
文部科学省 令和２年度

「次世代のライフプランニング教育推進事業」

教養教育（教職科目を含む）における

ライフプランニング教育プログラム開発

成 果 報 告 書

令和３年３月

国立大学法人 信州大学

全 学 教 育 機 構

教 職 支 援 セ ン タ ー



[目 次]

１．研究の目的 １

（１）研究の背景

（２）研究の目的

２．研究の概要 ２

（１）プログラム開発の対象 ２

（２）実施内容 ２

（３）研究の流れ ２

（４）実施体制 ３

３．研究内容 ４

（１）実施した授業実践事業 ４

ア 教養科目における授業実践 ４

① 教養科目「人生１００年時代のキャリアビジョン」 ４

② 教養科目「キャリア・デザイン入門」 ５

イ 教職科目における授業実践（ユニット活用例） ７

① 教職科目「進路指導・キャリア教育の理論と実践」 ７

② 教職科目「現代社会と教育問題」 ８

③ 教職科目「総合的な学習の時間の指導法」 ９

（２）実施した授業以外の事業 11

ア 無意識の偏見度チェックの実施 11

イ ジェンダーチェックの実施 12

ウ インタビュービデオの収録 13

エ キャリアデザイン入門に関連した講義ビデオの作成 17

オ ホームページの作成 20

４．事業の成果・効果 23

（１）成果物について 23

（２）成果と課題 24

（３）事業を普及するための方策 27

５．資料

学生の男女共同参画社会に関する意識調査の単純集計 28

ライフプランニングハンドブック 43



1

１.研究の目的

（１）研究の背景

次世代を担う若者が，固定的な性別役割分担意識にとらわれず，各人の能力や適性・ライフイ

ベント等を総合的に考え，主体的に多様な進路を選択することができる能力・態度を身に付ける

ことを目的とした男女共同参画意識の醸成を図るライフプランニング教育の充実が大学教育に求

められている。特に，現代社会がかかえる諸課題解決に向けて示された SDGs における「ジェン

ダー平等」と「働きがい」をどのように実現していくかは，学生のライフキャリア形成にとって

大きな課題であり，それを乗り越えるだけの資質と能力をいかに身につけさせるかが大学教育の

課題である。

しかし，大学教育においては，「男女共同参画意識の醸成」「生涯学習」「キャリア・アンカー」

の視点を重視した教育実践は未成熟の段階にあり，体系的な教育プログラムが積極的に展開され

ているとは言い難い状況にあり，男女共同参画社会実現に向けたライフプランニング教育プログ

ラムの開発が急務といえる。

（２）研究の目的

男女共同参画社会の実現の視点を踏まえながら，働くこと（仕事）にとどまらない，多様で重

層的なキャリア発達（学生自身の人生におけるライフイベントや職業生活，社会において果たす

役割等を含めたライフ・キャリアやワーク・キャリアなど）の在り方を展望する機会を充実させ

ていくためには，どのような教育内容を，どのように配列することが有効であるかの検討を行い，

「講義」・「体験活動」・「演習」の３つの取り組みが有機的に機能する教育プログラム（授業の

指導計画と教材）の開発を目的とした。
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２．研究の概要

（１）プログラム開発の対象

「教養教育科目」や「教職課程科目」におけるキャリア教育系の授業（１～４年）

（２）実施内容

ア．授業プログラムの開発

「キャリアデザイン入門」

イ．意識調査

・男女共同参画社会に関する意識調査

ウ．インタビュー・アーカイブの作成

エ．教材公開用ホームページの開設

（３）研究の流れ

ア．男女共同参画社会推進のための教育課題を探るための学生意識調査

イ．男女共同参画社会の実現に向けた諸課題を多角的に分析・考察するための講義，児童福祉

施設等での保育や教育等の実務体験活動，ゲストスピーカーによる多様な働き方などに係る

体験談から学ぶ演習の3つの要素を有機的に機能させる授業の指導計画と教材研究

ウ．体験談等のインタビュー・アーカイブの作成
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（４）実施体制

総合人間科学系長を実行委員長とする実行委員会の元に，教養教育を担当する「全学教育機構」，

教職教育を担当する「教職支援センター」，男女共同参画を全学的に推進する「男女共同参画推

進センター」が連携・協働し，教育プログラムを開発するワーキングチームを設置した。

※１

※１（実行委員）

高野嘉寿彦…信州大学総合人間科学系長・教授

中島 美帆…信州大学男女共同参画推進センター長・准教授

小山 茂喜…信州大学教職支援センター副センター長・教授

山田千代子… NPO 法人長野県 NPO センター・代表理事

城取 学 …（株）キッセイ・コムテック・常務取締役

中村 麻紀…（株）東日本旅客鉄道長野支社・佐久平駅長

薮塚 謙一…（株）長野朝日放送・常務取締役

※２（コーディネーター）

荒井英治郎…信州大学教職支援センター・准教授

※２
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３．研究内容

（１）実施した授業実践事業

ア．教養科目における授業実践

① 教養科目「人生１００年時代のキャリアビジョン」…非同期型on-lineによる授業

男女共同参画推進センターが中心になり授業設計を行い，学内の教員が中心になってダイバー

シティ，ジェンダー，男女共同参画，キャリア，ワークライフバランス等のテーマに沿ってオム

ニバス方式の講義を展開した。１年生を中心に 99 名が受講した。

【授業の達成目標】

ダイバーシティ＆インクルージョン（多様性と包摂）の理念について歴史的背景と現状を理解

するとともに，自身のキャリアビジョンを踏まえて，現代社会における問題点を分析・考察する

ことができる。

【授業のねらい】

今日の国際社会においてダイバーシティ＆インクルージョンは重要な概念であるが，日本では

これが十分理解され尊重されているとは言い難いことから，本授業では，これらの原因と問題点

を多角的に分析・考察し，性別や障害の有無などによる従来の固定概念にとらわれないこれから

の働き方・生き方・社会を考える。

[受講者の感想]

・実際に自分が受けたことのある差別，身近にある差別，

社会的に問題になっていることについて自分が特に気にな

っていることをたくさん知ることが出来ました。

・文系・理系とジェンダー 隠れたカリキュラムについて

今まで知らなかったけど，確かにこのようなことが生じて

いるなと実感させられた。

・障害があっても，前向きにやりたいことをやったり，行

きたい場所に行ったりしている姿が自分も真似したいと思

った。

・今までLGBTという言葉を聞いたことがなく，多くの問題

が生じていることを知ることができ，この問題に向き合っ

ていくべきだと思った。

・人生設計について 自分がどんな人生を歩みたいか改め

て考えるきっかけになった。

・男女の平等における隠れたカリキュラムが教育の場にあ

ることに非常に驚いた。



5

・料理をするのは女性が当たり前で，高校でも，お弁当を作るのがお父さん，という人は少なく，

暗黙の了解のように女性がするもの，となっていることについて考えることが新鮮で，新しい見

方ができるようになった。

・妊娠・出産を夫婦で乗り越えるというモデルケースを初めて見た。

② 教養科目「キャリア・デザイン入門」…非同期型on-lineによる授業

教職支援センターの教員が中心になりキャリア・アンカーの意識化をめざす授業を設計し，ゲ

ストスピーカーも活用しながら，ワーク・ライフシフト，SDGs,男女共同参画，主権者教育,金融

経済教育等に関わる講義を行った。1年生を中心に79名が受講した。

【授業の達成目標】

「キャリア」の概念に関する基礎的理解を深めるとともに，自分自身のキャリアの展望を描く

ことができる。

【授業のねらい】

本授業の目的は，現代日本を取り巻く労働環境や，学校から社会への移行をめぐる教育課題な

ど，「キャリア」をめぐる諸課題を網羅的に理解した上で，男女共同参画社会実現に向け，「ワ

ーク・キャリア」と「ライフ・キャリア」の双方を射程に含めた自分自身のキャリアを展望する。

[受講者の感想]

