
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
っ
て
？

　
毎
日
の
生
活
の
中
で
、
男
性
の
役
割
、
女

性
の
役
割
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
窮
屈
に
感

じ
た
り
、
ど
う
し
て
だ
ろ
う
と
思
っ
た
り
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
性
別
で
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
一

人
一
人
が
持
っ
て
い
る
能
力
を
発
揮
で
き
な

か
っ
た
り
、
可
能
性
が
狭
め
ら
れ
た
り
な
ど
、

人
権
が
尊
重
さ
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
が
起
き

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
一
人
一
人
の
経
済
的
な
自
立
と
幸
せ
の
追

求
、
そ
し
て
、
持
続
可
能
な
誰
一
人
取
り
残

さ
な
い
社
会
づ
く
り
の
た
め
に
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
基
づ
く
無
意
識
の
偏
見
や
、
固
定
的

な
性
別
役
割
分
担
意
識
を
解
消
し
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
を
推
進
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
大

切
な
こ
と
で
す
。

意
識
は
変
わ
っ
て
き
て
い
る
け
れ
ど
…

　
鹿
児
島
県
が
実
施
し
た
最
新
の
県
民
意
識

調
査
で
は
、
男
女
共
に
固
定
的
な
性
別
役
割

分
担
に
対
す
る
意
識
の
変
化
が
見
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
、
家
庭
に
お
け
る
実
際
の
役
割

分
担
に
つ
い
て
は
、
家
事
、
育
児
、
看
護
・

介
護
な
ど
の
ケ
ア
役
割
は
、
依
然
と
し
て
妻

に
偏
っ
て
い
る
現
状
が
あ
り
、「
意
識
」と「
現

状
」に
差
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
国
の
調
査
か
ら
教
育
の
分
野
で
の

デ
ー
タ
で
は
、
女
性
の
大
学
や
大
学
院
へ
の

進
学
率
は
上
昇
し
て
い
ま
す
が
、
男
性
の
進

学
率
と
比
べ
る
と
依
然
と
し
て
低
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、「
理
系
の
分
野
は
男
性
に
向
い

て
い
る
」「
女
性
だ
か
ら
学
歴
は
必
要
な
い
」

な
ど
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
思
い
込
み
か
ら
、

平
等
な
学
習
機
会
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
そ
の
子
ら
し
さ
」を

基
準
に
す
る
こ
と
で
、
多
様
な
選
択
が
で
き
、

将
来
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
す
。

　
幼
い
頃
か
ら
、
男
ら
し
く
・
女
ら
し
く
と

い
つ
の
間
に
か
刷
り
込
ま
れ
、
自
分
自
身
に

対
し
て
性
別
に
よ
っ
て「
ね
ば
な
ら
な
い
」と

強
く
思
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
性
別
に
よ
る
思
い
込
み
で「
こ
う
あ
る
べ

き
」と
、
自
分
の
気
持
ち
を
押
し
込
め
て
い

た
り
、
そ
の
こ
と
で
周
り
に
も
押
し
付
け
て

い
た
り
し
な
い
か
を
考
え
、
自
分
自
身
の
考

え
方
や
行
動
に
気
付
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

女
性
活
躍
推
進
は
　
　
　
　
　
　
　
　

働
く
場
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進

　
単
独
世
帯
と
ひ
と
り
親
世
帯
が
全
体
の
世

帯
数
の
約
半
数
を
占
め
、
共
働
き
世
帯
が
専

業
主
婦
世
帯
の
３
倍
近
く
と
な
っ
て
い
ま
す
。

家
族
の
形
や
、
価
値
観
も
多
様
化
し
、
人
口

減
少
が
加
速
化
し
て
い
る
社
会
の
中
で
、
女

性
活
躍
推
進
は
、
単
に
女
性
管
理
職
を
増
や

せ
ば
い
い
と
い
う
だ
け
の
話
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
働
き
た
い
と
希
望
す
る
人
が
性
別
を
問

