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１．2017 年度の取り組み 

2017 年の緊急対応のハイライトは 8 月末に大規模な難民が流入したバングラデシュにおけるミャ

ンマー避難民への緊急初動対応でした。これは国内外のメディアでも大きく取り上げられ、JPF と

しても発生前後から直ちに情報収集を開始し加盟 NGO と共に対応開始を検討致しました。 

 

１－１．2017 年度の支援事業 

＜ミャンマー避難民人道支援事業＞ 

2017 年 8 月以降ミャンマー避難民が急増しているバングラデシュ・コックスバザール県において、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜政府資金支援事業による成果の例：PWJ＞ 
ミャンマー難民人道支援「コックスバザール県ウキア郡における緊急医療支援事業第 2期」 
事業期間：2017 年 12 月 20 日～2018 年 4月 30 日（予定） 
 
ダッカ・コミュニティ・ホスピタル・トラスト（DCHT）と共同でハキンパラ地区(Camp14)
に簡易診療所を建設し、ロヒンギャ難民を中心に周辺地域に住む人々に対する医療支援を
行いました。 
 完成した簡易診療所は待合室を含む 6 部屋(待合室 1、分娩室、検査室、診察室 2 室、薬
剤庫兼薬局)と室内トイレ 3 か所をもち、診療所外には焼却処理場、お産後の胎盤処理設備
も設置しました。また、医療用廃棄物(使用済注射針等)はセーフティーボックスに入れ、出
張者に依頼し DCHT の本部病院に運搬しており、キャンプ内では一切処理は行っていませ
ん。実際の来院患者数は 11,932 名で 1 日平均約 175 名の患者が来院しています(2018 年 3
月 18 日現在) 
 協力団体の DCHT は移動式診療に関しても経験豊富で、本事業でも、バルハリ 1、バル
ハリ 2、ジャムトリ、タンジマルコラ、モイナルゴナの計 5箇所で移動式診療を定期的に行
い、合計で 23,784 名、1日平均 243 名の患者が来院しています(2018 年 3月 18 日現在)。 
移動式診療では問診と医薬品の提供という基本的な医療サービスのみの提供ですが、ロ

ヒンギャ語を理解できるスタッフを配置し、診療中に発見した急患や妊婦等、医師の判断で
しっかりとした診療が必要な患者に対しては救急車で簡易診療所へ搬送しています。 
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人口過密状態の中、トイレや安全な水の不足などによる衛生環境の劣悪化、深刻な食糧不足、銃弾や地

雷による負傷等の人道危機に対応し、2017 年 10 月 13 日に「ミャンマー避難民人道支援」へのプ

ログラム立ち上げを決定しました。2 億 3,776 万円を予算として開始した初動対応期は、2018 年 4

月現在、めざましい成果をだしております。引き続き各支援団体は、大きな支援ニーズのギャップに対

して、規模を拡大し継続事業の実施を検討しています。 

 

＜九州北部豪雨被災者支援２０１７＞ 

 福岡及び大分を中心とした九州北部では、2017 年 7 月 5 日より記録的な大雨が降り続き、気象庁は

両県に数十年に一度の降雨量が予想される場合に出される「大雨特別警報」を発し、警戒を促しまし

た。福岡県では 6 日 6 時時点で 169,459 世帯 399,870 名に、大分県では、同日 6 時半時点で

16,828 世帯 49,220 名に避難指示（緊急）が発令され、同日、福岡県は朝倉市と東峰村に、大分県

は日田市と中津市に災害救助法の適用を決めました。こうした状況下、JPF は 6 日 8 時 10 分、被害

状況と支援の必要性を見極めるため、緊急初動調査の開始を決定し、JPF 事務局スタッフ 2 名と加盟

NGO の PWJ が同日に、HuMA が 7 日に相次いで現地入りし、被災調査を進め、JPF は 13 日に福

岡と大分における支援開始を決定しました。3 か月で 2,900 万円を投入し、福岡県朝倉市他で避難所

や災害ボランティアセンターの支援、在宅避難者への支援等を行いました。九州北部豪雨被災者支援

プログラムとしては、初動 3 か月で終了しました。 

 

 

 

 

九州北部豪雨被災者支援2017   事業一覧

ジャパン･プラットフォーム事務局
対応期間：初動対応3ヶ月 下表の日程・事業費等は、助成額・助成時のスケジュールに基づいたものです

事業地

申請中
準備～実施中 政府支援金
支援終了 民間資金

合計
※上記の団体名は略称です

PWJ

JPF 福岡県、大分県

福岡県 朝倉市

2017年8月22日～2017年10月19日

「みなし仮設住宅」および公営住宅物資支援事業

13,703,330円（民間資金）

2017年7月20日～2017年10月18日

避難所運営支援

7,898,908円（民間資金）

支援調整および事業モニタリング

3,833,775円（民間資金）

2017年7月26日～2017年11月30日

ADRA 福岡県 東峰村

2017年11月9日

2017年7月20日～2017年10月19日
事業内容・助成金額

初動対応区 分
期 間

団体名

2017年7月24日～2017年9月30日

ボランティアセンターの運営支援

3,098,873円（民間資金）

ADRA：ADRA Japan、JPF：ジャパン・プラットフォーム、PWJ : ピースウィンズ・ジャパン

29,000,000円 28,534,886円 465,114円
0円

29,000,000円 28,534,886円 465,114円

0円0円

予算 助成金額 残額
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＜熊本地震被災者支援（九州地方広域災害被災者支援）＞ 

2016年 4 月 14 日午後 9時 26 分に発生したマグニチュード 6.5の地震(前震)、同月 16 日午前 1時 25分
に発生したマグニチュード 7.3 の地震(本震)による、平成 28 年度熊本地震において、JPF は、前震直後
より情報収集を開始し、本震後すぐに「九州地方広域災害被災者支援」として出動を決定し、被災者支援
を展開してきました。2016 年 9月 28 日、現地のフェーズ転換が本格化するタイミングに合わせ、JPF は
熊本地震被災者支援に対する新しい支援戦略を発表しました。2017 年は「地元 NPO などの人材育成・
能力強化と資金助成」、「地元の中間支援団体の発掘と立ち上げ」「災害を起因とする生活困窮者支援」に
フォーカスしながら、「地域力強化（コミュニティ・エンパワメント）」をめざして支援活動を継続してい
ます。2017 年度は地元の中間支援団体の発掘と立ち上げ事業等、被災地域の本格的復興に向けた地域力
強化事業に注力しました。 

JPF 熊本復興支援のあゆみ

 
 
＜助成対象団体（2017 年 12 月時点）＞ 
特定非営利活動法人 九州バイオマスフォーラム（阿蘇市、南阿蘇村） 
一般社団法人 スタディライフ熊本（熊本市） 
Project 九州（御船町） 

益城だいすきプロジェクト・きままに（益城町） 

カセスル熊本（大津町） 
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以下は 2017 年度支援開始海外事業一覧です。 

 

＜政府資金＞ 10 プログラム 83 事業（22 団体） 58 億 2,181 万円 

アフガニスタン帰還難民緊急支援 6 事業（4 団体） 2 億 364 万円 

イエメン人道危機対応 7 事業（3 団体） 7 億 8,169 万円 

イラク・シリア人道危機 29 事業（13 団体） 26 億 752 万円 

シエラレオネ水害被災者支援 2017 2 事業（1 団体） 2,962 万円 

スリランカ洪水被災者支援 2017 4 事業（4 団体） 6,000 万円 

パレスチナ・ガザ人道支援 2017 5 事業（5 団体） 1 億 9,761 万円 

ミャンマー避難民人道支援 9 事業（7 団体） 2 億 963 万円 

南アジア洪水被災者支援 2017 3 事業（3 団体） 3,100 万円 

南スーダン支援 15 事業（8 団体） 12 億 6,687 万円 

南スーダン難民緊急支援 3 事業（3 団体） 4 億 3,425 万円 

 

＜民間資金＞ 2 プログラム 5 事業（5 団体） 5,162 万円 

フィリピン南部人道支援 2017 1 事業（1 団体） 1,500 万円 

ミャンマー避難民人道支援 4 事業（4 団体） 2,661 万円 

 
＜民間資金と政府資金との混合のうち民間資金分＞ 2 プログラム 2 事業（2 団体） 1,861 万円 

イラク・シリア人道危機対応 1 事業（1 団体） 861 万円 

スリランカ洪水被災者支援 2017 1 事業（1 団体）  １,000 万円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜民間資金支援事業による成果の例：ICAN＞ 
フィリピン南部人道支援 2017 
「ミンダナオ島マラウィ危機被災者に対する緊急救援・教育物資提供事業」 
事業期間：2017 年 6月 15 日～2017 年 11月 14 日 
 
フィリピン南部ミンダナオ島マラウィ市で発生した武力衝突に伴い住処を追われた国内避難民
の命を繋ぐとともに、必要最低限度の生活と教育の機会を提供することを目指し、 
① ラナオ・デル・スル州のサグイラン町及びマラウィ市の計 24 の避難所で生活する 1,453 世帯

（約 8,700 人）に食糧と生活必需品の配付を行うとともに、 
② ラナオ・デル・ノルテ州の計 17 の小学校及び高校に通う避難児童・生徒 1,084人に通学に必

要な教育物資を配付しました。 
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１－２．経営課題への取り組み 

（１） 経営委員会の活動 

経営委員会は JPF の経営に関する重要事項を策定する目的で設置され、2016 年 12 月 12 日

の第 1 回開催以降、2016 年度内に 5 回、2017 年度内に 12 回開催されました。2017 年に

入り、定款に明記された事業報告、決算報告、事業計画、活動予算案、理事・監事の選任、事務

局の組織・運営についての審議の他、企業連携の方向性に関する議論や JPF のミッション案、海

外全体方針案等、JPF の活動の方向性等、幅広く活発に議論されました。2017 年 10 月 26 日

開催の経営委員会を最後に経営委員会はその活動を休止しましたが、そこでの議論は、JPF の今

後の活動に、多くの示唆を与えるものになりました。 

 

第 1 回 企業と NGO の連携 連携事例の発表とそれについての議論 

第 2 回 JPF の目指す企業連携 JPF 事務局の取り組みの現状と強化策の議論 

第 3 回 ファンドレイジング JPF の新ステージへの進化モデル構築の議論 

第 4 回 企業と NGO の連携構築 具体的手段の議論 

第 5 回 ファンドレイズ戦略 寄付イベント、ふるさと納税、不動産信託等議論 

第 6 回 2018 年度プログラム方針 JPF のミッション、環境変化共有の上、方針議論 

第 7 回 NGO 強化/S 信託提携 左記 2 点について議論 

第 8 回 NGO 強化 加盟 NGO との意見交換 

第 9 回 NGO 強化 

JPF のミッション 

2018 年度プログラム方針 

NGO 資格審査導入に向けた議論 

議論と中間報告 

経過報告 

第 10 回 NGO 強化 

2018 年度海外全体方針 

新制度導入と加盟資格・カテゴリーの見直し議論 

プログラム方針の名称変更 

第 11 回 NGO ユニット要望書 説明と今後の対応の議論 

第 12 回 今後のあり方 経営委員会としての活動の休止 

 

（２） 事務局組織の変更 

相次ぐ紛争や自然災害、慢性的な貧困、急速な都市化や気候変動などの影響により、ジャパン・

プラットフォーム（JPF）と支援現場で活動するその４２の加盟 NGO が直面する人道危機は、

より複雑化・大規模化・長期化している。加盟 NGO がスピード感を持ち、かつ質の高い支援を

届けるためにはそのプロセスをサポートする事務局が円滑に運営されることが前提とされてい

上記①、②とも、クラスター、現地政府と綿密に打ち合わせ、ニーズに合わせて配付を行った結果、
目標を上回る配付を行うことができました。②では、ホストコミュニティの学校に通う避難児童・
生徒のみを対象に教育物資を提供する際には、提供前に、個人では対処できない事象で避難を余儀
なくされてしまった避難民の子どもたちの状況に触れ、教育物資を提供する理由の正当性を教師及
び児童に丁寧に説明する時間を持つように心がけました。 
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ます。それを念頭におき、事務局組織について、以下３点の変更を行いました。 

・緊急対応部の設置 

・支援事業部門の機能別再編 

・広報部の独立 

 

   本報告書のはじめのほうに挙げた九州北部豪雨被災者支援において、緊急対応部の対応力が発揮

されました。また、支援事業部門の機能別再編と機能特化により、助成事業推進部・事業管理部・

事業評価部が連携して助成事業の審査・承認に向けた審査の支援を行う態勢を整備しました。これ

により、事務手続きの実施というこれまでの事務局機能をより効率的に実施する事業管理部に加

えて、JPF による事業実施の付加価値として発揮されるべく助成事業推進部による戦略的なプロ

グラム対応計画の立案と事業評価部によるプログラム実施結果の評価という各部門の牽制機能を

確立致しました。プログラムにおける 2 部門の機能分化だけではなく、プログラムにおいて実施

される各事業においても同様となり、JPF が持つ助成審査機能を拡充し、その結果、裨益者に対

する助成事業の透明性とアカウンタビリティの確保を果たしています。その戦略計画立案・事業助

成審査過程・事業の成果のデモンストレーションというプロセス全般において、各人道支援分野に

おける専門家集団からのインプットを積極的に行いました。JPF は、加盟 NGO の支援を通じた

日本の NGO 活動を世界に広げ、全ての人が自ら未来を切り開く世界を築くというビジョンの実

現に向けて加盟 NGO と政府・民間企業との三者連携を繋ぐ役割を事務局として発揮致しました。 

 

（３） 政府資金と民間資金 

   2017 年度の海外への支援事業は、外務省から通期で約 56.45 億円の政府資金を拠出いただき、

10 プログラム 83 事業を推進できました。他方、民間資金については、①事業特定寄付金 7,546.1

万円（対前年▲4 億 8,224.2 万円）、②受取一般寄付金 1 億 197 万円（対前年▲1,848.1 万円）

にとどまり、これらを原資とした民間資金による海外への支援事業は政府資金とのマッチング案

件も含めて、合計で４プログラム分 7 事業分でした。国内災害への支援呼びかけは、大きく注目

され寄付が集まるため、前年度は 4 月に発生した熊本地震被災者支援に対する寄付金の実績が大

きかった一方で、2017 年度は幸いなことに国内で大きな災害が発生せず、その結果、寄付が集

まらなかったことが主な要因です。 

 

（４） 事務局運営費 

   事務局運営費（管理費）は前年度対比 4,600 万円増の約 2.7 億円となりました。下記１－２．

（５）の認定 NPO 資格更新のための管理システム整備のための費用と同じく１－２．（６）の JEN

ヨルダン事務所における職員の不適切な事業執行行為に対する Forensic 監査にかかる調査費用

が増加の主な要因です。JPF は資金の提供元としてこれからも透明性を求められる事業運営を行

う必要があり、今後、更に適切な態勢整備への投資が必要になるものと考えております。 

 

（５） 認定 NPO 資格更新 

2019 年に東京都の認定更新が控えており、残すところ準備期間が 2018 年の一年間となり、
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種々準備を進めています。会計上では平成 16 年度公益会計基準を平成 20 年度公益会計基準へ

完全に会計方針を変更し、それに伴う経理基盤システムである PCA システムの改修を行うとと

もに、定款の記述にそった会計処理をするため、これまで運営費とされていたもののうち、事業

費に該当するものを適切な会計処理として行うため、連携調整事業費として新設し実際に運用を

致しました。人事や総務関連では、社会的に責任のある人道支援団体として必須となる会計規程・

人事規程のほか、在宅勤務・育休・スマートフォン運用の規程などを修正または制定を進めると

ともに、会議体運営においては、定款、各委員会規程等に沿った運用となるよう適時厳格化を進

めています。 

 

（６） 不適切な助成金使用への対応 

2018 年 4 月 27 日、JPF 助成先団体である JEN が、ヨルダンにて実施している支援プログラ

ムにおいて、JPF からの助成金の一部を、当初の申請とは異なる用途で不適切に使用していたと

いう調査報告を公表しました。 JPF は日頃より、助成プロジェクトが公正かつ効果的に実施さ

れているか、第三者や専門家を含む現地視察等を通して審査・評価しており、本件に関してもガ

イドラインに基づく審査等を行っておりましたが、本件を防止できなかったことについて、政府

の ODA 資金や支援金を管理・運営する立場として、重く受け止めております。 

なお、JPF では、先般 JEN から不適切使用の疑いがある旨の報告を受け、速やかに対策委員会

を立ち上げ、事実確認のため独自の調査を開始するとともに、JEN に対して早急に徹底した調査

と報告をするよう指示しました。JPF としましては、調査に基づく正確な事実関係を踏まえて厳

正に対処するとともに、今後、再発防止のための措置を着実に実施することにより、不適切な助

成金使用の再発を完全に防止するよう取り組んでまいります。また、JEN の支援対象地において

支援対象の人々に重大な影響が生じないよう最大限の配慮をし、速やかに必要な対応を行ってま

いります。 

 

１－３．広報・渉外活動への取り組み 

（１）国際機関との連携（イベント共催） 

5 年目となる、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)共催の「難民の日シンポジウム」の盛況のほか（参

加者 363 人、内メディア 16 社 18 人、メディア掲載：テレビ、ラジオ含む 14 件）、今年は初の IOM、

UNHCR との 3 者共催をし、プラットフォームとしての機能を発揮しました。 

2018 年に採択される「難民および移民に関するグローバル・コンパクト」や、日本政府が注力し企業

が注目する SDGs の目指す、様々なアクターによる連携等をキーメッセージとして訴求できました。 

 