・日本がいかにジェンダーの格差に対して進んでいないかと

いう事が分かった。ジェンダーの格差はこのように潜在意識

の中に根深く残っているものであるということ改めて感じ

た。

・日本は他国と比べて女性の意見が通る場が少ないように思

う。男女共同参画は，私たちが目指す社会を実現するために

達成しなければいけない目標である。そのために男性女性関

係なく「自分らしい選択ができる」ことが重要になってくる。

・私たちは「女性」「若者」といった自分で作ってしまった

意識の壁を取り払って，自分の興味のある様々なことに挑戦

することが大事だと考える。私は仕事と私生活がつながった

ワークライフバランスを実現させ，よりクリエイティブな人

材になりたいと思う。

・自分は女子が生徒会長に就任したとき「女子の生徒会長は

珍しい」と周囲が話している場面に遭遇したことがあり，こ

の時も「女子生徒が会長になることはおかしい事なのか」と考えた。（略）もし本当に女性の地

位を向上させるためには，「女性と男性は平等である」と語るよりも「女性こそが優位である」

と発しなければならないのではないのかと自分は考えている。

・効率のよい仕事をして余った時間を家庭に費やす相乗効果を図ったものであることを初めて知

った。
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・女性の働き方について，「年月を経るごとにこう変わった」，「社会にどういう意識が芽生えた」

ということが紹介されましたが，私は「女性だから家庭にいなければならない」でも「女性の地

位向上のために職場にい続けなければならない」でもなく，「何にもとらわれずに思ったように

働きたい」を叶えられるのが一番良いのではないかと思いました。

・もっと選挙の大切さ，自分が投票する意味を学校や各家庭で教育しなければ自分は投票しなく

てもいいやと考える人が多くなるばかりであると思う。今の若者が積極的に社会にでなければ，

男女共同参画社会を進めることはできないと感じた。

・「男は仕事，女は家庭」を強要されてしまうことはよくないが，互いが望んだものであればよ

いと思った。私自身，結婚や出産を機に仕事を辞めることに抵抗はないからだ。大切なのはあら

ゆる選択肢が提示され，その中から自由な選択ができることだと感じた。

【ゲストスピーカーによる講義について】

第一線で活躍する現職（経験者）の方（公務員，民間人等）をゲストスピーカーとして招き，

多様な働き方や体験談，働き方改革の実践例を学ぶ機会の設定したことで，学生たちのこれまで

に習得した知識理解がより一層深まったといえる。特に，授業後のアンケートで，多くの学生が

この授業が将来を考えるのに役に立ったと回答しており，ライフプランニングを考えるきっかけ

となったといえる。

また，オンデマンド配信の授業であったため，ゲストスピーカーの方々には負担をかけること

になってしまったが，一つ一つのテーマに沿った教材が完成したので，今後の他の授業等での活

用が期待される。
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イ．教職科目における授業実践（ユニット活用例）

① 教職科目「進路指導・キャリア教育の理論と実践」…非同期型on-lineによる授業

キャリア教育の内容の一部として，男女雇用機会均等法・ライフプランニングと経済等につ

いて扱った。1・2年生を中心に155名が受講した。

【授業の達成目標】

キャリア教育をめぐる歴史的・社会的背景，キャリア教育の意義，キャリア教育に必要な諸能

力を理解し，コミュニケーションスキルの向上を図ったり，キャリアカウンセリング等の基本的

な考え方や技法を習得する。

【授業のねらい】

・私のライフプランニング…「将来，どんな自分になりたいか」をライフイベントを考察する

ことを通して考える。

・男女雇用機会均等法の教材化…男女雇用機会均等法成立の歴史的背景を学び，男女共同参画

社会実現に向けて中・高校生向けの教材を作成する。

[受講者の感想]

・ライフプランニングとなると，どうしても先のことなんか分からないといってしまうが，大枠

を考えることと目の前のことを考えることを分けながら，考えていけたらいいなと思います。

・ライフデザインとして長い目で自分の人生を考え，1 ヶ月後，1 年後，何をしたら良いかを考

えて徐々に自分の夢を実現できるように行動することが必要であると感じた。目標がないまま生

きるより，大きい小さい関係なく，目標があればそれに向かって行動できるため，ライフプラン

を考えることは重要であると感じた。

・パーソナルファイナンスは，学校では一度も教わったことのない内容で，この先の人生にどれ

だけのお金が必要かなど，義務教育や高等教育に取り入れることの重要性を感じる。

・男女平等を成し遂げるために，自らの生活や家庭を犠牲にして戦い続けた女性たちを見て，「自

分の成し遂げたいことに対して覚悟をもって努力をし，そこにどんな困難があっても自分を信じ

て突き進むこと」を伝えていきたいと思った。
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・(授業設計で)女性差別や実現できていない男女差別の例についてディスカッションを行い，生

徒たちの潜在的な男女差別や，固定概念を洗い出し，男女間の格差を埋めるための新たな取り組

みや，どういった取り組みが新たにできるかについて話し合う。

・私が高校生の時には男女共同参画社会基本法 について触れることはあっても，男女の社会的

役割とキャリアとの関係や私生活と仕事のバランスについて考えるような取り組みはなかった。

このままでは女性の社会進出はなかなか進んでいかない。私生活を含めての男女の協力の重要性

や具体策の考察という内容も盛り込むべきだと考えた。

② 教職科目「現代社会と教育問題」…on-lineによる授業

現代社会の問題として１コマ分で男女共同参画の基本理念を中心に，ゲストスピーカーによ

る講義と学生同士によるディスカッションを実施した。1年生を中心に23名が受講した。

【授業の達成目標】

「教育問題」の論じられ方の特徴を理解した上で，教育課題に関する種々のデータ・資料を活

用し，課題解決の糸口に対して自分自身の見解と今後の展望を論じることができる。

【授業のねらい】

本授業では，教育をめぐる社会的事項に関する諸論点を，具体的な教育問題に即して理解する

ことを目的とする。履修する学生には，教育現象を多面的な視点で把握する能力を習得させるこ

とを企図している。

[受講者の感想]

・男女共同参画について，

日本における課題や自分自

身の生き方など，改めて考

えることができました。教

員を目指す身としてはやは

り，Unconscious Biasに気

をつけなければならないと

強く思いました。(略)一人

一人の個性を尊重するため

には，関わり方はもちろん，

私自身も正しい知識を持た

なければならないと思うの

で，まずはしっかりと知ろ

うと思います。

・日本ではまだまだ性別に

関するステレオタイプを持

った人々は多いと感じます。ジェンダーバイアスを無くしていくために，学校現場においてジェ
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ンダー教育を適切に行う必要があると感じました。 (略)ジェンダーに関する正しい知識と子ど

も一人一人がジェンダーに関して深く考えるきっかけを与えられたらと考えます。私は将来結婚，

出産をしたいと考えているので，ライフプランをしっかり考える必要があるなと思いました。

・話し合いで，自分のキャリアを考えたときに必ず結婚，出産，育児が中心に入っていることに

気づき，(略)難しい問題だなと思うと同時に個人レベルでは解決できない問題であると思いまし

た。(略)社会には多様性があって，人それぞれ考え方や価値観があって当たり前ですが，全員そ

のように認識しているわけではないのも現実だと思います。自分の今の気持ちとしては，教師と

して子どもたちと関わっていたいと思うと同時に子育てもちゃんとしたいと思っています。どん

な人と結婚するかはまだわかりませんが，お互いがどんなことを大切にしたいのかということを，

その都度話し合っていける関係性を築いていけるようにしたいなと思います。

③ 教職科目「総合的な学習の時間の指導法」…通常授業

総合的な学習の時間の指導法における「教材研究」「指導計画立案」の授業の「現代的な諸課

題」を扱う指導計画作成において，「SDGsのジェンダー問題・平等の課題」や，「職業や自己の

将来に関する課題」の指導計画立案時に，ライフプランニングやワークライフバランスに視点を

当てた。2年生80名が受講した。

【授業の達成目標】

人文・社会諸科学，自然科学が複合的に関連する現代的な課題解決のための授業設計の資質・

能力を習得する。

【授業のねらい】

我が国の「総合学習」の歴史的展開を具体的な実践事例を通して理解するとともに，諸外国の

総合学習の実践動向との比較を通して，学習指導要領の「総合的な学習の時間」の特徴と実践的

課題を理解する。また，中学校や高等学校における「総合的な学習の時間」の実情をふまえ，中

等教育現場の教員に求められるカリキュラム開発能力の基礎的力量を身につける。
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[受講者の感想]

