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0
2
3
年
の
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
※
1
は
過
去
最
低
の

1
4
6
ヵ
国
中
1
2
5
位
。振
り
返
っ
て
み
る
と
、「
男
性
は
仕
事・女
性
は
家
庭
」

と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
が
高
度
成
長
期
に
は
“
あ
た
り
ま
え
”
と
さ
れ
て
い
た
。

男
性
の
長
時
間
労
働
等
の
慣
行
や
、
女
性
の
家
事
・
育
児
と
い
っ
た
無
償
労
働
の

負
担
な
ど
、
昭
和
か
ら
続
く
性
別
で
役
割
を
二
分
化
す
る
考
え
方
が
い
ま
だ
に
根

深
く
残
っ
て
い
る
。
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
は
、ま
だ
ま
だ
低
い
の
が
現
状
だ
。

と
は
い
え
、
時
代
は
昭
和
か
ら
平
成
を
経
て
令
和
へ
。
多
様
性
が
求
め
ら
れ
る

社
会
で
、
若
年
層
を
中
心
に
人
々
の
意
識
は
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。「
令
和
５
年

版
男
女
共
同
参
画
白
書
」
※
2
で
は
、
若
年
女
性
の
就
業
に
対
す
る
意
欲
の
高
さ

や
、
若
年
男
性
の
家
事
・
育
児
等
へ
の
参
画
意
欲
の
高
さ
な
ど
に
触
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
職
業
観
・
家
庭
観
が
大
き
く
変
化
す
る
中
で
、
性
別
役
割
分
担
意
識

と
い
っ
た
昭
和
的
な
考
え
方
（
＝
「
昭
和
モ
デ
ル
」）
か
ら
脱
却
し
、
全
て
の
人

が
希
望
に
応
じ
て
、
家
庭
で
も
仕
事
で
も
活
躍
で
き
る
「
令
和
モ
デ
ル
」
の
実
現

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変

化
に
つ
い
て
大
人
が
理
解
し
、
日
本
の
未
来
を
担
う
若
い
世
代
の
た
め
に
社
会
の

仕
組
み
や
制
度
を
時
代
に
合
っ
た
も
の
に
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

今
号
の
テ
ー
マ
は
「
変
化
の
波
に
乗
れ
！
～
令
和
モ
デ
ル
の
実
現
に
向
け
て

～
」。
家
庭
、教
育
現
場
、働
き
方
、地
域
活
動
に
お
い
て
、「
令
和
モ
デ
ル
」の
実
現
、

そ
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
実
現
の
た
め
に
今
で
き
る
事
を
考
え
て
み
よ
う
。

※
１　

�

世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
毎
年
発
表
し
て
い
る
、
国
ご
と
の

男
女
の
格
差
の
状
態
や
度
合
い
を
示
す
指
数
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ジ
ェ
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…
生
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範
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変
化
の
波
に
乗
れ
！

～
令
和
モ
デ
ル
の
実
現
に
向
け
て
～

令和の子育て世代に    きいたジェンダー観
　約 30年前、中学・高校で家庭科の男女共修が始まった。 これは、昭和に根付いた「男性、女性という性別を理由と
して役割を固定的に分ける」という、ジェンダー観の転換 に関わるものともいえる。そんな空気に触れてきた当時の
学生は次の社会の担い手として、新しい価値観、ジェンダー 観を社会に芽吹かせることを期待された。
　その当時の学生が子育て世代となった今、子どもに対する 「女の子らしさ」や「男の子らしさ」のジェンダー意識につ
いてどのように考えているのか。オンラインで集まった声を みていこう。

