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議題提案書 

 

【○】協議事項 

【 】報告事項 

 

議題名：女性・平和・安全保障（WPS: Women, Peace and Security）の推進について 

 

【提案者氏名、所属】 

 氏名:  総合外交政策局女性参画推進室 清原聖子首席事務官 

国際協力局政策課 五十嵐光首席事務官 

 

【議題提案の背景】 

日本は WPS を日本の主要外交政策の一つとして積極的に推進している。安保理決議第 1325

号（女性と平和・安全保障の問題を明確に関連づけた初の安保理決議）等の履行に関する行動

計画を策定しており、2023 年 4 月には、関係省庁、有識者との意見交換、NGO・市民社会との意

見交換、パブリックコメントを踏まえ第3次行動計画を策定している。また、2024年1月29日には、

上川陽子外務大臣の下、省内横断的な連携を目的とした女性・平和・安全保障（WPS）タスクフォ

ースが設置された。 

紛争や災害等により国際社会が揺れ動く中で、あらゆる分野に WPS アジェンダを取り込むこと

が重要である。WPSの今後の展開にあたり、開発協力の戦略的パートナーであるNGOに対して、

外務省の考え方や取組状況を説明し、今後の方向性について意見交換を行うことは有意義と考

えられる。 

 

【議題論点】（ODA政策協議会で報告・議論したい点） 

（１）第 3次行動計画について（報告） 

●今般の第3次行動計画の起案に際しては、外部有識者から成る評価委員会メンバーからの意見を

踏まえ、第 1次、第 2次行動計画の総括を行った。そこから得られた教訓を踏まえ骨子案を作成しそ

の後、政府案として第一稿を作成する段階で個別に複数の国際 NGO と意見交換を行った。その後、

市民社会との意見交換会を 2回開催し、得られた意見については可能な限り採用した上で政府案を

作成し、パブリックコメントに付した上で政府内の諸手続を経て、今般、第 3次行動計画を策定した。 

 

●第 3次行動計画と第 2次行動計画との違いは、後者が安保理決議第 1325号の柱である「参画」、

「予防」、「保護」、「人道復興支援」を行動計画の柱に沿って構成していたが、個別の取組は決議の

個々の柱に沿って行われているのではなく、その多くが複数の柱の要素を含むため、決議の柱ごとで

はなく、具体的な取組をベースとして再構成した点である。また、第 2次行動計画までの枠組みにお

いては、詳細な具体策や指標が記載されてきたが、「具体的すぎる政策が逆に取組の幅を限定してし

まう」、「指標が細かく使いづらい」などの指摘を踏まえ、第 3次行動計画ではより柔軟性を持たせるこ

とで、より幅広い活動ができるよう文言と指標の整理をした。また、WPS アジェンダの実施に関しても、

ジェンダー主流化の促進が一層求められるところ、政府の実施主体である国内官庁の組織としての

対応能力強化を、より明示的に取組の一つとして明記し、WPSアジェンダと国内における取組との関

連性をより可視化した。 

 

（２）最近の WPSにかかる取組（報告・協議） 

●2024年 1月 29日、上川陽子外務大臣の下、省内横断的な連携を目的とした女性・平和・安全保障

（WPS）タスクフォースが設置された。WPSは、女性や女児の保護や救済に加え、女性自身が指導的

な立場に立って紛争の予防や復興・平和構築に参画することで、より持続可能な平和に近づくことが

できるという考え方に基づいている。国際社会が複合的な危機に直面する中、防災分野など我が国
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独自のイニシアティブも合わせつつ、国際社会の平和と安定に貢献する前向きなアジェンダとして、

WPSを政策から現場まで様々な局面で推進していく。外務省として、本タスクフォースを通じて、より

力強く WPSを推進していく考えであり、外部有識者からのヒアリングを通じて知見を増やしつつ、関係

省庁との連携も強化していく。 

 

●上川大臣就任後、WPSは日本外交の優先事項と明示的に打ち出された。政府としては、基本的に

は第 3次 WPS行動計画に則り、WPSアジェンダを実施・推進していく。国際的な協力を進めていくに

あたっては、国際機関や JICA等を通じた支援の実施以外にも、NGOの皆様とも協力を推進していき

たい。 

日本 NGO連携無償資金協力（N連）による社会経済開発支援やジャパン・プラットフォーム（JPF）を

通じた緊急人道支援では WPSの視点を踏まえた支援がなされている。我が国の支援案件の形成に

あたっては、WPSの考え方を積極的に取り入れていく考えであり、この点においても NGOの皆様と連

携を進めていくことができればと考えている。 

ついては、WPSを推進する協力のあり方や今後の課題について、ご意見を伺いたい。 

 

（参考資料） 

・「女性・平和・安全保障（Women, Peace and Security:ＷＰＳ）に関する国連安保理決議と『行動計

画』について」 

・「第３次女性・平和・安全保障に関する行動計画（2023―2028 年度）」 

 

 

 

以上 



外務省総合外交政策局
女性参画推進室

2024年2月

女性・平和・安全保障
（Women, Peace and Security: ＷＰＳ）

に関する国連安保理決議
と「行動計画」について



女性・平和・安全保障
（Women, Peace and Security:ＷＰＳ）とは

●2000年に平和・安全保障の文脈に「女性」を関連づけた初めての安
保理決議第1325号が採択された。

●紛争下において女性が受ける不均衡な影響（インパクト）を認識す
るとともに、女性は紛争下の性的暴力からの保護の対象であると同
時に平和・安全保障の主体者と認識。

●性差によるニーズを踏まえつつ、紛争予防・紛争解決・和平交渉・
平和維持活動・平和構築・ガバナンスの全ての段階の意思決定及び
主体として女性の平等で十全な参画を要請。

●人道支援、復興におけるジェンダー主流化、女性の人権の保護及
びジェンダー平等の促進を要請。
（以降、2019年までに合計で10本の関連決議が採択された）

✓ 日本は決議履行のため、2015年に第１次「行動計画（2016-2018年）」、2019年に
第2次「行動計画（2019-2022年）」、2023年に第３次「行動計画（2023－2029」を策
定。

令和6年2月
外務省女性参画推進室



女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）に関する安保理決議（10本）

安保理決議 概要

決議第１３２５号
（２０００年）

国際的な平和と安全保障の文脈に「女性」を関連づけた初の安保理決議。紛争下において女性・女児と
男性・男児が受ける不均衡な影響（インパクト）を認識するとともに、女性の保護及び紛争予防・紛争解
決・和平プロセス・紛争後の平和構築・ガバナンスにおける意思決定の全ての段階における女性の平等
で十全な参画を要請。さらに、紛争下の性的暴力からの女性の保護、ＰＫＯ、平和構築活動のあらゆる
面におけるジェンダー主流化、女性の人権の保護、及びジェンダー平等の促進を要請。ＰＫＯ要員のジェ
ンダー研修、人道・復興支援へのジェンダー配慮。

決議第１８２０号
（２００８年）

紛争下の性的暴力を平和と安全保障の重要課題、戦争犯罪として明示的に認識した初の安保理決議。
政治的・軍事的目標を達成するための武装勢力による文民に対する性的暴力行使の停止、紛争加害者
による性的暴力に関する不処罰の終焉と文民の効果的な保護を要請。さらに、ＰＫＯに対し、職員研修、
平和活動へのより多くの女性派遣、性的搾取と虐待（ＳＥＡ）のゼロ・トレランス政策の徹底、国内機関の
能力強化等を通じた性的暴力防止及び対処のためのメカニズムの構築を要請。

決議第１８８８号
（２００９年）

女性のリーダーシップの発揮及び効果的な支援メカニズム構築を通じた安保理決議第１８２０号の履行
を強化する安保理決議。紛争下の性的暴力の対応として、主に国連の機関間イニシアチブである UN
Action Against Sexual Violence in Conflictを通して各ステイクホルダーと協力・調整して取り組むための