・今回の女性労働者に対する偏見のアンケートを行ったが結果は“高”となっており，自分も知

らないうちに偏見を持ってしまっていたことに驚いた。

・社会全体で男女平等の価値観浸透が進んではいるものの，メディアなどで「女性なのに○○を

する人」といった内容のものも未だ多く見かけるし，自分もまたそれを見て「女性なのに○○す

るなんてすごい」という感想を持ってしまうこともある。長年固まっていたジェンダー観が大き

く変わっているちょうど変革期に生きる今，知識と価値観の更新頻度を上げる必要があると感じ

た。

・ライフプラニングは知らないことが問題ではなく，ライフプランニングをしようと思えるとこ

ろに達していないことが問題なのだと思う。

・企業の男女の偏見についての質問には女性はか弱いという風に思われているという前提で問題

が作られており，質問がおかしいのではないかと思った。例えば，会議などで意見を強く主張す

る女性は，自己顕示欲が強そうだ。という問いでは，男女ともに意見を強く主張する人は自己顕

示欲が強そうなので，はいと答えたが，解説では，女性はより自己顕示欲がより強く見えると有

り，解説者こそ男女で分けてみていると感じた。
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（２）実施した授業以外の事業

ア．無意識の偏見度チェックの実施

(株)Cicom Brainsがweb上で公開している「無意識の偏見度チェック」※を，「総合的な学習の

時間の指導法」の授業の自己課題を設定する場面で，「無意識の偏見」について再認識すること

を目的に実施した。

※https://www.cicombrains.com/consulting-services/w-mgr/online-check2017.html

企業が公開しているweb上のチェックということもあり，チェックすることに対しての抵抗が

低く，学生自身が，無意識の偏見について議論するきっかけ作りには効果的であった。

特に，ジェンダー問題等，学生間での意識の違いが大きく，議論する中で学生たちは，自分自

身の行動を振り返ることができた。

[学生の感想]

・「無意識に思い込んで差別してしまっている」という結果が出て，自分は男女差別は良

くないと考えているにも関わらず，心の奥底で男女差別しているということが分かった。

・やはり無意識のうちに男女について偏見を持っていたということがわかった。しかし，

女性が仕事をしたくても子供がいる場合は仕方がないのではないか，と僕は思った。な

ぜなら男は妊娠することができないし，母乳を出したりすることはできない。だから多

少は仕事をしてる時にいくら女性が仕事をしたくても制限をこちらからかけるのが正し

いのではないかと思った。無理して流産してしまったら会社とその女性の関係は気まづ

くなってしまうのではないのであろうか。そう僕は思ったので多少の配慮はした方がい

いと思った。

・質問に Yes と答えたら偏見なのだろうな，と作問者の意図が丸見えで適切な診断ができ

ないのではないかと感じた。

・私は女子だからって逆に特別に育成施策されたら女子なめないでって思ってしまうけ

ど，かといって男の人に女子だけずるいぞっていわれたら，それはちがうじゃんって思

ってしまいます。根底に男子が有利な社会があるからだと思います。男女間で能力の差

というか，向き不向きは少なからずあると思いいます。違う生き物だから一緒に考える

のもそれはそれで違うと思います。差別はよくないけど区別みたいなものは大事かなと

思います。

※[無意識の偏見度チェック]の質問項目

1．小さい子どもを持つ女性には，なるべく出張のない業務を割り当ててあげたい。
2．昇進を望む女性は，男性とは違い少ないと思う。
3．来客受付やお茶出しなどを男性が行うのは，違和感がある。
4．子どもを持つ女性は，公私共に時間に追われているのだから，仕事のアウトプットの質が落ちてもや

むを得ないだろう。
5．働く母親は，授業参観や学校行事の度に仕事を休まねばならないので，大変だと思う。
6．女性を一人で海外出張させるのは，躊躇してしまう。
7．無理して参加させるのは申し訳ないから，小さい子どものいる女性は飲み会に誘わないようにしたい。
8．女性は，「気遣いが得意」「縁の下の力持ちとして周囲をサポートできる」などの強みを，もっと活か

せばよいと思う。
9．男女かかわりなく，意欲＆能力のあるものを育成・登用すべきであるから，女性だけに特別な育成施

策を行うのは良くないと思う。
10．子どもを持つ女性に残業無し・時短勤務などの配慮をすることは，子どもを持たない女性にとって不

公平な話である。
11．会議などで意見を強く主張する女性は，自己顕示欲が強そうだ。
12．上のポジションにチャレンジする意思を明確に持たない女性まで育成するのは，コストがもったいな

いと思う。
13．どれもあてはまらない（全ての設問回答が NO）。
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イ．ジェンダーチェックの実施

青森県男女共同参画センターがweb上で公開している「ジェンダーチェック」※を，「総合的な

学習の時間の指導法」の授業の自己課題を設定する場面で，男女共同参画社会実現に向けての課

題認識を目的に実施した。

※http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/about/check/

チェックのカテゴリーが，「恋愛・結婚編」「家庭・家族編」「職場編」「学校教育編」「地域生

活編」と場面設定がカテゴリー分けされていることから，学生が自分の生活経験と重ね合わせな

がらチェックを行うことができ，ジェンダー等の問題についての生活環境や学習環境の違いによ

る意識の違い等が示され，活発な議論が展開された。

[学生の感想]

・私は，性別に関連する昭和の考え方の全てが間違っているとは思えない。実際に幼少期

の子供と長い時間を共にするのは母なのだから，父親が子供の友達の名前が分からなか

ったり，母親が海外出張に行けないのはしょうが無いと思う。しかし，現代では家庭に

も様々な形があって，主夫という言葉も育メンという言葉も当たり前のように浸透しつ

つあるから，そのような事に対する認知は広がり続けるべきだとは思う。私はバイト中

にときどき，女子だからこの仕事はやらなくていいよとか，これは男の子にお願いする

仕事だからと聞く。これはジェンダーチェックの質問で言うと「男女で求める能力に差

がある」という観点に関わる。女の子だからといって出来ない仕事ばかりではないが，

全てにおいて平等に求められて評価されるのは，男女ともに大変なように感じた。

・メディアなどで「女性なのに○○をする人」といった内容のものも未だ多く見かけるし，

自分もまたそれを見て「女性なのに○○するなんてすごい」という感想を持ってしまう

こともある。長年固まっていたジェンダー観が大きく変わっているちょうど変革期に生

きる今，知識と価値観の更新頻度を上げる必要があると感じた。

・ジェンダーチェックについて，確かにすべてがそうとは言えないけれども，無意識下で

思ってしまっている部分はあると思った。こうチェック表を見て，「いいえ」とか「違

う」って思ったとしても，なかなかすべてを意識して行動するのは本当に難しいんだろ

うなあって思った。

・社会において，男女差別をなくそうというのがあって，それは自分はそうであるべき

だと思ったが，やっぱり心のどこかには性によって決めつけている部分があった。また，

家庭と仕事の関係は難しいものだが，母親だから子供といた方がというのは父親にも

言えることなのではないかと思う。父親，母親両方とも仕事も家庭も大事ってなること

が大切かなと思った。

・授業参観などの親のサインを母親に頼むと，いつも「お父さんに書いてもらいなさい」

と言われ，なぜだろうと疑問に感じていたことを思い出した。父親が「大黒柱」である

からという考えは今も残っているなと感じる。また，「主人」と「奥さん」という言葉

に全く違和感がなかった。確かに，奥にいるから「奥さん」であるから，偏見になり得

るなと納得できた。

・私自身は，偏見はあまりない方だと思っていたが客観的なチェックを行うことで意外

と偏見を持っていると気づいた。しかし，これは偏見というよりは，自身が生まれ育っ

た家庭が父親主体の家庭だったために生じた価値観であるとも思った。しかし，逆に考

えると私のように当たり前の考え方が世間から見ると偏見であると思われる，というこ

とは理解しておくべきであると思った。
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ウ．インタビュービデオの収録

