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GGI ジェンダー・ギャップ指数
世界経済フォーラムが、経済、教育、保健、政治の分野毎に
各使⽤データをウェイト付けしてジェンダー・ギャップ指数を算出。

0が完全不平等、1が完全平等を表している。

日本の順位：116位／146か国
（2022.7.13発表）

男女共同参画に関する日本の現状



内閣府男女共同参画局『女性活躍・男女共同参画の現状と課題』令和4年12月より



日本の取り組みをふりかえる

男女雇用機会均等法 １９８６年施行
労働者が性別により差別されることなく、女性労働者にあっては母性
を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにする

男女共同参画社会基本法 １９９９年施行
男女が互いにその人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる

男女共同参画社会の実現をめざす

女性活躍推進法 ２０１６年施行 ２０１９年２０２２年改正
自らの意思で働くことを希望する女性が自身の個性・能力を

十分に発揮できる社会の実現を目指す



男女雇用機会均等法

男女共同参画社会基本法

女性活躍推進法

憲法憲法
憲法１４条

すべて国民は、法の下に平等
であって、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関
係において、差別されない。



基本原則
女性に対する採用や昇進の機会を積極的に提供する
職業生活と家庭生活を両立させるために必要な環境を整備する
職業生活と家庭生活の両立は本人の意思を尊重する

企業が行うべき取り組み
１，女性の活躍に関する状況把握と課題分析
① 採用者（労働者）に占める女性の割合
② 男女の平均継続勤務年数の差異
③ 月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
④ 管理職に占める女性の割合
２，行動計画の策定・社内周知・公表
３，行動計画を策定した旨の届出
４，取組の実施と効果の測定

女性活躍推進法



内閣府男女共同参画局『女性活躍・男女共同参画の現状と課題』令和4年12月より

上級管理職 経営トップ層における「ガラスの天井」



大学の現状と取り組み

『国立大学における男女共同参画推進について
－アクションプラン（2021 年度～2025 年度）－』
国立大学協会 教育・研究委員会 令和 3 年１月 14日

2011 「アクションプラン－」国立大学の女性教員比率を 20％以上に。

2020 年 5 月 1 日現在、 国立大学全体の女性教員比率は 17.7％
女性教員比率はここ数年で毎年お よそ 0.5 ㌽ずつ着実に増加。

2020 年 5 月 1 日現在、女性教員比率が 20％以上の国立大学は 33 
大学となり、2005 年 5 月 1 日当時の 3 大学から増加している。



私立大学（慶應義塾）
２０２３年大学ランキング（朝日新聞版）女性教員数私立大学１位
専任教員に占める女性の割合２０．０％
理事会（２０２２年）女性理事８名２２％

福澤諭吉の教え
1870（明治３）年「中津留別之書」
「人倫の大本は夫婦なり」「夫婦に軽重の別なし」
1899（明治32）年「新女大学」
子どもの父たる者は妻の妊娠出産の苦労を分かち、
養育に協力するべきで、他人の目を気にして協力できない男性は
「勇気なきばかもの」である。
１８８５年「日本婦人論」
日本は「男女共有寄合の国」、女子が男子に頼らず、責任と資産を
持ち独立しなければ、国力は半減する。



「国立大学における男女共同参画推進について
－アクションプラン（2021 年度～2025 年度）－」国立大学協会令和3年1月より



全国ダイバーシティネットワークホームページ：「【2019年２月～６月実施 】全国大学・研究機関にお
ける男女共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアンケート調査の集計･分析結果」より引用



どうするか

実は女性活躍推進のプランは
早くからあった



数値目標を定めること ポジティブ・アクションには反対もある

女性運動を声高にやる人は嫌いです。男女の別に関係なく、人間は能力で決まる。
（マーガレット・サッチャー）

(光文社『女性自身』2021/06/09 サッチャー氏 死してなお世論を二分した「鉄の女の言葉」より)



時代の変化で

追い風が吹いてきた



内閣府男女共同参画局『女性活躍・男女共同参画の現状と課題』令和4年12月より



第16回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）調査概要２０２２年９月

• 男性、女性の役割について行動、意識ともに大きく変化し、

男女のあり方における違い（働き方や家事・育児）が縮小に向かった。

• 結婚、出産後も仕事を中断しない女性が増え、育児休業を取得した夫、

日常的に家事を行う夫が増えた。

• 未婚男女ともに、仕事と子育てを両立させる生き方を理想とする割合が

初めて最多となった。

• 妻となる結婚相手に経済力を求める男性や、

夫になる相手に家事・育児の能力や姿勢、容姿を求める女性が増えるなど、

行動、態度の両面で男女差が縮小している。

男女の役割についての行動・意識の変化



国際女性会議WAW！2022年12月
テーマ 「新しい資本主義に向けたジェンダー主流化」
５つの柱
新しい資本主義と女性
女性の平和・安全保障への参画
意思決定プロセスへの女性の参画
男性の関心・関与の拡大
女性の尊厳と誇りを守る社会の実現

岸田首相挨拶
女性の経済的自立のため、すべての分野で女性の視点を
取り入れた政策づくりを進める。
ジェンダー平等の推進により多くの男性を関与させるよう主導
していくとともに、 誰しもが生きがいを感じられる社会の実現
のための重要な契機になってほしい。