事務総長特別代表の任命（ＳＲＳＧ）、性的暴力が起きている地域への専門家（ＴＯＥ）・アドバイザーチー
ムの早急な派遣を要請。さらに、和平交渉において性的暴力問題を取り上げ、性的暴力問題に取り組む
ためのアプローチを強化するほか、紛争の傾向と加害者に関するモニタリング及び報告制度の改善を要
請。（なお、クリントン米国務長官の議長の下で採択された。

決議第１８８９号
（２００９年）

安保理決議第１３２５号に言及されているような紛争後の和平プロセス・平和構築への女性の参画の際
の障害に対処するための安保理決議。国連事務総長に対し、安保理決議第１３２５号の履行をモニタリ
ングするための国際的な一連の指標を安保理に提出することを要請。さらに、紛争及び紛争後の状況に
おける女性及び女児のニーズへの国内的・国際的対応の強化を要請。

決議第１９６０号
（２０１０年）

安保理決議第１８２０号及び第１８８８号の履行に関する報告義務システムを設置するための安保理決
議。国連事務総長に対し、紛争に関連した性的暴力の強い疑いがある又は責任がある当事者を年次報
告の付属に列挙するよう要請し、関連する制裁委員会と国際戦犯法廷へ報告する。関連する制裁委員
会は、紛争下の性的暴力担当事務総長特別代表からブリーフを受け、列挙された当事者に行動を起こ
すことが可能。さらに、紛争下の性的暴力に特定したモニタリング・分析・報告メカニズムの構築を要請。



安保理決議 概要

決議第２１０６号
（２０１３年）

紛争下の性的暴力防止と対処に関する既存の安保理決議を強化するための安保理決議。紛争下の性
的暴力への対応のため、治安、司法の対応が必要であることを確認。女性及び女児だけではなく、男性
及び男児も被害者となっている惨禍を認識。性的暴力防止に向け、一貫した厳格な捜査と訴追の必要
性、予防・保護・平和構築のあらゆる段階における女性の参画の重要性を強調。安保理決議第１８８８号
により設置された専門家・アドバイザーチームを各国の取組に活かすよう促し、事務総長と関連の国連
組織に対し、紛争下の性的暴力に関するモニタリング、分析及び報告をするよう要請。

決議第２１２２号
（２０１３年）

女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）に関する諸施策の実施により更に統合的なアプローチを示した安保理決
議。紛争解決と平和構築における女性のリーダーシップと積極的な参画に焦点。ＤＤＲ（武力解除とリハ
ビリテーション）のジェンダー視点、配慮を強調。紛争の根本原因にジェンダー視点から取り組むことを再
強調。国連事務総長に対し、ジェンダー専門家の国連交渉団への配置、交渉者として幹部レベルの女
性の指名を要請。また、国連事務総長及び国連事務総長特別代表に対し、女性の参画について安保理
への報告を要請。さらに、２０１５年のハイレベル・レビュー及びそれに向けた安保理決議第１３２５号の
実施に関するグローバル・スタディーを作成することを決定。

決議第２２４２号
（２０１５年）

安保理においてWPSの非公式専門家（Informal Experts Group) により定期的に報告することを決定。ま
た、対テロリズム及び暴力的過激主義の予防もWPSに統合して対応することを明記。女性に対するあら

ゆる差別の撤廃を再認識し、紛争の予防と解決に関する取組における女性の参画を確保することを強
調。さらに、ジェンダー平等を確立するため、紛争及び紛争後の状況にある諸国を支援することを奨励。

決議第２４６７号
（２０１９年）

決議1888号の10周年を踏まえ、これまでの決議及び、SRSG-SVCの任務強化の決議。初めて紛争下の性

的暴力の被害者・サバイバー中心アプローチの重要性が明記され、被害者・サバイバーのニーズ対応
及び、和平合意、移行期正義、治安部門改革等含めた全ての取組に被害者・サバイバーのニーズが含
まれるべきと認識。性的暴力被害者を差別無く支援することを要請。紛争下の性的暴力により妊娠した
少女や女性への医療支援、生計手段を含めた包括的支援の強化、2021年までにレイプの結果生まれ

た子に関する報告書を事務総長へ提出するよう要請。スティグマ（汚名）の払拭、加害責任追及のため
の司法制度の強化を要請。暴力過激主義が性暴力を利用することから、被害者への支援が再過激化の
予防となると認識。紛争予防に草の根の女性団体、少女や若者グループ、宗教指導者などの市民社会
への支援の重要性を認識。

決議第２４９３号
（２０１９年）

2020年に20周年を迎える決議1325号を念頭に、加盟国に対し参画を含めこれまでの決議全体の包括的

な実施強化となっている。特に平和と安全保障の活動と意思決定への女性の平等で意味のある参画を
最優先とし、WPSアジェンダ実施の強化を加盟国に要請。国連平和構築委員に対し、決議1645号（紛争

後の平和構築に関するもの）の実施として女性の和平プロセス参加促進に言及。特に紛争予防のため
紛争後の復興期における安定化のプロセスに女性主導の平和構築団体の参画促進を奨励。



◼ 2015年９月の国連総会一般討論演説で
安倍総理より行動計画を策定した旨発
表。2019年に第２次行動計画を、2023
年に第３次行動計画を策定。

◼ 実施については外部有識者による評価
委員会が評価報告書を策定。

◼ 2016年９月、関係国は各国の教訓やベ
ストプラクティスを共有し取組を強化す
るため、女性・平和・安全保障に関する
フォーカル・ポイントネットワークを創設
し、国連総会中と春に定期的に会合を
開催。日本も参加している。

◼ 2024年2月時点で、日本を含む108ヶ国
が策定済み。

女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）
に関する政府行動計画( National Action Plan: NAP)

【行動計画に盛り込むことが期待される要素】

①紛争下・紛争後の女性・女児へのあらゆる形態の暴力からの保護と予防

②国家・地域・国際レベルにおける平和・安全保障にかかる意思決定及び主体者として女
性の平等な参画
③紛争下・紛争後の女性・女児の人権保護の増進
④女性・女児固有のニーズへの対処、人道・復興支援における女性の能力強化

（北米2）米国、カナダ
（欧州37）英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、アイスランド、アイ

ルランド、エストニア、オーストリア、オランダ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スロ
ベニア、セルビア、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、ベルギー、ボスニア・ヘル
ツェゴビナ、北マケドニア、リトアニア、コソボ、ウクライナ、モンテネグロ、チェコ、モル
ドバ、ルクセンブルク、アルバニア、ラトビア、マルタ、スロバキア、キプロス、ブルガリ
ア、ポーランド、ルーマニア
（中央アジア6）キルギスタン、ジョージア、タジキスタン、アゼルバイジャン、アルメニ
ア、カザフスタン
（中東7）イラク、アフガニスタン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン、パレスチナ、イエメ
ン、UAE
（アフリカ35）ウガンダ、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ（民）、

シエラレオネ、セネガル、ナイジェリア、ブルンジ、リベリア、ルワンダ、マリ、ガンビア、
ブルキナファソ、中央アフリカ共和国、ケニア、南スーダン、カメルーン、アンゴラ、ニ
ジェール、モザンビーク、チュニジア、ナミビア、スーダン、ガボン、南アフリカ、ジブチ、
コンゴ共和国、トーゴ、マラウイ、モロッコ、ソマリア、ベニン、チャド
（中南米9）チリ、パラグアイ、アルゼンチン、ブラジル、エルサルバドル、グアテマラ、
メキシコ、ペルー、ウルグアイ
（アジア・大洋11）豪州、ネパール、フィリピン、韓国、インドネシア、日本、ニュージー
ランド、東ティモール、ソロモン諸島、バングラデシュ、スリランカ、ベトナム（太字はG７、
ロシアは未策定）

