千
葉
県
知
事
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

男
女
共
同
参
画
と
災
害
・
復
興
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

代
表

あ
ら
ゆ
る
人
が

力
を
合
わ
せ
て

災
害
に
強
い
社
会
を

あ
ら
ゆ
る
人
が

力
を
合
わ
せ
て

災
害
に
強
い
社
会
を

March 2017                       0405　                   March 2017



ケース

特集 災害・紛争と女性
女性の視点で社会を変える 女

性
も
男
性
も

誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
社
会
を
！

こうした状況に災害や紛争などが重なると、女性を  取り巻く不利な状況が顕在化する

1 災害が発生！！
　 警報が鳴り響いているが・・・

1 治安の悪化した町で
　 女性が暴力を受けてしまったが・・・

2 女性が逃げ遅れないように
　 するためには・・・

3 再び災害が発生！！
　 啓発によって女性たちは・・・

3 女性警察官が町にいれば・・・

災
害
や
紛
争
は
、
一
見
、
男
女
に
同
じ
よ
う
に
降
り
か
か
る
も
の
に
思
え
る
が
、
実
際
に
は
女
性
の
被
害
例
の
方
が
多
い
こ
と
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。

緊
急
時
に
女
性
が
よ
り
不
利
な
状
況
に
追
い
や
ら
れ
な
い
た
め
に
は
、
平
時
か
ら
女
性
が
社
会
に
参
加
す
る
仕
組
み
を
整
え
る
こ
と
が
大
切
だ
。

女性は、家で子どもや高齢者の面倒を見ている
ことが多く、社会的に孤立しがちだ。災害予報の
精度が上がったことに加え、女性への啓発が進
んだことで、男性からの指示なしではどう行動す
れば良いか分からないという女性が減り、自発的
に避難できるようになった。

逃げろ！

女性の警察官がいれば
相談できるのに･･･

何の音だろう？

JICAは2014年から日本人専門家を派遣
し、トルコの警察学校でアフガニスタン人
の新人女性警察官向けに、女性に対する
暴力への対応能力向上を目的とする研修
を行っている。参加した幹部候補生たち
は、ディスカッションなどを通じて、暴力の
要因や影響、女性警察官としての役割に
ついて理解を深めた。

アフガニスタンの
女性警察官向け研修の参加人数

1970年 （犠牲者総数、約30万人）

2007年 （犠牲者総数、約3,500人）

男：女
 1：14

男：女
 1： 5

女性を取り巻く“見え　ない壁”

開発途上国では読み書きのできない
女性も多く、女性や女児が緊急時の知
らせなど、大切な情報を得られないこ
とも少なくない。

緊急時には、洪水の中を泳 がなければならなかったり、
一瞬の遅れが命取りになっ たりもする。女性ならではの
身なりが、避難時の足かせ になることもある。

コミュニティー全体に関わる重要な事は男性だ
けで決定する慣習がある地域も多い。女性が
参加しないことで、女性が暮らしにくい社会に
なってしまう。

識字率の低さ動きにくいことも多い　 女性ならではの身なり合意形成の場における女性の不在

避難所に
逃げるのよ！

2 女性たちの安心・安全を
　 守るためには・・・ ど

れ
も
男
性
に
は
気
付
き
に
く
い
視
点
だ
！

こ
う
い
う
取
り
組
み
が
妻
や
娘
を
守
る
こ
と
に

つ
な
が
る
の
か
・
・
・
！

男性警察官には
話しづらいことも
相談できて助かったわ

警報が鳴ったら
逃げましょう

バングラデシュにおける
サイクロン犠牲者の男女比

約600人

これからは、いつでも
来てくださいね

イラスト：永江艶の

の災害ケース
の紛争

警察官になるために
がんばるわ
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