（日本経済新聞２０２３年１月１１日朝刊より）



追い風が吹く一方で

現場では女性が昇進を躊躇する傾向もある。

その要因は何か？

要因を取り除くにはどうすればよいか



管理職に「興味がない」、「どちらかと言えば興味がない」と回答した方に伺います。理由は何ですか？
（複数回答可）

エン・ジャパン株式会社のNETサービス上のユーザーアンケート「管理職への志望度」結果
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2018/15683.html 2018・12・10

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/enjapanhp/wp-content/uploads/20181210101547/20181210_%E3%82%A8%E3%83%B3%E8%BB%A2%E8%81%B7%EF%BC%88%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B74.png
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2018/15683.html


出産・育児を契機に家庭との両立はしやすいが、昇進・昇格か
ら遠のくキャリアコースに移る「マミートラック」の存在。

年功序列長期間勤務が昇進につながる職場では女性は不利。

労働時間が伸びるほど時間あたり賃金が上がる長時間労働
賃金プレミアムが存在するところでは相対的に長時間労働が
できない女性は賃金の面でも評価の面でも不利になる。

仕事量が多く長時間労働を余儀なくされている女性上司の
姿を見ると昇進を躊躇するようになる。



長時間労働や柔軟性の低い働き方の仕組みを変え
ワークライフ・バランスを重視する若い世代のニーズに
応える

少子高齢化する社会で才能をフル活用するためには
多様性（ Diversity）と包摂性（Inclusion）の

向上が必要

キャリアの節目で男女のスタートラインを同じくするため
に合理的なポジティブアクションが必要

女性へのエンパワーメントが必要



意志決定機関において女性一人では力を発揮できない。

議論の場では多様な発想がイノベーションを生むので
男性と異なる女性の視点は重要だが一人では異端視され
てしまう。

意志決定機関内で仲間が必要であり、女性同士も切磋琢磨
して成長できる。

2人は過度に同調するか反目に陥る可能性があり、3人が
望ましい。

活躍する多様な女性の姿が部下へのロールモデルになる。



30% Clubは2010年に英国で創設された、企業の持続的成長のために、取締役会など
企業の意思決定機関おける健全なジェンダーバランスを実現することを目的とした世界的
なキャンペーン

2019年30% Club Japan 設立
企業のトップのみがメンバーになることが可能。
必要な権限を持つ 企業トップが自らコミットメントを示す。
2030年までに役員に占める女性割合を30％にすることをめざす。
ジェンダーダイバーシティは、企業が対応しなくてはならない、 喫緊の「ビジネス課題」で
あるというメッセージを繰り返し伝える。
経営者ネットワークを通して、30% Club Japanの趣旨を他社のトップと 共有し、
メンバーになるよう働きかける。

初代代表只松美智子(デロイトートーマツコンサルティング） 第2代代表魚住雅彦（資生堂）

2021年の取締役会の女性比率は、上場企業全体では7.3％、TOPIX100社では15.３％
となったが、「TOPIX社長会」参加企業では21.6％

30% Club Japan の設立



2020年12月
30% Club Japan 「大学ワーキンググループ」設置

Chair： 坂東 眞理子 昭和女子大学 理事長・総長

北海道国立大学機構アドバイザー

メンバー：
牛木 辰男 国立大学法人新潟大学 学長
五神 真 国立大学法人東京大学 総長
高橋 裕子 津田塾大学 学長
西尾 章治郎 国立大学法人大阪大学 総長
長谷山 彰 慶應義塾 塾長



なぜ30％か？

30％は『クリティカルマス』
マイノリティが集団の中で影響力を発揮するには10％や20％では
不十分で、35％以上を占めると影響力を発揮する。

（ハーバード大学のロザベス・モス・カンター教授の研究）

企業において意思決定機関の多様性が、 何故重要なのか？

• リスクマネジメント・ コーポーレートガバナンスの向上
“Group think”（集団浅慮）の回避、より効率的な議論、不祥事の削減

• 効率的なタレントプールの活用・ イノベーションの創造
社内の優秀な人材をフル活用、リテンション強化、インクルーシブなチームによる
イノベーション創造

• 財務パフォーマンスの向上
ROE（株主資本利益率）向上、中長期的株価パフォーマンスの向上、金融危機の際の

「保険効果」

• ブランド強化
売上貢献、採用強化

（30％club Japan HPより）



アンゲラ・メルケル首相の発言（抄）
（『三田評論』2019年6月号「メルケル首相、塾生と語る」
同年2月慶應義塾大学における学生との対話集会の記録より）

女性の場合、チャンスがあるのに、「私にできるだろうか」などと考えがちで手を伸ばそうとしない。

一方、多くの男性は、自分にできるかどうかに拘らずとりあえずやってみるというのもその１つで、

本当にできるかどうかは、まあ結果を見ればわかるわけです（笑）。私は、女性も選択肢があったら、

とりあえずやってみたらいいと思います。指導的立場への女性の進出を含め、男女の平等が実現す

るには家庭内の役割分担を改善しなければなりません。社会のメカニズムにも変化が必要でしょう。

仕事のキャリアについても同じです。フレキシブルなしくみをつくり、女性が仕事と家庭の両立を図

れるよう、そして男性にとってもそうなるようにしていかなければならないわけで、その上で、女性た

ちには自信をもってチャンスをつかんでいってもらいたいと思います。

私は、何かに取り組んでみてその後どうにもならなくなった、という女性に出会ったことはほとんど

ありません。そもそも女性を探さないことが多いのが問題で、探せばどこにでも優秀な女性はいるも

のです。



おわりに

目標は？

女性首相 女性知事 女性議員
女性教授 女性社長 etc.

「女性」という冠がなくなる時代