行動計画策定済みの国名一覧（計108か国）

（注）2024年2月時点



2024年2月 図引用元：Peace Woman http://1325naps.peacewomen.org/
最新情報はWPS Focal Points Network https://wpsfocalpointsnetwork.org/resources/

行動計画を策定した加盟国の数

108カ国が策定済み
（2024年2月現在）

https://wpsfocalpointsnetwork.org/resources/


主な取組の柱 内容 具体策の例

１．女性の参画とジェンダーの
視点に立った平和構築の促進

平和・安全保障のあらゆる段階に女性の参
画とジェンダーの視点での平和構築の取組。

➢ 和平交渉・合意への女性の参画支援

➢ 平和維持活動等への女性の参画促進

➢ 女性・女児のエンパワーメント支援等

２．性的及びジェンダーに基づ
く暴力への対応と防止

紛争下の性的暴力およびジェンダーに基づく
暴力の防止、法の支配の定着、被害者・被害
当事者（サバイバー）支援

➢ 紛争下の性的暴力防止の専門家チームへの拠出

➢ 国際刑事裁判所への拠出やJICAを通じた法の支
配定着に向けた支援

➢ 国際機関やJICAを通じて紛争影響国や脆弱国で
の性的およびジェンダーに基づく暴力防止の取組

➢ 被害者・被害当事者（サバイバー）への支援等

３．防災・災害対応、気候変動
に関する女性の参画とジェン
ダー主流化

災害対応・気候変動、緊急支援や人道支援、
その後の復興におけるジェンダーの視点での
取組

➢ 国際機関やJICA、NGOなどを通じ、被災国や災害
脆弱国へのジェンダーの視点での災害・防災・気候
変動に関する支援を実施

➢ 国内の防災会議やジェンダーの視点での災害施策
の整備と実施等

４．国内のWPS促進のための

取組

政府関係省庁の人材育成と組織の能力強化
及び女性に対する暴力撲滅のための取組

➢ WPSやジェンダーに関する研修の実施、女性に対
する暴力を許さない組織作りの取組強化のため担
当官や窓口を設置

➢ 外国人女性を含めた国内の全ての女性の人権保
障に向けた取組など

５．モニタリング・評価

行動計画のモニタリング・評価・見直しを効果
的に実施するための枠組みの構築

➢ 女性・平和・安全保障の専門家で構成される
評価委員会の設置

➢ 3年目に中間報告書を作成

➢ 政府は評価委員会の提言も踏まえ、６年後
に行動計画の見直しを実施

第３次行動計画 内容

日本の行動計画の特徴
 ●決議の柱ではなく、主な取組を構成の柱にして構成
 ●紛争関連の事態のみならず自然災害・気候変動にも対応している
 ●国内のWPS関連対応能力強化と女性に対する暴力撲滅の取組を強化する
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第３次女性・平和・安全保障に関する行動計画 

（2023―2028 年度） 

      改定日 2023 年４月 

 

１ 背景と経緯 

（１）安保理決議第 1325 号の採択までの経緯 

 2000 年 10 月 31 日、国際連合安全保障理事会（安保理）は、国際紛争の予防・解決・平

和構築・平和維持のあらゆるレベルにおいて女性を「積極的主体」として位置付けた女性・

平和・安全保障(Women, Peace and Security。以下「WPS」という。)に関する決議第 1325

号（S/RES/1325 (2000)、以下「安保理決議第 1325 号」という。）1を全会一致で採択した。

その背景には、1948 年の世界人権宣言以来､国連を中心にした長年の女性の人権擁護に関す

る潮流があった2。特に、（ア）冷戦終結後の 90 年代に旧ユーゴスラビア紛争やルワンダ内

戦等が勃発し、紛争下における大規模な性的暴力が世界の大きな注目を浴びたこと、（イ）

1995 年に北京で開催された第４回世界女性会議において採択された北京宣言及び行動綱領

の中で「紛争解決の意思決定レベルへの女性の参加を増大し、武力又はその他の紛争下に暮

らす女性並びに外国の占領下で暮らす女性を保護すること」が戦略目的の一つとして明記さ

れたこと、（ウ）また同時に旧ユーゴスラビアやルワンダでの内戦を受け､性的暴力が戦争の

副産物ではなく戦争の武器及び戦術であるとの認識が国際的に浸透し、1998 年に国際刑事

裁判所に関するローマ規程3により、紛争下の性的暴力は戦争犯罪と明記されたこと、（エ）

さらに、多層的平和支援活動（multi-dimensional peace operations)に女性の参画とジェンダ

                                                      

1 http://unscr.com/en/resolutions/doc/1325  

2 国連は、1948 年に世界人権宣言を、1966 年に国際人権規約を採択し、また、1975 年を国際婦人年、1976 年から

1985 年までを国連婦人の 10 年として、男女平等への取組を進めてきた。 1979 年に採択された女子に対するあらゆ

る形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）は、その前文で、「国の完全な発展、世界の福祉及び理想とす

る平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としている」 と規定してい

る。さらに、1995 年の北京宣言及び行動綱領は、「女性と男性の平等は、人権の問題であり、社会正義への条件であ

り、また、平等、開発及び平和への必要かつ基本的な前提条件である」 ことを明確にするとともに、「紛争解決の意思

決定レベルへの女性の参加を増大し、武力又はその他の紛争下に暮らす女性並びに外国の占領下で暮らす女性を保護す

ること」 を戦略目標に掲げた。 

3 国際刑事裁判所（International Criminal Court: ICC）に関するローマ規程 

ICC は、最も重大な犯罪（ 1）集団殺害犯罪、2）人道に対する犯罪、3）戦争犯罪、及び 4）侵略犯罪。）を犯した個

人を国際法に基づき訴追し、処罰するための常設の国際刑事法廷。ICC に関するローマ規程は 1998 年に採択され、

2002 年 7 月 1 日に発効。 

紛争下の性的暴力（強姦（かん）、性的な奴隷、強制売春､強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の

性的暴力）は戦争犯罪であり、また紛争の有無に関わらず人道に対する罪に該当し得ると規定している。【原典】 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf  

【参考】外務省ウェブサイト（ローマ規程）： https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_1.html 

 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_1.html
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ー主流化を盛り込んだウィントフック宣言及びナミビア行動綱領（2000 年）4や、紛争影響

国の市民社会・NGO の強力な支援を得たこと等が経緯になり、冒頭の安保理決議第 1325 号

が全会一致で採択されるに至った。 

（２）４つの柱 

 安保理決議第 1325 号は４つの柱を有し、（ア）参画：紛争予防・解決、和平交渉、平和維

持、平和構築の全ての取組への女性の平等で十全な参画、（イ）予防：紛争予防、紛争下の性

的及びジェンダーに基づく暴力や人権侵害の防止、（ウ）保護：紛争下の性的暴力及びジェ

ンダーに基づく暴力や人権侵害からの保護や救済、（エ）救援と復興：人道支援、復興、開発

支援にジェンダーに配慮し、全ての取組にジェンダー主流化が要請されている。 

（３）その後の WPS 関連決議の採択 

 以降、安保理決議第 1325 号を補完する観点から、WPS に関連する安保理決議（以下「関

連決議」という。）が順次 2019 年までに９本（安保理決議第 1325 号も含め合計 10 本。以

下「WPS 決議」という。）採択された5。基本的には安保理決議第 1325 号の内容を実施する

ことが重ねて含まれつつ新しい要素が追加されており、決議に記載された取組を総称して

「WPS アジェンダ」と呼んでいる。以下は、各 WPS 決議の主な特徴である。 

安保理決議 特徴 

決議第 1325 号 

(2000 年) 

