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誤
解
さ
れ
た

　
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
リ
ー
」

一
昨
年
の
森
元
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
会
長
の

「
問
題
発
言
」
を
契
機
に
、
日
本
の
メ

デ
ィ
ア
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
言

葉
を
よ
く
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
21
世

紀
の
初
め
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
リ
ー
」

問
題
以
後
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
こ

の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
「
タ

ブ
ー
視
」
し
て
い
た
よ
う
に
さ
え
思
っ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
驚
い
た
。

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
リ
ー
」
問
題
も
、

今
か
ら
考
え
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
誤
解

の
中
で
議
論
が
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思

う
。
１
９
８
０
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
書
か

れ
た
「
公
教
育
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
リ
ー

で
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
論
文
が
あ
る

男女格差や性暴力など、ジェンダー問題は女性の問題と捉えている方もいらっしゃると思いますが、
女性問題の多くは男性との関係性の中で生じています。また、男性にも固定的な性別役割分担意識や
男らしさへのこだわりがもたらす「生きづらさ」といった問題があり、そうした男性問題の解消にとっ
て、ジェンダー平等は重要だと言われています。
そこで、男性にもジェンダー問題を自分事として考え、行動していただくために、特集前半では、
京都産業大学現代社会学部客員教授の伊藤公雄さんに、ジェンダー平等の意義について寄稿していた
だきました。さらに後半では、男性のジェンダーをめぐる問題等をデータとともに紹介します。
ジェンダー問題の解決には、女性だけでなく、男性の意識や行動の変化が欠かせません。性別にか
かわらず、誰もがいきいきと暮らせる社会をめざして、一緒に歩んでいきましょう。

（
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
リ
ー
」
は
和
製
英
語

だ
と
い
う
人
も
い
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は

な
い
）。
こ
の
論
文
を
書
い
た
バ
ー
バ
ラ
・

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
と
い
う
研
究
者
は
、
こ
の

言
葉
の
英
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
、
次

の
３
つ
く
ら
い
あ
る
と
整
理
し
て
い
る
。

①
（
生
理
的
な
性
差
も
無
視
し
て
）
機
械

的
に
男
女
を
「
同
じ
」
に
扱
う
こ
と

②
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
無
関
心

③
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
（
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
基
づ
く
差
別
や
偏
見
）
か
ら
自

由
に
な
る
こ
と

の
３
つ
だ
。
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
は
、
③
の
立

場
を
支
持
し
て
い
る
が
、
①
や
②
の
よ
う

に
誤
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
こ

の
言
葉
は
使
わ
な
い
方
が
い
い
、
と
こ
の

論
文
で
述
べ
て
い
る
。

日
本
で
の
誤
解
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ

リ
ー
を
主
張
す
る
人
た
ち
が
③
の
立
場

だ
っ
た
の
に
、
反
対
す
る
人
は
①
の
立
場

か
ら
批
判
し
た
点
に
あ
っ
た
と
思
う
。

「
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
リ
ー
の
名
の
も
と

に
）
男
女
が
同
じ
部
屋
で
着
替
え
を
さ
せ

た
」
と
か
「
男
女
同
室
で
身
体
検
査
を
し

た
」
な
ど
と
言
う
の
は
、
ま
さ
に
①
の
立

場
か
ら
の
誤
解
だ
。
人
権
、
特
に
女
性
の

人
権
を
重
視
す
る
③
の
立
場
に
立
つ
人
に

と
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
ま
ぎ
れ

も
な
く
「
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」

と
非
難
さ
れ
た
は
ず
だ
。
こ
の
よ
う
に
、

日
本
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
は
、
い

ろ
い
ろ
な
誤
解
の
中
で
展
開
し
て
き
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
労
働
力
不
足