モジュール教材としての活用を意図した「男女共同参画」「多様なキャリア」「キャリア形成

について」に関するインタビュー教材を作成した。

本年度は，学生が「ライフプランニング」「男女共同参画社会の実現」という視点で，インタ

ビューをする形式をとった。

① 「生き方を問う」…大手新聞社元編集長経験者 岡本なるみさん

編集者として新聞社に勤める生活を 4 半

世紀ほど送ったのち早期退職し，現在，家

族（夫と娘二人）のいる東京で大学講師や

ライターとしての仕事をこなしながら，小

諸の糠地で，ワインブドウの栽培に取り組

む2拠点生活を展開している。

メディア産業が急激に変化する中，新聞

社で仕事を続けることに限界を感じたこと

と，学生時代バックパッカーとしてヨーロッパを歩き回って，旅先で親切にしてもらった経験か

ら，いつか，自分もゲストハウス(人がやってくるふるさとのような場所)づくりをしたいという

思いとで，「今やらないと後悔する」と思い2拠点生活を始めたという。なお，男女共同参画につ

いては，新聞社は比較的男女平等であったが，産休・育休は「平等」とはいえなかったという。

② 「保線部門に女性の職場を開く」…鉄道会社保線部門社員 中島 薫さん

理学部地質学科を卒業後，大手鉄道会社

保線部門に勤務して5年目。

自己の経験に基づいた災害時の交通イン

フラの安定供給に貢献したいと，鉄道会社

初の女性保線部門社員として入社。

入社当初，配属部署の管理職は，どのよ

うに対応したらよいか(どう名前を呼べば

よいのか・昼食はどうすればよいのか・休

憩はどうすればよいのか等)人事課に問い合わせたという。

中島さんの入社後，保線部門に女性が配属されるようになり，男女共同参画に対する自分の視

点も変化してきたという。最近は，線路管理をディスプレイ上で行う業務がメインなので，外に

出て実地での仕事がしたいそうだ。私生活では，入社同期の運行業務の方と結婚，家庭内の家事

の分担は，そのとき「やれること」を「やれる方」がやっているとのことだが，祖母や母親には

「それでいいの」と言われてしまうそうだ。
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③ 「鉄道会社で女性管理職に挑む」…鉄道会社駅長 中村 麻紀さん

平成26年，勤務する支社内で初の女性駅

長となる。他の管理部門を経て，現在は駅

長職として2期目。

旅行の企画の仕事をしたいと，鉄道会社

の旅行業部門に入社したが，旅行部門業務

のキャリアアップを図る中で，上司から声

をかけられ，管理職を目指すようになった

という。研修を積む中で，鉄道部門に異動

となった。

人事に配属された時期が，会社として男

女共同参画に取り組みだした時期と重なり，社員の意識改革や制度の見直し等で大変だったが勉

強になった。

お客様に気持ちよく利用していただける鉄道会社を問いながら，社内では働きやすく社員が自

己実現できる職場づくりを目指している。

④ 「企業内で先頭に立って，教育の情報化を推進」…大手通信会社元課長 樋口 順子さん

長野冬季オリンピック終了後の情

報インフラの有効利用を模索する中

で，教育への活用を提案し，教育部

門担当課長として，日本の情報教育

の推進に尽力された。

高校卒業後入社したが，もっと勉

強したいと企業内の大学相当教育機

関で学んだとのこと。そこでの学び

が，後のキャリアにつながっている

という。当時は企業内教育機関で学ぶ女性への門戸は狭く，樋口さんが学んだ「業務部門」は定

員 100 名中，女性は６名だったそうだ。

キャリアを積む中で，広報部門，営業部門において，企業の体質から当時としては女性キャリ

アとして注目された。しかし，樋口さんが課長になった頃は，男性課長と女性課長との間には情

報を得られる格差などがあったという。そのような中，男性課長には負けないという気持ちで，

業務に向かわれたという。かつて樋口さんの下で働いた現在部長職にある方は，樋口さんは男女

の差なく仕事をされ，とても仕事がやりやすかったと語ってくれている。

大手通信会社を定年退職された後も，教育の情報化に関する仕事に関わられており，東日本を

中心に各地の学校の支援をされている。
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⑤ 波乱万丈の人生もどうにかなる…元中学校長 西脇 育子

教育学部に入学してしまったので，

教員になったという西脇さん。

小学校教員として教員生活が始まる

が，１年目終了時の春に結婚し転勤。

その年に長女を出産。ご主人の家族と

同居していたので，子供の世話をすべ

てお願いし，仕事の時間と家庭の時間

とを完全に切り分けていたという。

31 歳で長男出産，家庭科専科になる

も，32 歳で乳がんになり 2 ヶ月休職。34 歳で中学校に転ずるが，当時は男性教員が 8 割以上で

仕事に男女差はないが，「セクハラ的な発言」や「女だから主任はやらせない」等はあった。し

かし，気に留めず教師 3 分の１，母 3 分の１，家庭人 3 分の１と割り切り，やれることに全力で

取り組んだという。36 歳の時ご主人が経営する会社が倒産し，同時に，豪雨による地滑り災害

で自宅は埋没し避難所生活に。37 歳で自宅を購入したが，長女がもやもや病になり入退院を繰

り返し，手術をしたが後遺症が残る。授業と家業の両立はハードだったが，家族の協力で「やる

しかない」と乗り切る。53 歳で教頭に 56 歳で校長になる。当時中学校の女性管理職は少なかっ

たが，特に意識したこともなく，仕事内容にも変わりはなかった。退職後は，教職関連団体の金

融部門で働くが新しいことばかりで学校とは全く違う世界を知ったという。また，公民館の裁縫

講座の講師としても活動しているという。

⑥ 「チームワークの強化をテーマに」…システム開発会社営業主任 山浦 幸菜さん

経済学部を卒業後，情報技術を用いて，

地域の医療・福祉・教育の発展に貢献した

いとシステム開発会社に入社するも，民間

企業向けのシステム開発を行う事業部に

配属になり，希望の部署に配属されず，社

会人生活に絶望を感じるが，周りの先輩方

の助けもあり，少しずつ SE として成長し

たという。

入社 4 年目で結婚。SEから営業へ異動するが，営業活動とシステム開発の両方を担当するよう

になる。同僚が体調を崩したり大病を患ったことをきっかけに，仕事が人に依存することの危険

性と，チームワークの重要性，心身共に健康であることの大切さを改めて実感し，「脱属人化・

チームワークの強化」をテーマに掲げるようになる。29 歳で出産，産休・育休開けの職場復帰

が近付くにつれ，復帰後の仕事や子育ての事を思い，漠然とした不安に襲われたという。子供の

病気等もあったが周囲の支援で乗り切ってきている。30 歳で海外業務担当になり，仕事と家庭

のマネジメントの重要性にも気づき，自らのテーマの具現に向けてのやりがいが出てきて，34

歳の入社 13 年目でリーダーに昇格したという。
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⑥ 「後輩の良いモデルになりたい」…システム開発会社人事担当 兼子 佑里恵さん

人文学部出身の兼子さんは，自身

の将来ビジョンが見えず，やる気ス

イッチも入らず就活に出遅れたとい

う。「文系だから事務」と勝手に思っ

て活動したが上手くいかず，SE は文

系でも可能と知り IT 業界へ。決め手

は，アルバイト先の上司に「なんで

もやってみないと分からないよ」と

言われたことだという。

新人研修の IT 教育についていくのが大変で，配属先も決まらず不安だったが，人事グループ

へ配属になり，やることが明確になってやる気もアップし，初めての仕事に携わったりすること

によって自分の世界が広がっていくことがうれしかったという。入社５年目で，諸事情で労務管

理業務を一人で担当することに，同時に新卒採用の企画の担当にもなり，責任感と充実感がその

後の成長になったと振り返る。29 歳で結婚，31 歳で出産，出産・育休を 1 年間取得。育休まで

忙しく仕事をしていたため，仕事を休んでいる間，社会からおいていかれているような気分にな

り，落ち込むこともあったという。特に休職中に 2 人もグループに人が入ったため，復帰しても

私は不要なのではといった漠然とした不安があったという。復帰後は当初短時間勤務だったが，

仕事と家庭の両立を進めフルタイム勤務に戻ったという。子供がいても女性が自信を持ってキャ

リアを積んでいけるよう，これから結婚・出産を控える後輩の良いモデルになりたいとのことで

ある。
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エ．キャリアデザイン入門に関連した講義ビデオの作成