わ
ず
誰
で
も
働
け
る
社
会
を
目
指
す
も
の
で

す
。

　
こ
れ
ま
で
の「
男
性
は
仕
事
、
女
性
は
家

庭
」と
い
う
固
定
的
性
別
役
割
分
担
に
よ
る

男
性
中
心
を
前
提
と
し
た
労
働
慣
行
で
は
、

女
性
が
も
っ
と
活
躍
し
た
い
と
望
ん
で
も
、

家
事
や
育
児
の
負
担
が
女
性
に
偏
り
、
能
力

を
生
か
せ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
上
司
の
無
意
識

の
思
い
込
み
に
よ
り
、
子
育
て
中
の
女
性
へ

の
配
慮
が
、
本
人
の
意
に
反
し
て
、
意
欲
・

能
力
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
、
企

業
に
と
っ
て
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
よ
う

な
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　  　
ま
た
、
出
産
を
き
っ
か
け
に
女
性
が
働
き

方
を
変
え
る
、
も
し
く
は
、
一
度
退
職
し
、

子
ど
も
が
大
き
く
な
っ
た
ら
非
正
規
雇
用
労

働
者
と
し
て
、
再
就
職
す
る
場
合
が
多
い
現

状
も
あ
り
ま
す
。

自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
社
会
を
目
指
し
て

～
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進
～

問
合
先
／
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課

　
　
　
　
生
涯
学
習
・
ひ
と
み
ら
い
政
策
Ｇ

　
　
　
　（
内
線
４
７
４
１
）
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大学（学部）の学生に占める女性の割合
■ 女性　■ 男性

（出典）文部科学省「令和４年度学校基本統計」

大学（学部）専攻の男女比では、理学や工学の分野で女性の比率が
少なく保健の分野で多いなど、男女の偏りが見られます。

0 20 40 60 80 100（%）
その他等
教育

保健（看護学等）
保健（医歯薬学等）

農学
工学
理学

社会科学
人文科学 64.6％

36.2％

27.8％

15.8％

45.5％

49.3％

73.2％

59.2％

60.2％ 39.8％

40.8％

26.8％

50.7％

54.5％

84.2％

63.8％

72.2％

35.4％

女性の年齢階級別正規雇用比率（令和４（2022）年）

（出典）令和５年度版男女共同参画白書

女性の正規雇用比率は、25～ 29歳の約 60％をピークに年齢と
ともに下がる「Ｌ字カーブ」を描いています。
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2.0

多
様
な
人
材
が
働
き
や
す
い
職
場
？

　
国
の
調
査
結
果
か
ら
、
男
女
共
に
、
女
性

に
家
事
・
育
児
な
ど
が
集
中
し
て
い
る
こ
と

が
、
職
業
生
活
に
お
い
て
女
性
の
活
躍
が
進

ま
な
い
理
由
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

  

　
近
年「
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
実
現

で
き
る
か
」な
ど
の
働
き
方
は
、
若
い
世
代

が
企
業
を
選
択
す
る
際
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
性
別
だ
け
で
な
く
、
時
間
や
健
康
面
に
制

約
が
あ
る
人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
両
立
が
可
能

に
な
る
と
、
企
業
に
と
っ
て
も
多
様
な
人
材

を
確
保
で
き
、
そ
の
多
様
な
能
力
を
最
大
限

に
発
揮
で
き
る
こ
と
で
、
個
人
の
幸
せ
と 

 

企
業
成
長
を
共
に
実
現
し
て
い
く
原
動
力
と

な
り
ま
す
。

　
家
庭
で
も
仕
事
で
も
、
結
婚
し
て
い
て
も

し
て
い
な
く
て
も
、
子
ど
も
の
い
る
人
も
い

な
い
人
も
、
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
誰
で
も
、

自
分
が
望
む
生
き
方
が
で
き
る
社
会
の
実
現

の
た
め
に
、
女
性
活
躍
推
進
を
女
性
だ
け
の

問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
み
ん
な
で
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣
し
ま
す
　
　
　

働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
に
向
け
て

　
女
性
活
躍
推
進
っ
て「
何
か
ら
始
め
た
ら

い
い
の
だ
ろ
う
」「
取
り
組
み
た
い
け
ど
現
状

で
は
難
し
い
…
」と
考
え
て
い
る
企
業
な
ど
の

皆
さ
ん
、
一
度
、
現
状
を
お
伺
い
す
る
専
門

家
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
か
ら
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
市
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