円卓会議「ロヒンギャ危機にみる難民と移民の諸問題-グローバル・コンパクトの可能性」 

ジャパン・プラットフォーム(JPF) / 国際移住機関(IOM) / 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)共催 
 
【内容】3月 2日、IOM、UNHCR とともに、国連大学にて、ミャンマー避難民※1の人道危機、難民・

移民の諸問題に関する円卓会議を開催。当日は支援関係者、メディア 15 人、企業 16 人など 100 名以

上の参加者が集まり満席となりました。IOM からの JPF 主催依頼により、JPF がバランスをとりなが
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ら国際機関と共催し、難民・移民の諸問題を解決するために必要不可欠であるセクターを越えた連携の

実現のため、各役割や課題を共有する第一歩となりました。 
 

●第一部：基調講演 ウィリアム・Ｌ・スウィング IOM 事務局長と、ダーク・へベカーUNHCR 駐日

代表が、移民と難民に関する包括的な枠組みとして２つの『グローバル・コンパクト』の現状を発表。 

●第二部：JPF 加盟 NGO や現地支援団体が、現在、最も深刻な人道危機のひとつであるミャンマー

避難民について、難民たちの生の声、それぞれの支援活動について報告。 

●第三部：ラウンドテーブル・ディスカッション(モデレーター：二村 伸 NHK 解説委員)では、国連

機関や支援団体、民間企業、メディア、学術界などから 26 名が一堂に会し、難民・移民やミャンマー

避難民の人道危機について、各組織としての関わりや課題、さらに日本の役割などについて意見交換。 

 

【参加者】合計 137 名  満席  

（ラウンドテーブル参加者 26 名※１、オブザーバー参加者 85 名※２、主催者側 26 名） 

※１：WFP 日本事務所 政府連携担当官、日本ユニセフ協会東京事務所 副代表、ICRC 駐日事務所

代表、株式会社 LIXIL など企業 4 社、聖心女子大学教授、毎日新聞外信部部長メディア 2 名など 

※２：NGO・国連関係 38 名、メディア 13 名、企業 12 名・その他 22 名（外務省民連室、MIYAVI

関係者含む） 

※1：JPF では、民族的背景および避難されている方々の多様性に配慮し、 

「ロヒンギャ」ではなく「ミャンマー避難民」という表現を使用しています。 

 

（２） JPF 内でのコミュニケーション強化～JPF デーの開始 

JPF にかかわってくださっている NGO、企業、政府、賛助会員などご支援くださっている方々、学

生、元 JPF 学生ネットワークメンバー、JPF 役員、JPF 職員などすべての方々の間のコミュニケー

ションを、より深く活発に行っていただくための取り組みを行うために 2017 年 12 月 7 日に第 1

回「JPF デー」を開催しました。日頃から JPF にご協力いただいている 114 名の方にご来場いただ

き、JPF 事務局職員と合わせると 149 名が一堂に会しました。この JPF デーは、2018 年度以降

も継続してまいります。多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

第 1 回 JPF デー プログラム 

19：00～ JPF のご紹介 ～設立背景～（ビデオ） 

19：05～ 開会のご挨拶 大西健丞 JPF 共同代表理事 

19：10～ モデレーター 古田大輔氏（BuzzFeed Japan 創刊編集長)のご紹介 

19：15～ 本日の趣旨とご報告内容 飯田修久 JPF 事務局長 

19：20～ 海外支援プログラム 報告者：事業評価部 月岡悠 

• JPF 支援の強み ～加盟 NGO 同士の連携 
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• トライアルとして導入した新たな成果の測り方 ～「届ける支援」から「人道ニーズ解消」へ 
• 長期化する支援における今後の課題 ～日本人と同じような悩みを持つ人々に寄り添う～ 
• よりよい支援に向けた取り組み ～戦略的な組織改編／国際潮流に沿ったプログラムの構築 

熊本地震被災者支援 報告者：地域事業部 坂巻豊子、広報部 高杉記子 

• 出口戦略「地域力強化」 
• 多様なアクターとの連携（災害時のメディア連携の第一歩） 

東日本大震災被災者支援 報告者：地域事業部 山中努、斎藤真樹、池座剛 

• 今年の支援概要 
• 福島支援強化 ～状況を適切に踏まえた 5 つの重点課題 
• 具体的な支援内容  

「家族が安心して過ごせる環境を！プレーパーク作りを支援」  
「自分たちで測ることで、もう一歩前に！ ママたちの奮闘を支援」  
「漁師町に再び活気を！ 漁師の自信回復を支援」  
「小さな声をとことん拾いつなぐ、復興庁＆JPF の取り組み」  

緊急対応 報告者：緊急対応部 柴田裕子、渉外部 平野尚也 

• JPF の今年の緊急対応の現状・特長・対応事例 
• 九州北部豪雨被災者支援における企業連携の事例 
• 「ミャンマー避難民支援」：現地の状況と JPF の対応 

20：35～ 閉会のご挨拶 有馬利男 JPF 共同代表理事 

 
 

（３） 企業連携とファンドレイズ 

2017 年度民間からの受取寄付金は 2 億円弱と前年度比約 3 億円の減収となりました。これは、

前年度においては近年では大きな災害となってしまった熊本地震被災者支援事業に対する寄付

実績が大きかったためです。しかしながら、こうした大きな自然災害があった時に集中してご寄

付が集まるという現実が如実に表れた結果です。JPF のこうした弱点に対する打開策として、経

営委員会で度々、企業連携やファンドレイズについて議論を行いました（前記１－２．（１）参照）。

企業連携については、例えば災害時に JPF および加盟 NGO が緊急出動する際、企業のリソー

スを様々な形で利用させていただければ、より迅速に、かつ、効果的に支援を裨益者のもとに届

けることができます。2017 年 7 月の九州北部豪雨被災者支援事業（P.４参照）においては、発

生後緊急出動し現地入りすることとなった緊急対応部より的確な現地ニーズの報告を受け（例：

避難所用物資、みなし仮設住宅への家電製品提供事業形成のための追加資金、農地復旧ボランテ

ィア等）、この情報適時企業へ発信した結果、迅速に協力のお申し出をいただきました。 

 

また、企業の本業を通じた新たな寄付企画として、2017 年度を通じて様々な企業にご支援をい

ただけるようになりました（例：不動産信託を通じた収益配当の寄付、ポイント募金、寄付つき

商品、等）。 
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加えて、個人支援者に対しては、これまで以上に紛争による難民の状況や支援の必要性を訴える

ことに努め、前年度比約 70%増の寄付を賜りました。 

・イエメン約 450 万円（前年比約 680%） 

・イラク・シリア約 340 万円（前年比約 60％） 

・南スーダン約 120 万円（前年比約 1,000%） 

・ミャンマー避難民約 90 万円（新規募集） 

・アフガニスタン約 80 万円（前年比約 2,390%） 

・フィリピン南部約 40 万円（新規募集） 

 

こうした種々の取り組みは JPF の足腰を強化していくために重要と考えておりますが、昨今の

自然災害の頻発、国際情勢の複雑化による難民の急増等、緊急人道支援のための資金需要との対

比でみれば、まだまだ十分とは言えず、今後とも多くのご支援をいただけるよう、益々努力して

まいります。 
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２．2017 年度事業計画の達成状況 

 

２－１．緊急対応事業 

(１) 国内災害への対応 

  九州北部豪雨への対応（P.４参照） 

九州北部豪雨被災者支援では、甚大な被害が出ることが予想されたため、JPF 事務局、および加盟

団体 2 団体が緊急初動調査に出発し、被災状況の確認や支援の可能性等についてそれぞれ調査を行

いました。その結果、最終的に約 3,000 万円の予算で、2 団体が計 3 事業を行い、災害ボランティ

アセンターの運営支援、避難所支援、物資支援などを実施しました。 

また、JPF 事務局の事業としては、国内災害での各支援アクターの調整役を実施する全国災害ボラ

ンティア支援団体ネットワーク（JVOAD）の一員として、その調整機能、運営に貢献するため、JPF

事務局から 1 名、加盟団体から 2 名の人員を JVOAD 現地拠点に派遣しました。この取り組みは、

初めての試みでしたが、加盟団体・事務局から経験がある人員を一定期間派遣できたことで、現地の

支援ニーズとのマッチングや、被災した農家支援に関する調査、およびその支援調整などに貢献で

きたことは、大きな成果でした。 

 

  今後の国内災害対応のための備えと連携強化 

九州北部豪雨での JVOAD との連携以外に、今後の国内災害対応に備えて、JVOAD や他国内災害

対応機関との連携強化に努めました。JVOAD の運営委員として、今後の災害に備えるための議論

に積極的に貢献した他、災害時に助成を行う他機関との協議を開始しました。 

 

(２) 海外災害・人道支援への対応 

世界中で数多くの人道危機、自然災害が頻発する傾向は 2017 年も続きました。幸いそれほど大規

模な自然災害はなかったものの、台風・サイクロンや大雨による水害、土砂災害が数多く発生し、

JPF はネパールを中心とした南アジア、スリランカ、およびシエラレオネでの水害に対応しました。 

フィリピンでは、2017 年 5 月にミンダナオ島マラウィ市で発生した武力衝突により 30 万人近い

人々が避難する事態となりました。これに対応し、現地で長く活動経験のある 1 団体がその知見を

活かし、迅速に支援を実施しました（P.６参照）。 

また、2017 年 8 月にミャンマー・ラカイン州で発生した武力衝突を発端に、世界で最も急速に難

民が発生した事態に対し、バングラデシュでのミャンマー避難民人道支援を開始しました。本プロ

グラムは、当初初動対応期を 3 か月間としていましたが、事業地へのアクセスの困難さ等を考慮し、

初動対応期を 2 か月間延長し、2018 年 4 月 30 日までとしました。初動対応期は、7 団体が医療

支援、食料配布、生活用品等の物資配布、およびシェルター支援を実施し、さらに次期に向けて 4 団

体が初動調査を実施しました（P.４参照）。 
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(３) 海外関係団体との連携 

前年に引き続き海外における関係団体の関係構築・強化を行いました。ADRRN（Asian Disaster 

Reduction & Response Network）の年次会合に出席、ローカライゼーションの議論に参加しまし

た。ミャンマー避難民人道支援では、ADRRN に加盟するバングラデシュの団体を JPF 加盟団体に紹

介し、両団体の共同事業形成につなげることができました。また、IOM（International Organization 

for Migration）とのパートナーシップを契機に、日本において IOM、UNHCR(Office of United 

Nations High Commissioner for Refugees) と JPF の共催でロヒンギャ危機のシンポジウムを開

催し、日本国内の関係者を招いてロヒンギャ危機を題材に難民支援に関する議論の場を提供しました。 

また、メンバーである EAA（Emergency Appeal Alliance）では、年 2 回の会合への参加、またメ

ール等でのやり取りを通じて、メンバー間の資金集めやプログラムに関する情報共有、意見交換に参加

し、渉外、広報担当者への情報共有を行いました。 

また、Mercy Corps が実施する定期的に実施している米国本部での HEAT (Hostile Environment 

Awareness Training)と呼ばれる実践型の危機対応トレーニングの開催に際して、安全管理専門家を

トレーナーとして派遣しました。また加盟 NGO の職員と JPF 事務局職員を研修に派遣しました。 

不適正な助成金使用の調査の過程においては、ニューヨーク本部にある国連機関の内部統制監査室と

緊密な連携を行っており、執行の実態について情報交換や連携を定期的に実施しています。また、他の

国連機関との連携については、国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）や国連人道問題調整事務所（UN 

OCHA）ともハイレベル交流を実施しました。 

 

(４) 実施プログラム詳細 

●フィリピン南部人道支援 2017（P.６参照） 

【予算】1500 万円（民間資金） 

【プログラム期間】２０１７年 6 月 15 日～2017 年 9 月 14 日 

【実施団体】1 団体（ICAN）、1 事業 

【概要】フィリピン共和国ミンダナオ島を中心とするフィリピン南部は、長引く紛争により過去 40

年余りで死者数十万人、避難民は数百万に上っています。2017 年 5 月 23 日、ミンダナオ島南ラナ

オ州都マラウィにおいて、IS を信奉する武装勢力とフィリピン国軍との交戦が開始され、ミンダナオ

全域に戒厳令が発布されました。長引く戦闘のため、マラウィ市民 20 万人は財布や身分証明書等の

貴重品と数着の衣服のみを持参して避難せざるを得ず、避難所では食糧や生活必需品が著しく欠乏す

る状態に陥りました。JPF は 6 月 12 日に出動を決定し、1 事業を実施。6 月 15 日から民間予算

1500 万円で国内避難民 1,453 世帯に食糧および生活必需品を配布し、こども 1,084 人に教育物

資を提供し、11 月に完了しました。 

 

●スリランカ洪水被災者支援 2017 

【予算】7,000 万円（民間資金 1,000 万円、政府支援金 6,000 万円） 

【プログラム期間】2017 年 6 月 17 日～2017 年 9 月 16 日 

【実施団体】4 団体（JEN、PLAN、PWJ、PARCIC）、4 事業 

【概要】5 月 24 日から降り続いた豪雨によってスリランカ南西部各地で洪水や土砂崩れが発生し、

死者 200 人超、63 万人以上が被災しました。5 月 26 日、スリランカ政府は国連カントリーチー
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ムに支援を要請。JPF は 6 月 6 日に出動を決定し、NFI 配布、シェルター支援により 2,250 世帯

を裨益し、18 校への学校支援を実施しました。 

 

●九州北部豪雨被災者支援（P.３参照） 

【予算】2,900 万円（民間資金） 

【プログラム期間】2017 年 7 月 20 日～10 月 1９日 

【実施団体】3 団体（ADRA、PWJ、JPF）、４事業 

【概要】ADRA は大分県日田市の災害ボランティアセンターへの看護師派遣に加え、福岡県東峰村

にスタッフを駐在させ、災害ボランティアセンターの開設準備から閉鎖、その後の支援体制構築を

支援しました。PWJ は福岡県朝倉市に設置された避難所の運営を開設直後から閉鎖まで支援しまし

た。また、みなし仮設住宅に入居した 165 世帯に、冷蔵庫やテレビ、洗濯機、暖房器具等の家電を

一世帯当たり 3 点提供しました。 

 

●シエラレオネ水害被災者支援 2017 

【予算】3,000 万円（政府資金） 

【プログラム期間】2017年8月30日～2018年2月15日  

【実施団体】1団体（PWJ）、1事業 

【概要】豪雨による大規模な土砂災害発生から一週間後にプログラムを立ち上げ、まず 24 日間の

初動調査を実施しました。その後、シエラレオネ政府が設定した復旧復興期間に合わせて初動対応

期間を延長し、PWJ が 111 日間に渡って生活物資の配布やヘルスセンターの修復、公共給水施設

の整備などを実施しました。 

 

●南アジア水害被災者支援 2017 

【予算】3,100 万円（政府支援金） 

【プログラム期間】2017 年 9 月 1 日～2017 年 11 月 30 日 

【実施団体】3 団体（ADRA、JISP、PWJ）、3 事業 

【概要】8 月 11 日から降り続いたモンスーン豪雨の影響で、インド、ネパール、バングラデシュで

洪水・土砂災害が発生し、約 1600 万人が被災しました。ネパールではここ 15 年に１度の豪雨と

され、特に南部タライ平野の 80％以上、全国 75 郡中 35 郡に被害が及び、170 万人以上が被災

した。8 月 16 日、ネパール政府は国際 NGO の活動を認めました。これを受けて JPF は 8 月 22

日に出動を決定し、1,750 世帯に食糧・生活必需品を配布、400 世帯に浄水器や衛生用品の提供を

行いました。 

 

●ミャンマー避難民人道支援（P.４参照） 

【予算】2 億 3776 万円（民間 2,661 万円、政府支援金 2 億 1,115 万円） 

【プログラム期間】初動対応期：2017 年 10 月 20 日～2018 年 4 月 30 日 

【実施団体】11 団体（AAR、ADRA、GNJP、HuMA、IVY、JISP、JADE、MDM、PWJ、SCJ、

WVJ）、14 事業 ADRA、IVY/JISP、JADE は初動調査のみ 

【概要】2017 年 8 月 25 日に始まったミャンマー・ラカイン州北部でロヒンギャ武装組織とミャ



16 
 

ンマー治安部隊の衝突に端を発し、現在まで 90 万人以上のロヒンギャ族が国境を越えてバングラ

デシュのコックスバザールに避難しています。難民の流入の速度と規模は過去に類例がなく、難民

キャンプのインフラやシェルター、公的サービスは立ち遅れ、水、衛生施設へのアクセスも確保され

ておらず、コレラを含む疫病が蔓延するリスクが高まっていました。紛争からの避難生活で深刻な

トラウマを抱えていたロヒンギャ難民は劣悪な環境での生活を余儀なくされ、深刻な人道危機が危

惧されています。JPF は 10 月 20 日に出動を決定し、初動調査により難民のニーズを把握した上

で 8 団体がシェルター、医療、衛生、NFI 配布などの緊急支援を実施しました。2018 年 5 月以降

は初動対応期から緊急対応期に移行し、モンスーン降雨による水害・土砂災害への対策などを含む

難民支援を継続する予定です。 

 

２－２．国内事業 

（１）東日本大震災 

 