国際的な平和と安全保障の文脈に「女性」を関連付けた初の安保

理決議。 

決議第 1820 号 

(2008 年) 

紛争下の性的暴力を平和と安全保障の重要課題、戦争犯罪として

明示的に認識した初の安保理決議。 

決議第 1888 号 

(2009 年) 

女性のリーダーシップの発揮及び効果的な支援メカニズム構築を

通じた安保理決議第 1820 号の履行を強化する決議。紛争下の性

的暴力への対応として、主に国連の機関間イニシアチブである 

UN Action Against Sexual Violence in Conflict を通して各ステイ

クホルダーと協力・調整して取り組むための紛争下の性的暴力担

当国連事務総長特別代表を任命（SRSG-SVC）。 

決議第 1889 号 

(2009 年) 

和平交渉・プロセス、復興への女性の参画促進､特に女性団体の

早い段階からの参画の必要性を強調。 

決議第 1960 号 

(2010 年) 

安保理決議第 1820 号及び第 1888 号の履行に関する報告義務シ

ステムを設置するための決議。 

                                                      

4 ウィントフック宣言（https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/windhoek_declaration.pdf）とナミビア行動綱領

（2000 年）（https://digitallibrary.un.org/record/422307?ln=es） ナミビアがホストし、国連 PKO 局と共催で多層的

平和構築（multi-dimensional peace support operations）平和支援持活動にジェンダー主流化が必須との宣言と行動綱

領を採択した。  

5 安保理決議第 1325 号を補完する形で、安保理において、2008 年に決議第 1820 号、2009 年に決議第 1888 号及び第

1889 号、2010 年に決議第 1960 号、2013 年に決議第 2106 号及び 2122 号、並びに 2019 年に決議第 2467 号及び 2493

号が採択され、関連する安保理議長声明、国連事務総長報告を加え、女性・平和・安全保障（WPS）の分野で各国、

国際社会がとるべき行動（WPS アジェンダ）の更なる具体化、整理が進められてきている。 

https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/windhoek_declaration.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/422307?ln=es
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決議第 2106 号 

(2013 年) 

紛争下の性的暴力防止と対処に関する既存の安保理決議を強化す

るための決議。 

決議第 2122 号 

(2013 年) 

女性・平和・安全保障（WPS）に関する諸施策の実施により更に

統合的なアプローチを示した決議。紛争解決と平和構築における

女性のリーダーシップと積極的な参画に焦点を当てたもの。 

決議第 2242 号 

(2015 年) 

安保理において WPS の非公式専門家により定期的に報告するこ

とを決定。また、対テロリズム及び暴力的過激主義の予防も WPS

に統合して対応することを明記。 

決議第 2467 号 

(2019 年) 

初めて紛争下の性的暴力の被害者・サバイバー中心アプローチの

重要性が明記され、被害者・サバイバーのニーズ対応及び、和平合

意、移行期正義、治安部門改革等含めた全ての取組に被害者・サバ

イバーのニーズが含まれるべきと認識した決議。 

決議第 2493 号 

(2019 年) 

WPS アジェンダ全体の完全な実施強化が再確認された、国連平和

構築委員に対し、紛争予防のため紛争後の復興期における国連主

導の安定化プロセスに女性の平和構築団体の参画促進を奨励して

いる。 

 

安保理決議第 1325 号後に採択された関連決議で特に重要な決議としては、安保理決議第

1820 号（2008 年）（紛争下における武器としての性的暴力を平和と安全保障の重要課題と

して初めて関連づけ､国際社会による紛争下の性的暴力への対処を記載。また、PKO 要員に

よる性的搾取虐待（SEA）の撲滅の徹底を要請）と、安保理決議第 1888 号（2009 年）（紛

争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表（Special Representative of UN Secretary General 

on Sexual Violence in Conflict: SRSG-SVC）の任命、SRSG 事務所の開所、専門家チームの

派遣、各 PKO ミッションによる対処の強化等が導入された）である。 

さらに、安保理決議第 2467 号（2019 年）は性的暴力の被害者・サバイバー中心アプロー

チ6による紛争関連性的暴力の予防や対応の必要性を含めた点で重要。 

日本は決議にのっとり紛争下の性的暴力の防止や被害者・サバイバー中心アプローチを含

めた国際社会への貢献を引き続き実施していく。 

（４）女子差別撤廃委員会における動き 

 また、2013 年、女子差別撤廃委員会は紛争予防、紛争下及び紛争後の社会における女性

に関する一般勧告第 30 号7を採択し、武力紛争及び国内の政治危機や緊急事態等を含む全て

の状況における女性の人権擁護と尊重を条約締結国の義務対象にする勧告を発出し、武力紛

争下を含めあらゆる状況における女性の人権擁護は、市民権の有無にかかわらず国家の責務

であることが確認された。 

                                                      
6 暴力被害者・サバイバーの安全確保と本人の意思の尊重を最優先し、当事者に寄り添う視点と姿勢でその心身の回復

と生活の再建を図る支援アプローチ。 

7 General recommendation No.30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations, Committee on 

the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW/C/GC/30) 
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（５）加盟国に WPS フォーカルポイント・ネットワークの創設 

 こうした決議や勧告を踏まえ、加盟国は、2016 年に WPS アジェンダ実施促進のため、各

国の実施状況や好事例、教訓についての情報共有を目的とした国連加盟国最大のネットワー

クである WPS フォーカルポイント・ネットワーク8を創設し、我が国も創設時からメンバー

として参加している。 

（６）国連総会における動き 

我が国は主提案国のシエラレオネと共に、第 76 回国連総会決議「性的暴力のサバイバー

の司法のアクセス、補償及び支援に関する国際協力決議9（英： International Cooperation for 

Access to Justice, Remedies and Assistance for Survivors of Sexual Violence ）」の共同提案国

かつ調整役を務めて採択に尽力し、決議は 2022 年 9 月 2 日国第 76 回国連総会においてコ

ンセンサス採択された。 

同決議は「性的暴力」に特化した初めての決議として画期的であり（注：これまで女性に

対する暴力撲滅の決議はあり、その中の一部として性的暴力が含められてきた。）、性的暴力

の被害者・サバイバーを主としつつも、本文にはジェンダーに基づく暴力も含まれている。 

主な内容は、各国に対し、国内法及び国際刑事裁判所（ICC)に関するローマ規程等の国

際法に基づき、性的暴力の被害者・サバイバーが司法にアクセスしやすくするため、司法制

度や関係者の能力強化を主とし、包括的に被害者・サバイバーが補償や様々な支援を受けら

れるよう要請。紛争下及び自然災害など人道危機下および平時の性的暴力の被害者・サバイ

バーの司法アクセス、補償や支援について国際協力を推進していく、という包括的な内容と

なっており、我が国は国際社会において性的暴力の被害者・サバイバー中心アプローチの実

現に向けて貢献している。 

（７）我が国の行動計画 

 我が国は市民社会の協力を得て、2015 年に第１次行動計画を策定、2019 年に第２次行動

計画を策定し、WPS アジェンダ実施を進めてきた。また、2011 年の東日本大震災を始めと

する多数の大規模自然災害に見舞われ、それらを乗り越えてきた経験から、ジェンダーの視

点を防災、災害対応、気候変動、復興のあらゆる段階に取り入れることが重要と認識し、本

行動計画には、紛争のみならず災害の項目も含めている。 

（８）第３次行動計画の策定 

 今般の第３次行動計画の起案に際しては、外部有識者から成る評価委員会メンバーから

の意見を踏まえ、第１次、第２次行動計画の総括を行った。そこから得られた教訓を踏まえ

骨子案を作成しその後、政府案として第一稿を作成する段階で個別に複数の国際 NGO と

意見交換を行った。その後、市民社会との意見交換会を２回開催し、得られた意見について

は可能な限り採用した上で政府案を作成し、パブリックコメントに付した上で政府内の諸

手続を経て、今般、第３次行動計画を策定する。 

 第３次行動計画と第２次行動計画との違いは、後者が安保理決議第 1325 号の柱である

                                                      