第4回「SDGs 入門」用ビデオ教材

○担当講師…特定非営利活動法人長野県 NPO センター

○ねらい… SDGs が採択された背景をつかむ。

どんなことが課題になっているかを知る。

具体的な取り組みに触れる。

第5回「男女共同参画社会の到来」用ビデオ教材

○担当講師…有限会社フェードイン 代表 工藤 敬子

○ねらい…男女共同参画社会実現に向けての現状と課題を理解

し，一人一人が自分らしく生きていくとはどういうことかを考

えるきっかけを持つ。

第5回「男女共同参画社会の到来」用ビデオ教材

○担当講師…長野県 県民文化部 人権・男女共同参画課

小松 幹典

○ねらい…男女共同参画社会基本法を確認し，現状と課題を理

解し，仕事と生活の調和を考え，性別によって制約されること

なく，伸びやかに暮らせる社会で，豊かな人生を送るにはどう

したらよいかを考える。

第5回「男女共同参画社会の到来」用ビデオ教材

○担当講師…松本市 人権・男女共生課

○ねらい…松本市における男女共同参画社会の実現に向けた取

り組みについて理解し，誰にとっても暮らしやすい社会を築く

のは，市民一人ひとりの意識と行動であることに気づく。

第6回「人権とは何か」用ビデオ教材

○担当講師…長野県教育委員会事務局心の支援課人権支援係

主任指導主事 林 尚之

○ねらい…人権教育の国内外の動向や長野県の人権教育につ

いての施策を知り，正しい人権に関わる知識を身につけると

ともに，一人一人の心の中に差別意識があることに気づき，

人権を尊重した行動ができるようになる。
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第6回「人権とは何か」用ビデオ教材

○担当講師…松本市総務部課 人権・男女共生課

○ねらい…松本市におけるひとりひとりの個性を生かし，豊

かで活力ある男女共同参画社会をめざした人権教育に関わる

施策を知るとともに，正しい人権に関わる知識を確認し，人

権を尊重した行動がとれるようになる。

第7回「多文化共生とは何か」用ビデオ教材

○担当講師…松本市総務部課 人権・男女共生課 人権担当

○ねらい…多文化共生に関わる理念と実態について，松本市

の現状と課題を通して理解するとともに，市民の社会参画の

在り方を考える。

第8回「地方創生とは何か」用ビデオ教材

○担当講師…長野県 企画振興部 総合政策課 南塚 大

○ねらい…長野県の施策を学ぶことを通して「地方創生」の

概要を理解し，ひとりひとりが自身の「キャリア」を展望す

るうえで，「地方創生」を意識した生き方・働き方を考える。

第9回「NPOとは何か」用ビデオ教材

○担当講師…特定非営利活動法人長野県NPOセンター

事務局次長 小林 達矢

○ねらい…NPOの目的を学び社会貢献とは何かを考えることを

通して，自分の生き方や働くことの意義について考える

第10回「18歳選挙権時代の到来」用ビデオ教材

○担当講師…長野県教育委員会

○地方自治の目的を再確認することを通して，主権者として

の自己の行動の在り方を改めて問い直し，社会を支える一員

として何をしなければならないかを考え行動することができ

るようになる。
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第11・12回「18歳成人年齢時代の到来」用ビデオ教材

○担当講師…信州大学教職支援センター 田村 徳至

○ねらい…自分のキャリアデザインを適切に描くことができ

るようになるために，行動経済学の知見を活用した事例を検

討し，行動経済学の知見の代表的な項目である価値関数・感

応度逓減性，自分のお金に関わる判断特性や一般的な人の判

断傾向を理解し，お金に関わる思考力・判断力を高める。

第13回「結婚とは何か」用ビデオ教材

○担当講師…タメニー株式会社CS推進部自治体支援グループ

久野 清文

○ねらい…理想の将来像を具体的に考える機会として，Quali

ty of Lifeやライフイベントを取り上げることで，ライフ デ

ザインの重要性を感じ，人生設計を描く力をつけ，能動的に

自ら行動し，将来を計画できるようになる。

第15回「キャリアと自己理解」用ビデオ教材

○担当講師…長野キャリア形成サポートセンター

○ねらい…キャリア・プランニングは自己理解から始まること

を自己分析を通して体験的に学ぶことで，自分がイメージして

いる充実した人生を実現するための行動計画の重要性を理解す

る。
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オ．ホームページの作成

インタビュー等のビデオコンテンツやハンドブック等を配信するためのホームページの修正を

行った。

URL：http://kyoushoku.shinshu-u.ac.jp/lifeplanning/

① 基本設計

・管理者権限

教材全体を管理し，開発した教材のコマごとに登録。

内容の変更とプランの追加。

・教員権限

登録された動画・教材の利用。（ダウンロード等可能）

・登録できる教材・コンテンツの種類

ａ 映 像 資 料…MP4

ｂ 画 像 資 料…PNG.JPG.GIF

ｃ 文 書 資 料…DOC.DOCX.TXT.PDF.JTD

ｄ スライド資料…PPT.PPTX

ｅ 表計算データ…CSV.XSL.XSLX

② トップページ



21

③ 教材ページ
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４．事業の成果・効果

（１）成果物について

ア．ハンドブック等について

Ⅰ．自分のキャリアを生かすライフプランニング

１．ワーク・キャリアとライフ・キャリア

（１）キャリアとは

（２）キャリア発達～これまでの自分のキャリアを振り返ってみよう～

（３）ライフキャリアとワークキャリアと～これからの自分の生き方を考えてみよう～

２．人生100年時代に必要なライフプランニングの考え方～ライフシフト～

（１）多様化する価値観と自分らしい生き方の実現に向けて

（２）長寿という贈り物

（３）見えない「資産」－お金に換算できないもの

（４）ステージ－人生の新しい構成要素

（５）人間関係－私生活の変容

Ⅱ これからの社会に求められるライフプランニングの視点

１．男女共同参画社会の実現に向けて

（１）格差の構造からみる日本社会の課題

（２）ＳＤＧsの理念とは

（３）男女共同参画社会の実現と主権者としての役割

（４）コラム 江戸時代の女性－町人階級の生活を垣間見る－

２．少子高齢化社会を自分らしく生きる社会の実現に向けて

（１）働くとは

（２）二人でともに生きる

（３）子供を育む

（４）高齢化社会を生きるために

Ⅲ あらためて自分の描いたライフプランを見直してみよう

１．ライフデザインとマネープラン

（１）ライフデザインを描いてみよう

（２）マネープランを立ててみよう

（３）あらためて自分のライフプランを考えてみよう

イ．ビデオコンテンツ（３-（３）-ウ・エ参照）

新たに男女共同参画・多様なキャリア・キャリア形成(ライフ・ヒストリー)について6本イン

タビューを収録した。

キャリアデザイン入門に関連した講義ビデオを13本作成した。

ウ．ホームページ作成（３-（３）-オ参照）

データ公開用のホームページを修正した。
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（２）成果と課題

男女共同参画社会とライフプランニングに関する学習効果を把握するため，石川県並びに名古

屋市で学生向けに実施された男女共同参画社会に関する意識調査の内容を参考に質問項目を設定

し，「人生 100 年時代のキャリアビジョン」「キャリアデザイン入門」受講者に実施した。

ア．回収数

87名（男性28名，女性59名）

※学部別回収数

人文学部(14名)，教育学部(20名)，経法学部(5名)，理学部(7名)，医学部(27名)，

工学部(5名)，農学部(5名)，繊維学部(4名)

イ．調査結果の概要

①．夫は外で働き，妻は家庭を守るべきであるという

考え方は，9 割程度の学生が否定している。

②．女性が職業を持つことについて，8割以

上の学生が肯定的であるが，3割の学生が，

結婚，出産を機にいったん離職すること

を肯定している。「職業を持たない」は否

定しているが「その他」としている学生

も1割強いる。

③．女性の社会参加が進み，女性のリーダーが増えた場合に考えられる影響として，以下の項目

を設定し回答を求めたが，平等性に関わる内容については，8割以上が学生が「そう思う」「ど

ちらかというとそう思う」を合わせた肯定的な回答をしている。※（ )…肯定的な回答の比率

「多様な視点が加わることにより，新たな価値や商品・サービスが創造されるか」(94.2％)

「人材・労働力の確保につながり，社会全体に活力を与えることができる」(93.1％)

「女性の声が反映されやすくなる」(94.3％)

「男女問わず優秀な人材が活躍できるようになる」(91.9％)

