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21
世
紀
は
、
女
性
が
男
性
の
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て

活
躍
す
る
時
代
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
は

先
進
国
の
な
か
で
女
性
の
社
会
進
出
の
遅
れ
が
目
立
ち

ま
す
。
女
性
の
活
用
が
国
や
地
方
、
そ
し
て
企
業
の
成
長

に
と
っ
て
不
可
欠
と
言
わ
れ
て
い
る
今
、
ど
の
よ
う
に
対

応
し
て
い
け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
を
始
め
、ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
と
女
性
の

関
係
を
研
究
し
て
き
た
日
本
女
子
大
学
教
授
大
沢
真
知

子
さ
ん
に
、
各
国
の
女
性
活
用
の
取
り
組
み
や
、
女
性
一

人
ひ
と
り
の
意
識
の
持
ち
方
、
今
後
の
日
本
社
会
に
お
け

る
女
性
の
進
出
等
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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特
集

政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の
男
女
共
同
参
画

思
い
切
っ
て
、

手
を
上
げ
て

み
ま
し
ょ
う
！

大沢真知子
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専門は労働経済学。内閣府の
「少子化と男女共同参画に関する
専門調査会」など政府委員を多
数務める。主な著書は『新しい
家族のための経済学』（中央公論
新社、1998）『働き方の未来-
非典型労働の日米欧比較』（編著、
日本労働研究機構、2003）『ワ
ークライフバランス社会へ』（岩
波書店 2006）等
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日
本
は
い
ま
少
子
高
齢
化
が
急
速
に

進
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
社
会
に

あ
っ
て
、
一
番
期
待
で
き
る
の
が
女
性

の
力
で
す
。
こ
の
力
を
も
っ
と
有
効
に

使
え
た
ら
、
よ
り
よ
い
社
会
に
な
っ
て

い
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
政
策
・

方
針
決
定
過
程
へ
の
男
女
共
同
参
画
の

実
現
は
、
国
の
方
針
と
し
て
も
特
に
重

要
な
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

国
で
は
「
２
０
２
０
３
０
」
と
い
っ

て
、
２
０
２
０
年
ま
で
に
指
導
的
地
位
に

女
性
が
占
め
る
割
合
を
30
％
以
上
に
す

る
目
標
を
か
か
げ
て
お
り
、
そ
れ
に
対

す
る
様
々
な
障
害
を
取
り
除
い
て
い
こ

う
と
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
審
議
会
の

今
後
の
日
本
の
男
女
共
同
参

画
、
政
策
・
方
針
決
定
過
程

へ
の
男
女
共
同
参
画
は
？

日
本
の
場
合
、
仕
事
を
し
て
い
る
女

性
の
処
遇
改
善
が
男
女
共
同
参
画
の
主

要
テ
ー
マ
で
し
た
が
、
先
進
国
で
は
家

庭
の
な
か
の
女
性
に
も
配
慮
し
て
い
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
一
時
期
に
は

家
庭
を
優
先
す
る
な
ど
様
々
な
生
き
方

を
選
択
し
た
上
で
、
い
つ
で
も
労
働
市

場
に
戻
れ
る
社
会
を
作
っ
た
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
女
性
と
い
う
と
、
み
ん
な

頑
張
っ
て
働
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
が
、
必
ず
し
も
全
員
が
フ
ル
タ

イ
ム
で
就
業
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
の
人
も
い
ま
す
。

そ
の
と
き
の
自
分
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た

働
き
方
、
生
き
方
が
で
き
る
社
会
を
作

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
は
努

力
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
基
本
は
個
人

の
多
様
な
生
き
方
を
尊
重
し
、
そ
れ
が

実
現
で
き
る
社
会
を
作
る
こ
と
で
す
。

よ
く
オ
ラ
ン
ダ
の
働
き
方
は
、
ビ
ジ

ネ
ス
の
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
が
進
ん

で
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
は

日
本
が
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
に
で
き
る
か

と
い
う
と
、
そ
れ
に
は
無
理
が
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
保
障
制
度
が
手

諸
外
国
で
の
男
女
共
同
参
画
、

日
本
の
モ
デ
ル
に
な
る
国
は
？

中
心
に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
が
尾

を
引
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
の

社
会
で
は
、
男
性
は
経
済
的
な
責
任
を

も
っ
て
一
家
を
養
い
、
女
性
は
そ
の
男

性
を
助
け
て
家
庭
を
守
る
と
い
う
構
図

が
一
般
的
で
し
た
。
し
か
し
、
サ
ー
ビ

ス
産
業
が
増
え
る
な
か
、１
９
８
６
年
に

委
員
に
な
る
た
め
に
は
、
団
体
の
長
で

な
い
と
メ
ン
バ
ー
に
な
れ
な
い
と
い
う

職
務
指
定
が
あ
る
と
、
自
動
的
に
男
性

ば
か
り
が
委
員
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
い
う
ル
ー
ル
の
見
直
し
を
し
て
、

ま
ず
国
の
審
議
会
に
女
性
の
参
画
を
求

め
て
い
き
、
続
い
て
各
都
道
府
県
に
も

職
務
指
定
を
見
直
す
よ
う
話
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

１
９
９
８
年
に
N
P
O
法
（
特
定
非

営
利
活
動
促
進
法
）
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
が
、
こ
の
背
景
に
は
１
９
９
５
年
の