8 2016 年からスペインの提唱で加盟国からなる最大のネットワークである WPS フォーカルポイント・ネットワーク

が設立。日本も設立メンバーとなっている。主として年に 2 回、首都開催と国連ハイレベルウィーク中のマージンにお

いて開催される。加盟国及び地域機構、国際機関が WＰＳアジェンダ実施の好事例などについて情報共有し提言を出

している。https://wpsfocalpointsnetwork.org/ 

9 「性的暴力のサバイバーの司法のアクセス、補償及び支援に関する国際協力決議 （英： International Cooperation 

for Access to Justice, Remedies and Assistance for Survivors of Sexual Violence ）： 

https://digitallibrary.un.org/record/3986897 
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「参画」、「予防」、「保護」、「人道復興支援」を行動計画の柱に沿って構成していたが、個別

の取組は決議の個々の柱に沿って行われているのではなく、その多くが複数の柱の要素を

含むため、決議の柱ごとではなく、具体的な取組をベースとして再構成した点である。また、

第２次行動計画までの枠組みにおいては、詳細な具体策や指標が記載されてきたが、「具体

的すぎる政策が逆に取組の幅を限定してしまう」、「指標が細かく使いづらい」などの指摘を

踏まえ、第３次行動計画ではより柔軟性を持たせることで、より幅広い活動ができるよう文

言と指標の整理をした。また、WPS アジェンダの実施に関しても、ジェンダー主流化の促

進が一層求められるところ、政府の実施主体である国内官庁の組織としての対応能力強化

を、より明示的に取組の一つとして明記し、WPS アジェンダと国内における取組との関連

性をより可視化した。 

 

２ 第３次 WPS 行動計画の基本的考え方 

（１）基本的方針 

 第１次、第２次行動計画を実施し得られた経験の蓄積を踏まえ、我が国は引き続き国際社

会と協調しつつ、WPS アジェンダの実施促進に取り組んでいく。具体的には、（ア）紛争や

災害によって危機的な状況にある国や脆弱国に対する緊急援助や人道支援において、女性・

女児の人権擁護、性的及びジェンダーに基づく暴力の防止・対応、エンパワーメントに資す

る取組を実施する、（イ）紛争予防・解決・和平交渉・平和維持・平和支援活動、平和構築、

防災・減災及び災害復興に向けた取組と意志決定の場への女性の参画を増やす、（ウ）紛争

や災害影響国に対する復興と開発に向けた取組においてジェンダー平等な政策制度の整備

や女性のエンパワーメント推進に向けた取組を行う。これらの取組においては、重点国や重

点項目を定めるのではなく紛争影響国や脆弱国を幅広く対象とする。 

（２）ジェンダー分析、男性・男児の関与の重要性 

 なお、上記の取組に際しては、計画段階からジェンダーの観点からの分析（以下「ジェン

ダー分析」という。）を行い、ジェンダーに基づく差別や格差の実態を明らかにしつつ、ジ

ェンダー平等と女性や女児のエンパワーメント促進に向けた支援を行う。また、国際社会に

おけるジェンダーの議論においては、民族や宗教、年齢や教育レベル、社会・経済階層、都

市部や農村部などの居住地、性的指向と性自認、難民や国内避難民､海外移住労働者など、

それぞれの属性やその交差性（Intersectionality）の違いによって、女性・女児は多様な差別

や偏見、暴力も含めた多様な経験をしており、多様なニーズを踏まえた支援や取り組みを推

進していくことが重視されている。このため、WPS アジェンダの実施についてもこれら要

素を踏まえつつ、女性・女児への取組を推進し、また、ジェンダー平等を進めるパートナー

としての男性・男児の関与も重要と考え、男性・男児の意識と行動変容も含めて取組を進め

ていく。 

（３）日本国内における WPS アジェンダの実施 

 さらに、WPS アジェンダの実施は、対外政策のみならず、日本国内における関連政策に

おいても達成すべき共通の課題であることを踏まえ、国内政策における WPS アジェンダに

資する取組をより可視化し、実施を促進する。具体的には、関係省庁の実施・対応能力の強

化に向けた取組として､（ア）国際協力に従事する職員に対し、WPS や女性・女児の権利保

護､性的搾取・虐待・セクシャ ルハラスメント （Sexual Exploitation and Abuse and 

Harassment: SEAH）に関する研修を行い、これら研修を通じて人材育成を強化する､（イ）

難民や外国籍の女性を含めた日本国内のあらゆる女性の人権を保護するため関連省庁や組

織の意識を改善し､組織・個人の対応能力（キャパシティー）を強化推進していく。上記を
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遂行するため、具体的には、全ての政策や施策においてジェンダー平等を推進する視点を確

保し、外交・安全保障政策にかかる意思決定の場への女性の平等で十全な参画を推進すると

ともに、女性に対する暴力の撤廃や女性の人権保障に向けた取組を引き続き推進・強化して

いく。また、これとともに、各省庁の政策意思決定の場への女性の登用・参画を推進し、ジ

ェンダーの視点に立った政策や施策の整備と実施を推進していく。 

（４）本第３次行動計画では、第１次と第２次行動計画の実施時において該当案件がなかっ

た目標項目についても、WPS の観点から政府が取組むべき目標として掲げておくことは有

意義であると考え、可能な限り維持することとした。 

 

３ 第３次行動計画の改善のポイントと構成 

（１）「国際的貢献と国内における活動」の２分類への移行 

 第３次行動計画においては、その構成を安保理決議第 1325 号の４つの柱（参画、予防、

保護、人道・復興支援）ごとではなく、我が国の国際的な貢献と国内における活動に分け、

具体策や指標を変えることとする。 

（２）新たな要素の追加 

 また、安保理決議第 1820 号以降の WPS 関連決議に含まれる要素のうち、これまでの行

動計画に反映されていない紛争下の性的暴力被害者・サバイバー中心的アプローチの推進

や国内関係省庁のジェンダー、女性の人権を含めたＷＰＳに関する人的・組織的な能力強化

等を第 3 次行動計画に含める。 

（３）行動計画実施に関する案件一覧票の在り方 

 政府が説明責任を果たすために公表する実施状況報告書の案件一覧表の在り方を、次の

ような方向性で変更する。 

ア 目標の下にある「具体策」で案件を特定し記載する方法は煩雑かつ重複が多くなるき

らいがあったことから、「具体策」の項目を削除し、目標下に補足的な文章（どのような案

件が該当するかの説明文）を記載する。 

イ 政府・JICA 等の実施主体による案件については、第 1 次、第２次行動計画と同様、WPS

アジェンダ実施を主たる目的とする案件（Principle）と WPS アジェンダの実施を主目的と

はしないが、WPS の視点を意図的に確保した案件（Significance）の形成と実施を推進して

いく。 

（４）行動計画の構成 

 本第３次行動計画の構成は以下のとおり。 

（ア）女性の参画とジェンダー視点に立った平和構築の促進 

 紛争影響国及び脆弱国における和平交渉、和平合意、平和維持・平和支援活動、紛争予防、

人道・復興・開発支援の全ての取組において、ジェンダー・交差性に基づく差別・排除の撤

廃努力及び女性の意思決定過程への参画の推進を含め、ジェンダー平等と女性のエンパワ

ーメントに向けた取組を推進していく。 

（イ）紛争下の性的暴力及びジェンダーに基づく暴力の対応と予防 

 紛争下の性的暴力及びジェンダーに基づく暴力の防止に向けた啓発や教育、被害者・サバ

イバーの保護と加害者処罰に向けた法の支配の強化、被害者・サバイバーの保護と自立・社

会復帰に向けた国際協力を強化していく。なお、あらゆる取組に際しては、被害者・サバイ

バー中心アプローチに基づく取組を推進する。 

（ウ）防災及び災害対応・気候変動に関する女性の参画促進とジェンダー主流化 

 被災国や災害脆弱国において、防災及び災害対応・気候変動に関する意思決定過程への女
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性の参画、災害の予防、緊急支援、復旧・復興の全てのサイクルにおけるジェンダー・交差

