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先進国の中で圧倒的に男女不平等な現在の日本は、
いったいどこから始まっているのか

私たちはこれまで、日本の男女平等はいったいどこまで進んだのかにつ
いて、独自のアンケート調査や専門家の方の講演など、様々な手法で検証
してきました。（下記参照）
しかし、3年前、2018年で110位だったジェンダーギャップ指数は、少し
ずつ順位を上げるどころか、加盟国が増えるほどさらに順位を下げ、2020
年発表のジェンダーギャップ指数は、今や世界153ヶ国で121位（G7中最
下位）という状況です。
そこで今回、改めて男女平等センター独自でアンケート調査を行い、

について、調べてみることにしました。
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男女不平等 どこから？
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『なぜ共働きも専業もしんどいのか 主婦がいないと回らない構造』
中野 円佳

PHP研究所

ラーメイド（紳士服仕立て）の法律」だと。自分の身にあわない紳士服を無理やり着て、働き続けられる女性だけが、職場に居続けられるか、さもなくば「マミートラック（お母さん向けの指定席）」で塩漬けになるか、です。そのどちらもできない女性は、非正規で使い捨ての労働力になりなさい、と。結果、総合職も一般職も派遣社員も、それぞれがつらい思いをしています。
雇用の規制緩和が男女間の格差に加えて、女性間の格差、いわゆる「女女格差」をもた

らしました。
勝者になれば他人を見下し、敗者になれば責めを自分に負うしかない社会。

企業による雇用慣行や労働のルールの変更で可能なことは、日本型人事管理（新卒一括採用・終身雇用、年功序列）をやめることです。転退職が不利にならず、地位と俸給、年齢、性別が関与しない人事システムを作ること。そして、ライフステージとニーズに対応した多様な働き方を許容すること。人生の優先順位は変わっていきます。子どもを産んだら、男女ともに働き方が変わるのが当たり前です。育休制度ができた時、女性たちは一年間べったり休暇がほしかったわけじゃなかった。一日一時間でも、自分の職場と繋がりを持ちたかった。一年の育休期間中に、夫は妻の育児

やる気と能力のある女性は去り、指定席に甘んじた女たちだけが企業に残る人生の過程で、優先順位は変わります。やりがいと高賃金を求め、意欲と能力の高い女性たちは、大企業の総合職として、男性と同じ様に働くことを求められてきました。しかし子どもを産んだ後は、育児休業などの権利を享受した後に時短勤務に回されて、マミートラックという戦力外通知を受けることになります。それは意欲と能力の

最優先スタイルの上にあぐらをかいてしまう。育児は本来、夫婦が人生で最大の戦友になるチャンス。そのチャンスを男性から奪ってはなりません。しかも育休をとった女性は、その後査定評価が下がるなど不利な経験をしています。
まず、男女共に定時に帰るようにして、長時間労働を止めることです。また同一価値労働・同一賃金として短時間勤務や非正規雇用が不利にならないようにすることです。そして社会保障を企業に代わって国家が引き受ける。そうすれば、労働者は企業への依存を減らすことができます。
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高い女性たちには耐えられず、退職へと追い込まれていきます。
マミートラックにはまって女向け指定席に甘んじた女性だけが、「すっぱい葡萄シンドローム」といって、自分が望んでも手に入らないことは望まない、と職場に残る結果となりました。

それは、追い詰められても手をとりあえない、女性の分断を招きました。

回答数833件
うち有効回答数810件

2018年８⽉、「男⼥平等 どこまで」をテーマに、アンケート調査
を⾏いました。
（完全に不平等）0〜10（完全に平等）までの間で、町会活動や労働賃⾦など、４つの項⽬で「現在の⽇本の男⼥平等はどのくらいだと感じていますか︖」と聞いています。全回答の平均値は3.9と、完全な平等感とは程遠いことが浮き
彫りになりました。
「男⼥雇⽤機会均等法」制定から33年、「男⼥共同参画基
本法」制定から19年たった2018年の現在でも、平等感覚は
半分以下のままです。本当の平等（国連がめざす持続可能な開発⽬標・SDGｓジェンダー平等社会の実現）
が訪れる⽇は来るのか、それを妨げているものは何なのかについ
て、アンケート結果から考察してみました。

アンケート調査期間 2018年8⽉10⽇〜2018年9⽉15⽇回答⽅法 アンケート⽤紙及びネット利⽤

6.3％ 1.5％
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誰もが平等の権利を持つ社会へ

男⼥平等どこまで
〜810⼈のアンケート結果から導き出された現在の平等感〜
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え、7 くらいかと思ってた（来場者B）やっぱりね（来
場者
Ａ）

