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●
教
育
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

課
題
―
量
的
格
差
を
超
え
て
―

二
〇
一
五
年
を
目
前
に
控
え
、
教
育

に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
へ
の
注

目
が
薄
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
国

連
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
（
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）

に
示
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
関
す

る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
、
少
な
く
と
も
初
等

教
育
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
達
成
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
就
学
者

数
の
男
女
差
（
男
性
を
一
と
し
た
場
合

の
女
性
の
値
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
パ
リ
テ
ィ

指
数
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
）
と
し
て
算
出
す
る
も

の
）
を
み
る
と
、
二
〇
一
〇
時
点
で
、

す
べ
て
の
地
域
に
お
い
て
そ
の
数
値
は

〇
・
九
を
上
回
っ
て
お
り
、
就
学
者
数

に
お
い
て
は
ほ
ぼ
男
女
同
数
と
な
っ
て

い
る
（
参
考
文
献
①
）。
中
等
教
育
に

お
い
て
は
、
特
に
南
西
ア
ジ
ア
と
サ
ブ

サ
ハ
ラ
ア
フ
リ
カ
（
以
下
、ア
フ
リ
カ
）

に
お
い
て
Ｇ
Ｐ
Ｉ
は
下
が
り
、
ア
フ
リ

カ
で
は
〇
・
八
を
下
回
る
。
デ
ー
タ
の

あ
る
一
五
七
カ
国
中
、
二
〇
一
五
年
ま

で
に
就
学
者
数
に
お
け
る
男
女
平
等
が

達
成
さ
れ
る
見
込
み
の
な
い
国
は
、
初

等
レ
ベ
ル
で
一
四
カ
国
、
中
等
レ
ベ
ル

で
六
三
カ
国
と
さ
れ
て
い
る
（
参
考
文

献
①
）。

し
か
し
、
こ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
は
深

刻
な
問
題
が
あ
る
。
教
育
に
お
け
る

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
は
、
就
学
者
数
だ
け

で
測
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
表
１
に

示
す
と
お
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
存
在
す
る
。
Ｇ
Ｐ

Ｉ
は
こ
の
う
ち
の
教
育
を
受
け
る
権
利

の
一
部
を
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

学
校
に
行
け
た
と
し
て
も
、
学
習
す
る

過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
別

や
偏
見
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
継
続
的

な
就
学
を
妨
げ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
、
教
育
を
受
け
た
と
し
て
も
そ
の
結

果
、
個
人
の
人
生
の
選
択
肢
が
拡
大
し

な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
教
育
の
妥
当
性

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ラ
ブ
諸

国
な
ど
、
女
性
に
就
業
機
会
が
な
い
た

め
に
高
等
教
育
就
学
者
数
の
Ｇ
Ｐ
Ｉ
が

一
を
上
回
る
地
域
も
あ
る
。

Ｇ
Ｐ
Ｉ
は
就
学
者
数
の
男
女
比
を
測

定
す
る
た
め
、
学
習
の
継
続
や
質
に
焦

点
が
あ
た
ら
な
い
。
筆
者
ら
が
東

ア
フ
リ
カ
の
ウ
ガ
ン
ダ
を
対
象
に

行
っ
た
研
究
で
は
、
初
等
教
育
無

償
化
政
策
に
よ
り
最
も
就
学
者
数

を
伸
ば
し
た
の
は
貧
困
層
の
女
子

で
あ
っ
た
が
、
貧
困
や
兄
弟
の
多

さ
か
ら
、
女
子
は
初
等
教
育
を
継

続
し
修
了
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ

と
が
分
か
っ
た
（
参
考
文
献
②
）。

教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
一
時
点
の

就
学
と
捉
え
れ
ば
、
無
償
化
政
策

は
貧
困
層
女
子
に
初
等
教
育
へ
の

平
等
な
ア
ク
セ
ス
を
保
障
し
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
ア
ク
セ
ス
を
継