性に基づく差別・排除を廃し、女性の社会・経済的エンパワーメントの推進に向けた国際協

力を実施していく。 

また、国内の防災・災害対応、復興支援を所管する関係省庁の能力強化に向けた取組を強

化していく。具体的には、職員に対する WPS や女性・女児の権利及び保護に関する研修を

強化するとともに、中央・地方及び市町村の防災会議における女性比率の向上やその他意思

決定の場への女性の参画を推進し、ジェンダーの視点に立った災害政策や施策の整備と実

施を推進していく。 

（エ）国内の WPS 促進に資する取組 

（１）政策決定における WPS アジェンダの促進 

 外交・安全保障にかかわる意思決定過程への女性の参画を推進し開発援助政策や安全保

障関連政策へのジェンダー主流化を推進していく。 

（２）人材育成と組織の能力強化 

 WPS の実現に向け、関係省庁職員の人材育成として WPS、女性の人権、ジェンダー平等

に関する啓発や教育研修の実施を強化し、各部署にジェンダー担当官を設置する。 

また、省庁間の連携強化に向けた取組を促進する。 

（３）国内の外国人女性の人権の保障と外国人女性に対する暴力の防止 

 支援実施機関（関係省庁、市民団体など）などによる取組を通じて、紛争から逃れてきた

避難民も含めた外国人女性の人権を保障し、外国人女性に対する暴力を防止する。さらに、

国籍を問わず女性や女児に対するあらゆる暴力の防止に向けた啓発や教育を推進するとと

もに、被害者・サバイバー中心アプローチに基づき、当事者の保護や自立と社会復帰、加害

者更生と処罰に向けた取組を強化する。 

４ 第三次行動計画のモニタリングと評価の方法 

 適切な実施のモニタリング及び外部有識者による評価を行い、専門的知見からの意見・情

報を得る。 
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I 女性の参画とジェンダー視点に立った平和構築の促進 
＜基本的方針＞ 

 ジェンダー平等が促進され女性が男性と共に社会において平等に活躍できることは平和

社会の基礎となり得る。例えば和平交渉に女性が参画した場合、その平和は女性が不在の和

平合意の場合より 15 年以上長く続くという研究がある10。しかしながら、2015 年の WPS

アジェンダ実施に関するグローバル・スタディでは11、女性の参画はほとんど進んでおらず、

中東やアフリカ諸国において内戦状態は継続したままであるとされた。2021 年のアフガニ

スタンにおけるタリバーンによるカブール制圧、2022 年２月のロシアによるウクライナ侵

略等、現状は依然として深刻である。 

 こうした中、日本は紛争影響国・脆弱国において、紛争予防、紛争解決、和平交渉、平和

構築、平和維持の全ての取組におけるジェンダー分析に基づき、女性の意味ある参画及びそ

れにつながる女性・女児の社会的、経済的、政治的エンパワーメントとジェンダー平等の促

進に寄与する。その際、裨益国政府を主たるパートナーとしつつ、現地の NGO や女性を中

心に支援する団体を含めた現地の市民社会とも協力をする。 

 

１ 具体的な取組 

（１）紛争予防・解決、和平交渉、和平調停、平和維持活動、平和構築の全ての取組におい

てジェンダー分析を踏まえ、ジェンダー主流化及び女性の平等かつ完全で意味のある参画

の促進。特に、現地の女性団体及び女性リーダー達と連携する。 

（２）紛争影響国、難民キャンプ及びホストコミュニティーにおける女性・女児への識字教

育や職業訓練を含めたエンパワーメント支援や性的及びジェンダーに基づく暴力の防止、

保護や対応、性と生殖に関する健康と権利(Sexual and Reproductive Health and Rights: 

SRHR)支援、紛争影響下の女性の社会的・経済的エンパワーメント、コミュニティ活動への

ジェンダーの視点を踏まえた支援の実施。 

（３）国連平和維持活動（国連 PKO）やその他の平和支援活動への女性の参画促進、ジェ

ンダー関連研修の実施や女性リーダー育成、性的搾取・虐待の防止、紛争下の性的暴力防止

に関する取組。 

（４）国連平和構築委員会（PBC）のメンバーとしての、平和構築への女性の参画に関する

国際的な議論への積極的な参加や、女性の参画の支援を優先事項の一つとしている国連平

和構築基金（PBF）への拠出等を通じた貢献。 

                                                      

10 例えば和平プロセスに女性が参画することで、女性抜きの場合に比べ、和平合意が 15 年以上持続する確率が 35 パ

ーセント増加する。 

出典：Bell C. and McNicholl, K. (forthcoming). Implementation of Gender Provisions in Peace Agreements: An 

Overview of the PA-X Database.（UN Women のウェブサイトから引用。http://www.unwomen.org/en/what-we-

do/peace-and-security/facts-and-figures#_Meaningful_participation ）  

11 国連安保理決議第１325 号実施に関するグローバル・スタディ

（https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/globalstudywps_en_web.pdf） 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures#_Meaningful_participation
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures#_Meaningful_participation
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/globalstudywps_en_web.pdf
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（５）緊急人道支援や国際緊急援助隊の支援におけるジェンダー主流化、ジェンダーの視点

を踏まえた支援。 

（６）暴力的過激主義対策やテロ対策における女性の参画促進、ジェンダーの主流化、ジェ

ンダーの視点を踏まえた取組の促進。 

（７）小型武器対策・軍縮・不拡散の取組の推進や政策の意思決定プロセスにおける女性の

参画やジェンダーの視点の取入れ推進。 

（８）紛争予防、平和構築における WPS に関する各国や地域との協力の推進。 

（９）紛争影響国・脆弱国における WPS アジェンダ実施に関する調査研究や学術交流。 

（１０）WPS アジェンダ実施に関する情報発信や啓発活動。 

（１１）支援者による性的搾取・虐待（Sexual Exploitation and Abuse and Harassment: SEAH）

の防止、被害者の支援・保護に資する取組。 

（１２）男性に対する WPS アジェンダ実施に関する情報発信・啓発活動の更なる強化。 

 

２ 指標 

（１） 支援や研修を受けた人の人数や開催回数 

（２） 紛争予防・解決、和平交渉、和平調停、平和維持活動、平和構築の取組にジェンダ

ー分析が導入され、又は、ジェンダー主流化が促進された好事例 

 

３ 実施主体（関係省庁・関係機関） 

内閣府 PKO 事務局､外務省、防衛省、警察庁、消防庁、海上保安庁、JICA 
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II 性的暴力及びジェンダーに基づく暴力の防止と対応 