「男女問わず仕事と家庭の両方を優先しやすい社会になる」(81．6％)

「労働時間の短縮など働き方の見直しが進む」(56．3％)

「男性の家事・育児への参加が増える」(67．8％)

「男性のポストが減り，男性が活躍しづらくなる」(16.1％)

「保育・介護の公的サービスの必要性が増大し，家計負担及び公的負担が増大する」(52．8％)

④ 政治・経済・地域の各分野で女性のリーダーを増やすときに障害となっている項目について

は，「女性自身がリーダーになることを希望していない」や「女性をリーダーとすることを希
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望しない」について，「そう思う」「どちらかというとそう思う」を合わせると半数以上，保

育，介護，家事といった生活の要因については，「そう思う」「どちらかというとそう思う」

が8割を越えている。※（ )…「そう思う」「どちらかというとそう思う」を合わせた回答の比率

「現時点では，必要な知識や経験を持つ女性が少ないこと」（40.2％）

「女性自身がリーダーになることを希望しないこと」（50.6％）

「上司・同僚・部下となる男性や顧客が女性リーダーを希望しないこと」（63.2％）

「長時間労働の改善が十分ではないこと」（67.8％）

「保育・介護・家事などにおける家族内の協働が十分ではないこと」（86.2％）

「保育・介護の支援などの公的サービスが十分ではないこと」（80.4％）

⑤ 現在の日本の社会における男女の地位については，「家庭の中(18.4％)」「政治の場（5.7％）」

「社会全体（11.5％）」で平等と回答した割合が低く，「学校教育の場（51.7％）」「法律や制

度上（56.3％）」でも，5割程度であった(平等と回答した比率)。

また，現在の日本の社会における男女の地位の平等についての考え方について，授業の前後

で「考え方や見方が変わったか」については，変わった内容のものがあるが31.0%で，変わら

ないが69.0%であった。

⑥ 将来，仕事と家庭生活のどちらに重点を置くかについては，「仕事と家庭生活ほぼ半々(52.9

%)」「どちらかといえば家庭生活中心(23.0%)」「どちらかといえば仕事中心(14.9%)の順で，

授業の前後で考え方が変わったが17.2％，変わらないが82.8%であった。

⑦ 将来，家庭を持ったとしたら，家事は主に誰がすればよいかについては，夫婦で同じぐらい

分担が72.4%で，どちらかと言えば妻が14.9%，どちらかといえば夫が5.7%であった。

⑧ 将来，家庭を持ったとしたら，育児は主に誰がすればよいかについては，夫婦で同じぐらい

分担が70.1%，どちらかと言えば妻が23.0%であった。

また，授業の前後で考え方が変わったが20.7％，変わらないが79.3%であった。

⑨ 女性が職業生活において活躍するには何が必要かについては，主なものとして，「育児・介

護等との両立についての職場の支援制度が整っていること(32.2%)」「職場の上司・同僚が，女

性が働くことについて理解があること(25.3%)」「職場の上司・同僚が，男性が家事・育児・介

護等に参画することについて理解があること(12.6%)」「仕事が適正に評価されていること（11.

5%）」が挙げられた。

また，授業の前後で考え方が変わったが19.5%，変わらないが80.5%であった。

⑩ 学生の家族の家庭内での役割分担については，「家事」を主に担っているのは，「母親(83.9

%）」「父親（1.1%）」「両親（6.9%)」「家族全員で分担（3.4%）」，「育児」を主に担っているの

は，「母親(66.7%）」「父親（1.1%）」「両親（19.5%)」「役割分担がない（5.7%）」，「介護」を主

に担っているのは，「母親(18.4%）」，「父親（1.1%）」，「両親（11.5%)」，「役割分担がない（12.

6%）」，「あてはらまらない（37.9%）」であった。
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⑪ 「男らしさ，女らしさ，ジェンダー，男女共同参画」については，「学んだことはない（20.

7%）」「学んだことがある（79.3%）」で，どの段階で学んだかについては，「中学校（33.3%）」

「高等学校（39.4%）」「大学（25.8%）」であった。

⑫ 「セクシュアルマイノリティなどの性の多様性」については，「学んだことはない（26.4%）」

「学んだことがある（73．6%）」で，どの段階で学んだかについては，「中学校（18.8%）」「高

等学校（39.1%）」「大学（40.6%）」であった。

⑬ 就職に際して重視する内容については，「やりがい」「職場の雰囲気」「給与」が上位であっ

た。

⑭ 管理職のイメージについては，「責任が重くなる」が34.5％で一番多く，「自分自身で決め

られる事柄が多くなる」は4.6％であった。

ウ．考察

学生の多くは，学校教育段階で「ジェンダー」や「ワークライフバランス」等男女共同参画社

会の実現に向けて必要とされる基本的な知識については学んできているといえる。しかし，意思

決定・行動に関わる回答をみると，これまでの生活経験が影響しているのか，理念としては理解

しているが行動にまでは達していない傾向がみられた。また，授業の前後で意識の変化について

みると，ほとんどの項目で考え方が変わっていない状況がみられた。これらから，大学の授業で

は，実態や理念の再確認に加えて，体験的に学ぶことを通して納得し，行動につなげていく学び

の提供が必要といえる。

ライフプランニングに関してみると，仕事と生活のバランスの充実に視点が向けられているが，

9.2%

19.5%

23.0%

0.0%

4.6%

3.4%

34.5%

1.1%

3.4%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

１ やりがいのある仕事が増える

２ 賃金が上がる

３ 能力が認められた結果である

４ 家族から評価される

５ 自分自身で決められる事柄が多くなる

６ やるべき仕事が増える

７ 責任が重くなる

８ やっかみが出て足を引っぱられる

９ 仕事と家庭の両立が困難になる

10 わからない

9.2%
14.9%

12.6%
0.0%

18.4%
3.4%

0.0%
0.0%

1.1%
1.1%

10.3%
19.5%

8.0%
1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

１ 将来性がある
２ 給与水準が良い

３ 福利厚生が充実している
４ 業績・財務状況が良い
５ 職場の雰囲気が良い

６ 休日・休暇が取りやすい
７ 勤務地の条件が良い

８ 教育・研修制度が充実している
９ 社会貢献度が高い

10 男女の性別に関係なく仕事を任される
11 家事・育児・介護などとの両立が可能である

12 仕事内容が魅力的・やりがいがある
13 自分の能力や技術を活かせる仕事である

14 わからない
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仕事に対する姿勢をみるとステレオタイプ的傾向が未だみられ，学校教育の中でも職場体験等は

体験してきているが，理論先行の傾向がみられる。従って大学生活の中で職業体験等も人生設計

を考えていく上では重要と考えられる。

以上のことから，授業設計に向けては，①具体例を通して理念を学び直す機会と体験的に学ぶ

機会の設定が必要であること，②多様な人材から仕事・結婚・子育て等についての体験談等を基

にした多様なケーススタディに触れる機会を設定することの必要性が改めて確認できた。

なお，研究委員からビデオ作成で在学生が卒業生にインタビューした内容が充実していたこと

から，学生が卒業生にインタビュー等を直接行うことが「自分事」として捉え自分自身の生き方

に有効に生かされるのではという指摘を受けた。今後の授業設計に向けて，より能動的な学習活

動導入の参考にしていきたい。

（３）事業を普及するための方策

① 開設ホームページの学内・外への周知活動

1．学内の情報広報メールへの掲載

2．他大学の男女共同参画推進担当部署への広報

3．学内FDの開催

② 男女共同参画推進センターとの連携した周知活動の充実

1．学内広報誌「スフレ通信」への成果や教材の掲載

2．男女共同参画推進センターのホームページへの教材等の掲載
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５．資料