どうして昔から

変わらないのしらね
（来場者D）

⽇本って平等じゃ
ないの︖（来場者C）

2019
⽂京区⼥性団体連絡会

2018年、2019年の文京区男女平等センターアンケート
調査報告まとめ「男女平等どこまで」

文京区男女平等センター発行「Equality～誰もが平等の
権利を持つ社会へ～」特集：男女平等はどこまで進んだか

Q：とあるものはオリジナルアンケートでの回答
出典：とあるものは、外部データ
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世界経済フォーラム発表「ジェンダー・ギャップ指数2020」

世界経済フォーラム（World Economic Forum）が各国における男女格差を測る
ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index：GGI）を発表。
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※G7加盟国で最下位

2006 115ヶ国

135ヶ国

136ヶ国

144ヶ国

149ヶ国

153ヶ国

79位

2011 98位

2013 105位

2016 111位

2018 110位

2020 121位

ジェンダーギャップ指数は、経
済、政治、教育、健康の４つの分野
のデータから作成され、
「０」が完全不平等、
「１」が完全平等を示しています。
2020年日本の総合スコアは0.652。

出典　内閣府男女平等参画局総務課

出典　内閣府男女平等参画局総務課

日本のGGI順位
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ジェンダー・ギャップ指数とは

ジェンダーギャップとは、国ごとの男女格差を「政治・経済・教
育・健康」の4つの指標で測る指数のことです。
日本のジェンダー・ギャップにおける課題とは一体何なのか、分
野別に見ていくと「政治」「経済」の分野での遅れが足を引っ張っ
ていることがわかります。特に「政治」の分野は昨年の125位から
20位近くランクを落とし、144位と大きく出遅れています。国会で
も地方議会でも女性議員の比率が極端に低いためです。
経済の分野でも、女性が要職に付けない背景には、長時間労働、
年功序列、転勤など男性中心の労働慣行があります。それらの見直
し、真の働き方改革が必要になります。
世界で見ても、ジェンダー・キャップ指数が1、つまり完璧に
平等な国はまだ存在せず、世界経済フォーラムは、ジェンダー・
ギャップの解消には今後99.5年かかるだろうという試算も出してい
ます。

2020年衆議院本会議　
写真のどこにも女性はいない。当事者のほぼいない場
で、女性のことも決められていく
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GGIにおける日本の現状

出典　世界経済フォーラム（WEF）2019
　　　データ活用を応援するビジネスメディア

※GGI = ジェンダーギャップ指数

労働参加率 男女間の同一
労働での賃金
格差

男女間の収入
格差

管理職につく
男女の人数の
格差

専門職、技術
職につく男女
の人数の格差
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10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

よくある 時々ある あまりない ほとんどない

Q 「男社会だな」と感じる
ことはありますか？

あえて漠然と感じているかどうかを聞いてみました。
男社会だと感じることが、「よくある・時々ある」を足すと、実に
82.7％の人が「日本は男社会だな」と感じていることになります。

0

50

100
（%）

25

37.5

25

12.5 17.3

48.3

31.0

3.4
14.8

13.0

48.1

24.1 26.2

47.7

16.9

9.2 13.5

56.3

30.2 25.6

70.4

4 3.8

11.3

53.8

31.1 26.3

52.6

7.9

13.2
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男社会ということを具体的な数字からみてみる
と、世の中の都合が悪くなれば、切られるのは
まず「女性から」

非正規雇用者でも、女性の方が多く雇止めにあっているようだ。
男性：３６万人減　女性：８４万人減　（２０２０年８月）

コロナ
雇用者数は、男女とも2020
年４月に大幅に減少。特に女
性の減少幅が大きい。

男性 32万人減

女性 74万人減

コロナ

正社員は守られるが非正規
雇用者は切られる

非正規雇用労働者の減少幅、
特に女性の非正規雇用労働者
の減少幅が大きい。

出典　内閣府男女平等参画局
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たとえば、男性メインで女性はアシスタ
ント それってどこで培われた感覚なの
か？
今回の調査の結果、8割強の人が、「日本は男社会だな」と感じている。
ではそれは、人格形成期に親や学校での教育によって培われたものなのでしょうか？