東日本大震災発生当初から現在まで、東日本プログラムに対し 72 億円を超える寄付金が寄せられてい

ますが、現時点では 3 億円あまりを残すところとなっています。 

 

●「共に生きる」ファンド 

「共に生きる」ファンドは、２０１６年度で岩手・宮城の助成を終了しており、２０１７年度は福島と原

発避難者を対象とした助成を行いました。201７年度助成事業は３回の募集を行い、承認案件数は１８

件、助成総額は約 8 千 4 百 50 万円でした。２０１６年度に募集があり、事業実施期間が 2017 年度

にまたがる 27 次・28 次の承認事業を含めると、承認案件数は３１件、うち福島県内での承認案件数が

２３件、県外の避難者支援事業の承認案件数が８件、助成総額は約１億４千８百万円になります。助成分

野としては、県内外の避難者および避難指示解除地域等の帰還者に対するコミュニティ形成関連事業が

８件、母子や困窮者を対象としたセーフティネット関連事業が８件、被災者の実態把握調査関連事業２

件、心のケア関連事業 2 件、放射能測定・健康検査・勉強会・保養関連９件です。モニタリング報告書

数：40 件（2017 年 4 月 1 日 ～ 2018 年 3 月 31 日）２０１８年度の「共に生きる」ファンドは、

助成回数を５月（32 次）・12 月（33 次）の 2 回にし、継続する方針です。 

 

●事務局事業 

岩手・宮城 

「共に生きるファンド」は 201６年度に岩手・宮城の助成を終了しましたが、震災を起因とした生活困

窮や移転先における社会的孤立などの緊急人道支援に関わる課題に対し事務局事業として対応しました。

フードバンクをツールとした困窮者支援事業（フードバンク岩手）や、復興支援団体のフォローアップ事

業（いわて連携復興センター、地域創造基金さなぶり）を地域団体と連携し実施。7 団体のフォローアッ

プを行い、うち 3 団体がフードバンク事業を開始することになりました。復興支援団体のフォローアッ

プ事業においては、岩手、宮城でそれぞれ 10 団体（計 20 団体）のフォローアップを行い事業の継続性

や波及効果、組織マネジメントなど活動の下支えを行いました。地域の支援体制の構築や団体の育成に

は時間がかかるため、真に地域主導の復興を成し遂げる体制が整うまで JPF がどこまで関わることがで
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きるのかが残された課題です。 

福島  

住宅支援打ち切り、避難指示解除、放射能への不安といった理由・背景により福島支援強

化を掲げ、共に生きるファンド助成におけるモニタリング事業と連携調整事業をふくしま

連携復興センター、みんぷくと連携し実施。31の支援事業形成を達成しました。（うち

2017年度開始事業は22）さらにその実施事業ごとに最低1回以上、計40回の事業進捗

確認モニタリングを行い、報告書を提出し説明責任と透明性の担保を達成しました。 

 

●復興庁事業 

2017 年 8 月から開始された復興庁被災者支援コーディネート事業が開始されました。福島県の避難指

示解除地域では、公的にも、民間側からも、主に人手・人材と言う部分において資源不足が続いています。

そこで、公的資源と民間の資源を被災地域においてコーディネートする復興庁被災者支援コーディネー

ト事業を受託することにより、国や県の被災者支援策と連携がより容易になり、未だ安全・安心の生活が

送れていない避難者に対し、JPF の人道支援におけるノウハウが相乗的にいかされ、福島支援強化につ

ながりました。2017 年度は、南相馬市小高、浪江町、川内村、双葉郡など避難指示解除地域 12 市町

村に対し、8 人の地域コーディネーターを配置、また 5 つの定期的な住民主体の復興の街づくりに関す

る定例会議やネットワーク体を形成着手し、地域の連携調整機能を高め、課題解決能力強化に貢献しま

した。県域にまたがる貧困や心のケアなどの広域の課題については、同地で支援活動を行う加盟団体と

連携しながら、地域住民主体のネットワーク体の立ち上げや復興庁を通じた政策提案の場づくりなどを

達成した。心のケア分野においてはネットワークの構築と団体の活動報告（他助成金での活動含む）及び

包括的な支援メニューの提案を復興庁、厚労省に対して行うという成果が生まれました。その一部は実

際に政策として反映されることとなりましたが、未確定要素が多い等の理由から困窮者支援、子どもの

貧困などの分野ではネットワーク体の構築と政策提言の達成には至らず今後の課題です。 

 

（２）熊本地震（P.５参照） 

 

2016 年 4 月 14 日の発災当日より情報収集を開始し、4 月 16 日未明の M7.3 の本震後、直ちに JPF

事務局から調査チームを派遣するとともに、加盟 NGO による支援を開始。寄付総額は、2018 年 3 月

末時点で 5 億 2,253 万円となっています。 

 

●加盟団体による支援 

PWJ の仮設住宅住民の自治会支援では、自治会連合会の設立や今後災害公営住宅への生活に移行するた

めに役立つ研修事業を実施し、住民同士の連携や引き続き変化する生活への対応を、被災者自身で考え

ることの大切さを知るための一助となりました。JAFS は、仮設住宅住民の見守り活動、特に引きこも

りがちな中高年の男性独居世帯に目を向けた活動や、住民交流イベント支援事業を実施しました。 

 

●JPF 事務局事業による支援 

外部からの支援が減る中、地域住民自身による防災・減災に向けた地域力の強化が進むよう、「熊本県の
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復興支援に従事する人材の育成事業」と「熊本県被災地における支援団体、被災者、行政等の連携促進活

動の支援」事業を継続しました。「熊本県の復興支援に従事する人材の育成事業」では、地域の支援活動

団体に 26 テーマの研修を実施、その参加者のうち 18 団体に助成し東日本大震災や中越地震など過去

の被災地を視察し、これからどのような対応が必要なのかを学び、実際の活動に活かす事業計画を策定

し実施しました。また、「熊本県被災地における支援団体、被災者、行政等の連携促進活動の支援」では、

阿蘇市、熊本市、御船町、益城町、大津町の 5 市町村で被災者・支援団体・行政等を“つなぐ”活動を

する中間支援団体を 5 団体発掘し、活動資金を助成しました。熊本に中間支援団体が育てば同地域での

出口戦略は完了する予定です。 

 

２－３．海外事業 

（１）海外プログラム全体方針策定の取り組み 

2017 年度の目標としては、以下の 2 つの重点課題に対し、経営委員会を通して具体的な施策を明示

できるようにすることでした。 

 

課題１．プログラム実施にあたって、これを決定する JPF 全体方針の検討方法を再構築する。 

2017 年度事業計画書では暫定的にプログラムの優先順位を決めるため、2016 年度事業計画の暫定

的な項目を踏襲しました。しかしながら課題として具体的に 

・2018 年度以降の優先順位を定める基準はどのようなものであるべきか？ 

・大きく変わる人道支援を取り巻く環境（長期化する人道危機の対応・気候変動等）に対し、今後の JPF

はどのように対応するべきか？（その戦略は？） 

・JPF の支援はいつまで、どのような内容を継続すべきか？（出口戦略は？） 

が挙げられていました。 

 

課題２．プログラム実施にあたって、これまで新たに出てきたプログラム実施上の課題を検討する。 

具体的には、 

・現地 NGO との連携のあり方について。 

・危険地域に入ることができない環境下で、遠隔による事業実施が余儀なくされている現状において、

JPF が求める加盟 NGO の事業実施における主体性とはどこまで、どのような形で追及するべきか？ 

・危険地でのパートナーシップのあり方の検討法の正当性確保について 

が挙げられていました。 

 

課題１について検討した結果、長期としての JPF 全体方針策定にまでは至りませんでしたが、以下の

通り「2018 年海外プログラム全体方針」が確定されました。 

課題１について年度当初より何度も加盟 NGO と協議を繰り返し、各ステークホルダーとの密接な連

携の下で JPF 全体の海外における人道支援方針を「2018 年海外プログラム全体方針」として意思決

定機関での承認がされ、全体方針の策定に至りました。 
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2018 年度 海外プログラム全体方針 

 

I）規模が大きな危機への対応 

機関間常設委員会（Inter-Agency Standing Committee）によりレベル 3 Emergency とされた

人道危機に対しては優先順位を高くする。2017 年 8 月の時点では、イラク、シリア、イエメンが

レベル 3 Emergency とされている 1。また、突発的な緊急事態が発生した場合は柔軟かつ迅速に対

応を検討する。 

 

II）支援ギャップが大きい地域や分野への対応 

国際機関が発行する国別対応計画の未充足率の高い地域や分野に対し、各加盟団体の得意分野やパ

フォーマンスも考慮しつつ、優先順位を高める。更に、慢性的な資金不足が課題となる長期化する人

道危機や自然災害にも適切と判断された場合には対応を実施する。 

 

Ⅲ）届ける支援から人道ニーズ解消に向けた取り組みの実施 

紛争と災害起因の解消に焦点を当て、中長期的な「開発への掛け渡し」を試みる事業を推進し、人々

や地域社会のレジリエンスを高めることを中心に取り組むプログラムを構築する。災害リスクが高

い、または人道危機悪化が予測される地域に関する分析や事前調査を行い、ローカルアクター等の連

携を通しＪＰＦと加盟団体の危機対応能力を強化する。 

 

IV) 国際的潮流に沿ったプログラムの構築 

大規模化、複雑化、そして長期化する人道危機に対応すべく、ＪＰＦのプログラムが国際的潮流やコ

ミットメントを踏まえること、ＳＤＧｓと「人道への課題 2」で提示されている五つの核となる責任

に沿うことに配慮する。「誰も置き去りにしない」の責任に基づき、ジェンダー平等の実現をはじめ

として脆弱な立場に置かれる全ての人々に支援を届ける。 

 

V) 新しい助成システムの構築 

加盟団体のキャパシティ強化、助成金のインパクト増大や相乗効果を目的とした新しい支援の仕方

を試みる。具体的には、団体の自己資金比率や過去実績等を踏まえて、プログラムや各案件に関する

ＪＰＦ内での団体の上限額を設定することを検討する。また、国際機関とのＩＰ契約や、他ドナーや

企業との連携、民間資金を用いた co-financing や共同プロジェクト等を推進する。 

 

課題２の検討項目については詳細を詰めていくことまでにはいかず、2018 年度の目標と関連付け、引

き続き取り組むこととしています。 

 

                                                      
1 その他、国際人道調整事務所（OCHA）が現在 Corporate emergency として優先度を高く危機に対応している国はコンゴ民主共和国、ソマリア、エチオピアとナイジェリアであ
る。更に、ナイジェリア北東部、ソマリア、南スーダン、イエメンでは 2000 万人以上の人々が、飢饉や飢餓の危険に直面している。 
2 第一に、紛争を未然に予防すること。第二に、戦闘当事者が国際人道法などのルールを厳守すること。第三に、「誰も置き去りにしない」という考えのもと、難民、国内避難民、
移民、あるいはこうした人々を受け入れている地域への支援を強化すること。第四に、支援ニーズそのものをなくしていくため、リスク分析をし、軽減措置を講じること。第五に、
人道への投資として、資金活用の効率化を進めるとともに、支援の供給面の強化すること。 
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（２）実施プログラム詳細（＊記載内容は事業開始が 2017 年 4 月～2018 年 3 月末までに契約

済の事業。裨益者数は、2018 年 5 月時点で終了報告書が未提出な事業があるため、見込み数。） 

●アフガニスタン帰還難民緊急支援 

【実績】203,643,715 円（政府資金） 

【プログラム期間】2017 年 9 月~2018 年 2 月 

【実施団体】4 団体（CWS、JEN、AAR、SVA）、6 事業 

【概要】長年の不安定な国内情勢によって多くの人々が難民となって他国へ逃れていたアフガニスタン。

隣国パキスタンはこれまでアフガニスタン難民を最も多く受け入れてきた国ですが、パキスタン政府が

2016 年 6 月にアフガニスタン難民の帰還を促す政策を実行したことにより、過去最大規模のアフガニ

スタン難民の帰還が発生しました。このような状況を踏まえ、JPF は加盟団体からの要望を受け、2017

年 9 月に本プログラムを立ち上げました。支援分野は物資配布、水・衛生、子供の保護。総裨益者数は

約 51,475 名（見込み）です。 

 

●イエメン人道危機対応 

【実績】781,668,916 円（政府資金） 

【プログラム期間】2017 年３月~2018 年 2 月 

【実施団体】３団体（ICAN、ADRA、SCJ）、７事業 

【概要】2015 年 3 月 26 日にサウジアラビアの空爆に端を発して激化した紛争は、2016 年 10 月

25 日までの 19 ヶ月間に医療施設に報告された死傷者の数は約 7,100 人の死者を含む 44,000 人に

達し、2015 年 7 月に Inter-Agency Standing Committee がイエメンに対してレベル３の緊急対応

をすることを決定してから人道危機は悪化する一方です。しかしながら、国際 NGO の Norwegian 

Refugee Council によると、イエメンは「2015 年世界の紛争の中で、最も多く IDP が発生した国」で

あるにも拘らず、「忘れられた戦争(the forgotten war)」として国際報道や政治議論から取り残されて

きました。JPF は上述のイエメン及び周辺国の人道危機に対応するために 2015 年 10 月「イエメン人

道危機対応」プログラムを立ち上げ、これまでイエメン国内で 2 団体が食料・NFI の配付や水・衛生支

援を、ジブチでは 1 団体がイエメン難民を対象に子どもの保護事業を実施し、着実な成果を挙げてきま

した。2017 年度 JPF の本プログラムでの支援分野は、食料配布、栄養、衛生、教育に焦点を置きまし

た。裨益者数は約 13 万人にのぼる見込みです。現在のイエメンの情勢は流動的であり人道危機が長期

化・深刻化している。総人口 2930 万のイエメンでは、そのうちの 76%にあたる 2220 万もの人々が

人道支援を必要としており、このうち 1130 万人は、特に深刻な状況にあるため（2017 年末時点）、

今すぐ命を繋ぐための支援が必要とされています。 

 

●イラク・シリア人道危機対応 

【実績】2,607,519,819 円（政府資金） 

【プログラム期間】2017 年３月~2018 年 2 月 

【実施団体】12 団体（PWJ、PARCIC、AAR、JCCP、CCP、JEN、NICCO、SCJ、WVJ、ADRA、

KnK、IVY）、29 事業 

【概要】6 年目に入ったシリアの人道危機をめぐる状況は悪化の一途をたどっています。シリア国内で
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の戦闘は依然として激しく、外部からの介入が事態をさらに複雑にしています。2016 年 2 月にはアメ

リカとロシア主導による停戦合意が締結され一度は戦闘が停止されたかに見えましたが、4 月以降は再

び空爆が激しくなり停戦合意は崩壊しつつあります。過激派組織が拠点を置く北部地域の状況は厳しく、

武装勢力などに包囲され支援が全く行き届かない地域も多い状況です。国内避難民となっている人々を

はじめ、シリア国内にいる人々は過酷な生活を強いられ、日々生命や尊厳が脅かされています。こうした

状況から抜け出すためにシリアから難民として他国へ逃れていく人々は後を絶ちませんが、難民となっ

ても十分な支援が受けられているとは言い難く、継続的な難民の受入れに限界が見え始めている周辺国

もあります。2017 年度本プログラムでの支援分野は、食糧・物資配布、水・衛生、保護、栄養、教育、

心理社会、農業、その他と多岐に渡りました。裨益者数は 604,674 名（見込み）。イラク、シリア、レ

バノン、ヨルダン、トルコの 5 か国において、事業を実施している各加盟団体が以前から積み重ねてき

た実績を活かし、それぞれの強みを効果的に発揮した質の高い支援を展開している。生きていくために

不可欠な食料・水・生活物資の提供を迅速に行うとともに、子ども、女性、障がい者など緊急下において

より脆弱性の高まる人々に対しても聞き取り調査に基づいた細やかな支援を行っており、喫緊に支援が

必要な人々へ現地のニーズに根ざした速やかな支援を実施してきました。各加盟 NGO では国連/国際機

関との連携の重要性も常に認識し、JPF 資金だけでなく国際機関のパートナーとして事業を実施してい

る団体もあり、ホストコミュニティである政府機関との良好な関係維持にも努めており、他の支援機関

が入り込めない地域での活動も行われています。国連/国際機関が主導する当地のセクターやクラスター

システムにも参加し、支援に偏りが出たり他団体との調整不足が起きたりすることがないよう努めてお

り、援助調整システムの統括団体として積極的に参加している団体もあります。このような他団体との

調整システムへの参加によって、質の高い日本の支援の認知度を高めることができています。危機当初

の早い段階から支援を続けてきたことで確実な支援を届けることが可能になっており、資金規模の大き

な欧米の NGO と比較しても遜色のない事業内容を展開できており、質を高める努力をしている点で国

際機関や関係各所から高い評価を受けています。 

 