と
女
性
の
社
会
参
加
拡
大

こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
だ
が
、
振
り

返
っ
て
み
れ
ば
、
国
際
社
会
が
本
気
で

こ
の
問
題
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は

１
９
７
０
年
代
の
こ
と
で
、
そ
ん
な
に
前

の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
、
世
界
中

が
ひ
ど
い
女
性
差
別
の
下
に
置
か
れ
て
い

た
の
だ
。
実
際
、
敗
戦
後
の
民
主
化
の
中

で
、「
家
父
長
制
の
廃
止
」を
含
む
法
律
上

の
男
女
平
等
を
一
応
実
現
し
た
日
本
と

比
べ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
で
は
、

１
９
７
０
年
代
か
ら
８
０
年
代
く
ら
い
ま

で
法
律
上
の
家
父
長
制
（
「
夫
に
よ
る
家

族
の
保
護
と
管
理
、
妻
の
夫
へ
の
従
属
」

が
原
則
だ
）
が
残
っ
て
い
た
国
も
多
い
。

例
え
ば
ス
イ
ス
で
は
「
既
婚
女
性
が
就
業

す
る
に
は
夫
の
許
可
が
必
要
」
と
言
う
法

律
が
、
１
９
８
５
年
ま
で
残
っ
て
い
た

（
フ
ラ
ン
ス
も
、
同
じ
内
容
の
法
律
が
廃

止
さ
れ
た
の
は
１
９
６
５
年
だ
）
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
女
性
の
社

会
参
加
の
拡
大
の
背
景
に
は
、
１
９
６
０

年
代
後
半
以
後
の
、
女
性
の
権
利
拡
大
の

動
き
と
と
も
に
労
働
力
不
足
の
問
題
が

あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
す
で
に

１
９
６
０
年
代
に
労
働
力
不
足
に
入
り
、

当
初
は
移
民
で
補
お
う
と
し
て
き
た
。
し

か
し
、
移
民
が
人
種
差
別
に
つ
な
が
る
状

況
で
、
70
年
代
に
は
移
民
の
受
け
入
れ
を

中
断
し
、
そ
こ
に
女
性
の
参
画
が
広
が
っ

た
。
１
９
７
０
年
代
、
団
塊
世
代
の
社
会

参
加
の
中
で
「
人
口
ボ
ー
ナ
ス
」（
人
口

の
編
成
に
よ
る
経
済
成
長
）
下
に
あ
っ
た

日
本
と
比
べ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
女
性
の

労
働
参
画
の
拡
大
が
生
ま
れ
た
の
は
、
こ

う
し
た
事
情
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。

女
性
へ
の
固
定
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

押
し
付
け
に
よ
る
性
差
別

日
本
社
会
も
、
１
９
９
０
年
代
、
少

子
・
高
齢
社
会
の
深
化
を
前
に
、
女
性
の

社
会
参
画
の
拡
大
が
求
め
ら
れ
た
の
に
、

１
９
８
０
年
代
ま
で
の
男
性
の
長
時
間
労

働
、
女
性
の
家
事
・
育
児
と
育
児
後
の
年

収
１
０
０
万
円
以
下
の
非
正
規
労
働
と
い

う
仕
組
み
で
「
安
定
成
長
」
し
て
し
ま
っ

た
日
本
社
会
は
、
こ
の
「
成
功
体
験
」
に

と
ら
わ
れ
て
、
変
化
を
怠
っ
た
。
そ
の
結

果
が
「
失
わ
れ
た
30
年
」
と
も
言
わ
れ
る

経
済
と
社
会
の
停
滞
の
原
因
だ
っ
た
と
思

う
。
人
口
の
半
分
以
上
い
る
女
性
た
ち
の

能
力
発
揮
を
抑
制
し
続
け
て
き
た
の
だ
か

ら
、
社
会
に
活
気
が
な
く
な
る
の
は
当
然

だ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
男
女
共
同
参
画
（
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
）
は
、「
21
世
紀
我
が
国
を
決