続
的
な
就
学
と
捉
え
た
場
合
、
必

ず
し
も
貧
困
層
女
子
が
平
等
な
ア

ク
セ
ス
を
保
障
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
を
目

標
達
成
の
指
標
と
し
て
掲
げ
る
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ

は
、
国
際
教
育
開
発
協
力
の
指
針
と
し

て
は
実
に
不
十
分
で
あ
る
。

●
ポ
ス
ト
二
〇
一
五
の
残
さ
れ
た

課
題
―
真
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

へ
の
取
り
組
み
の
た
め
の
視
角

ポ
ス
ト
二
〇
一
五
年
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
を

基
準
に
量
的
側
面
に
注
目
し
た
二
〇
〇

〇
年
代
か
ら
の
流
れ
を
変
え
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
に
つ
い
て
幅
広
い
側
面
に
取

り
組
む
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
紙
面

の
都
合
上
、
四
つ
の
鍵
と
な
る
視
角
を（出所）UNESCO（2005）. 'Scaling Up' Good Practices in Girls' Education. Paris: UNESCOより筆者作成。

権利の種類 内容 主要指標

教育を受ける権利

・機会の平等
・学校へのアクセスの平等な
機会

・無償教育
・安全な教育環境

・純・総入学率のGPI
・純・総就学率のGPI
・教師の男女比
・不就学の男女別理由

教育を受ける過程での
権利

・学習過程における平等
・偏見のない教授法、カリ
キュラム、教科書

・男女に偏見のないオリエン
テーションとカウンセリング
・学習成果における平等

・留年と中途退学における
GPI

・専攻分野別の男女の割合
・特定教科での成果
・生徒、教師、保護者の男女
に対する認識と態度

・中途退学の男女別理由

教育を受けた結果として
の権利

・就労機会と収入の平等
・女性の社会・政治活動への
参加

・卒業後、仕事を見つけるま
での期間

・男女の賃金の違い
・社会、経済、政治活動に参
加している女性の割合

表１　教育におけるジェンダーの視点からの権利
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量的格差是正からジェンダー平等へ

紹
介
し
た
い
（
詳
し
く
は
参
考
資
料
③

を
参
照
）。

第
一
に
、
家
庭
、
学
校
、
労
働
市
場
、

政
治
な
ど
社
会
全
体
の
仕
組
み
や
価
値

規
範
と
教
育
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
と
の
リ
ン
ク
を
よ
り
明
確
に
す
べ
き

で
あ
る
。
仮
に
就
学
率
や
識
字
率
に
お

け
る
男
女
間
格
差
が
是
正
さ
れ
た
と
し

て
も
、
教
育
の
過
程
や
結
果
に
お
い
て

差
別
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
学
習
の
継
続

や
個
々
人
の
自
己
実
現
に
は
つ
な
が
ら

な
い
。
ア
フ
リ
カ
、
南
ア
ジ
ア
、
ア
ラ

ブ
地
域
で
は
、
社
会
文
化
的
価
値
観
を

反
映
し
た
性
別
役
割
分
業
に
よ
る
学
習

機
会
の
男
女
間
格
差
が
著
し
い
。
東
ア

ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
で
は
女
性
が
高
い

就
学
率
を
誇
る
が
、
そ
れ
が
労
働
市
場

に
お
け
る
参
加
や
待
遇
の
改
善
に
つ
な

が
っ
て
い
な
い
。
教
師
の
態
度
や
発
言
、

学
校
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ル
や
役
割

分
担
な
ど
を「
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」

と
い
う
が
、
こ
の
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
に
こ
そ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
を
再

生
産
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
東
ア
フ
リ
カ
の
ウ
ガ
ン
ダ
で
は

授
業
中
に
教
師
が
女
子
に
掃
除
や
子
守

な
ど
を
い
い
つ
け
、
学
習
機
会
を
阻
害

し
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
教
育
政
策
が
、

現
状
肯
定
的
な
立
場
か
ら
量
的
側
面
に

お
け
る
男
女
間
格
差
の
是
正
の
み
に
終

始
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー

不
平
等
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
も
な
り

か
ね
な
い
。
教
員
養
成
課
程
に
お
け
る

研
修
の
充
実
、
労
働
市
場
へ
の
働
き
か

け
、
親
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
包
括
的
な
取
り

組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

第
二
に
、貧
困
、人
種
／
民
族
、カ
ー

ス
ト
な
ど
他
の
要
因
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と

の
関
連
に
留
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
教

育
を
受
け
る
機
会
の
格
差
は
、
富
裕
層

の
男
女
と
貧
困
層
の
男
女
で
大
き
く
異

な
る
。
近
年
で
は
、
ア
フ
リ
カ
で
も
都

市
部
の
貧
困
層
の
男
子
の
退
学
率
が
上

昇
す
る
な
ど
、
新
た
な
傾
向
が
み
ら
れ

る
。
ま
た
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
で
少

数
民
族
の
女
性
の
就
業
機
会
が
拡
大
し

安
定
し
た
収
入
が
得
ら
れ
る
一
方
で
、

彼
女
ら
が
家
庭
内
で
の
性
別
役
割
分
業

や
宗
教
的
価
値
観
と
の
狭
間
で
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
葛
藤
を
抱
え
る
こ
と
も