●パレスチナ・ガザ人道支援 

【実績】197,610,093 円（政府資金） 

【プログラム期間】2017 年 6 月~2018 年１月 

【実施団体】５団体（PARCIC、JADE、PWJ、CCP、NICCO）、５事業 

【概要】パレスチナ自治区・ガザ地区では、2014 年 7 月 8 日～8 月 26 日に起きた「50 日間戦

争」により大きな打撃を蒙り、もともと脆弱であった人々の生命、暮らし、教育、経済に多大な負の影

響を与えました。ジャパン・プラットフォーム(JPF)では初動対応として「パレスチナ・ガザ人道支援

2014」を開始し、一定の成果を上げているものの、2 年余りを経た現在もまだ復興の途上にありま

す。国際社会の支援やイスラエル政権による経済封鎖の緩和により、医療施設や教育施設の修復等は進

行しているが完全復興にはほど遠く、ほとんどの家屋が未修復のままとなっており 60,000 人以上の

人々が避難生活を余儀なくされています。また、自由な出入域が制限されていることにより、国際機関

や NGO で働くスタッフの入域が認められないケースが多く、充分な支援活動が実施できない状況とな

っています。2007 年からのイスラエルによる封鎖やたびたび起こる空爆によって、インフラ設備の破

壊や生活必需品の不足など深刻な影響が続いており、不安定な政情による公共サービス従事者への給与
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未払い、慢性的な電力不足などが状況をさらに悪化させています。このような状況を踏まえ、JPF はガ

ザ人道支援の継続を決定。支援分野は農業支援、保護、保健医療、キャッシュ配布、食糧物資配布で、

裨益者数は 11,805 人の見込みです。 

 

●南スーダン支援 

【実績】1,266,869,533 円（政府資金） 

【プログラム期間】2017 年 6 月~2018 年５月 

【実施団体】８団体（WVJ、PLAN、SCJ、AAR、ADRA、PWJ、JCCP、JISP）、15 事業 

【概要】2013 年 12 月に起こった大統領派と副大統領派による武力衝突により、南スーダン国内での

国内避難民の発生のみならず、周辺国へ多くの人々が避難しました。その後、政治社会的状況に好転がな

く、2016 年 8 月 12 日、国連安全保障理事会により 4000 人もの平和維持軍の派遣が決定されまし

た。このような状況下、2016 年 7 月に首都ジュバで新たな武力衝突が起こり、事態は悪化の一途を辿

り、特にエクアトリア地域と西バルエルガザルでは、様々な武装グループの中で新たな同盟が作られる

など、政治的混乱が起こっています。このような状況を踏まえ、JPF は 2016 年から「避難先や悪化し

た低開発状況における人道支援レスポンス」及び「帰還と再生に備えたレジリエンスの強化」を目的とし

た 3 ヵ年「南スーダン支援プログラム」を開始しました。現在までに南スーダン国内と周辺国 3 カ国（エ

チオピア、ウガンダ、ケニア）で、南スーダン国内に留まる住民および避難民、近隣諸国へ流入した難民

および紛争の影響で多大な負担を強いられているホストコミュニティを支援しています。2017 年度は

複数年度の 2 期目にあたり、支援分野は栄養、教育、生計支援、子供の保護、水・衛生、農業で、裨益

者は 467,344 人（見込み）です。 

 

●南スーダン難民緊急支援 

【実績】434,254,382 円（政府資金） 

【プログラム期間】2018 年３月~2019 年２月 

【実施団体】3 団体（PWJ、WVJ、PLAN）、３事業 

【概要】2018 年度 3 月から上記の南スーダン支援を 2 つのプログラム、①南スーダン難民緊急支援

（南スーダン周辺国）、②南スーダン人道危機対応（南スーダン国内）に分けて実施することとしました。

JPF として本プログラムは南スーダン周辺国であるエチオビア、ケニア、ウガンダの 3 国に避難した難

民を対象としており、上記 3 事業での支援分野は衛生、教育、子供の保護で、裨益者数は 84,940 人（見

込み）です。 

 

（３）円滑な事務処理への取り組み 

●助成申請案件審査 

2017 年度を通じて、83 件の申請を 22 団体から受理し、助成事業推進部、事業管理部、事業評価

部が連携し、助成審査委員会、常任委員会、外務省承認の手続きを経て、契約を締結し、事業を開始

しました。 
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●変更申請対応 

団体から受領した 200 件超の事業変更申請につき、3 ヶ月間の初動対応期間においては緊急対応部

が、また、助成事業推進部と事業管理部が連携し、内容の精査や妥当性の確認のうえ、承認手続きを

行ないました。 

 

●終了報告対応 

年度初めの大規模な組織改革と職員の異動により、一時停滞していた終了報告の滞留解消に向けて事

業管理部と事業評価部が連携して全力で取り組みました。2017 年 11 月時点で約 100 件あった未

処理件数が 2018 年 3 月末時点では 28 件まで減少させました。今後さらにスピードアップし、2018

年度上期中には完全解消を目指します。 
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（４）NGO 能力強化事業 

 2017 年度を通じて、研修 5 回、NGO ユニット勉強会 5 回開催しました。 

 

2017 年度研修 

 

 

2017 年度 NGO ユニット勉強会 

 

 

（５）安全対策の徹底と強化 

 2017 年度を通じ、以下の取り組みを行いました。 

・加盟団体の緊急連絡網の定期的な保守・情報集約（四半期に一回） 

・加盟団体の職員の現地への渡航・帰国時のフライト情報等の移動情報の集約（随時） 

・事業計画書審査時の各団体の国別安全対策マニュアルの内容確認（随時） 

・ワーキンググループと連携し、国別安全対策マニュアルと渡航について、外務省と情報交換 （例：南

スーダン渡航） 

・セキュリティアドバイザーとの定期的な協議による情報更新（毎週） 

・JPF 事務局職員出張者緊急移送体制についての契約（継続） 
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２－４．渉外業務 

 

（１） 民間からの資金によるご支援の拡大 

JPF の活動全般のために必要な資金、および人道支援プログラムで計画された助成金の原資を民間か

らご支援いただけるように活動を行いました。その結果として、活動の全般を支えていただくための一

般寄付金・賛助会費等によるご支援を合計 1.19 億円（予算比約 173%／新規会員企業 4 社を含む）

賜ることができました。一方で、支援プログラム特定のご寄付は約 0.75 億円（予算比約 34％）とな

りましたが、紛争起因の人道支援へのご寄付が昨年比約 170％と、理解を増進いただけたことはあり

がたいことでした。また、今年度も企業様のご協力により新たな寄付企画を構築することができました

（ポイント募金、不動産信託の活用、寄付付き商品、等）。 

 

＜主な活動内容＞ 

●丁寧な活動報告とタイムリーな情報発信により信頼いただく活動 

・ 企業訪問延べ 170 社以上、企業向け情報配信 40 通以上、各種イベントへの企業招待・イベント

会場でのパネル展示、企業の事業地視察アレンジ、等 

・ 個人支援者様向けメールニュース 14 通（「寄付月間」特集等新たな内容も）、情報発信方法アンケ

ートを通じた改善、発信内容の改善（例：支援地でのエピソードや JPF スタッフの声など「顔の

見える」発信、人道危機の最新状況をまとめ動画を含めわかりやすく伝える特集ウェブページ）、

オンライン寄付サイトの更新強化、等 

・ 各種報告資料の製作（熊本地震、東日本大震災、九州北部豪雨、等） 

 

●企業支援者の皆様へのご提案 

・ 具体的な支援ニーズ情報の提供（例：九州北部豪雨に際し、被災地で把握された支援ギャップを企

業の皆様に発信した結果、迅速に追加資金や物資寄贈を賜った。他に、同災害初動調査報告会、東

北支援ニーズマトリクス配信継続、等） 

・ JPF の災害対応基準と企業の支援基準の連動：情報提供複数社（実際の基準策定への活用含む） 

・ ある企業財団と初動・緊急期以外の資金的連携の具体的協議開始 

・ 企業と紛争起因の人道支援との関わりに関する提案：経団連社会貢献担当者懇談会様向け講演、ロ

ヒンギャ危機と GCM/GCR に関する円卓会議、等 

※企業賛助会員の意義を今まで以上に感じていただけるような新施策を目標としていたが、実現でき

なかった。目標の立て方を見直し、次年度以降の課題とする。 

 

●より多くの方から新たにご支援いただくための活動 

・ 外部主催行事で JPF 紹介機会をいただく活動多数、講演複数回、等 

・ 外部行事・研修等への参加 40 件以上、等 

・ ニュースサイトへの記事広告、ラジオ出演・雑誌掲載、SNS でのご支援や拡散呼びかけ多数、ク

ラウドファンディング・チャレンジ数件、等 
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・ ニュースレター・チラシ・募金箱の設置協力多数、等 

・ さらなる認知を目指した従来にない取組を次年度開始するため、その計画の策定。および一部手法

の検討着手（例：新ファンド設立、SDGs への貢献可視化、ふるさと納税活用、等） 

 

（２） 民間企業との連携強化 

JPF 設立趣意に鑑みて民間企業との連携は必須であり、そのあり方の検討の深化と、連携具体化の施

策（フォーラムや関連ツール等）の導入を目指しました。結果として、方向性の検討とフォーラムの概

要企画は行いましたが、フォーラム開催やツール構築の実現には至りませんでした。一方で、自然災害

への緊急対応時や企業との個別のやり取りの中で、いくつかの具体的連携事例（協議開始を含む）が生

まれました。 

 

＜主な活動内容＞ 

●企業連携の方向性の検討 

・ 経営委員会での議論、NGO ユニットでの意見交換、等 

・ 関連行事・研修への参加複数回、等 

 

●企業、NGO、その他人道支援機関による定期フォーラムの企画 

・ 概要を企画し、次年度実施を予告 

・ 第 1 回 JPF デーを活用し、連携の前提となるプラットフォームへの参加意識を向上 

 

●個別連携案件の推進 

・ 九州北部豪雨被災者支援における避難所用物資や NGO 用機材の提供 

・ ある企業の施設を国内災害時使用資機材倉庫兼 BCP 拠点として貸与いただくための協議開始 

 

（３） NGO ユニット等連携調整 

事務局が、外部独立機関としての NGO ユニットと資金助成の透明性をより高められる体制で、必要

な連携調整を行いました。また、グローバルフェスタにおける JPF 加盟 NGO ブーススタンプラリー

や JPF デーなど、プラットフォームの一体感向上にも取り組みました。自衛隊等他機関の窓口も一部

渉外部が担い、事務局内の適切な部門や NGO ユニットと調整しました。 
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2－5．広報業務 
これまでの戦略・成果を基盤に、以下４つの重点分野において、メディア、加盟NGO、JPF各部署と

連携しながら各活動を実施。主な成果と課題は以下のとおり。〈カッコ内は201７目標〉 

 

（１） 国内外における認知度、信頼度向上 

 

●国内メディアリレーション強化 - JPFメディア懇談会 

〈メディア参加毎回10人前後、開催4回〉 

 

 メディア参加者数の目標達成。開催回数は未達。各記者の興味を把握したコミュニケーション、

日常的な信頼関係構築により、2年間でリピーター記者増。メディアのNGO理解促進となり、全

国紙オンライン媒体によるNGO連載コーナー構想へ発展（2018年度開始にむけて準備中） 

 NGOの安全管理については、朝日・NHKによる継続取材や記事掲載につながった。また超党派

のNGO連携の会への参加メディアも、すべてJPF懇談会をきっかけとしているなど、長期的な

関係構築、プラットフォーム機能として貢献した。 

 メディアだけでなく、他団体からJPFのメディア集客力を期待したイベント開催の協力・共催依

頼増えたことは、昨年発足したメディア懇談会の目標のひとつでもあるプラットフォーム機能の

醸成といえる。 

 また、日々の情報交換を広報活動に反映できていることも大きい。 

 

 第５回 「NGOの安全管理 -現状と課題-」JaNISS共催 (9/12)（参加者：34人、内メディ

ア：NHK、朝日新聞など6社８人） 

 第６回「福島7年目の現場から ～心のケアをつなぐ3つの提案（JPF復興庁コーディネート事

業報告）」ＭｄＭ共催 (2/13)（参加者：32人、内メディア：NHK、河北新報など8社10

人、復興庁：５人） 

 

●イベントのキーメッセージと＆企画訴求力強化 

〈他部署と連携し、明確に方針とキーメッセージが伝わるイベントの企画運営を主導。加盟NGOと

の連携、メディア集客（毎回10人前後）に寄与する〉 

 

 企画運営について、全イベントに対して目標達成。 

 上記同様、毎回９～18人のメディアを安定集客（制限した1イベント以外）できていることは、

昨年から継続する大きな成果。 

 また、各国連機関共催イベントの企画・運営を実現。2018年に採択される「難民および移民に

関するグローバル・コンパクト」や、日本政府が注力し企業が注目するSDGsの目指す、様々な

アクターによる連携等をキーメッセージとして訴求。恒例のUNHCR共催難民の日シンポのほ

か、今年は初のIOM/UNHCRとの3者共催調整からの学びも多く、アンケートにも「全てのセク

ターの人を巻き込み、支援を続け変えてゆく姿勢と努力が見られて素晴らしかった」などのコメ

ントがあるなど、企業をはじめステークホルダーからの信頼感醸成にも寄与したと考えられる。 

 スターツ信託と連携し、渉外部連携メディア説明会を開催。11件のメディア掲載実現。 

 

  UNHCR/JPF 共催 世界難民の日シンポ『アレッポからニューヨーク、そして東京へ : 共に生

きるために』(6/20) （参加者：363 人、内メディア： NHK、朝日新聞、共同通信など 16 社
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18 人（うち JPF より９人）、メディア掲載：テレビ、ラジオ含む 14 件） 

※課題であった企業関係者が増加して 23％に（2016 年 13％）、10－30 代が 50％以上。 

※アンケート回収 170 人 満足度 86％以上 

 JPF主催「福島談話ナイト ～今を知り、明日を描く～」(1/29) （参加者3２人、内メディ

ア：朝日新聞、共同通信など４社５人） 

 JPF/IOM/UNHCR共催「ロヒンギャ危機に見る難民と移民の諸課題 グローバル・コンパク

トの可能性」(3/２) （参加者：137人、内メディア： NHK、フジテレビ、毎日新聞など８

社1３人（うちJPFより10人）、メディア掲載：Closedのためなし） 

 『JPF＆スターツ信託 メディア向け説明会：人道支援NGOと不動産信託企業が連携』(４

/26) （参加者：31人、内メディア：9社９人、メディア掲載：純記事11件を含む59件） 

 

（２） ブランディング＆ファンドレイジングの基盤強化 

〈ヒアリングプロセス～具体的施策の決定〉 

 目標達成。”日本no.1の人道支援プラットフォーム”を目指し、コアバリュー、ターゲット層、

３つの戦略骨子を軸とした、広報・渉外連携の3年計画を策定。理事会承認へ。 

 

（３） 広報体制強化の継続 

 

●危機管理広報 

〈24時間体制の最優先で広報・メディア対応方針を策定。一貫性ある組織体制をサポート〉 

 JEN案件では、同時期の広報業務を滞らせることなく（約1ヶ月で、上記３つのイベントを主催

実施）最優先対応。メディア対応、インターナルコミュニケーションともに適切に実施。 

 

●認知度サーベイ 

〈第２回めの実施と次年度計画への反映〉 

 2015年に初導入した認知度サーベイ内容を調整し、定点観測2回め実施、次年度計画へ反映。 

 Awareness：勤労者認知率は15.2％。前回2015年の18％と比較して2.8％下がったもの

の、2014年度前半 の0.2％（広報戦略導入前の同条件サーベイ結果の認知率）と比較して

70％増と大幅アップしていた前回数値への信頼性が担保できた。部長クラス認知率は

20.2％。 

※同サンプル認知率比較：PWJ 15.7%、AAR 13.9%、日本赤十字 96％   

 Salience：訴求事項の勤労者認知率が大幅にアップ。「海外の自然災害の被災者に人道支援

をしている 83.3％／前回42.5％」「日本の人道支援NGOのリーダーシップをとっている 

35.7％／前回25％」「日本人による日本の顔が見える支援をしている 54.8％／前回

27.5％」「世界中に日本の支援を迅速に届けている57.1％／前回47.5％」「海外の難民・

国内避難民に人道支援をしている 57.1%／前回47.5％」 

 JPFの活動報告について、「ウェブサイトを通して支援活動の報告をしっかりしている

（97.6％／前回67％）」と、2013年後半より最優先事項として対応してきたウェブサイ

トの高評価がほぼ100％となった。また尽力してきたイベント関与についても、「イベント

や講演会に参加したことがある（35.7％／前回12.5％）」と2倍以上増。 

 

●プレスリリースのクオリティ強化 

〈出動以外の５割以上を、JPFの方針が明確な内容に〉 
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 発行：9部 全5部（出動以外）を明確な方針を伴う内容※で発行し、目標達成。 

 KVOAD事業復興 “つなぎ役”を支援（４/７）※ 

 南スーダン飢饉 アピール強化 EAA連動（４/１３）※ 

 UNHCR共催 難民の日シンポ (５/23) ※ 

 スリランカ洪水 出動決定（６/７） 

 ミンダナオ 出動決定 （６/１６） 

 九州北部水害 支援開始（７/１３） 

 福島復興庁CDN事業「ネットワーク体」強化（８/10）※ 

 ミャンマー避難民 支援開始 （10/20） 

 スターツ信託 寄付連携（４/25）※ 

 

●パーソナルストーリーによる共感醸成 

〈各PRツールにパーソナルストーリーの掲載〉 

 年次報告書は、昨年同様、全プログラムの裨益者の声掲載を実現。ニュースレターにも、JPFス

タッフ、企業、外務省、加盟NGOなど、人の顔の見えるコンテンツを掲載。また、ウェブサイ

トには、JPF スタッフ紹介を掲載。 

 

●ウェブサイト、Facebookのクオリティ維持 

 PV数〈目標：ウェブサイト、スマホサイトともにPV15%増〉  

PVは昨年度比87.1％、スマホは69.7％と減少。新しく実施予定のウェブマーケティングと連携

したコンバージョンの再設定を含め、次年度での復活が課題。Facebookは、2014年度以降、毎

月必ず全プログラムからトピックを掲載できている。今年度は、ウェブ流入率が初めて減少。 

 更新スピードと最新情報〈目標：出動決定翌々日までのアップ、事業部連携で最新情報掲載〉 

全プログラムにおいて、出動当日のアップを実現。4月の組織改編による情報共有フローの見直

しにより、2、３か月最新情報が滞ったプログラムがあったことは反省点。 

 

（４）メディア・学生との新しい連携の創出 

 

●災害時のNGO/メディアとの連携強化  

〈目標： EAAモデルから学び、メディアとの組織連携の準備の年に。メディア側マネジメント層へ

の提案２ヶ所以上、災害時のNGO/メディア連携イベント開催〉 

 

 1週間で10億規模のファンドレイジングを実現するThe Emergency Appeals Alliance  

（EAA）のポテンシャルを目指し、数年計画で基盤を構築する準備の年として、EAAメンバー

のDECよりメディア連携プロセスを学ぶミーティングを設定。朝日、毎日新聞の編集長、部長へ

提案。今後は、さらに上層への企画提案も検討したい。 

 2016年度にマスコミ倫理懇談会と共催した災害報道研修会の成果をふまえた、災害時のNGO

／メディア連携に関するイベント開催については、加盟NGOとの準備ミーティングを開催でき

た。メディアを巻き込んだイベント開催は次年度の課題. 