習い事

（息子は）男の子のスポーツと
してサッカーを習っている。

（30 代女性）

うちの息子はピアノもサッ
カーもやっています。

（40代女性）

ピアノは女の子のイメージが
強い。自分が習っていた時は
恥ずかしかった。（40代男性）

子どもがやりたいと思ったこ
とはチャレンジしてみればい
いと思っている。（40代女性）

家事分担

子どものころ「女だから家事
をやりなさい」と言われてきて
不満があった。子どもには性
別関係なく役割を与えている。
（30代女性）

自分も掃除や料理をしている
ので、子どもたちはそれが普
通だと思っていると思う。

（30代男性）

性別関係なく自立した生活を
送って欲しいため、小さい頃
から息子、娘には料理や洗濯、
掃除をやりたいと言えばさせ
てきました。（30代女性）

家事能力は男女ともに必要だ
と思う。（30代女性） 1



令和の子育て世代に    きいたジェンダー観
　約 30年前、中学・高校で家庭科の男女共修が始まった。 これは、昭和に根付いた「男性、女性という性別を理由と
して役割を固定的に分ける」という、ジェンダー観の転換 に関わるものともいえる。そんな空気に触れてきた当時の
学生は次の社会の担い手として、新しい価値観、ジェンダー 観を社会に芽吹かせることを期待された。
　その当時の学生が子育て世代となった今、子どもに対する 「女の子らしさ」や「男の子らしさ」のジェンダー意識につ
いてどのように考えているのか。オンラインで集まった声を みていこう。

服装選び

「男の子だからかっこいい服が
いい」と息子が言う。

（30 代女性）

スカートやワンピースを着た
いという息子に、なぜ着ては
いけないか、本人が納得でき
る答えが見つからず、スカー
トをはかせた。周囲に受け入
れてもらうのは難しかった。
（40代女性）

娘は「かわいい」や「スカー
ト」を、息子には「かっこいい」
服装を選んでいます。

（30代女性）

男らしさや女らしさは世間が
植え付けたものだと感じてい
る。子どもに強要したくない
し、他人にもされたくない。

（40代女性）

将来の話

性別によって、なれない職業
があるのが現状。将来の夢に
費やす時間は膨大なので、親
子の会話の中でジェンダーの
テーマに触れる機会が来るの
では。（40代男性）

今は多様な時代なので、性別
に関わらず子どもがやりたい
ことを見つけてほしい。

（40代女性）

男女の視点で子どもの将来に
口出しするのは、想像がつか
ないです。（40代女性）

子育てにおける
ジェンダーを考えてみて

子育てとジェンダーに関して、
男性がどう考えるのか興味が
ある。（40代女性）

今までジェンダーについて考
えたことがなく、自分自身が偏
見を持っていたことに驚いた。
気付きがあっても長年の思考
回路を変えるのは難しく「意
識」しながら発言や言動に注
意しようと思った。（30代女性）

無意識のうちに先入観がある
ことが実感できた。

（40代男性）

多くの子育て世代が、性別に関係なく子どもの
個性を尊重したいと考えていることが見てとれた。
その一方で「ジェンダーバイアス」と呼ばれる「男
だから」「女だから」という先入観も残っていると
感じた。
では、令和を生きる子どもたちのために、大人

はどんなことができるだろうか。子どもの話を聞き、
思いを受けとめることはもちろん大事だ。立場や考
え方の異なる人の話を聞くことで、自分の中のジェ
ンダーバイアスに気づくきっかけにもなるだろう。
令和になり、世の中の流れはジェンダー平等の
価値観へと変わっている。ジェンダー意識を子ども
に押し付けることなく、親子で話し合うことが子ども
の人生の選択肢を増やし、自分らしく活躍できる
社会の土壌づくりにつながるのではないだろうか。

あつまった声から
編集員が考えたこと
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ね
っ
と
わ
ぁ
く
編
集
員
（
以
下
ね
っ
と
）：

子
ど
も
へ
の
声
か
け
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点

か
ら
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
？
（
例
：「
男
の
子
／
女
の
子
な
ん
だ

か
ら
〇
〇
」
を
言
わ
な
い
等
）

渡
邊
：
昔
は
「
男
の
子
な
ん
だ
か
ら
泣
か

な
い
よ
」
や
「
女
の
子
な
ん
だ
か
ら
優
し

く
ね
」
と
い
っ
た
声
か
け
は
あ
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
今
は
自
然
と
そ