学生の男女共同参画社会に関する意識調査の単純集計

〇 実施日… 2020 年 7 月 27 日～ 8 月 6 日

〇 調査方法…インターネットによる web アンケート

〇 回収数…87名（男性28名，女性59名）

基本情報：あなた自身について 構成比 回答数

男性 32.2% 28

女性 67.8% 59

その他 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87

基本情報：所属学部 構成比 回答数

人文学部 16.1% 14

教育学部 23.0% 20

経法学部 5.7% 5

理学部 8.0% 7

医学部 31.0% 27

工学部 5.7% 5

農学部 5.7% 5

繊維学部 4.6% 4

無回答 - 0

計 100.0% 87

問１-1．「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」という考え方について，あなた自身の

意見にもっとも近いものはどれですか。

構成比 回答数

１ 賛成 1.1% 1

２ どちらかといえば賛成 9.2% 8

３ どちらかといえば反対 34.5% 30

４ 反対 49.4% 43

５ わからない 5.7% 5

その他 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87

問１-2．問１の回答について，この授業の受講前と受講後とで，考え方が変わりましたか。

構成比 回答数

１ 変わった 17.2% 15

２ 変わらない 82.8% 72

その他 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87
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問１-3．問１で「１ 賛成」，「２ どちらかといえば賛成」と答えた方にお聞きします。 それは

なぜですか。

構成比 回答数

１ 日本の伝統的な家族の在り方だと思うから 0.0% 0

２ 自分の両親も役割分担をしているから 22.2% 2

３ 夫だけが外で働いた方が，多くの収入を得られると思うから 22.2% 2

４ 妻が家庭を守った方が，⼦どもの成長にとって良いと思うから 11.1% 1

５ 家事･育児･介護と両立しながら，妻が働き続けることは大変だと思うから 33.3% 3

６ わからない 11.1% 1

その他 0.0% 0

無回答 - 78

計 100.0% 87

問１-4．問１で「３ どちらかといえば反対」，「４ 反対」と答えた方にお聞きします。それはな

ぜですか。

構成比 回答数

１ 男女平等に反すると思うから 13.9% 10

２ 自分の両親も外で働いていたから 12.5% 9

３ 夫も妻も働いた方が，多くの収入を得られると思うから 2.8% 2

４ 妻が働いて能力を発揮した方が，個人や社会にとって良いと思うから 2.8% 2

５ 夫も妻も家事･育児を行い，働いた方が，子どもの成長にとって良いと思 11.1% 8

うから

６ 家事・育児・介護と両立しながら，妻が働き続けることは可能だと思うか 4.2% 3

ら

７ 固定的な夫と妻の役割分担の意識を押し付けるべきではないから 52.8% 38

８ わからない 0.0% 0

その他 0.0% 0

無回答 - 15

計 100.0% 87

問２-1．一般的に，女性が職業を持つことについて，あなたはどう考えますか。

構成比 回答数

１ 女性は職業を持たない方がよい 0.0% 0

２ 結婚・出産を機に職業をやめ，その後は持たない方がよい 0.0% 0

３ 結婚・出産を機に職業をやめ，一段落したら再び職業を持つ方がよい 29.9% 26

４ 結婚・出産に関わらず，ずっと職業を持ち続ける方がよい 56.3% 49

その他 13.8% 12

無回答 - 0

計 100.0% 87

問２-２．問２の回答について，この授業の受講前と受講後とで，考え方が変わりましたか。

構成比 回答数

１ 変わった 12.6% 11

２ 変わらない 87.4% 76

その他 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87
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問２-３．問２-１ で「１」，「２」と答えた方にお聞きします。 それはなぜですか。

構成比 回答数

１ 女性は家庭を守るべきだと思うから 0.0% 0

２ 子どもは母親が家で面倒を見た方がいいと思うから 33.3% 2

３ 女性も経済力を持った方がいいと思うから 0.0% 0

４ 夫婦で働いた方が多くの収入を得られるから 0.0% 0

５ 仕事と家庭の両立支援が十分ではないと思うから 0.0% 0

６ 働き続けるのは大変そうだと思うから 33.3% 2

７ わからない 16.7% 1

その他 16.7% 1

無回答 - 81

計 100.0% 87

問２-４．問２-１ で「３ 」，「４」と答えた方にお聞きします。それはなぜですか。

構成比 回答数

１ 女性は家庭を守るべきだと思うから 0.0% 0

２ 働くことを通じて自己実現が図れると思うから 22.1% 15

３ 子どもは母親が家で面倒を見た方がいいと思うから 4.4% 3

４ 女性も経済力を持った方がいいと思うから 14.7% 10

５ 夫婦で働いた方が多くの収入を得られるから 4.4% 3

６ 女性が能力を活用しないのはもったいないと思うから 41.2% 28

７ 少子高齢化で働き手が減少しているので，女性も働いた方がいいと思うか 2.9% 2

ら

８ 仕事と家庭の両立支援が⼗分ではないと思うから 8.8% 6

９ わからない 1.5% 1

その他 0.0% 0

無回答 - 19

計 100.0% 87

問３-１．女性の社会参加が進み，女性のリーダーが増えた場合に考えられる影響として，

「多様な視点が加わることにより，新たな価値や商品・サービスが創造されるか」について

構成比 回答数

１．そう思う 65.5% 57

２．どちらかと言えばそう思う 28.7% 25

３．どちらとも言えない 5.7% 5

４．どちらかと言えばそう思わない 0.0% 0

５．そう思わない 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87

問３-２．女性の社会参加が進み，女性のリーダーが増えた場合に考えられる影響として，

「人材・労働力の確保につながり，社会全体に活力を与えることができる」について

構成比 回答数

１．そう思う 57.5% 50

２．どちらかと言えばそう思う 35.6% 31

３．どちらとも言えない 6.9% 6

４．どちらかと言えばそう思わない 0.0% 0

５．そう思わない 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87
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問３-３．女性の社会参加が進み，女性のリーダーが増えた場合に考えられる影響として，

「女性の声が反映されやすくなる」について

構成比 回答数

１．そう思う 71.3% 62

２．どちらかと言えばそう思う 23.0% 20

３．どちらとも言えない 5.7% 5

４．どちらかと言えばそう思わない 0.0% 0

５．そう思わない 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87

問３-４．女性の社会参加が進み，女性のリーダーが増えた場合に考えられる影響として，

「男女問わず優秀な人材が活躍できるようになる」について

構成比 回答数

１．そう思う 65.5% 57

２．どちらかと言えばそう思う 26.4% 23

３．どちらとも言えない 6.9% 6

４．どちらかと言えばそう思わない 0.0% 0

５．そう思わない 1.1% 1

無回答 - 0

計 100.0% 87

問３-５．女性の社会参加が進み，女性のリーダーが増えた場合に考えられる影響として，

「男女問わず仕事と家庭の両方を優先しやすい社会になる」について

構成比 回答数

１．そう思う 49.4% 43

２．どちらかと言えばそう思う 32.2% 28

３．どちらとも言えない 17.2% 15

４．どちらかと言えばそう思わない 1.1% 1

５．そう思わない 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87

問３-６．女性の社会参加が進み，女性のリーダーが増えた場合に考えられる影響として，

「労働時間の短縮など働き方の見直しが進む」について

構成比 回答数

１．そう思う 35.6% 31

２．どちらかと言えばそう思う 20.7% 18

３．どちらとも言えない 35.6% 31

４．どちらかと言えばそう思わない 5.7% 5

５．そう思わない 2.3% 2

無回答 - 0

計 100.0% 87
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問３-７．女性の社会参加が進み，女性のリーダーが増えた場合に考えられる影響として，

「男性の家事・育児への参加が増える」について

構成比 回答数

１．そう思う 34.5% 30

２．どちらかと言えばそう思う 33.3% 29

３．どちらとも言えない 26.4% 23

４．どちらかと言えばそう思わない 3.4% 3

５．そう思わない 2.3% 2

無回答 - 0

計 100.0% 87

問３-８．女性の社会参加が進み，女性のリーダーが増えた場合に考えられる影響として，

「男性のポストが減り，男性が活躍しづらくなる」について

構成比 回答数

１．そう思う 2.3% 2

２．どちらかと言えばそう思う 13.8% 12

３．どちらとも言えない 31.0% 27

４．どちらかと言えばそう思わない 35.6% 31

５．そう思わない 17.2% 15

無回答 - 0

計 100.0% 87

問３-９．女性の社会参加が進み，女性のリーダーが増えた場合に考えられる影響として，

「保育・介護の公的サービスの必要性が増大し，家計負担及び公的負担が増大する」につい

て

構成比 回答数

１．そう思う 10.3% 9

２．どちらかと言えばそう思う 42.5% 37

３．どちらとも言えない 33.3% 29

４．どちらかと言えばそう思わない 10.3% 9

５．そう思わない 3.4% 3

無回答 - 0

計 100.0% 87

問４-１．政治・経済・地域の各分野で女性のリーダーを増やすときに，「現時点では，必要な

知識や経験を持つ女性が少ないこと」が障害となっていると思いますか。

構成比 回答数

１．そう思う 6.9% 6

２．どちらかと言えばそう思う 33.3% 29

３．どちらとも言えない 26.4% 23

４．どちらかと言えばそう思わない 21.8% 19

５．そう思わない 11.5% 10

無回答 - 0

計 100.0% 87
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問４-２．政治・経済・地域の各分野で女性のリーダーを増やすときに，「女性自身がリーダー