阪
神
淡
路
大
震
災
で
助
け
合
う
こ
と
の

必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
今
で
は
全
国
に
約
２
万
７
千
団
体

も
の
N
P
O
法
人
（
特
定
非
営
利
活
動

法
人
）
が
あ
り
ま
す
。
国
や
自
治
体
と

N
P
O
が
協
力
し
合
い
、
相
互
に
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
な
が
ら
、
地

域
を
良
く
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
新
し

い
時
代
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
力
を

活
用
で
き
た
地
域
が
発
展
し
て
い
く
で

し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
は
、
地
域
を
良
く

す
る
た
め
に
国
や
自
治
体
、
そ
し
て
そ

こ
に
住
む
男
女
が
共
同
で
支
え
あ
い
、

み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
政
策
・

方
針
決
定
過
程
へ
、
地
域
の
人
た
ち
が

男
女
を
問
わ
ず
参
画
し
て
い
く
こ
と
が

不
可
欠
だ
と
思
い
ま
す
。

「私たちがつくり、共に生きるまち」
男女共同参画社会とは、性別にかかわりなく一人一人がお互い

を認め合い、お互いを尊重しながら、個性と能力を十分に発揮し、共
に参画できる社会です。（「さいたま市男女共同参画のまちづくり条例」前文より）
ところで、男女共同参画の『参画（さんかく）』とは、どのような意味なのでしょ
う。地域のお祭りに例をとってみると、お祭りに行って「面白かった」「つまらな
かった」と意見だけを言うのは、『参加（さんか）』した人です。企画から実行まで
携わり、お祭りをより良いものにするよう努力するのが、『参画（さんかく）』した
人です。
男女共同参画社会は、男性と女性の両方が積極的に方針決定の段階から関わ
り、より良い社会を築いていくことを目指しています。
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は
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
施
行
さ
れ
、

そ
れ
以
降
の
女
性
の
進
学
率
や
就
職
率

は
め
ざ
ま
し
く
上
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

今
後
10
年
15
年
と
い
う
時
間
を
か
け
れ

ジェンダー・エンパワーメント指数

国連開発計画（UNDP）が導入した手法
で、HDI（人間開発指数）は平均寿命、識字

率、高校進学率、１人あたりGDP（国内総生産）から
算出されます。GEM（ジェンダー・エンパワーメント
指数）は国会などの議席、管理職や専門職などの数、
勤労所得のそれぞれの男女格差から算出されます。日
本はHDIは177カ国中11位、GEMは80カ国中43位
です。つまり平均寿命や進学率の高さの割には、重要
ポストへの女性進出が遅れていることがわかります。

HDI 各国対比表
順位　国名

1 ノルウェー
2 アイスランド
3 オーストラリア
4 ルクセンブルグ
5 カナダ
6 スウェーデン
7 スイス
8 アイルランド
9 ベルギー
10 アメリカ

11 日本
12 オランダ
13 フィンランド
14 デンマーク
15 イギリス

GEM 各国対比表
順位　国名

1 ノルウェー
2 デンマーク
3 スウェーデン
4 アイスランド
5 フィンランド
6 ベルギー
7 オーストラリア
8 オランダ
9 ドイツ
10 カナダ

40 パナマ
41 マケドニア
42 タンザニア

43 日本
44 ハンガリー
45 ドミニカ共和国「人間開発報告書 2005」から
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厚
い
オ
ラ
ン
ダ
で
は
夫
婦
で
パ
ー
ト
タ

イ
ム
就
労
が
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

日
本
は
教
育
費
を
は
じ
め
、
基
本
的
な

生
活
費
が
か
か
る
の
で
、
フ
ル
タ
イ
ム
志

向
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
で
可
能
な
こ
と
は
、
正
社
員
の

働
き
方
を
変
え
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
労
働
時
間
を
短
く
し
て
い
く
た

め
に
は
、
ま
ず
男
性
の
働
き
方
を
変
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
男
性
の
働
き
方

が
変
わ
れ
ば
、
必
然
的
に
女
性
の
働
く

場
が
増
え
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

ば
、
徐
々
に
で
は
あ
っ
て
も
女
性
が
活

躍
で
き
る
よ
う
な
土
壌
が
、
日
本
の
社

会
の
中
に
で
き
あ
が
っ
て
い
く
と
思
い

ま
す
。

活
動
や
政
治
活
動
に
参
加
し
、
意
思
決

定
に
参
画
し
て
い
る
か
を
測
る
指
数
で

あ
る
G
E
M
（
コ
ラ
ム
２
参
照
）
が
43

位
と
先
進
国
の
中
で
は
低
い
位
置
に
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
の
場
合
、
ず
っ

と
製
造
業
中
心
の
社
会
で
あ
っ
た
た
め
、

社
会
制
度
の
仕
組
み
や
価
値
観
が
男
性

日
本
は
人
間
開
発
指
数
（
H
D
I
※

コ
ラ
ム
２
参
照
）
が
諸
外
国
中
11
位
と

高
い
割
に
は
、
女
性
が
積
極
的
に
経
済

先
進
国
の
中
で
G
E
M
指
数

が
低
い
日
本