0

母親

中学校の教師

父親

高校の教師

女性同僚

兄弟

その他の教師

男性同僚

姉妹

女性上司

女性の部下・後輩

その他の家族

男性上司

男性の部下・後輩

小学校の教師

100 200 300（人）50 150 250 

特に感じた

感じた

Q 今まで関わった人から、男女不平等を
感じたことがありますか？

114

154

41 10

22 8

52 20

93 14

97 15

54 9

59 8

48 21

170 82

63 15

76 22

46 11

47 17

65

28
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今までに親から、女性だから・男性
だからという理由で「何か」を強要
された、またはやめなくてはならな
かったことがありますか？

Q
ある ない

9

親からの家事などの縛り、強要は
あったのか？

親による、家事などの強要は、3割と低い。この結果は日本のＧＧＩ
121位、Ｇ7中最下位という現状とは合わないように感じられます。
となると、

男女不平等は一体、どこから？？

Q 今までに親から、女性だから・男性だ
からという理由で「家事」を強要され
た、またはやめなくてはならなかったこ
とがありますか？

ある ない

28.2%

71.8%

28.5%

71.5%
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親の関係性を見て

父親の発言

母親の発言

父親の生き方を見て

それは、親の背中を みて学んだこと…

親が語らなく　ても、親の
生き方、親の　関係性が子ど
もの心にしみ　込んでいく

Q 女性が家事をし、男性が賃金を得て働くものだ、　
という考え方はどこから始まっていると思いますか？

男性の回答

22.3%

10.1%

6.1%

14.7%11.1%

13.9%

4.1%

17.7%

64.3%
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親の関係性を見て

父親の生き方を見て

母親の生き方を見て

マスコミの報道

進路指導

その他

それは、親の背中を みて学んだこと…

親が語らなく　ても、親の
生き方、親の　関係性が子ど
もの心にしみ　込んでいく

あなた自身が今、
「男社会」を子どもに植えつけて

いませんか？

女性の回答

28.5%

11.4%

12.7%8%

9.1%

16.5%

1.6%
12.2%

69.7%
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教育現場でのアンバランス

小学校では女性教職員の方が多いのに、女性校長は２割以下

小→中→高と女性教職員の数が減少。
日本の教育分野のジェンダーギャップ指数は、他の分野に比較して良好と
されているが、現実には格差があるようだ。

z

80.4

（%）

67.3
74.5

37.6

56.3

92.5 90 90.2

66.6

33.4

9.8107.5

43.7

93.4
84.5

88.2

11.814.5
6.6

62.4

25.5
32.7

19.6

出典　文部科学省 H30学校基本調査
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親は子どもの選択にどこまで
かかわる？

Q 自分の子どもがLGBTのカミングアウ
トをしたら？

できれば受け入れたくない

戸惑うが、受け入れる

受け入れる

子どもはいない

9.6%
16.1%

53.9%

20.5%

Q 自分の子どもの結婚相手について

親の意見も聞いてほしい

受け入れ難い場合もあり得る

本人の意思を尊重する

子どもはいない

親の意見聞いて+受け入れがたい場合ある＝ 21.3％

5.6%

15.7%
18.6%

60%

LGBTとは、L＝レズビアン、G＝ゲイ、B＝バイセクシュアル、T=トランスジェンダーの頭文字をつな
いだ言葉で、性的マイノリティを意味します。トランスジェンダーについては、医学上の診断名「性別
違和（性同一性障害）」がありますが、医学的な診断・治療を求めない人もいます。

LGBT
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男だってつらいよ
男性の自殺者数は、女性の約2.3倍
大黒柱だから、家長たるもの、男として・・・

これらは女性蔑視で、逆差別です。男女不平等は、男性・女性のどちらにとっても過酷なのです
○令和元年の自殺者数は20,169人となり、対前年比671人（約3.2％）減。平成22年以降、10年連続の減少となり、昭和53年から始め
た自殺統計で過去最少となっている。

○男女別にみると、男性は10年連続の減少となっている。また、男性の自殺者数は、女性の約2.3倍となっている。

（単位：人）

自殺者数の年次推移

資料：警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成
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23,472(H21)

14,078(R1)

7,975(H9)

9,850(H10) 9,464(H15) 9373(H21)