多
い
。
す
な
わ
ち
、
一
方
的
に
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
の
名
の
下
に
ひ
と
つ
の
教
育

体
系
を
普
及
す
る
の
で
は
な
く
、
各
社

会
的
文
脈
の
な
か
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が

他
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
平
等
要
因
と
、
そ

の
因
果
関
係
も
含
め
て
ど
の
よ
う
に
関

連
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
う

え
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
あ
り
方
を

慎
重
に
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
国
際
教
育
開
発
協
力
の
現

場
に
お
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
社
会
経

済
的
背
景
に
よ
る
違
い
を
常
に
分
析
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
デ
ー
タ
収
集

が
必
須
で
あ
る
。

第
三
に
、
不
平
等
を
生
成
す
る
社
会

構
造
、
制
度
・
政
策
的
な
側
面
に
留
意

す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
女
子
の

理
数
系
分
野
へ
の
低
い
進
学
率
や
高
等

教
育
の
内
容
の
差
異
化
は
、
そ
れ
自
体
、

自
主
的
な
選
択
や
性
別
に
よ
る
適
性
の

よ
う
に
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
そ
の
背
景

に
存
在
す
る
労
働
市
場
へ
の
参
入
機
会

の
格
差
、
専
門
分
野
を
介
し
た
賃
金
格

差
、
教
室
内
に
お
け
る
教
師
に
よ
る

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
い
た
偏
見
と
指
導

な
ど
、
組
織
的
・
構
造
的
な
側
面
と
関

連
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
教
育
の
結
果
を
個
人

の
努
力
の
差
の
帰
結
と
み
な
す
こ
と
は

避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に

お
い
て
、
あ
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
、
男
女
で
異
な
る
費
用
（
直
接
・
機

会
費
用
を
含
む
）
が
か
か
る
こ
と
を
念

頭
に
、
予
算
配
分
に
お
い
て
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
を
検
証
す
る
「
ジ
ェ

ン
ダ
ー
予
算
」
と
い
う
考
え
方
は
参

考
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
平
等

な
機
会
を
保
障
す
る
た
め
に
男
女
別
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
異
な
る
支
出
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、社
会
に
あ
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
格
差
に
対
応
し
、
公
正
性
を
確

保
し
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
で
あ
る
。

最
後
に
、国
境
を
越
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
や
試
み
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
が
著

し
い
一
国
内
で
は
創
出
で
き
な
い
選
択

肢
の
拡
大
を
男
女
に
与
え
る
可
能
性
が

あ
る
。
各
国
の
文
脈
の
な
か
で
は
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
に
配
慮
し
た
教
育
を
受
け

る
こ
と
が
困
難
で
も
、
海
外
で
の
留
学

や
就
業
の
機
会
が
開
か
れ
る
場
合
が
あ

る
。
例
え
ば
、
女
性
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

を
目
的
に
二
〇
〇
八
年
に
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
に
設
立
さ
れ
た
ア
ジ
ア
女
子
大
学

は
、
家
族
に
高
等
教
育
修
了
者
を
も
た

な
い
ア
ジ
ア
地
域
の
貧
困
層
の
女
性
に

対
し
て
奨
学
金
を
提
供
し
、
高
等
教
育

を
受
け
る
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。
国

境
を
越
え
た
女
性
リ
ー
ダ
ー
育
成
の
取

り
組
み
が
、
出
身
国
の
労
働
市
場
や
教

育
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
ど
の
程
度

貢
献
で
き
る
の
か
が
期
待
さ
れ
る
。

（
に
し
む
ら　

み
き
こ
／
国
際
基
督
教
大

学
教
養
学
部
上
級
准
教
授
）
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