＜基本的方針＞ 

紛争下の性的暴力は決して容認されてはならない戦争犯罪であり、人道に対する犯罪に

も該当し得る、重大な人権侵害である12。しかしながら、性的暴力は紛争の武器・手段とし

て繰り返し使用されている。しかも、いずれの国においても加害者が処罰されることは極め

て少ないのが現状である13。こうした不処罰の文化こそ、紛争下の性的暴力を蔓延させる一

つの大きな原因であるとされており、加害者が処罰され、法の支配が定着することが紛争下

の性的暴力を防止するのに不可欠である。他方、紛争下の性的暴力の防止のためには、法制

度の整備だけでは不十分であり、かかる法制度を着実に実施するための社会通念が醸成さ

れる必要がある14。すなわち、こうした暴力には女性に対する差別が根底にあるため、ジェ

ンダー不平等が社会の規範として残存する限り、罰則規定が整備されたとしても女性に対

する暴力を完全に防ぐのは難しいことにも留意すべきである15。 

                                                      
12 人道に対する犯罪は必ずしも紛争が生じる場合にのみ限定されるわけではない。一方で「紛争下の性的暴力」は文

民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ」行われて

いることが前提となる。 

 
13 国連安保理プレスリリース（2022 年 4 月 12 日。https://press.un.org/en/2022/sc14860.doc.htm ） 

14 WHO のデータは社会規範と暴力の相関性。法律があっても暴力は発生するため社会規範を変えないといけないと報

告されている。出展：

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44147/9789241598330_eng.pdf;jsessionid=00491A633E88AE19F497

B36FBEEA1A45?sequence=1 

また、人道危機下のジェンダーに基づく暴力（Gender-Based Violence: GBV）と社会規範に関する研究論文でも報告

されている。 

 The Social Norms and Beliefs About GBV Scale is a 30-item scale with three subscales, “Response to Sexual Violence,” 

“Protecting Family Honor,” and “Husband’s Right to Use Violence” in each of the two domains, personal beliefs and 

injunctive social norms. 

出展：https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-019-0189-

x#:~:text=The%20Social%20Norms%20and%20Beliefs%20About%20GBV%20Scale%20is%20a,beliefs%20and%20inj

unctive%20social%20norms 

15 世銀の報告によるとジェンダー平等が進んでる国ほど暴力が少ないとされている。“The evidence is clear: Having 

more gender-equal societies results in more stable and peaceful states.” 

出展：https://blogs.worldbank.org/dev4peace/can-gender-equality-prevent-violent-

conflict#:~:text=Research%20on%20women%2C%20peace%2C%20and,generally%20prone%20to%20violent%20confl

ict. 

UNICEF の統計でも同様なことが報告されており、少女の幼児婚立の高さと紛争国・脆弱国であることとは相関性が

高いと考えられる（幼児婚は GBV の一種で、ジェンダー不平等の一つの結果という意味）。 

出展：https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/atlas/ 

安保理決議 1325 号の実施に関する UN Women のグローバル・スタディ(2015)によるとジェンダー平等が進んでいる

国ほど暴力が起きることが少ないとされている。 

出展：Fact-Sheet-and-Key-messages-Global-Study-EN.pdf (unwomen.org) 

https://press.un.org/en/2022/sc14860.doc.htm
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44147/9789241598330_eng.pdf;jsessionid=00491A633E88AE19F497B36FBEEA1A45?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44147/9789241598330_eng.pdf;jsessionid=00491A633E88AE19F497B36FBEEA1A45?sequence=1
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-019-0189-x#:~:text=The%20Social%20Norms%20and%20Beliefs%20About%20GBV%20Scale%20is%20a,beliefs%20and%20injunctive%20social%20norms
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-019-0189-x#:~:text=The%20Social%20Norms%20and%20Beliefs%20About%20GBV%20Scale%20is%20a,beliefs%20and%20injunctive%20social%20norms
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-019-0189-x#:~:text=The%20Social%20Norms%20and%20Beliefs%20About%20GBV%20Scale%20is%20a,beliefs%20and%20injunctive%20social%20norms
https://blogs.worldbank.org/dev4peace/can-gender-equality-prevent-violent-conflict#:~:text=Research%20on%20women%2C%20peace%2C%20and,generally%20prone%20to%20violent%20conflict
https://blogs.worldbank.org/dev4peace/can-gender-equality-prevent-violent-conflict#:~:text=Research%20on%20women%2C%20peace%2C%20and,generally%20prone%20to%20violent%20conflict
https://blogs.worldbank.org/dev4peace/can-gender-equality-prevent-violent-conflict#:~:text=Research%20on%20women%2C%20peace%2C%20and,generally%20prone%20to%20violent%20conflict
https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/atlas/
https://wps.unwomen.org/resources/fact-sheets/Fact-Sheet-and-Key-messages-Global-Study-EN.pdf


   

 

11 

 

したがって、ジェンダー平等や人権意識を社会に根付かせるために、法整備と合わせて啓

発活動を行うなど包括的な取組が重要である。このように、紛争下の性的暴力を防ぎ終焉さ

せることを目指すとともに、現時点で困難な状況に陥っている被害者・サバイバーへの支援

を行う。また、紛争関連性的暴力やジェンダーに基づく被害者には男性や性的マイノリティ

ーを含め、あらゆる少数派も念頭に配慮する。 

 

１ 具体的な取組 

（１）紛争や人道危機下の支援や脆弱国支援における紛争関連の性的暴力及びジェンダー

に基づく暴力の防止、対応。 

（２）法の支配の定着：加害者不処罰の文化の終焉に資する支援や、行政、軍、警察、司法

関係者への能力強化や法整備支援。 

（３）紛争関連の性的暴力及びジェンダーに基づく暴力の被害者・サバイバーへの支援。 

 

２ 指標 

（１）日本の支援によって能力強化を行った司法関係者の人数とインパクトを示す好事例

（ナラティブ）。 

（２）日本の支援による裨益・救済（人数、好事例）。 

 

３ 実施主体（関係省庁・関係機関） 

外務省､法務省、防衛省、警察庁、JICA 
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III 防災・災害対応と気候変動への取組 

＜基本的方針＞ 

日本を含めアジア太平洋諸国は自然災害が多い16。また、全世界的にも、気候変動によっ

て干ばつや水害など大規模災害が起きやすくなり、国や地域によっては東アフリカ諸国の

ように資源をめぐる紛争の原因ともなっている。災害影響下において、女性・女児を含む脆

弱な立場にある人々は負の影響を受けるリスクが最も高く、17性的搾取や虐待、セクシャル

ハラスメント（Sexual Exploitation and Abuse and Harassment: SEAH）も発生しやすく、性

的暴力やジェンダーに基づく暴力を防止し、根絶することが必要。このことから、国際的な

取組と共に、日本国内の災害リスク削減と災害対応について、気候変動の観点も含め、ジェ

ンダーの視点に立った災害リスクの削減や災害対応における支援の実施、ジェンダーに基

づく暴力防止や対応の意識啓発や体制作り、また、気候変動対策を含む関連の取組に女性の

参画を促進する。 

 

１ 具体的な取組 

（１）国際的な取組  

ア 災害脆弱国、被災国への防災・災害対応支援の意思決定と現場の双方に女性の参画、エ 

ンパワーメントを含む支援。 

イ 災害関連の緊急人道支援におけるジェンダーの視点での取組。 

ウ 災害影響下でのジェンダーに基づく暴力の防止と対処、被害者・サバイバー支援。 

（２）国内関係省庁の能力強化の取組及び女性の参画促進 

ア 防災・災害対応の取組における女性の参画とエンパワーメント促進する取組（政策決定 

等も含む。） 

イ 災害緊急人道支援のジェンダーの視点に立った取組。 

                                                      
16 アジア太平洋諸国は最も災害が生じる地域であり、2019 年までの過去 30 年間のうち 29 パーセントはアジア太平洋

諸国に集中し、2,845 件の大規模自然災害はアジア太平洋地域で起きている。“Asia-Pacific is the most affected 

region、with 29% of global natural disasters occurring in the region in the 30 years to 2019. The region was exposed to 

the largest number of natural disasters with 2、845 events in the last 30 years.” 