 「ミャンマー避難民被災者支援」では、EAAと情報共有、写真・動画コンテンツを活用できた。 

 

●学生リレーション〈目標：学生の確保、アウトプットのプラットフォームの準備〉 

 本年は渉外部と協力し、3日間のプレ・インターンシップを広報部として初めて実現。JPF主催の

全６イベントに自発的に参加してもらい、協力関係のベースを構築。 
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２－６．管理業務 

（１） 管理部機能の安定化 

経理業務の体制整備については、常時 2 名で処理を行う体制を整備しました。決算期に担当職員の

罹病により不在期間が発生しましたが、管理部職員を総合的に運用することで難局を乗越えること

ができました。2017 年度決算については、顧問会計士や監査法人との連携により無事終了するこ

とができました。また、人事や総務業務では、インフラ整備や規程の改修制定に尽力するなど概ね

2015 年度までの不安定さを払拭できたと思います。退職者も発生していません。 

 

（２） 適正な JPF の状況分析による問題点の把握と改善策の策定 

2015 年度までの不安定要素を払拭し、過年度からの財務上の分析がほぼ適正に算出できるように

なりました。また、評価制度やインフラ整備の切り口から職場環境への改善点が明るみにすることが

できました。財務・人事・総務業務における随時提言と解決に向けての一助となっています。2017

年度を通じて今後の戦略的な分析提言を行っていく準備を整えることができました。 

 

（３） IT・インフラ設備の改善 

総合的に運用を目論む IT 改革の一環として、統一したモバイル型 PC や勤怠管理システムを導入し

ました。また、iPad を会議体に導入し大幅なコストと労力や時間のスリム化に成功しました。また、

モバイル PC・スマートフォンの導入は、策定中の BCP に総合的に寄与するものとなります。さら

に、情報セキュリティや機器の運用に向けて、JPF の団体としての情報管理の信頼性を高めること

が期待され、規程整備等を充実させていくことで信頼性の向上にも貢献することになります。 

この整備計画を実施することにより、将来的には P マークや ISMS などの認証取得を目指す基盤を

整えることが可能となり、これらの認証取得を目指す計画です。 

 

（４） 内部統制への取組 

2017 年 4 月 1 日に実施を予定した新組織に移行しました。事務局内の業務が長期間にわたってレ 

ビューが行われておらず、業務の内容がそのボリュームの増加や複雑化に伴い、制度疲労を起こして

いることは、以前から指摘されていました。2016 年度以前の体制下では、ガバナンスやコンプラ

イアンスに関わる手続きには都度、口頭や説明等で対応してきましたが、団体としておおよそ浸透し

ているとは言えない状況でした。IT 機器運用も加わり、その取扱についての誓約書や、情報管理の

重要性を含め、様々な業務フローや手続きの整備などの準備を管理部として実施してきましたが、業

務フローと組織構成の見直しについて、内部統制上に適合し、また効率性を追求するよう、常に見直

しを行うための企画の立案として、まず 2018 年度に管理職の教育研修等を模索していく予定です。 

 

（５） ＢＣＰへの取り組み 

事務局内の緊急連絡網の随時更新、ファイルサーバーのクラウド化等、現状で可能な範囲で対応プ

ランを実施しました。2017 年度では各事業部より担当者を選出して BCP チームを構成し、JPF

業務と災害による環境の変化に対応した首都直下型地震等への具体的対応策を検討し、災害時にお
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いても JPF の業務を停止させないための拠点の検討と備品等の準備を開始しました。また、職員全

員を対象としたディスカッション形式の研修を行い、事業の継続性についての重要性と行動計画に

ついての意思統一に取り組みました。今後は規程の整備と改定作業を続けて、訓練などを通じて実

際に滞りの無い行動が可能となるよう準備を進めます。また、BCP をリスク管理の一環として位置

づけるとともに、今後は危機管理を含めたリスク管理態勢全般を総合的に検討していく予定です。 

 

（６） その他 

上記１－２．（５）に記載した東京都の認定更新を控え、その準備作業を進めました。JPF 事務局設

立以来 17 年間の実績を踏まえ、組織制度や定款を含めた規定等を整備し、また見直すことにより、

制度的な整合性をみなおすことに着手しました。常に日常業務の改善を行う体制を整備し、また、会

議体の運営については、これまでにも増して厳密に対応することとしており、2017 年度では理事

改選の手続きを始めています。また、職員代表とのコミュニケーションを密に行い、風通しの良いオ

フィス環境の実現と職員全体のモチベーション向上を図っています。 

 

３．2018 年度に向けて 

  2017 年度の JPF の事業活動を振り返ってきましたが、昨今の自然災害の頻発や紛争による難民・

避難民の急増により JPF が行う緊急人道支援の重要性は 2018 年度以降も益々大きくなっていく

ことは間違いないと思われます。被災者支援事業、難民・避難民支援事業が長期化する中で、支援の

在り方もより高度化、複雑化していくことになります。そうした状況に鑑み、JPF の 2018 年度事

業計画では、1 番目に「質の高い人道支援の実施」を掲げることにしました。その実現のためには、

JPF 加盟 NGO の能力強化や、NGO を含む様々なアクター間の有機的な連携が重要になります。

また、支援の形態につきましても、これまでの助成金に全面的に頼る活動だけではなく、JPF の付

加価値を最大限利用した多様な支援を試みていくことが重要と考えています。JPF は日本の様々な

立場の団体が集まり、現地で真に必要とされる支援の提供に向けて総力を挙げて取り組んでまいり

ます。これと同時に、多様な活動を可能にする資金の調達を実現するため、これまでのファンドレイ

ズ手法にとらわれず、様々な形態でのご支援を賜る施策を打ち出してまいります。 

 また、JEN による不適切な助成金使用は JPF として今後の運営において忘れてはならない大きな教

訓を残しました。政府資金をはじめとして、多くの方々からの価値あるご厚意を適切に、確実に、そ

して効果的に裨益者に届けるためには、今後資金管理や事業の管理、加盟団体の事業実施能力の確実

な向上が必要になります。2018 年度に向けて、JPF の関係者全員が再発防止のための適切な対策

を速やかに策定し、必要と考えられる施策を着実に実行していく覚悟です。これらの施策は、必ずや

JPF の付加価値を高め、より良い支援を実現することに直結するものと考えております。今後さら

に進化していく JPF にご期待ください。 

 

以上 

 









































































































































































ジャパン・プラットフォーム

正味財産増減計算書
キャッシュ・フロー計算書

特定非営利活動法人

貸借対照表

財 務 諸 表

第１７期

自 ２０１７年４月 １日
至 ２０１８年３月３１日



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

        （うち特定資産への充当額） (3,467,147,462) (3,945,323,076) (-478,175,614)

  ２．一般正味財産 476,511,755 544,146,096 -67,634,341

        指定正味財産合計 3,467,999,818 3,982,726,725 -514,726,907

        （うち特定資産への充当額） (13,156,580) (62,825,610) (-49,669,030)

        正味財産合計 3,944,511,573 4,526,872,821 -582,361,248

        負債及び正味財産合計 4,319,700,052 5,199,999,008 -880,298,956

          事業用資金 156,682,777 213,059,373 -56,376,596

          外務省供与資金 2,898,852,339 3,202,430,531 -303,578,192

          事業特定寄付金 412,464,702 567,236,821 -154,772,119

  １．指定正味財産

        負債合計 375,188,479 673,126,187 -297,937,708

Ⅲ 正味財産の部

        流動負債合計 375,188,479 673,126,187 -297,937,708

          預り金 3,132,602 1,750,070 1,382,532

          未払消費税等 8,000 50,400 -42,400

          預り返還金 140,170,786 194,651,796 -54,481,010

60,000 170,000 -110,000

  １．流動負債

          未払金 231,817,091 476,503,921 -244,686,830

          前受会費

        資産合計 4,319,700,052 5,199,999,008 -880,298,956

Ⅱ 負債の部

        その他固定資産合計 29,047,960 18,861,067 10,186,893

        固定資産合計 3,815,393,655 4,641,282,681 -825,889,026

          保証金 7,176,960 7,350,960 -174,000

          敷金 245,080 137,080 108,000

          ソフトウェア 1,203,150 1,582,950 -379,800

          リサイクル預託金 33,020 33,020 0

          ソフトウェア仮勘定 16,308,000 5,400,000 10,908,000

          車両運搬具 126,001 168,301 -42,300

          什器備品 135,830 210,715 -74,885

    (２) その他固定資産

          建物付属設備 3,819,919 3,978,041 -158,122

          事業用資金 180,933,145 197,505,071 -16,571,926

        特定資産合計 3,786,345,695 4,622,421,614 -836,075,919

          外務省供与資金 3,163,368,172 3,794,854,112 -631,485,940

          事業特定寄付金 442,044,378 630,062,431 -188,018,053

-10,800

  ２．固定資産

    (１) 特定資産

          前払費用 10,673,715 8,883,760 1,789,955

        流動資産合計 504,306,397 558,716,327 -54,409,930

          現金預金 456,040,002 526,222,749 -70,182,747

科        目 当年度 前年度 増  減

Ⅰ 資産の部

貸借対照表
第１７期

2018年 3月31日現在

（単位:円）

  １．流動資産

          未収会費 160,000 0 160,000

          貯蔵品 182,850 208,822 -25,972

          立替金 40,000 106,400 -66,400

          未収金 37,209,830 23,283,796 13,926,034

          前払金 0 10,800



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

          指定正味財産期首残高 3,982,726,725 4,281,354,744 -298,628,019
          指定正味財産期末残高 3,467,999,818 3,982,726,725 -514,726,907

Ⅲ 正味財産期末残高 3,944,511,573 4,526,872,821 -582,361,248

          当期指定正味財産増減額 -514,726,907 -298,628,019 -216,098,888

       ④外務省供与資金返還取崩 -21,091,754 -10,531,805 -10,559,949
       ⑤一般正味財産への振替額 -6,169,755,083 -6,323,191,501 153,436,418

          寄附金助成金返還金 41,632,678 42,943,506 -1,310,828

          受取物品現物寄付 570,100 13,698,830 -13,128,730
       ③受取返還金 41,632,678 42,943,506 -1,310,828

       ②受取寄付金 76,031,744 571,402,673 -495,370,929
受取事業特定寄付金 75,461,644 557,703,843 -482,242,199

          受取復興庁供与資金 19,133,000 0 19,133,000

       ①受取補助金等 5,558,455,508 5,420,749,108 137,706,400
          受取外務省供与資金 5,539,322,508 5,420,749,108 118,573,400

          一般正味財産期末残高 476,511,755 544,146,096 -67,634,341
Ⅱ 指定正味財産増減の部

          当期一般正味財産増減額 -67,634,341 151,835,319 -219,469,660
          一般正味財産期首残高 544,146,096 392,310,777 151,835,319

          税引前当期一般正味財産増減額 -67,634,341 151,835,319 -219,469,660
          法人税、住民税及び事業税 0 0 0

        経常外費用計 1 560,898 -560,897
          当期経常外増減額 -1 -560,898 560,897

       ①雑損失 0 560,895 -560,895
       ②固定資産除却損 1 3 -2

        経常外収益計 0 0 0
    (2) 経常外費用

  ２．経常外増減の部
    (1) 経常外収益 0 0 0

          評価損益等計 0 0 0
          当期経常増減額 -67,634,340 152,396,217 -220,030,557

        経常費用計 6,465,312,711 6,420,530,477 44,782,234
          評価損益等調整前当期経常増減額 -67,634,340 152,396,217 -220,030,557

        その他管理費 108,913,843 64,296,079 44,617,764
          広報活動費 15,975,235 17,489,275 -1,514,040

       ③管理費 274,653,718 228,771,930 45,881,788
        人件費 149,764,640 146,986,576 2,778,064

       ②支援活動事業費 207,409,823 173,473,783 33,936,040
       ①助成活動事業費 5,983,249,170 6,018,284,764 -35,035,594
    (2) 経常費用

        経常収益計 6,397,678,371 6,572,926,694 -175,248,323

          受取利息 8,422 10,695 -2,273
          雑収益 736,376 1,134,238 -397,862

          運営資金等振替額 30,717,221 84,726,935 -54,009,714
       ⑤雑収益 744,798 1,144,933 -400,135

       ④その他指定正味財産からの振替額 216,558,968 245,001,918 -28,442,950
受取事業用資金振替額 185,841,747 160,274,983 25,566,764

          受取物品現物寄付 103,248 103,248 0
          受取一般寄付金 101,970,242 120,452,012 -18,481,770

受取事業特定寄付金振替額 169,247,602 458,317,918 -289,070,316
       ③受取寄付金 271,321,092 578,873,178 -307,552,086

          受取研修事業補助金振替額 0 7,276,779 -7,276,779
          受取復興庁供与資金振替額 19,133,000 0 19,133,000

          受取外務省供与資金振替額 5,764,815,513 5,612,594,886 152,220,627
          受取外務省供与資金 106,000,000 106,000,000 0

       ②受取補助金等 5,889,948,513 5,725,871,665 164,076,848

          会員受取会費 1,300,000 1,280,000 20,000
          賛助会員受取会費 17,805,000 20,755,000 -2,950,000

    (1) 経常収益
       ①受取会費 19,105,000 22,035,000 -2,930,000

正味財産増減計算書
第１７期

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで
（単位:円）

  １．経常増減の部

科        目 当年度 前年度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

（単位:円）

Ⅶ  現金及び現金同等物の期末残高 4,242,385,697 5,148,644,363 -906,258,666

Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額 -906,258,666 -1,229,652,141 323,393,475
Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 5,148,644,363 6,378,296,504 -1,229,652,141

          財務活動によるキャッシュ・フロー 0 0 0
Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 -41,868 -16,607 -25,261

  ２．財務活動支出
        財務活動支出計 0 0 0

  １．財務活動収入
        財務活動収入計 0 0 0

          投資活動によるキャッシュ・フロー -18,653,280 833,360 -19,486,640
Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

        投資活動支出計 -19,039,880 -819,640 -18,220,240
        敷金・保証金支出 -108,000 -55,000 -53,000
        固定資産取得支出 -18,931,880 -764,640 -18,167,240

        投資活動収入計 386,600 1,653,000 -1,266,400
  ２．投資活動支出

          保証金戻り収入 174,000 53,000 121,000
          固定資産売却収入 212,600 1,600,000 -1,387,400
  １．投資活動収入

          事業活動によるキャッシュ・フロー -887,563,518 -1,230,468,894 342,905,376
Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

        小計 -887,563,518 -1,230,468,894 342,905,376
        法人税等の支払額 0 0 0

        事業活動支出計 -6,895,864,313 -7,673,646,189 777,781,876
        その他管理費支出 -83,937,854 -65,747,744 -18,190,110
        広報活動支出 -13,830,664 -20,146,619 6,315,955
        人件費支出 -159,342,095 -134,433,387 -24,908,708
      (４)管理費支出
      (３)支援活動事業費支出 -210,583,420 -161,906,146 -48,677,274
      (２)返還金支出 -193,335,993 -161,712,434 -31,623,559

  ２．事業活動支出
      (１)助成活動事業費支出 -6,234,834,287 -7,129,699,859 894,865,572

        事業活動収入計 6,008,300,795 6,443,177,295 -434,876,500
          雑収入 1,652,588 0 1,652,588

      (５)雑収入
          受取利息 8,422 10,695 -2,273

          外務省供与資金返還金収入 122,798,149 161,777,347 -38,979,198
          事業特定寄付金返還金収入 42,148,994 42,232,145 -83,151

      (４)返還金収入

          受取一般寄付金収入 101,970,242 120,452,012 -18,481,770
          受取物品現物寄付収入 103,248 103,248 0