の
よ
う
な
声
か
け
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

10
～
15
年
く
ら
い
前
か
ら
か
な
。

杉
山
：
男
女
で
声
か
け
の
内
容
が
変
わ
る

と
い
う
意
識
が
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
で
す
。

教
員
に
な
っ
て
か
ら
一
度
も
、
子
ど
も
に
そ

の
よ
う
な
声
か
け
を
し
た
こ
と
は
な
い
よ

う
に
思
い
ま
す
。

石
川
：
男
女
で
声
か
け
の
内
容
が
変
わ
る

の
は
、
ト
イ
レ
指
導
の
時
く
ら
い
で
す
。

ね
っ
と
：
で
は
、
子
ど
も
同
士
の
会
話
の

中
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
を
感
じ
た

時
、
先
生
が
声
を
か
け
る
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
？

石
川
：
そ
も
そ
も
、
そ
う
い
う
場
面
が
あ

ま
り
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
は
、「
子

ど
も
の
好
き
な
も
の
に
は
、
自
分
も
全
力

声
か
け
は
男
女
で
か
わ
る
？

「ジェンダー平等」の実現を妨げている要因のひとつに、ジェンダーバイアス※がある。では、人はいつからジェ
ンダーバイアスを形成するようになるのか。そんな疑問から、人格形成の基礎を培う幼児期に注目した。先入観
や固定観念のない幼児期に、周囲の大人がジェンダーバイアスを押し付けてしまうと、子どもたちはそれを自然
に受け入れてしまう恐れがあるのではと考えたからだ。
幼児教育の場は、大きく分けて「家庭」「地域社会」「幼稚園等施設」の３つと考えられている。今回は、「幼稚
園等施設」にスポットを当て、静岡市葵区にある「常葉大学附属たちばな幼稚園」の先生方に話を聞いた。
近年の幼児教育はどのように変化しているのだろうか。
※「男はこうあるべき」「女はこうあるべき」などの無意識の思い込み

松
まつうら

浦秩
ち

保
ほ

子
こ

園長 渡
わたなべ

邊知
ち

佐
さ

先生 杉
すぎやま

山典
のりさと

郷先生石
いしかわ

川美
み

波
なみ

先生

幼児教育幼児教育幼児教育イマドキ幼児教育イマドキ
―「その子らしさ」が尊重される時代へ―
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で
乗
っ
か
り
た
い
」
と
考
え
て
い
る
の
で
、

も
し
、
男
の
子
が
か
わ
い
い
も
の
が
好
き

だ
っ
た
と
し
た
ら
「
い
い
ね
！
先
生
も
好

き
だ
よ
！
」
と
声
か
け
す
る
と
思
い
ま
す
。

杉
山
：「
ピ
ン
ク
は
女
の
子
の
色
だ
よ
」

の
よ
う
な
発
言
時
に
は
、「
先
生
も
男
だ

け
ど
ピ
ン
ク
好
き
だ
よ
！
」
と
言
っ
た
り

し
て
い
ま
す
。

渡
邊
：
私
も
同
じ
よ
う
な
フ
ォ
ロ
ー
を
し

て
い
ま
す
。「
先
生
も
〇
〇
好
き
！
好
き

な
も
の
は
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
よ
ね
」
っ
て
。

園
長
：
ど
の
子
の
意
見
も
否
定
す
る
こ
と

な
く
、
寄
り
添
う
声
か
け
が
大
事
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

ね
っ
と
：
保
育
中
に
子
ど
も
を
男
女
で
分

け
る
シ
ー
ン
は
あ
り
ま
す
か
？

杉
山
：
ク
ラ
ス
で
並
ぶ
時
は
、
男
女
別
で

二
列
に
並
ば
せ
て
い
ま
す
。

園
長
：
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
よ
く
考
え
た

ら
男
女
別
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
か
な
。

渡
邊
：
人
数
を
把
握
し
や
す
く
す
る
た
め

に
や
っ
て
い
ま
す
。
避
難
訓
練
の
時
な
ど

は
、
誰
が
い
な
い
か
分
か
り
や
す
い
の
で
。

園
長
：
こ
ち
ら
の
便
宜
上
の
問
題
な
の
で
、

必
ず
し
も
男
女
別
で
並
ぶ
必
要
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。今
後
、検
討
し
て
み
た
い
で
す
。