出典：https://www.visionofhumanity.org/more-natural-disasters-and-water-stress-threaten-asia-

pacific/#:~:text=Asia%2DPacific%20is%20the%20most、in%20the%20last%2030%20years.） 

 

17 UN Women の報告書によると、アジア太平洋諸国では女性や女児がより脆弱である。 

出展： UN Women https://japan.unwomen.org/ja/how-we-work/flagship-programme-initiative/risk-changing-climate 

また、世界銀行のジェンダー別の災害の影響においても報告されている。 

出展：https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/publication/gender-dynamics-of-disaster-risk-

and-resilienc 

 

 

https://japan.unwomen.org/ja/how-we-work/flagship-programme-initiative/risk-changing-climate
https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/publication/gender-dynamics-of-disaster-risk-and-resilienc
https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/publication/gender-dynamics-of-disaster-risk-and-resilienc
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ウ 支援者及び被災住民に対する災害とジェンダー、性的搾取・虐待・ハラスメント（SEAH）

を含めた研修の実施。 

 

２ 指標 

（１）関係者・組織のジェンダーに対応した防災・災害、気候変動への対応の能力強化につ

ながる研修の実施数や受講者数。 

（２）女性の参画を促進し、ジェンダーの視点を踏まえた災害リスク削減事業の好事例。 

（３）事業により裨益18した女性の人数や好事例数。 

（４）ジェンダーの視点を踏まえた災害緊急人道支援、復旧・復興及び防災などの好事例。 

（５）事業により災害とジェンダーの研修を受けた人数。 

 

３ 実施主体（関係省庁・関係機関） 

内閣府（防災、男女局）、外務省、警察庁、消防庁、海上保安庁、JICA（国際緊急援助隊含

む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

18 裨益とは対象とされている、されていないにかかわらず、直接又は間接的に便益を受ける個人、グループ、組織。

「受益者」ともいう。英語では beneficiary。（参考：JICA 開発援助・評価用語集：

https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/general_new/2009/pdf/shiryou_03.pdf ） 

https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/general_new/2009/pdf/shiryou_03.pdf
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Ⅳ 日本国内における WPS の実施 

＜基本的方針＞ 

 日本国内におけるジェンダー関連の各種施策は、男女共同参画基本計画等を基に関係省

庁が実施するものであるが、その中にも WPS に関係する取組が含まれている。特に、女性・

女児に対する暴力を容認しない社会作りや、ジェンダーに基づく課題やニーズについての

共通理解や認識は日本が国際社会の一員として WPS アジェンダを促進・貢献していくに当

たり国の重要な基盤となる。このため、日本国内においても WPS アジェンダに資する上記

の政府の取組をより可視化し、かかる取組を通じて、日本国内における取組と国外における

取組との相乗効果を促進する。また､安全保障に関する政策にジェンダーの視点も含め､安

全保障政策の政策決定に女性の参画を促進する環境作りに務める。 

 

１ 具体的な取組 

（１） 女性に対する暴力を容認しない社会作り 

ア 関係省庁等の職員の人材育成 

各省庁及び関連組織における WPS やジェンダー、女性の人権擁護、また、組織内の性的搾

取虐待及びセクシャルハラスメント（Sexual Exploitation and Abuse and Harassment: SEAH）

根絶に関する研修の充実・強化。  

イ 組織運営の能力強化と政策や制度の強化 

各組織によるガイドラインの作成、各部署へのジェンダー担当者の配置、専門の部署の設置、

規律違反への厳罰措置、取組のための予算措置など、具体的な前進に向けた取組・努力の実

施 

ウ 日本国内の難民・避難民、難民認定申請中の者や技能実習生、特定技能外国人などの外

国人を含む国内全ての女性・女児の人権擁護への取組。 

（２）国内への周知・啓発の強化 

ア WPS、ジェンダー平等、女性の人権擁護、性的及びジェンダーに基づく暴力防止（DV、

ストーカー及び人身取引の防止等を含む）について、市民社会等とも協働した啓発活動を行

うことによる暴力を容認しない社会環境の醸成。 

イ オンライン上のジェンダーに基づく暴力・ハラスメント・ヘイトスピーチ等への対処・

予防のための広報・啓発活動。 

ウ 上記啓発に関して国内の学校や大学を含めた少年・少女、ユース（若者）への教育的取

組や調査研究。 

エ WPS アジェンダ実施に関する NGO、研究者、メディア、企業を含めた市民社会との

交流、意見交換や協力。 

（３） 平和・安全保障政策への女性の参画を促進する社会の環境作り 

ア 平和・安全保障政策への女性の参画を促進する社会作りのための広報や取組 
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イ 政策決定の場に女性が増えるような取組 

 

２ 指標 

（１）研修を受けた人数及び、や充実度の前進状況（好事例）。 

（２）市民社会との協働・意見交換の実施の有無 

（３）平和・安全保障政策への女性の参画促進に資する取組の実施と好事例 

 

３ 実施主体（関係省庁・関係機関） 

内閣府（防災、男女局）、外務省、法務省､警察庁、総務省、消防庁、海上保安庁、文部科学

省、厚労省、防衛省 
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Ⅴ モニタリング・評価・見直しの枠組み 

＜基本的方針＞ 

行動計画の実施を確実にするために、政府は実施状況について毎年、実施状況報告書を作

成し､それを踏まえ、外部有識者による行動計画の実施についての評価等を得､政策の改善

や次の改定に向けた見直しを行う。行動計画の見直しにおいては市民社会・ＮＧＯとの意見

交換を実施し、参考とする。 

 

１ 具体的な取組 

（１）評価委員会（以下「委員会」という。）の設置（政府側の窓口は外務省（総合外交政

策局女性参画推進室）が担う。）。  

（２）委員会は、WPS 分野に十分な知識と経験のある専門家で構成。市民社会及び NGO 

等を代表する委員の選任については、安保理決議第 1325 号及び関連決議の趣旨に沿って活

動している市民社会及び NGO 等からの推薦も参考とする。  

（３）委員会は、窓口を通じ、各府省庁に対して、行動計画の実施状況に関して関連情報の

提供を求めることができる。求めを受けた府省庁は、窓口を通じ、委員会に報告することが

できる。  

（４）委員会は、実施状況の年次報告書の草案について、政府側作業部会の説明を踏まえ、

意見を表明することができる。  

（５）専門家は、モニタリング・評価に必要な情報を委員会に提供することができる。  

（６）評価委員による評価は、３年目（2026 年４月以降）に中間報告、６年目（2029 年４

月以降）に最終報告を行い、報告書をウェブサイト上に公開する（和文・英文）。 

（７）政府は中間評価報告書が策定された際には、市民社会及び NGO との意見交換を実施

する。 

（８）委員会は、窓口と協力し、安保理決議第 1325 号及び関連決議の趣旨に沿って活動し

ている市民社会及び NGO 等に対し、評価報告書を説明し、意見交換を行う機会を設ける。  

（９）委員会は、行動計画の目標、具体的施策、指標の妥当性や実施の主な障害等を分析し、

適切なタイミングで行動計画の見直しの方向性を提言することができる。  

（１０） 政府は、女子差別撤廃条約（CEDAW）や国連人権理事会の普遍的・定期的レビ

ュー（UPR）等の定期報告書において、行動計画の実施状況を報告する。 

（１１）行動計画改定には市民社会・NGO の意見を聴取し、参考にする。 

（１２）行動計画は６年後の 2028 年度内（2029 年 3 月末まで）に改定する。 

 

２ 実施主体（関係省庁・関係機関） 

全ての関係省庁・関係機関 

（注：モニタリング・評価は特段評価の対象とはしない。） 
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