定
づ
け
る
最
重
要
課
題
」（
男
女
共
同
参
画

社
会
基
本
法
・
前
文
）
だ
っ
た
の
だ
。

固
定
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
決
め

つ
け
（
「
女
は
男
に
従
う
べ
き
だ
」
と
か

「
女
は
家
庭
に
い
る
べ
き
だ
」な
ど
）は
、

女
性
の
社
会
参
画
を
抑
制
し
、
意
思
決
定

参
画
を
困
難
に
し
て
き
た
。性
差
別
は
、こ

う
し
た
女
性
へ
の
固
定
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

推
し
付
け
を
原
因
と
し
て
生
じ
た
も
の
だ
。

男
性
も
苦
し
め
る「
男
ら
し
さ
」の

呪
縛で

は
、
男
性
は
ど
う
だ
ろ
う
。
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
男
性
も
ま
た

「
男
は
こ
う
あ
る
べ
き
」と
い
う
固
定
的
な

決
め
つ
け
で
、
女
性
へ
の
押
し
付
け
と
は
異

な
る
形
で
、
自
由
な
選
択
や
人
間
ら
し
い

生
活
を
奪
わ
れ
て
き
た
側
面
も
あ
る
。

「
男
は
弱
音
を
吐
く
べ
き
で
は
な
い
」
、

「
感
情
を
露
わ
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
、

「
問
題
は
他
人
に
相
談
せ
ず
自
分
だ
け
で

解
決
せ
よ
」
と
い
っ
た
「
男
は
こ
う
あ
る

べ
き
」
と
い
う
思
い
込
み
（
男
性
性
と
い

う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
は
、
女
性
に
対
す
る
差

別
や
排
除
の
原
因
で
あ
る
と
と
も
に
、
男

性
た
ち
を
苦
し
め
て
き
た
と
こ
ろ
も
あ

る
は
ず
だ
。
な
ぜ
、
過
労
死
は
男
性
に
多

い
の
か
、
な
ぜ
男
性
の
中
に
は
「
自
殺
し

た
い
」
と
ま
で
思
い
込
む
人
が
た
く
さ
ん

い
る
の
か
（
実
際
、
男
女
の
自
殺
死
亡
率

は
、
世
界
中
で
圧
倒
的
に
男
性
の
方
が
高

い
割
合
を
占
め
て
い
る
）
。
男
性
も
「
男

ら
し
さ
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
呪
縛
さ

れ
て
き
た
の
だ
。

２１
世
紀
の
日
本
を
元
気
に
す
る

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
社
会

「
男
だ
か
ら
」
と
長
時
間
労
働
を
強
い
ら

れ
、
家
庭
放
棄
を
し
て
き
た
男
性
た
ち

も
、
家
庭
と
仕
事
の
両
立
へ
と
向
か
う
必

要
が
あ
る
。
家
庭
外
の
仕
事
の
多
く
を

「
男
」
が
背
負
う
社
会
か
ら
男
女
で
社
会

を
支
え
る
社
会
へ
、
逆
に
、「
家
の
こ
と

は
女
性
に
」
と
い
っ
て
家
事
や
育
児
を
避

け
て
き
た
男
性
た
ち
が
家
庭
生
活
を
取
り

戻
す
社
会
へ
と
日
本
社
会
を
変
え
て
い
く

こ
と
が
、
21
世
紀
の
日
本
を
元
気
に
し
て

く
れ
る
道
で
あ
る
は
ず
だ
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー

平
等
社
会
の
形
成
は
、
21
世
紀
日
本
社
会

の
最
重
要
課
題
だ
と
言
う
の
は
、
こ
の
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
改
め
て
思
っ

て
い
る
。

─ 

京
都
産
業
大
学
現
代
社
会
学
部
客
員
教
授
・
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
室
長
─ 

伊い 

藤と
う  

公き
み 

雄お 

さ 

ん

寄  

稿
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
が
、
日
本
社
会
に
と
っ
て

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
が
、
日
本
社
会
に
と
っ
て

（
女
性
に
も
男
性
に
も
）
必
要
な
理
由

（
女
性
に
も
男
性
に
も
）
必
要
な
理
由
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