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当
た
り
に
す
る
な
ど
し
て
、半
年
後
に
大
学
に

入
り
ま
し
た
。
大
学
卒
業
後
は
新
聞
記
者
に

な
り
、生
活
家
庭
部
の
記
者
と
し
て
36
年
間
、

ず
っ
と
女
性
の
生
き
方
な
ど
を
取
材
し
て
き

ま
し
た
が
、身
近
な
問
題
と
し
て
そ
れ
を
と
ら

え
ら
れ
た
の
は
、多
感
な
時
期
に
そ
う
し
た
体

験
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
由
の
ひ
と
つ
で
は
な
い

か
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

1
9
5
5
年
〜
73
年
の
高
度
経
済
成
長
の

時
代
に
は
、働
け
ば
働
く
ほ
ど
所
得
も
増
え
、

私
は
、家
庭
の
事
情
で
、高
校
卒
業
後
、1

年
半
ほ
ど
、大
手
製
造
会
社
の
地
方
工
場
で
働

き
ま
し
た
。
当
時
、こ
の
工
場
に
は
女
性
は
あ

る
年
齢
に
な
る
と
結
婚
、あ
る
い
は
結
婚
準
備

で
離
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
暗
黙
の

ル
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。こ
の
工

場
ば
か
り
で
は
な
く
、当
時
は
多
く
の
企
業
が

そ
う
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、そ
れ
を
実
際
目
の

は
高
度
経
済
成
長
期
と
は
違
い
、正
社
員
の
道

は
少
な
く
、若
い
人
た
ち
に
も
非
正
規
雇
用
で

働
く
人
た
ち
が
増
え
て
い
ま
す
。
夫
片
働
き

で
家
計
を
維
持
す
る
の
は
難
し
く
な
り
、女
性

も
働
い
て
収
入
を
得
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い

る
時
代（
図
２
）で
す
。
非
正
規
雇
用
者
の
増
加

は
不
況
の
影
響
ば
か
り
と
は
言
え
ず
、経
済

が
回
復
し
て
も
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
と

い
う
の
も
、旧
・
日
本
経
営
者
団
体
連
盟（
現
・

日
本
経
済
団
体
連
合
会
）が
出
し
た
報
告
書

（
※
２
）は
、今
後
の
雇
用
形
態
は  

一 

般
職
や
企

画
・
開
発
・
営
業
職
な
ど
の
専
門
職
は
有
期
雇

用
、す
な
わ
ち
非
正
規
雇
用
に
切
り
替
え
る

と
指
摘
し
、そ
の
シ
ナ
リ
オ
通
り
に
、労
務
管

理
の
視
点
が
収
入
が
不
安
定
な
非
正
規
社
員

を
増
や
す
方
向
に
動
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
と

な
る
と
、時
代
は
、否
応
な
く
男
女
共
同
参
画

の
方
向
に
進
ん
で
い
く
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
男
性
も
王
子
さ
ま
に
な
ろ
う
と
頑
張
り

過
ぎ
る
の
で
は
な
く
、二
人
で
協
力
し
あ
っ
て

働
け
ば
い
い
の
で
す
。
総
務
省
の
調
査（
図
３
）か

ら
、非
正
規
雇
用
労
働
者
の
方
が
、有
配
偶
者

の
占
め
る
割
合
が
低
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
が
、

こ
の
ま
ま
の
状
況
が
続
け
ば
2
0
3
0
年
に

は
男
性
の
生
涯
未
婚
率
は
３
割
に
達
し
、
単

身
世
帯
が
約
４
割
を
占
め
る（
※
３
）と
推
定
さ

れ
ま
す
。

同
参
画
」は
そ
の
よ
う
に
、性
に
よ
っ
て
役
割
、

生
き
方
な
ど
を
規
定
す
る
こ
と
を
否
定
す
る

こ
と
が
出
発
点
に
な
り
ま
す
。仕
事
も
家
庭
・

地
域
参
画
も
男
女
と
も
に
、と
い
う
考
え
方

が
基
本
で
す
か
ら
、仕
事
さ
え
し
っ
か
り
や
っ

て
い
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
る
男
性
に
は
ア
レ

ル
ギ
ー
反
応
を
起
こ
す
人
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

経
済
成
長
率
は
年
10
％
、賃
金
上
昇
率
は
年

12
〜
13
％
と
い
う
時
代
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

男
性
は
長
時
間
労
働
が
当
た
り
前
と
な
り
、

家
庭
を
顧
み
る
時
間
は
な
く
、女
性
は「
専
業

主
婦
」と
し
て
必
然
的
に
家
庭
を
守
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。こ
の
わ
ず
か
20
年
間

で
、「
男
は
仕
事
、女
は
家
庭
」と
い
う
固
定
的

性
別
役
割
分
担
意
識
が
形
成
さ
れ
、そ
の
後
、

定
着
し
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
し
た
中
、日
本

は
奇
跡
の
高
度
経
済
成
長
を
成
し
遂
げ
る
わ

け
で
す
が
、こ
の
成
功
体
験
の
残ざ
ん
し滓
が
男
性
は

い
ま
も
根
強
い
の
で
し
ょ
う
、い
ま
だ
に「
男
は

仕
事
だ
け
を
し
っ
か
り
や
っ
て
い
れ
ば
い
い
」と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
ま
す
。「
男
女
共

【備考】
1.総務省「就業構造基本調査」より作成。
2.「パート・派遣・契約社員等」は、「パート」、「アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、
　「契約社員」、「嘱託」、「その他」の合計。
3.「有配偶者」には「死別・離別」も含む。