      (３)寄付金収入
          事業特定寄付金収入 75,461,644 557,703,843 -482,242,199

          研修事業補助金収入 0 11,943,897 -11,943,897

      (２)補助金等収入
          外務省供与資金収入 5,645,322,508 5,526,749,108 118,573,400

          賛助会員会費収入 17,665,000 20,895,000 -3,230,000

キャッシュ・フロー計算書

第１７期

    2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

科        目 当年度 前年度 増  減

      (１)会費収入
          会員会費収入 1,170,000 1,310,000 -140,000

Ⅰ  事業活動によるキャッシュ・フロー
  １．事業活動収入



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

１．財務諸表等の作成の基礎
財務諸表等は、公益法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成している。

２．重要な会計方針

    (1)  固定資産の減価償却の方法

 ①有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法による。

平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法による。

 ②無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法による。

    (2)  引当金の計上基準

 貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、

 回収不能見込額を計上している。

    (3)  消費税等の会計処理

 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

    (4)  キャッシュフロー計算書における資金の範囲

 キャッシュフロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、

 かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

３．会計方針の変更

該当事項はございません。

４．表示方法の変更

該当事項はございません。

５．特定資産の増減額及びその残高

    特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

外務省供与資金 3,794,854,112 12,633,447,772 13,264,933,712 3,163,368,172

事業特定寄付金 630,062,431 306,193,924 494,211,977 442,044,378

事業用資金 197,505,071 343,045,810 359,617,736 180,933,145

4,622,421,614 13,282,687,506 14,118,763,425 3,786,345,695

６．特定資産の財源等の内訳

    特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

当期末残高
(うち指定正味財産

からの充当額)
(うち一般正味財
産からの充当額)

(うち負債に
対応する額)

特定資産

外務省供与資金 3,163,368,172 (2,897,999,983) (265,368,189)

事業特定寄付金 442,044,378 (412,464,702) (3,083,376) (26,496,300)

事業用資金 180,933,145 (156,682,777) (10,073,204) (14,177,164)

3,786,345,695 (3,467,147,462) (13,156,580) (306,041,653)

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

    固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

その他の固定資産

建物付属設備 5,946,900 2,126,981 3,819,919

車両運搬具 920,720 794,719 126,001

什器備品 4,958,205 4,822,375 135,830

ソフトウェア 1,899,000 695,850 1,203,150

13,724,825 8,439,925 5,284,900

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分

外務省 3,202,430,531 11,545,004,539 11,848,582,731 2,898,852,339 指定正味財産

復興庁 0 19,133,000 19,133,000 0 指定正味財産

3,202,430,531 11,564,137,539 11,867,715,731 2,898,852,339

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

金額

5,764,815,513

19,133,000

169,247,602

185,841,747
30,717,221

6,169,755,083

１０．キャッシュ･フロー計算書関係

重要な非資金取引

現物により寄付を受け入れた金額が、570,100円ある。

合計

財務諸表に対する注記

科      目

合      計

科      目

小      計

科      目

小      計

補助金等の名称

外務省供与資金

復興庁供与資金

内容

経常収益への振替額

受取外務省供与資金振替額

受取事業特定寄付金振替額

受取事業用資金振替額

運営資金等振替額

合計

受取復興庁供与資金振替額



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

１．基本財産及び特定資産の明細
特定資産については、財務諸表に対する注記５及び６に記載をしているため、内容の記載を省略している。

２．引当金の明細
該当事項なし。

附属明細書



ジャパン・プラットフォーム
特定非営利活動法人

財 産 目 録

第１７期

２０１８年３月３１日 現在



（単位:円）
場所・物量等 使用目的等 金        額

 (流動資産)
  現金 手元保管 運転資金 2,274,841

  預金 普通預金 453,765,161

    三井住友銀行 麹町支店 運営資金 14,619,352

    三菱東京UFJ銀行 本店 運営資金 274,794,374

    三菱東京UFJ銀行 本店 運営資金:政府拠出金H29 0

    ゆうちょ銀行 運営資金 16,156,867

    三菱UFJ信託銀行 本店 一般寄付金受入口 55,742

    三井住友銀行 麹町支店 緊急災害支援基金(海外)受入口 8,433,368

    三菱東京UFJ銀行 本店 緊急災害支援基金受入口 85,033,703

    三菱東京UFJ銀行 本店 事務局強化資金 39,246,822

三菱東京UFJ銀行 本店 7112振替口 14,712,416

    七十七銀行 日本橋支店 運営資金:東北事務所出納 712,517

 
  未収会費

賛助会費等 160,000
 

  未収金 37,209,830
(特非)ピースウインズジャパン 請求済返還金 422,681
(特非)難民を助ける会 請求済返還金 684,334
(公社)日本国際民間協力会 請求済返還金 5,506,363
(特非)日本救援行動センター 請求済返還金 8,295
(特非)パレスチナ子どものキャ
ンペーン

請求済返還金 292,310

(特非)パレスチナ子どものキャ
ンペーン

請求済返還金 255,823

(公財)プラン・インターナショ
ナル・ジャパン

請求済返還金 891,596

(特非)ワールド・ビジョン・
ジャパン

請求済返還金 3,443,568

(特非)ミレニアム・プロミス・
ジャパン

請求済返還金 365,853

(特非)グッドネーバーズ・ジャ
パン

請求済返還金 4,132,747

(特非)難民を助ける会 請求済返還金 146,119
(特非)ジェン 請求済返還金 1,139,333
(公社)日本国際民間協力会 請求済返還金 83,615
(特非)災害人道医療支援会 請求済返還金 509,148
(一社)ピースボード災害ボラン
ティアセンター

請求済返還金 195,045

復興庁 被災者支援総合交付金 19,133,000

  貯蔵品 182,850
    5円切手 在庫 500
    10円切手 在庫 4,000
    82円切手 在庫 8,200
    92円切手 在庫 9,200
    100円切手 在庫 30,000
    120円切手 在庫 12,000
    205円切手 在庫 30,750
    280円切手 在庫 33,600
    310円切手 在庫 31,000
    200円収入印紙 在庫 3,800
    400円収入印紙 在庫 6,800
    1000円収入印紙 在庫 1,000
    2000円収入印紙 在庫 4,000
    4000円収入印紙 在庫 8,000

  立替金 40,000
      社宅 職員2名 社宅家賃(仙台･福島)居住者負担分 40,000

前払費用 10,673,715
コントロールリスクスグループ
(株)

優先対応契約料2018/04-12 5,011,464

安田不動産(株) 事務局賃料共益費:麹町GN安田ビル4F 2018/04 1,088,552
Consortium12-12asbl EAA 年会費2018/04/01-2019/03/31 1,090,720
インターナショナルエスオーエ
スジャパン(株)

保険料:ISOSメンバーシップフィー:コンプリヘン
シブ･アクセスメンバーシップ2018/04/01-12/31

828,910

東京労働局 雇用保険料精算概算額2018/03 791,127
CORNERSTONE e-ラーニング年間使用料2018/04/01-2019/03/31 430,888
(株)セールスフォース･ドット セールスフォースアカウント 2018/04/01-10/21 338,991

ウチダスペクトラム(株)
Acrobat Pro DC for teams Level11-9
2018/04/01-10/31

297,979

(株)大塚商会
ウィルスバスタービジネスセキュリティライセン
ス2018/04/01-2019/02/28

192,713

その他 30件 602,371
504,306,397

第１７期

財産目録

2018年 3月31日現在

貸借対照表科目

流動資産合計



（固定資産）
特定資産

  外務省供与資金 普通預金 3,163,368,172

    三菱東京UFJ銀行 本店 H25補正:シリア 505,566

三菱東京UFJ銀行 本店 H28補正:南スーダン 1,512

三菱東京UFJ銀行 本店 H29政府拠出金 26,997,329

三菱東京UFJ銀行 本店 H29補正:アフガン・パキスタン 217,500,000

三菱東京UFJ銀行 本店 H29補正:イエメン人道危機対応支援 122,872,021

三菱東京UFJ銀行 本店 H29補正:イラク・シリア人道危機対応支援 1,730,303,955

三菱東京UFJ銀行 本店 H29補正:南スーダン 562,801,629

三菱東京UFJ銀行 本店 H29追加:ミャンマー避難民人道支援 379,441,892

三菱東京UFJ銀行 本店 H24補正:シリア(返還金) 3,636,141

    三菱東京UFJ銀行 本店 H25政府拠出金(返還金) 5,521,461

三菱東京UFJ銀行 本店 H25補正:シリア(返還金) 26,127,804

    三菱東京UFJ銀行 本店 H26政府支援金(返還金) 686,253

 三菱東京UFJ銀行 本店 H26補正:ガザ緊急人道支援(返還金) 1,522,338

三菱東京UFJ銀行 本店 H26補正:シリア(返還金) 62,312,626

三菱東京UFJ銀行 本店 H26補正:イラク(返還金) 9,097,369

三菱東京UFJ銀行 本店 H27政府拠出金(返還金) 13,332,835

    三菱東京UFJ銀行 本店 H28政府拠出金(返還金) 707,441

事業特定寄付金 普通預金 442,044,378

    三菱東京UFJ銀行 本店 共に生きるファンド 33,019,403

三菱東京UFJ銀行 本店 東南アジア自然災害支援基金 1,690,327

三菱東京UFJ銀行 本店 東日本大震災支援 306,949,410

三菱東京UFJ銀行 本店 ミャンマー少数民族帰還民支援 52,465

三菱東京UFJ銀行 本店 イラク･シリア人道危機対応 1,836,035

三菱東京UFJ銀行 本店 物資輸送配布 429,122

三菱東京UFJ銀行 本店 東日本被災者支援事業福島支援 10,637,226

三菱東京UFJ銀行 本店 イエメン人道危機対応プログラム 4,485,216

三菱東京UFJ銀行 本店 九州地方広域災害被災者支援 44,553,627

三菱東京UFJ銀行 本店 南スーダン支援 1,503,523

三井住友銀行 麹町支店 パレスチナ・ガザ地区人道危機 5,738

三菱東京UFJ銀行 本店 イラク国内避難民支援 687,003

三菱東京UFJ銀行 本店 シリア紛争人道支援 474,943

三菱東京UFJ銀行 本店 ネパール中部地震被災者支援 27,772,355

三菱東京UFJ銀行 本店 アフガン･パキスタン地震被災者支援2015 66,257

三菱東京UFJ銀行 本店 アフガニスタン人道支援プログラム2016 3,281

三菱東京UFJ銀行 本店 ハリケーン･マシュー被災者支援2016 234,491

三菱東京UFJ銀行 本店 アフガニスタン帰還難民緊急支援プログラム2017 690,988

三菱東京UFJ銀行 本店 スリランカ2017 1,707,602

三菱東京UFJ銀行 本店 フィリピン南部2017 334,772

三菱東京UFJ銀行 本店 九州豪雨 4,070,316

三菱東京UFJ銀行 本店 ミャンマー避難民 785,278

ゆうちょ銀行 事業寄付 55,000

  事業用資金 普通預金 180,933,145

    三菱東京UFJ銀行 本店 研修事業MC 5,371,878

    三菱東京UFJ銀行 本店
事務局による南スーダン緊急支援モニタリング事
業②

5,195,041

三菱東京UFJ銀行 本店
イエメン人道危機対応モニタリング･調整および安
全体制構築事業

18,981,826

三菱東京UFJ銀行 本店
ミャンマー少数民族帰還民支援現地調整モニタリ
ングﾞ事業④

5,925,348

    三菱東京UFJ銀行 本店
アフガニスタン人道支援プログラム2016モニタリ
ング及び防災･災害能力強化事業(政府)

3,338,564

三菱東京UFJ銀行 本店
アフガニスタン人道支援プログラム2016モニタリ
ング及び防災･災害能力強化事業(民間)

3,407,122

    三菱東京UFJ銀行 本店
パレスチナ･ガザ人道支援2014事務局によるモニタ
リング事業②

3,001,504

三菱東京UFJ銀行 本店 熊本県の復興支援に従事する人材の育成事業 20,649,116

三菱東京UFJ銀行 本店 熊本連携 25,343,939



三菱東京UFJ銀行 本店 九州広域3 9,275,746

三菱東京UFJ銀行 本店 東日本大震災連携調整事業⑦ 35,347,378

三菱東京UFJ銀行 本店 フードバンク 1,600,466

三菱東京UFJ銀行 本店 イラク･シリアNGO連携体制構築事業 43,255,217

三菱東京UFJ銀行 本店 九州北部豪雨 240,000

    その他固定資産 29,047,960
  建物附属設備 事務所造作費用一式 事務局運営 3,819,919

  車両運搬具 車両2台 東日本大震災支援モニタリング事業 126,001

  什器備品 事務用機器一式 事務局運営 135,830

  ソフトウェア データベース構築/就業管理システム 1,203,150

  ソフトウェア仮勘定 インフラ整備費用仕掛 16,308,000

  リサイクル預託金 自動販売機設置2台 33,020

  敷金 月極駐車場2台他 245,080

  保証金 本部事務所保証金他 7,176,960
3,815,393,655
4,319,700,052

（流動負債）
  未払金 231,817,091

助成活動事業費:外務省供与資金1件 142,423,921
助成活動事業費:民間資金5件 26,496,300
支援活動事業費 14,177,164
管理費:人件費 14,782,170
管理費:広報活動費 4,854,488
管理費:その他 29,083,048

  前受会費 60,000
2018年度正会員会費 10,000
2018年度賛助会員会費 50,000

  預り返還金 普通預金 140,170,786

    三菱東京UFJ銀行 本店 H24補正：シリア(返還金) 3,636,141

三菱東京UFJ銀行 本店 H25政府拠出金(返還金) 5,521,461

    三菱東京UFJ銀行 本店 H25ｼﾘｱ補正(返還金) 26,136,099

三菱東京UFJ銀行 本店 H26政府拠出金(返還金) 5,269,154

三菱東京UFJ銀行 本店 H26補正：ガザ緊急支援(返還金) 1,522,338

三菱東京UFJ銀行 本店 H26補正：シリア(返還金) 62,944,374

三菱東京UFJ銀行 本店 H26補正：イラク補(返還金) 9,097,369

三菱東京UFJ銀行 本店 H27政府拠出金(返還金) 22,971,945

三菱東京UFJ銀行 本店 H28政府拠出金(返還金) 3,071,905

  預り金 3,132,602
    職員/取引先 源泉所得税 828,824

職員 住民税 380,100
職員 健康保険料 723,588

    職員 厚生年金保険料 1,140,090
その他 60,000

    
未払消費税等 2017年度確定未払消費税 8,000

    
   流動負債合計 375,188,479
     負債合計 375,188,479
     正味財産 3,944,511,573
負債及び正味財産合計 4,319,700,052

資産合計
固定資産合計



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

１．財産目録の作成の基礎
財産目録は、公益法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成している。

財産目録に対する注記



ジャパン・プラットフォーム
特定非営利活動法人

収 支 計 算 書

第１７期

自 ２０１７年４月 １日
至 ２０１８年３月３１日



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

政府補正予算執行額増加による

運営費繰入金

運営費繰入金

          事業特定寄付金収入 220,000,000 75,461,644 △ 144,538,356 大規模発災未発による

    (２)運営費 287,892,404 272,746,332 △ 15,146,072

政府補正予算執行額増加による

支援事業実行中による

        ③東日本大震災被災者事業繰入金支出 25,000,000 25,000,000 0

        ①助成活動事業費支出 5,081,000,000 5,982,679,070 901,679,070

          政府支援金返納 △ 21,091,754 △ 21,091,754

        次期繰越収支差額 4,666,646,858 3,915,463,613 △ 751,183,245

        当期収支差額 158,635,104 △ 592,548,141 △ 751,183,245

        前期繰越収支差額 4,508,011,754 4,508,011,754 -

        財務活動支出計 0 0 0

          財務活動収支差額 0 0 0

政府補正予算執行額増加による

        財務活動収入計 0 0 0

  ２．財務活動支出

Ⅲ 財務活動収支の部

  １．財務活動収入

        投資活動支出計 0 12,268,280 12,268,280

          投資活動収支差額 0 △ 11,881,680 △ 11,881,680

敷金支出 0 108,000 108,000

          固定資産取得支出 0 12,160,280 12,160,280 ITインフラ（ｿﾌﾄ仕掛：仮勘定）

        投資活動収入計 0 386,600 386,600

  ２．投資活動支出

        敷金・保証金戻り収入 0 174,000 174,000

          保証金戻り収入 0 212,600 212,600

Ⅱ 投資活動収支の部

  １．投資活動収入

          事業活動収支差額 158,635,104 △ 580,666,461 △ 739,301,565

        事業活動支出計 5,807,892,404 6,487,835,225 679,942,821

          受取利息 8,422 8,422

        ②支援活動事業費支出 414,000,000 207,409,823 △ 206,590,177

        事業活動収入計 5,966,527,508 5,907,168,764 △ 59,358,744

  ２．事業活動支出

        返還金収入

          寄付金助成金返還金収入 41,632,678 41,632,678 東日本大震災被災者支援返還金ほか

          一般寄付金収入 50,000,000 101,970,242 51,970,242

          物品現物寄付収入 0 103,248 103,248

民間企業からの大口寄付受領による

          政府支援金収入 5,649,822,508 5,645,322,508 △ 4,500,000

        寄付金収入

外務省当期返納額

          復興庁交付金収入 19,133,000 19,133,000 復興庁交付金

        補助金等収入

          賛助会員会費収入 19,265,000 17,805,000 △ 1,460,000

        会費収入

          会員会費収入 1,290,000 1,300,000 10,000

Ⅰ 事業活動収支の部

  １．事業活動収入

（単位:円）

科        目 予算額 決算額 差  異

収支計算書
第１７期

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

備考

東日本大震災被災者事業繰入金収入 25,000,000 25,000,000 0

事業費計 5,520,000,000 6,215,088,893 695,088,893

    (１)事業費

          雑収入 1,150,000 523,776 △ 626,224

        雑収入



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

１．収支計算書の作成の基礎

収支計算書は、以下に掲げる事項に留意して作成するものとする。

(1) 収支計算書は、事業年度におけるすべての収入及び支出の内容を明瞭に表示するものでなければならない。

(2) 収支計算書の科目は、その性質を示す適当な名称で表示するものとする。

(3) 収支計算書は、事業活動収支の部、投資活動収支の部及び財務活動収支の部に区分するものとする。

(4) 収支計算書には、次の事項を注記するものとする。

(ァ) 資金の範囲

(ィ) 資金の範囲を変更したときは、その旨及び当該変更による影響

(ゥ) 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(ェ) 科目間の流用及び予算比の使用があった場合には、当該科目及び金額