ね
っ
と
：
数
年
前
、
運
動
会
の
玉
入
れ
が
、

男
女
別
で
し
た
。
そ
の
時
は
、
男
児
が
青

色
で
女
児
が
赤
色
の
玉
で
し
た
。

園
長
：
そ
う
だ
っ
た
？　

気
が
付
か
な

か
っ
た
。

渡
邊
：
あ
ま
り
深
く
考
え
て
い
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。

園
長
：
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
を
、

そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

杉
山
：
ク
ラ
ス
を
半
分
に
分
け
る
た
め
に
、

単
純
に
男
女
で
分
け
て
し
ま
っ
た
の
か
な
。

今
後
は
チ
ー
ム
を
決
め
て
、
チ
ー
ム
分
け

に
し
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

ね
っ
と
：
先
生
方
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
教
育
に

つ
い
て
学
ん
だ
り
、
研
修
を
受
け
る
機
会

は
あ
り
ま
す
か
？

園
長
：
今
の
と
こ
ろ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
教
育

に
特
化
し
た
研
修
は
あ
り
ま
せ
ん
。
分
科

会
に
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
テ
ー
マ
に
し
た
も

の
は
な
い
で
す
。

ね
っ
と
：
で
は
、
先
生
方
の
意
識
の
ア
ッ

プ
デ
ー
ト
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
？

園
長
：
保
育
雑
誌
や
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
の

メ
デ
ィ
ア
で
目
に
し
た
情
報
を
、
教
員
同

士
の
雑
談
の
中
で
共
有
す
る
こ
と
が
多
い

で
す
。「
私
た
ち
も
、
も
っ
と
意
識
を
高

め
な
い
と
ね
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

ね
っ
と
：
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
意
識
は
、

ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
と
若
い
先
生
の
間
に
差

は
あ
り
ま
す
か
？

園
長
：
あ
る
程
度
、
意
識
は
共
有
で
き

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
し
、
差
を

感
じ
る
よ
う
な
場
面
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
る

土
壌
は
あ
り
ま
す
。

園
長
：
当
園
で
一
番
大
事
に
し
て
い
る
こ

と
は
、
ど
の
子
も
「
そ
の
子
ら
し
く
」
と

い
う
こ
と
。
そ
の
象
徴
と
し
て
、
当
園
で

は
制
服
が
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
が
、

好
き
な
も
の
、
好
き
な
色
の
服
を
身
に
着

け
て
登
園
し
ま
す
。
そ
こ
に
子
ど
も
の
個

性
が
出
る
の
で
、
私
た
ち
も
、
そ
れ
を
見

る
の
が
と
て
も
楽
し
い
ん
で
す
。
こ
れ
か
ら

も
、
子
ど
も
た
ち
が
好
き
な
も
の
を
好
き

と
言
え
る
環
境
、
ま
た
、
子
ど
も
同
士
が
、

お
互
い
の
好
き
な
も
の
を
認
め
合
え
る
環

境
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。

　

今
回
の
取
材
を
通
し
て
、
改
め
て
気
づ

か
さ
れ
た
部
分
も
あ
り
ま
し
た
。
今
後
、

時
代
に
合
わ
せ
て
、
も
っ
と
勉
強
が
必
要

だ
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

あ
と
が
き

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
幼
稚
園
は
、

家
庭
か
ら
離
れ
て
初
め
て
足
を
踏
み
入

れ
る
社
会
と
も
い
え
る
。
多
様
な
価
値

観
に
触
れ
、
生
活
や
遊
び
な
ど
の
体
験

を
通
し
て
、
社
会
性
を
育
み
、
そ
の
後

の
人
格
形
成
の
基
礎
を
築
い
て
い
く
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
回
、
先
生
方
か
ら
話
を
聞
い
て
、

一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
大
事
に
す
る
こ

と
、
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
姿
勢
で
い

る
こ
と
が
、
結
果
的
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に

と
ら
わ
れ
な
い
教
育
に
つ
な
が
っ
て
い
る

と
感
じ
た
。
私
た
ち
の
子
ど
も
時
代
の

よ
う
な
、
画
一
的
な
教
育
で
は
な
く
な

り
つ
つ
あ
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
を
次
世
代
に
引

き
継
が
な
い
た
め
に
も
、
幼
児
期
の
子

ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
と
て
も

重
要
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、
今
を
生
き

る
私
た
ち
大
人
が
、
も
っ
と
柔
軟
に
、

視
野
を
広
げ
て
、「
そ
の
人
ら
し
さ
」

を
尊
重
し
た
社
会
を
作
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る

意
識
の
共
有

ど
の
子
も「
そ
の
子
ら
し
く
」

4