【備考】
1.�昭和55年から平成13年は総務省「労働力調査特別調査」（各年2月。ただし、昭和55年から57
年は各年3月）、14年以降は「労働力調査（詳細集計）」（年平均）より作成。
2.「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力
　人口及び完全失業者）の世帯。
3.「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。

資料：内閣府「男女のライフスタイルに関する意識調査（平成21年9月）」より。

※
2
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日
本
経
営
者
団
体
連
盟（
現
・
日
本
経
済

団
体
連
合
会
）「
新
時
代
の
日
本
的
経
営
」

1
9
9
5
年

※
3
…�

平
成
22
年
版
厚
生
労
働
白
書

※資料：内閣府「平成23年版男女共同参画白書」より改編し作成。
※資料：内閣府「平成22年版男女共同参画白書」より。

男性、女性の生き方を固定的にとらえようとする
意識、例えば「男は仕事、女は家庭」や「男は主、女
は従」などというように、個人の能力や資質とは
関係なく性別によって役割分担を決めようとする
考え方を言います。また、男性に向けられる「男は
弱音を吐いてはいけない」「男は家族を養わなけ
ればならない」「男はスポーツが得意」「男性がスー
パーで買い物をするなんてみじめ、かわいそう」
などという言葉もこの意識を反映していると言
えます。

【プロフィール】
日本経済新聞編集委員等を経て、実践女子大学
人間社会学部教授。内閣府・男女共同参画会議
議員、ワーキングウーマン・パワーアップ会議代表
幹事、財団法人女性労働協会会長を兼務。著書
に『恵里子へ�結納式の10日後、ボリビアで爆死し
た最愛の娘への鎮魂歌』（日本経済新聞出版社）、
『男女共同参画の時代』（岩波新書）など。

鹿嶋 敬（かしま たかし）

男
女
共
同
参
画
は
女
性
だ
け
の
問
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」と
い
っ
た
固
定
的
性
別
役
割
分
担
意
識
は
、
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
き
て

い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
根
強
く
、
こ
と
に
男
性
に
よ
り
強
く
残
っ
て
い
ま
す（
図
１
）。
そ
の
よ
う
な

意
識
が
負
担
と
な
り
、ス
ト
レ
ス
を
抱
え
、生
き
に
く
い
と
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

男
性
も
、
女
性
も
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
分
ら
し
く
、
互
い
に
支
え
あ
い

な
が
ら
生
き
ら
れ
る
社
会
。そ
れ
が
男
女
共
同
参
画
社
会
の
目
指
す
姿
で
す
。

今
回
は
、男
性
の
皆
さ
ん
に
男
女
共
同
参
画
を
も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

長
年
日
本
経
済
新
聞
社
の
記
者
を
務
め
、
現
在
は
実
践
女
子
大
学
教
授
で
男
女
共
同
参
画
会
議

議
員
で
あ
る
鹿
嶋
敬
氏
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
夫
は
外
で
働
き
、妻
は
家
庭
を
守
る
べ
き

で
あ
る
」と
い
っ
た
性
別
役
割
分
業
に
賛
同
す

る
女
性
は
、内
閣
府
の
平
成
21
年
度
の
調
査

（
図
１
）で
は
20
代
36
・
6
％
、40
代
で
30
・
7
％
と

い
う
結
果
が
出
て
い
ま
す
。
若
い
女
性
の
保
守

化
と
い
い
ま
す
が
、彼
女
ら
は
ま
だ
挫
折
を
知

ら
な
い
年
代
。い
つ
か
王
子
さ
ま
が
現
れ
る
こ

と
を
夢
見
る
シ
ン
デ
レ
ラ
症
候
群
の
真
っ
た
だ

中
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、結

婚
・
出
産
な
ど
を
経
る
う
ち
に
、現
実
に
目
覚

め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
王
子
さ
ま
だ
と
思
っ

て
い
た
夫
が
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に

気
づ
き
、や
が
て「
私
っ
て
何
？
」「
こ
の
ま
ま
で

い
い
の
？
」と
自
問
自
答
が
始
ま
っ
て
、シ
ン
デ

レ
ラ
症
候
群
と
い
う
名
の
殻
を
脱
ぎ
捨
て
、自
立・

自
活
を
目
指
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。一  

方
男

性
は
20
代
で
も
38
・
1
％
と
高
め
で
す
が
、年

代
の
高
い
ほ
ど
さ
ら
に
賛
同
の
割
合
が
高
く

な
り
ま
す
。

大
学
の
授
業
で
は
、他
人
頼
み
の
シ
ン
デ
レ

ラ
症
候
群
か
ら
早
く
抜
け
出
て
、経
済
的
に

も
精
神
的
に
も
自
立
す
る
生
き
方
、手
段
を

み
つ
け
な
さ
い
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
ま
す
。
今

特集 1�図1 �「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」といった考え方について（性別・年代別）

�図3 �雇用形態別有配偶者の占める割合（平成19年、男性） �図2 �共働き等世帯数の推移 �※1 �固定的性別役割分担意識とは

「
男
女
共
同
参
画
」を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に

シ
ン
デ
レ
ラ
達
の
現
実

わ
ず
か
20
年
間
で
形
成
さ
れ
た

固
定
的
性
別
役
割
分
担
意
識（
※
１
）

固
定
的
性
別
役
割
分
担
意
識

か
ら
の
解
放

王
子
さ
ま
で
な
く
て
は
駄
目
な
の
か

男
女
共
同
参
画

が
敬
遠
さ
れ
る
理わ

け由

男
性
に
と
っ
て
の
男
女
共
同
参
画

女
性
に
と
っ
て
も
男
性
に
と
っ
て
も
生
き
や
す
い
社
会
を
目
指
し
て