(ォ) その他公益法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項

なお、収支計算書は、特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームが第１７事業年度の資金収支の状況を

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム、国税庁及び所轄庁に報告するために作成するものであり、

したがって、それ以外の目的には適合しないことがある。

２．資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、貯蔵品、立替金、前払費用、外務省供与資金、事業特定寄付金、

事業用資金、未払金、前受金、前受会費、預り返還金、預り金、未払消費税等を含めている。

３．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

科目 当期末残高

現金預金 456,040,002

未収会費 160,000

未収金 37,209,830

貯蔵品 182,850

立替金 40,000

前払費用 10,673,715

外務省供与資金 3,163,368,172

事業特定寄付金 442,044,378

事業用資金 180,933,145

合計 4,290,652,092

未払金 231,817,091

前受会費 60,000

預り返還金 140,170,786

預り金 3,132,602

未払消費税等 8,000

合計 375,188,479

次期繰越収支差額 3,915,463,613

４．物品現物寄付収入を含む事業活動収入の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

金額

１．事業活動収入

( 19,105,000 )

1,300,000

17,805,000

( 5,643,363,754 )

5,645,322,508

▲ 21,091,754

19,133,000

( 178,105,234 )

101,970,242

物品現物寄付収入 673,348

75,461,644

( 41,632,678 )

41,632,678

( 25,000,000 )

( 532,198 )

8,422

523,776

5,907,738,864

一般寄付金収入

収支計算書に対する注記

科目

１）会費収入

会員会費収入

賛助会員会費収入

２）補助金等収入

政府支援金収入

復興庁交付金収入

３）寄付金収入

政府支援金返納

事業活動収入合計

事業特定寄付金収入

４）返還金収入

寄付金助成金返還金収入

６）雑収入

受取利息

雑収入

５）東日本大震災被災者事業繰入金収入





貸借対照表

財 務 諸 表

第１８期

自 ２０１８年４月 １日
至 ２０１９年３月３１日

ジャパン・プラットフォーム

正味財産増減計算書
キャッシュ・フロー計算書

特定非営利活動法人



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

（単位：円）
科 目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ  資産の部
１．流動資産

現金預金 332,257,345 456,040,002 △ 123,782,657
未収会費 300,000 160,000 140,000
未収金 69,919,540 37,209,830 32,709,710
前払金 11,894,764 0 11,894,764
貯蔵品 249,650 182,850 66,800
立替金 50,122 40,000 10,122
前払費用 5,189,021 10,673,715 △ 5,484,694

流動資産合計 419,860,442 504,306,397 △ 84,445,955
２．固定資産
(1) 特定資産

外務省供与資金 3,285,665,735 3,163,368,172 122,297,563
事業特定寄付金 449,102,823 442,044,378 7,058,445
事業用資金 174,147,204 180,933,145 △ 6,785,941

特定資産合計 3,908,915,762 3,786,345,695 122,570,067
(2) その他固定資産

建物付属設備 2,099,592 3,819,919 △ 1,720,327
車両運搬具 2 126,001 △ 125,999
什器備品 1,628,567 135,830 1,492,737
ソフトウェア 20,419,950 1,203,150 19,216,800
ソフトウェア仮勘定 0 16,308,000 △ 16,308,000
リサイクル預託金 33,020 33,020 0
敷金 245,080 245,080 0
保証金 7,176,960 7,176,960 0

その他固定資産合計 31,603,171 29,047,960 2,555,211
固定資産合計 3,940,518,933 3,815,393,655 125,125,278
資産合計 4,360,379,375 4,319,700,052 40,679,323

Ⅱ  負債の部
１．流動負債

未払金 234,129,147 231,817,091 2,312,056
前受会費 110,000 60,000 50,000
預り金 3,238,198 3,132,602 105,596
預り返還金 290,439,106 140,170,786 150,268,320
未払消費税等 0 8,000 △ 8,000

流動負債合計 527,916,451 375,188,479 152,727,972
負債合計 527,916,451 375,188,479 152,727,972

Ⅲ  正味財産の部
１．指定正味財産

外務省供与資金 2,508,644,903 2,898,852,339 △ 390,207,436
事業特定寄付金 470,941,071 412,464,702 58,476,369
事業用資金 173,691,045 156,682,777 17,008,268

指定正味財産合計 3,153,277,019 3,467,999,818 △ 314,722,799
（うち特定資産への充当額） (3,131,438,771) (3,467,147,462) (△ 335,708,691)

２．一般正味財産 679,185,905 476,511,755 202,674,150
      （うち特定資産への充当額） (323,749,204) (13,156,580) (310,592,624)

正味財産合計 3,832,462,924 3,944,511,573 △ 112,048,649
負債及び正味財産合計 4,360,379,375 4,319,700,052 40,679,323

貸借対照表
2019年3月31日現在



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

（単位：円）
科 目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ  一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益

受取会費 17,585,000 19,105,000 △ 1,520,000
正会員受取会費 1,180,000 1,300,000 △ 120,000
賛助会員受取会費 16,405,000 17,805,000 △ 1,400,000

受取補助金等 5,608,422,638 5,889,948,513 △ 281,525,875
受取外務省供与資金振替額 4,766,294,638 5,764,815,513 △ 998,520,875
受取外務省供与資金 811,000,000 106,000,000 705,000,000
受取復興庁供与資金振替額 31,128,000 19,133,000 11,995,000

受取寄付金 631,355,457 271,321,092 360,034,365
受取事業特定寄付金振替額 608,760,458 169,247,602 439,512,856
受取一般寄付金 21,701,681 101,970,242 △ 80,268,561
物品現物寄付 893,318 103,248 790,070

雑収益 656,759 744,798 △ 88,039
受取利息 6,970 8,422 △ 1,452
為替差益 106,586 0 106,586
雑収益 543,203 736,376 △ 193,173

その他指定正味財産からの振替額 290,907,002 216,558,968 74,348,034
受取事業用資金振替額 202,459,157 185,841,747 16,617,410
運営資金等振替額 88,447,845 30,717,221 57,730,624

経常収益計 6,548,926,856 6,397,678,371 151,248,485
(2) 経常費用

事業費 6,214,158,956 6,337,323,010 △ 123,164,054
給与手当 121,965,505 108,932,777 13,032,728
臨時雇賃金 3,792,745 0 3,792,745
法定福利費 17,744,853 15,912,416 1,832,437
会議費 1,608,900 1,181,546 427,354
旅費交通費 51,472,646 40,784,167 10,688,479
通信運搬費 5,102,622 2,715,728 2,386,894
消耗什器備品費 889,673 976,946 △ 87,273
消耗品費 1,557,889 2,076,964 △ 519,075
修繕費 1,910,540 1,858,498 52,042
印刷製本費 837,430 5,738,699 △ 4,901,269
光熱水料費 436,732 2,034,086 △ 1,597,354
賃借料 5,119,616 9,691,420 △ 4,571,804
リース料 1,162,287 1,571,198 △ 408,911
保険料 1,832,543 1,626,515 206,028
諸謝金 7,319,861 8,773,140 △ 1,453,279
租税公課 72,800 1,200 71,600
支払助成金 5,785,639,045 6,001,567,165 △ 215,928,120
支払寄付金 4,611,769 0 4,611,769
委託費 176,288,447 127,037,389 49,251,058
支払手数料 10,159,805 1,709,059 8,450,746
広報費 12,427,972 1,829,722 10,598,250
諸会費 368,356 30,000 338,356
研修費 1,627,784 517,983 1,109,801
雑費 209,136 756,392 △ 547,256

管理費 129,335,068 127,989,701 1,345,367
給与手当 49,332,598 26,947,125 22,385,473
法定福利費 9,550,828 7,106,389 2,444,439
福利厚生費 768,896 743,759 25,137
会議費 730,469 832,927 △ 102,458
旅費交通費 3,091,359 6,248,881 △ 3,157,522
通信運搬費 1,843,473 1,051,661 791,812
減価償却費 2,613,967 1,823,236 790,731
消耗什器備品費 1,939,355 1,655,642 283,713
消耗品費 2,175,053 2,702,432 △ 527,379
修繕費 8,838,350 4,448,646 4,389,704
印刷製本費 0 780,132 △ 780,132
光熱水料費 1,346,910 656,627 690,283
賃借料 13,556,711 7,172,304 6,384,407
リース料 3,562,221 2,934,058 628,163
保険料 35,328 50,240 △ 14,912
諸謝金 12,955,750 17,176,297 △ 4,220,547
租税公課 365,833 268,313 97,520
委託費 6,769,629 31,853,761 △ 25,084,132
支払手数料 6,796,589 8,830,572 △ 2,033,983
広報費 1,027,620 3,131,395 △ 2,103,775

正味財産増減計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで
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諸会費 296,575 1,024,483 △ 727,908
研修費 344,360 352,680 △ 8,320
為替差損 0 41,868 △ 41,868
雑費 1,393,194 156,273 1,236,921

経常費用計 6,343,494,024 6,465,312,711 △ 121,818,687
評価損益等調整前当期経常増減額 205,432,832 △ 67,634,340 273,067,172
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 205,432,832 △ 67,634,340 273,067,172

２．経常外増減の部
(1) 経常外収益

固定資産売却益 28,000 0 28,000
経常外収益計 28,000 0 28,000

(2) 経常外費用
固定資産除却損 1,938,207 1 1,938,206
雑損失 848,475 0 848,475
経常外費用計 2,786,682 1 2,786,681
当期経常外増減額 △ 2,758,682 △ 1 △ 2,758,681
当期一般正味財産増減額 202,674,150 △ 67,634,341 270,308,491
一般正味財産期首残高 476,511,755 544,146,096 △ 67,634,341
一般正味財産期末残高 679,185,905 476,511,755 202,674,150

Ⅱ  指定正味財産増減の部
受取補助金等(指定正味財産) 4,490,628,000 5,558,455,508 △ 1,067,827,508
受取外務省供与資金 4,459,500,000 5,539,322,508 △ 1,079,822,508
受取復興庁供与資金 31,128,000 19,133,000 11,995,000

受取寄付金(指定正味財産) 873,737,668 76,031,744 797,705,924
事業特定寄付金 869,915,899 75,461,644 794,454,255
物品現物寄付 3,821,769 570,100 3,251,669

受取返還金 31,512,749 41,632,678 △ 10,119,929
受取返還金 31,512,749 41,632,678 △ 10,119,929

外務省供与資金返還取崩 △ 13,511,118 △ 21,091,754 7,580,636
その他一般正味財産への振替額 △ 5,697,090,098 △ 6,169,755,083 472,664,985
当期指定正味財産増減額 △ 314,722,799 △ 514,726,907 200,004,108
指定正味財産期首残高 3,467,999,818 3,982,726,725 △ 514,726,907
指定正味財産期末残高 3,153,277,019 3,467,999,818 △ 314,722,799

Ⅲ  正味財産期末残高 3,832,462,924 3,944,511,573 △ 112,048,649
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（単位：円）
科 目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ  事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入

会費収入 17,495,000 18,835,000 △ 1,340,000
補助金等収入
受取外務省供与資金収入 5,270,500,000 5,645,322,508 △ 374,822,508
受取復興庁供与資金収入 19,133,000 0 19,133,000

寄付金収入
事業特定寄付金収入 869,915,899 75,461,644 794,454,255
受取一般寄付金収入 21,804,929 101,970,242 △ 80,165,313
受取物品現物寄付収入 0 103,248 △ 103,248

返還金収入 290,825,653 164,947,143 125,878,510
雑収入 505,683 1,661,010 △ 1,155,327
事業活動収入計 6,490,180,164 6,008,300,795 481,879,369

２．事業活動支出
事業費支出 △ 6,200,494,328 △ 6,592,081,724 391,587,396
管理費支出 △ 139,872,904 △ 110,446,596 △ 29,426,308
その他の事業活動支出 △ 144,052,723 △ 193,335,993 49,283,270
事業活動支出計 △ 6,484,419,955 △ 6,895,864,313 411,444,358
事業活動によるキャッシュ・フロー 5,760,209 △ 887,563,518 893,323,727

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入

固定資産売却収入 0 212,600 △ 212,600
保証金戻り収入 0 174,000 △ 174,000
投資活動収入計 0 386,600 △ 386,600

２．投資活動支出
固定資産取得支出 △ 7,079,385 △ 18,931,880 11,852,495
敷金・保証金支出 0 △ 108,000 108,000
投資活動支出計 △ 7,079,385 △ 19,039,880 11,960,495
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 7,079,385 △ 18,653,280 11,573,895

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入

財務活動収入計 0 0 0
２．財務活動支出

財務活動支出計 0 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 0 0 0

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 106,586 △ 41,868 148,454
Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額 △ 1,212,590 △ 906,258,666 905,046,076
Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 4,242,385,697 5,148,644,363 △ 906,258,666
Ⅶ  現金及び現金同等物の期末残高 4,241,173,107 4,242,385,697 △ 1,212,590

キャッシュ・フロー計算書
2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

１．財務諸表等の作成の基礎
財務諸表等は、公益法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成している。

２．重要な会計方針
    (1)  固定資産の減価償却の方法

 ①有形固定資産
法人税法の規定に基づく定率法による。
平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法による。

 ②無形固定資産
法人税法の規定に基づく定額法による。

    (2)  引当金の計上基準
貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、

 回収不能見込額を計上している。

    (3)  消費税等の会計処理
 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

    (4)  キャッシュフロー計算書における資金の範囲
 キャッシュフロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、

 かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

３．会計方針の変更
該当事項はございません。

４．表示方法の変更
（正味財産増減計算書に関する表示方法の変更）
当事業年度より、財産及び正味財産の状況をより明瞭に表示するため、
「正味財産増減計算書内訳表等に関する研究報告」(非営利法人委員会研究報告第29号 平成28年3月22日 日本公認会計士協会)等に準拠した表示に変更した。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の正味財産増減計算書において、「助成活動事業費」に表示していた5,983,249,170円
及び「支援活動事業費」に表示していた207,409,823円は、「事業費」6,190,658,993円として組み替えたうえ、事業費及び管理費を、
形態別の内訳科目に区分して表示している。
また、従来連携調整事業に関する費用を管理費に計上していたが、事業の実態をより適切に反映するため、当事業年度から事業費に計上することとした。
この結果、前事業年度の正味財産増減計算書において、「管理費」に含めていた費用のうち連携調整事業に関する費用146,664,017円について、
「事業費」に組み替えている。

（キャッシュ・フロー計算書に関する表示方法の変更）
上記の正味財産増減計算書の表示方法の変更に伴い、キャッシュ・フロー計算書についても合わせて変更を行っている。
前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「助成活動事業費支出」に表示していた△6,234,834,287円及び
「支援活動事業費支出」に表示していた△210,583,420円は、「事業費支出」△6,445,417,707円として、
「管理費支出」の「人件費支出」に表示していた△159,342,095円、「広報活動支出」に表示していた△13,830,664円及び
「その他管理費支出」に表示していた△83,937,854円は、「管理費支出」△257,110,613円として、
「返還金支出」に表示していた△193,335,993円は「その他の事業活動支出」△193,335,993円として組み替えている。
また、連携調整事業に関する費用の表示方法の変更に伴い、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「事業費支出」が146,664,017円増加し、

 「管理費支出」が同額減少している。

５．特定資産の増減額及びその残高
    特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産
外務省供与資金 3,163,368,172 9,450,371,004 9,328,073,441 3,285,665,735
事業特定寄付金 442,044,378 2,112,306,913 2,105,248,468 449,102,823
事業用資金 180,933,145 490,869,433 497,655,374 174,147,204

3,786,345,695 12,053,547,350 11,930,977,283 3,908,915,762

６．特定資産の財源等の内訳
    特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

当期末残高
(うち指定正味財産

からの充当額)
(うち一般正味財産か

らの充当額)
(うち負債に
対応する額)

特定資産
外務省供与資金 3,285,665,735 (2,549,735,346) (304,859,514) (431,070,875)
事業特定寄付金 449,102,823 (449,102,823) 0 0
事業用資金 174,147,204 (132,600,602) (18,889,690) (22,656,912)

3,908,915,762 (3,131,438,771) (323,749,204) (453,727,787)

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
    固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

その他の固定資産
建物付属設備 3,442,920 1,343,328 2,099,592
車両運搬具 920,720 920,718 2
什器備品 5,178,430 3,549,863 1,628,567
ソフトウェア 22,527,000 2,107,050 20,419,950

32,069,070 7,920,959 24,148,111

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）
交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分
外務省 2,898,852,339 4,490,628,000 △ 4,880,835,436 2,508,644,903 指定正味財産
外務省 0 811,000,000 △ 538,000,000 273,000,000 一般正味財産
復興庁 0 31,128,000 △ 31,128,000 0 -

2,898,852,339 5,332,756,000 △ 5,449,963,436 2,781,644,903

財務諸表に対する注記

合計

科      目

合計

科      目

合計

科      目

合計

補助金等の名称
外務省供与資金
外務省供与資金
復興庁供与資金
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９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）
金額

4,766,294,638
608,760,458
202,459,157

受取復興庁供与資金振替額 31,128,000
88,447,845

5,697,090,098

１０．キャッシュ･フロー計算書関係
重要な非資金取引

現物により寄付を受け入れた金額が、4,611,839円ある。

運営資金等振替額
合計

内容
経常収益への振替額
受取外務省供与資金振替額
受取事業特定寄付金振替額
受取事業用資金振替額
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金 額

(流動資産)

現金 手元保管 運営資金 2,067,589

普通預金 普通預金 330,189,756

  三井住友銀行 麹町支店 運営資金 14,472,975

  三菱UFJ銀行 本店 運営資金 157,158,437

  三菱UFJ銀行 本店 運営資金:政府拠出金H30 25,253,254

  七十七銀行 日本橋支援 運営資金:東北事務所出納 826,384

  三菱UFJ銀行 本店 一般寄付金受入口 2,494,058

  ゆうちょ銀行 一般寄付金受入口 19,779,126

  三菱UFJ信託銀行 本店 一般寄付金受入口 93,603

  三菱UFJ銀行 本店 事務局強化資金 7,226,661

  三菱UFJ銀行 本店 緊急災害支援基金受入口 87,189,107

  三井住友銀行 麹町支店 緊急災害支援基金受入口 4,774,221

  三井住友銀行 麹町支店 緊急災害支援基金(海外)受入口 10,892,777

  ゆうちょ銀行 緊急災害支援基金受入口 29,153

   

未収会費 賛助会員会費 300,000

未収金 69,919,540
American Express
International, Inc.