に
よ
る
助
言
や
研
修
に
よ
り
、
多
様
な
働
き

方
を
可
能
と
し
、
働
き
が
い
か
ら
業
務
効
率

化
を
図
れ
る
職
場
づ

く
り
の
第
一
歩
と
し

て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　
Ｓ
Ｓ
プ
ラ
ザ
せ
ん
だ
い（
平
佐
一
丁
目
）

１
階
に
あ
る
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
で
は
、

女
性
相
談
窓
口
や
、
男
女
共
同
参
画
に
関
す

る
情
報
提
供
、
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
生
理
用
品
の

無
償
提
供
を
し
、
一
人
で
悩
み
、
相
談
で
き

な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
ご
相
談
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進
に
関
す
る
出
前
講

座
の
活
用
や
、
ひ
と
み
ら
い
セ
ミ
ナ
ー
な
ど

へ
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲�アドバイザー
　派遣事業
　市ホーム
　ページ

▲�女性のた
めの相談
窓口
　市ホーム
　ページ

▲�男女共同
参画講座
　市ホーム
　ページ
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■ そう思う　■ どちらかといえばそう思う　■ どちらかといえばそうは思わない　■ そうは思わない　■ 無回答 （出典）令和５年度男女共同参画白書

女性の８割以上、男性の７～８割が、女性に家事・育児などが集中していることが、職業生活において女性の活躍が
進まない理由として考えています。

職業生活において女性の活躍が進まない要因
＜育児や介護、家事などに女性の方がより多くの時間を費やしていること＞

女性 男性

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70 歳以上

0 20 40 60 80 100（%） 0 20 40 60 80 100（%）

50.3 35.4 41.740.7

41.7 33.3 42.446.9

38.7 36.0 35.546.1

40.0 31.4 44.749.1

38.0 39.1 42.652.2

37.0 37.3 45.951.7

この仕事を長く続けたいと思っている・いた 昇進できると思っている・いた

　仕
事
で
の
昇
進
な
ど
に
つ
い
て
、
20
代
時
点

で
の
考
え
方
を
見
て
み
る
と
、
３
つ
の
項
目
共

に
男
性
は
、
年
代
の
差
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

女
性
は
、
若
い
年
代
ほ
ど
、
長
く
続
け
た
い
、

昇
進
で
き
る
、
管
理
職
に
つ
き
た
い
と
思
う
女

性
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　し
か
し
、
現
状
で
は
、
女
性
の
正
規
雇
用
比

率
は
、
前
述
の
と
お
り
出
産
後
に
低
下
す
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

20代女性（n=1,532）

30代女性（n=1,811）

40代女性（n=2,393）

50代女性（n=2,205）

60代女性（n=2,140）

20代男性（n=1,545）

30代男性（n=1,809）

40代男性（n=2,389）

50代男性（n=2,159）

60代男性（n=2,017）

0 10 20 30 40 50 60 70
（%）
80 0 10 20 30 40 50 60 70

（%）
80

■ 当てはまる　■ どちらかといえば当てはまる

仕
事
の
継
続
希
望
、
昇
進
希
望（
20
代
時
点
で
の
考
え
方
）

いずれは管理職につきたいと思っている・いた

20代女性（n=1,532）

30代女性（n=1,811）

40代女性（n=2,393）

50代女性（n=2,205）

60代女性（n=2,140）

20代男性（n=1,545）

30代男性（n=1,809）

40代男性（n=2,389）

50代男性（n=2,159）

60代男性（n=2,017）

0 10 20 30 40 50 60 70
（%）
80

12.7 9.8 29.537.3

15.2 9.8 25.133.6 

14.8 7.4 20.133.4

16.7 6.1 16.229.8

16.7 5.226.0 14.5

15.9 16.3 35.339.2

17.5 16.9 35.240.2

19.5 15.7 35.141.3

23.6 18.2 32.741.1

32.2

6.3

4.6

3.9 9.6

3.0 7.9

31.3

13.2 29.3

12.9 28.5

15.4 27.4

22.6 25.1

13.0

16.2

22.6

25.6 26.837.6

6.0

13.6