6,091(R1)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

S5
3

S5
4

S5
5

S5
6

S5
7

S5
8

S5
9

S6
0

S6
1

S6
2

S6
3

H
1

H
2

H
3

H
4

H
5

H
6

H
7

H
8

H
9

H
10

H
11

H
12

H
13

H
14

H
15

H
16

H
17

H
18

H
19

H
20

H
21

H
22

H
23

H
24

H
25

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30 R

1

自
殺
者
数

総数

男性

女性

自殺者数の年次推移　

○無職者は10年連続で減少した。

○令和元年は平成30年と比較して、無職者が最も大きく減少し、431人の減少となった。

職業別自殺者数の年次推移

資料：警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成

（単位：人）
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職業別自殺者数の年次推移

自殺者の内訳は、無
職が最も多い。コロナ
禍で真っ先に職を失っ
た多くの派遣社員の
女性たちが、今後、危
ない。

女の子はね…
勉強より家事ができればよい（母）
生徒会長といわず書記くらいの謙虚さが必要（先生）
四年制大学ではなく短大にしなさい
地元の大学へ行きなさい

男の子はね…
家を継ぐこと
進路は　長男で農家の跡継ぎ
進学先の選択で、商売をしていたので商業学校へ
泣くなしっかりしなさい

ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

出典　警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成
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北欧には資源が少なく、「人」という大切な資源を最大限に生かすために、今の課
題解決のためにどうするか、という応急手当型の発想だけでなく、何年後にどういう
社会になっていたいか、という未来型の理想像を具体的に定め、そのために今何をす
べきか、という逆算型の発想で政治が動いているようです。
ジェンダーギャップ指数の上位を占める北欧では、ＳＤＧｓが掲げている理想が他
の国より具現化されていると言えます。
大気汚染・地球温暖化・コロナ・経済格差など、多くの重い問題を抱える現在、Ｓ
ＤＧｓは人類の生き残りをかけた重要な目標なのです。そして、それを実現すること
は、男女問わずの幸せ目標でもあるのです。

15

SDGｓは人類の生き残りをかけた幸せ目標

ムーミンの故郷、北欧フィンランドでは
北欧は男女同権で、基本は
共働きです。男女共同参画の
先進国で、女性のほとんどが
フルタイムで働くフィンラン
ドでは、父親の約８割が育児
休業を取得し、育児参加して
います。また、子どもがいる
家庭は父親も母親も定時に帰
るのが一般的です。
男性が育児に主体的に関わ
ることは、男性自身の人生の
満足感を高めます。また、女
性のキャリアと家庭の両立に
とっても男性の育児参加は重
要です。フィンランドは女性
の就業率が高く、2017年の

北欧に学ぼう データでは男性の就業率は
71％、女性は69％です。女性
が家事をし、男性が賃金を得
て働くというスタイルは、
フィンランドの現代社会では
非常に少なくなってきまし
た。
このような環境で成長した
子どもが大人になり自分が親
となった時、当たり前に男女
問わずキャリアを継続しなが
らも育児休業を取得し、定時
で帰宅し、家族での時間も大
切にするということが繰り返
されていくのではないでしょ
うか。
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2017年・2018年と、男女平等センターでは独自のアンケート調査を行ってき
ました。今回は、2018年のテーマ「男女平等はどこまで進んだか」の調査の対
になるテーマとして「男女平等はどこから始まっているのか」について調べてみ
ました。結果はほぼ「刷り込み」であったことがわかり、日本における男女不平
等の根深さを感じます。今回の表紙では、その不平等の根っこがどこにあるのか
を探すため、葉の根をモチーフにしました。子供たちの柔らかい心に残念な刷り
込みが起きない社会になってくれることを願ってやみません。（大内）

編集後記

調査概要

有効回答数   527件
調査期間　　2020年8月18日～9月21日

調査対象　　文京区男女平等センター利用者・ネット利用者
回答方法　　アンケート用紙およびネット利用

本アンケートは第35回男女平等センターまつりのメイン展示とするためのものでしたが、感染症対策のた
め人が集まって行うまつりは中止とし、この号において発表しました。

2020年12月20日　発行　文京区女性団体連絡会会長　千代和子　　　　
編集担当　広報部　大内悦子・宇賀治みや子・荻本結加・宮﨑黎子・面来美保・本山棣子
〒113-0033　文京区本郷4丁目8番3号　　Tel.03-3814-6159　Fax.03-5689-4534
文京区男女平等センターは文京区女性団体連絡会が指定管理者として管理・運営しています。
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性別
女性 - 379人（73.3%）
男性 - 138人（26.7%）
その他性自認 - 0人（0%）

子どもの有無
小学生未満の子どもがいる - 45人（8.7%）
小学生以上の子どもがいる - 65人（12.5%）

年齢
10代 - 8人（1.5%）
20代 - 29人（5.6%）
30代 - 54人（10.3%）
40代 - 65人（12.5%）

成人の子どもがいる - 271人（52.2%）
子どもはいない - 138人（26.6%）

50代 - 96人（18.4%）
60代 - 126人（24.1%）
70代 - 106人（20.3%）
80代以上 - 38人（7.3%）
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