宿泊予約キャンセル分 109,184

日本電気株式会社 講演料 30,000

(特非)ピースウインズジャパン 請求済返還金 3,077,602

(特非)ピースウインズジャパン 請求済返還金 4,290,370

(特非)日本紛争予防センター 請求済返還金 959,387

(特非)ピースウインズジャパン 請求済返還金 1,372,139

(特非)CWSJapan 請求済返還金 1,282,702
(公社)セーブザチルドレンジャ
パン

請求済返還金 16,875,853

(特非)ワールド・ビジョン・
ジャパン

請求済返還金 4,060,175

(特非)ADRAJapan 請求済返還金 28,744

(特非)ADRAJapan 請求済返還金 232,899
(公社)セーブザチルドレンジャ
パン

請求済返還金 141,789

(公社)セーブザチルドレンジャ
パン

請求済返還金 121,955

(特非)グッドネーバーズ・ジャ
パン

請求済返還金 179,418

(特非)難民を助ける会 請求済返還金 1,001,557

(特非)難民を助ける会 請求済返還金 2,234,193
(公社)セーブザチルドレンジャ
パン

請求済返還金 540,649

(特非)難民を助ける会 請求済返還金 1,426,833

(特非)JADE-緊急開発支援機構 請求済返還金 203,339
(特非)グッドネーバーズ・ジャ
パン

請求済返還金 622,752

復興庁 被災者支援総合交付金 31,128,000

前払金 11,894,764
(特非)全国災害ボランティア支
援団体ネットワーク

業務委託費(04/01-09/30) 11,894,764

貯蔵品 249,650

  切手＠5 在庫 500

  切手＠10 在庫 3,000

  切手＠82 在庫 41,000

  切手＠92 在庫 4,600

  切手＠100 在庫 30,000

  切手＠120 在庫 24,000

  切手＠140 在庫 14,000

  切手＠205 在庫 30,750

  切手＠280 在庫 33,600

  切手＠310 在庫 31,000

  収入印紙＠200 在庫 10,200

  収入印紙＠400 在庫 8,000

  収入印紙＠1000 在庫 9,000

  収入印紙＠2000 在庫 2,000

  収入印紙＠4000 在庫 8,000

立替金 50,122

  社宅 職員2名 社宅家賃(仙台･福島)居住者負担分 40,000

  光熱費 職員2名 社宅光熱費(仙台･福島)居住者負担分 10,122

財産目録
2019年3月31日現在

貸借対照表科目



前払費用 5,189,021

安田不動産(株) 事務局賃料ほか(引落):麹町GN安田ビル4F2019/04 1,117,669
インターナショナルエスオーエ
スジャパン(株)

ISOSメンバーシップフィー:コンプリヘンシブ･アクセスメンバー
シップ2019 04/01-12/3

864,743

東京労働局 雇用保険精算2018概算額 769,519
(株)セールスフォース・ドット
コム

セールスフォースアカウント使用料2019/04/01-10/21 338,991

Cornerstone OnDemand, Inc. e-learningシステム研修サービス2019/04/01-09/28 280,794

(特非)シーズ コンサルティング料(運営支援)2019/04-12 227,331

CORNERSTONE e-ラーニング年間使用料2019/04/01-2019/09/29 143,284

東京海上日動火災保険(株) 自動車保険料(東北事務所) 2019/4/1-2020/2/14 114,630

(株)パスカル
オクレンジャー(安否確認システム)年額費用(2019/2/1-
2020/1/31) 3/12～12/12

86,850

Consortium12-12asbl 年会費2019:EAA 2019/12/01-12/31 766,520

その他 35件 478,690

419,860,442

(固定資産)

  特定資産

外務省供与資金 普通預金 3,285,665,735

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H25補正:シリア 505,566

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H26補正:南スーダン緊急支援 1,512

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H29補正:アフガニスタン人道危機対応支援 29,378,048

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H29補正:イエメン人道危機対応支援 5,722

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H29補正:イラク･シリア人道危機対応支援 26,090,443

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H30政府資金 447,755,910

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H30補正:イラク･シリア人道危機対応 1,059,070,704

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H30補正:アフガニスタン人道危機対応2019 179,500,000

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H30補正:イエメン人道危機対応2019 170,000,000

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H30補正:南スーダン難民緊急支援2019 821,571,080

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H30補正:ミャンマー避難民人道支援2019 300,000,000

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H24政府支援金(返還金) 1,294,460

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H25政府支援金(返還金) 11,642

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H25補正:シリア(返還金) 17,330,335

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H26政府支援金(返還金) 4,011,315

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H26補正:南スーダン緊急支援（返還金） 86,760,398

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H26補正:シリア紛争人道支援（返還金） 15,375,176

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H26補正:イラク国内避難民支援（返還金） 33,871

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H27政府支援金(返還金) 55,458,227

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H27補正:イラク･シリア難民･国内避難民支援（返還金） 5,077,370

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H27補正:イエメン難民･国内避難民支援（返還金） 16,358,014

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H27補正:パレスチナ･ガザ人道支援（返還金） 7,256,029

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H28政府支援金(返還金) 29,637,607

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H28補正:イラク･シリア人道危機対応支援(返還金) 54,923

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H28補正:イエメン人道危機対応支援（返還金） 9,391,809

  三菱UFJ銀行 本店 外務省H29政府支援金(返還金) 3,735,574

事業特定寄付金 普通預金 449,102,823

  三菱UFJ銀行 本店 東日本大震災被災者支援 186,105,735

  三菱UFJ銀行 本店 西日本豪雨被災者支援2018 102,828,429

  三菱UFJ銀行 本店 共に生きるファンド 42,073,824

  三菱UFJ銀行 本店 九州地方広域災害被災者支援 30,279,608

  三菱UFJ銀行 本店 ネパール中部地震被災者支援 27,772,355

  三菱UFJ銀行 本店 北海道地震被災者支援2018 **受入口座#0212722 21,808,827

  三菱UFJ銀行 本店 東日本被災者支援事業福島支援 7,540,305

  三菱UFJ銀行 本店 九州北部豪雨被災者支援2017 6,061,808

  三菱UFJ銀行 本店 イラク・シリア人道危機対応支援2019 5,681,730

  三菱UFJ銀行 本店 イエメン人道危機対応支援2019 5,262,866

  三菱UFJ銀行 本店 スラウェシ島地震2018 2,797,639

  三菱UFJ銀行 本店 南スーダン支援 2,171,677

  三菱UFJ銀行 本店 ミャンマー避難民人道支援2019 2,029,907

  三菱UFJ銀行 本店 スリランカ洪水被災者支援2017 1,707,602

  三菱UFJ銀行 本店 東南アジア自然災害支援基金 1,690,327

  三菱UFJ銀行 本店 アフガニスタン人道危機対応支援2019 996,876

  三菱UFJ銀行 本店 西日本豪雨被災者支援2018受入口 937,622

  三菱UFJ銀行 本店 物資輸送配布 429,122

  三菱UFJ銀行 本店 フィリピン南部人道支援2017 334,772

  三菱UFJ銀行 本店 ハリケーン･マシュー被災者支援2016 234,491

  三菱UFJ銀行 本店 アフガニスタン人道支援プログラム2016 101,427

  三菱UFJ銀行 本店 アフガン･パキスタン地震被災者支援2015 66,257

  三菱UFJ銀行 本店 ミャンマー少数民族帰還民支援 52,465

  三菱UFJ銀行 本店 北海道地震被災者支援2018受入口 6,000

  三井住友銀行 麹町支店 パレスチナ・ガザ地区人道危機 5,738

  ゆうちょ銀行 事業用寄付口 125,414

  流動資産合計



事業用資金 普通預金 174,147,204

  三菱UFJ銀行 本店
西日本豪雨災害被災者に対する支援調整と3県県域災害ネット
ワーク構築･強化

31,157,813

  三菱UFJ銀行 本店 研修事業MC 5,371,878

  三菱UFJ銀行 本店 南スーダン緊急支援モニタリング事業② 360,586

  三菱UFJ銀行 本店 パレスチナ･ガザ人道支援モニタリング事業② 14,112

  三菱UFJ銀行 本店 イラク・シリア人道危機対応NGO連携体制構築事業 747,458

  三菱UFJ銀行 本店 東日本大震災連携調整およびモニタリング事業⑧ 46,329,025

  三菱UFJ銀行 本店 東日本大震災連携調整およびモニタリング事業⑦ 144,097

  三菱UFJ銀行 本店 九州地方広域災害支援調整およびモニタリング事業④ 22,787,455

  三菱UFJ銀行 本店
熊本県被災地における支援団体､被災者､行政等の連携促進活動の
支援②

26,901,816

  三菱UFJ銀行 本店
岩手､宮城､福島3県フードバンクを通じた被災困窮世帯支援体制
構築事業②

1,655,055

  三菱UFJ銀行 本店 西日本豪雨被災者に対する支援調整と調査､事業モニタリング 263,832

  三菱UFJ銀行 本店 ミャンマー避難民人道支援危機対応モニタリング評価事業 7,876,265

  三菱UFJ銀行 本店 南スーダン支援プログラム評価および個別モニタリング評価事業 23,481,346

  三菱UFJ銀行 本店 北海道地震被災者支援2018 1,765,686

  三菱UFJ銀行 本店 北海道地震支援の連携・調整基盤構築事業 5,290,780

  その他固定資産

建物付属設備 事務所造作費用一式 事務局運営 2,099,592

車両運搬具 車両2台 東日本大震災支援モニタリング事業 2

什器備品 事務用機器一式 事務局運営 1,628,567

ソフトウェア データベース構築/就業管理システム 20,419,950

リサイクル預託金 自動販売機設置2台 33,020

敷金 月極駐車場2台他 245,080

保証金 本部事務所保証金他 7,176,960

3,940,518,933

4,360,379,375

(流動負債)

未払金 234,129,147

事業費:助成活動(外務省供与資金)4件 179,284,125

事業費:支援活動 22,656,912

事業費:連携調整 9,980,141

管理費 22,207,969

前受会費 110,000

2019年度正会員会費 10,000

2019年度賛助会員会費 100,000

預り金 3,238,198

職員/取引先 源泉所得税 801,291

職員 住民税 346,300

職員 健康保険料 802,287

職員 厚生年金料 1,288,320

預り返還金 290,439,106

外務省H24政府支援金(返還金) 1,294,460

外務省H24補正:アフガン･パキスタン(返還金) 5,821

外務省H25政府支援金(返還金) 5,821

外務省H25補正:シリア(返還金) 17,330,335

外務省H26政府支援金(返還金) 4,011,315

外務省H26補正:南スーダン緊急支援（返還金） 85,902,837

外務省H26補正:シリア紛争人道支援（返還金） 35,328,631

外務省H26補正:イラク国内避難民支援（返還金） 4,324,241

外務省H27政府支援金(返還金) 56,459,784

外務省H27補正:イラク･シリア難民･国内避難民支援（返還金） 11,591,026

外務省H27補正:イエメン難民･国内避難民支援（返還金） 16,358,014

外務省H27補正:パレスチナ･ガザ人道支援（返還金） 8,113,590

外務省H28政府支援金(返還金) 34,098,583

外務省H28補正:イラク･シリア人道危機対応支援（返還金） 54,923

外務省H28補正:イエメン人道危機対応支援（返還金） 9,391,809

外務省H29政府支援金(返還金) 5,545,164

外務省H30政府支援金(返還金) 622,752

527,916,451

527,916,451

3,832,462,924

4,360,379,375負債及び正味財産合計

    正味財産

  固定資産合計

    資産合計

  流動負債合計

    負債合計



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

１．財産目録の作成の基礎
財産目録は、公益法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成している。

財産目録に対する注記



収 支 計 算 書

第１８期

自 ２０１８年４月 １日
至 ２０１９年３月３１日

ジャパン・プラットフォーム
特定非営利活動法人



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

（単位：円）
科 目 予算額 決算額 差 異 備 考

Ⅰ  事業活動収支の部
１．事業活動収入

会費収入 17,100,000 17,585,000 △ 485,000
受取補助金等収入 5,270,500,000 5,301,628,000 △ 31,128,000  復興庁交付金

受取寄付金等収入 887,062,947 891,720,828 △ 4,657,881  自然災害発災

その他の事業収入 18,783,219 17,810,915 972,304
事業活動収入計 6,193,446,166 6,228,744,743 △ 35,298,577

２．事業活動支出
事業費支出 6,892,299,528 6,209,547,117 682,752,411  外務省補正予算未執行額

管理費支出 69,274,718 126,721,101 △ 57,446,383  人員増(人件費及び諸費用)

その他の事業活動支出 0 1,000 △ 1,000
事業活動支出計 6,961,574,246 6,336,269,218 625,305,028
事業活動収支差額 △ 768,128,080 △ 107,524,475 △ 660,603,605

Ⅱ  投資活動収支の部
１．投資活動収入

投資活動収入計 0 0 0
２．投資活動支出

固定資産取得支出 0 7,079,385 △ 7,079,385 ITインフラ/レイアウト変更備品

投資活動支出計 0 7,079,385 △ 7,079,385
投資活動収支差額 0 △ 7,079,385 7,079,385

Ⅲ  財務活動収支の部
１．財務活動収入

財務活動収入計 0 0 0
２．財務活動支出

財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ  予備費支出
当期収支差額 △ 768,128,080 △ 114,603,860 △ 653,524,220
前期繰越収支差額 3,915,463,613 3,915,463,613 0
次期繰越収支差額 3,147,335,533 3,800,859,753 △ 653,524,220

2018年4月1日から2019年3月31日まで

収支計算書



特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

１．収支計算書の作成の基礎

収支計算書は、以下に掲げる事項に留意して作成するものとする。

(1) 収支計算書は、事業年度におけるすべての収入及び支出の内容を明瞭に表示するものでなければならない。

(2) 収支計算書の科目は、その性質を示す適用な名称で表示するものとする。

(3) 収支計算書は、事業活動収支の部、投資活動収支の部及び財務活動収支の部に区分するものとする。

(4) 収支計算書には、次の事項を注記するものとする。

(ァ) 資金の範囲

(ィ) 資金の範囲を変更したときは、その旨及び当該変更による影響

(ゥ) 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(ェ) 科目間の流用及び予算比の使用があった場合には、当該科目及び金額

(ォ) その他公益法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項

なお、収支計算書は、特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームが第１８事業年度の資金収支の状況を

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム、国税庁及び所轄庁に報告するために作成するものであり、

したがって、それ以外の目的には適合しないことがある。

２．資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、貯蔵品、立替金、前払費用、外務省供与資金、事業特定寄付金、事業用資金、

未払金、前受金、前受会費、預り返還金、預り金、未払消費税等を含めている。

３．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

科目 当期末残高

現金預金 332,257,345

未収会費 300,000

未収金 69,919,540

前払金 11,894,764

貯蔵品 249,650

立替金 50,122

前払費用 5,189,021

外務省供与資金 3,285,665,735

事業特定寄付金 449,102,823

事業用資金 174,147,204

合計 4,328,776,204

未払金 234,129,147

前受会費 110,000

預り返還金 290,439,106

預り金 3,238,198

合計 527,916,451

次期繰越収支差額 3,800,859,753

４．物品現物寄付収入を含む事業活動収入の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

金額

１．事業活動収入

( 17,585,000 )

( 5,301,628,000 )

( 896,332,667 )

( 17,810,915 )

6,233,356,582

収支計算書に対する注記

科目

１）会費収入

２）受取補助金等収入

３）受取寄付金等収入

４）その他の事業収入

事業活動収入合計
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