になることを希望しないこと」が障害となっていると思いますか。

構成比 回答数

１．そう思う 18.4% 16

２．どちらかと言えばそう思う 32.2% 28

３．どちらとも言えない 25.3% 22

４．どちらかと言えばそう思わない 18.4% 16

５．そう思わない 5.7% 5

無回答 - 0

計 100.0% 87

問４-３．政治・経済・地域の各分野で女性のリーダーを増やすときに，「上司・同僚・部下とな

る男性や顧客が女性リーダーを希望しないこと」が障害となっていると思いますか。

構成比 回答数

１．そう思う 21.8% 19

２．どちらかと言えばそう思う 41.4% 36

３．どちらとも言えない 24.1% 21

４．どちらかと言えばそう思わない 11.5% 10

５．そう思わない 1.1% 1

無回答 - 0

計 100.0% 87

問４-４．政治・経済・地域の各分野で女性のリーダーを増やすときに，「長時間労働の改善

が十分ではないこと」が障害となっていると思いますか。

構成比 回答数

１．そう思う 27.6% 24

２．どちらかと言えばそう思う 40.2% 35

３．どちらとも言えない 19.5% 17

４．どちらかと言えばそう思わない 10.3% 9

５．そう思わない 2.3% 2

無回答 - 0

計 100.0% 87

問４-５．政治・経済・地域の各分野で女性のリーダーを増やすときに，「保育・介護・家事など

における家族内の協働が十分ではないこと」が障害となっていると思いますか。

構成比 回答数

１．そう思う 48.3% 42

２．どちらかと言えばそう思う 37.9% 33

３．どちらとも言えない 12.6% 11

４．どちらかと言えばそう思わない 1.1% 1

５．そう思わない 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87
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問４-６．政治・経済・地域の各分野で女性のリーダーを増やすときに，「保育・介護の支援な

どの公的サービスが十分ではないこと」が障害となっていると思いますか。

構成比 回答数

１．そう思う 47.1% 41

２．どちらかと言えばそう思う 33.3% 29

３．どちらとも言えない 17.2% 15

４．どちらかと言えばそう思わない 2.3% 2

５．そう思わない 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87

問５-１．現在の日本の社会において，「家庭の中では」男女の地位は平等になっていると思

いますか。あなたの考えに近いと思うものを１つ選んでください。

構成比 回答数

１ 男性の方が優遇されている 8.0% 7

２ どちらかと言えば男性の方が優遇されている 49.4% 43

３ 平等 18.4% 16

４ どちらかと言えば女性の方が優遇されている 8.0% 7

５ 女性の方が優遇されている 2.3% 2

６ わからない 13.8% 12

無回答 - 0

計 100.0% 87

問５-２．現在の日本の社会において，「学校教育の場では」男女の地位は平等になっている

と思いますか。あなたの考えに近いと思うものを１つ選んでください。

構成比 回答数

１ 男性の方が優遇されている 3.4% 3

２ どちらかと言えば男性の方が優遇されている 23.0% 20

３ 平等 51.7% 45

４ どちらかと言えば女性の方が優遇されている 4.6% 4

５ 女性の方が優遇されている 3.4% 3

６ わからない 13.8% 12

無回答 - 0

計 100.0% 87

問５-３．現在の日本の社会において，「政治の場では」男女の地位は平等になっていると思

いますか。あなたの考えに近いと思うものを１つ選んでください。

構成比 回答数

１ 男性の方が優遇されている 51.7% 45

２ どちらかと言えば男性の方が優遇されている 39.1% 34

３ 平等 5.7% 5

４ どちらかと言えば女性の方が優遇されている 0.0% 0

５ 女性の方が優遇されている 0.0% 0

６ わからない 3.4% 3

無回答 - 0

計 100.0% 87
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問５-４．現在の日本の社会において，「法律や制度の上では」男女の地位は平等になってい

ると思いますか。あなたの考えに近いと思うものを１つ選んでください。

構成比 回答数

１ 男性の方が優遇されている 5.7% 5

２ どちらかと言えば男性の方が優遇されている 27.6% 24

３ 平等 56.3% 49

４ どちらかと言えば女性の方が優遇されている 1.1% 1

５ 女性の方が優遇されている 0.0% 0

６ わからない 9.2% 8

無回答 - 0

計 100.0% 87

問５-５．現在の日本の社会において，「社会全体では」男女の地位は平等になっていると思

いますか。あなたの考えに近いと思うものを１つ選んでください。

構成比 回答数

１ 男性の方が優遇されている 12.6% 11

２ どちらかと言えば男性の方が優遇されている 59.8% 52

３ 平等 11.5% 10

４ どちらかと言えば女性の方が優遇されている 1.1% 1

５ 女性の方が優遇されている 1.1% 1

６ わからない 13.8% 12

無回答 - 0

計 100.0% 87

問５-６．現在の日本の社会においての男女の地位の平等についての考え方で，この授業の

受講前と受講後で考え方や見方が変わった内容のものがあったら，その他の欄に記入してく

ださい。 (記述内容については省略)

構成比 回答数

１ 変わった内容のものがある 31.0% 27

２ 変わらない 69.0% 60

その他 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87

問６-１．将来，仕事と家庭生活のどちらに重点を置くかについて，あなたの理想にもっとも近

いものはどれですか。

構成比 回答数

１ 仕事中心 2.3% 2

２ どちらかといえば仕事中心 14.9% 13

３ 仕事と家庭生活ほぼ半々 52.9% 46

４ どちらかといえば家庭生活中心 23.0% 20

５ 家庭生活中心 4.6% 4

６ わからない 2.3% 2

無回答 - 0

計 100.0% 87



36

問６-２．問６-１の回答について，この授業の受講前と受講後とで，考え方がかわりました

か？

構成比 回答数

１ 変わった 17.2% 15

２ 変わらない 82.8% 72

その他 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87

問７．あなたが就職先を選ぶ時に次のうちどのようなことをより重視しますか。

構成比 回答数

１ 将来性がある 9.2% 8

２ 給与水準が良い 14.9% 13

３ 福利厚生が充実している 12.6% 11

４ 業績・財務状況が良い 0.0% 0

５ 職場の雰囲気が良い 18.4% 16

６ 休日・休暇が取りやすい 3.4% 3

７ 勤務地の条件が良い 0.0% 0

８ 教育・研修制度が充実している 0.0% 0

９ 社会貢献度が高い 1.1% 1

10 男女の性別に関係なく仕事を任される 1.1% 1

11 家事・育児・介護などとの両立が可能である 10.3% 9

12 仕事内容が魅力的・やりがいがある 19.5% 17

13 自分の能力や技術を活かせる仕事である 8.0% 7

14 わからない 1.1% 1

その他 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87

問８．あなたは，管理職以上に昇進することについて，どのようなイメージがありますか。

構成比 回答数

１ やりがいのある仕事が増える 9.2% 8

２ 賃金が上がる 19.5% 17

３ 能力が認められた結果である 23.0% 20

４ 家族から評価される 0.0% 0

５ 自分自身で決められる事柄が多くなる 4.6% 4

６ やるべき仕事が増える 3.4% 3

７ 責任が重くなる 34.5% 30

８ やっかみが出て足を引っぱられる 1.1% 1

９ 仕事と家庭の両立が困難になる 3.4% 3

10 わからない 1.1% 1

その他 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87
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問９．あなたは，将来就職した場合，管理職以上に昇進したいと思いますか。

構成比 回答数

１ ぜひ昇進したい 12.6% 11

２ どちらかといえば昇進したい 33.3% 29

３ とちらともいえない 29.9% 26

４ どちらかといえば昇進したくない 9.2% 8

５ 昇進したくない 9.2% 8

６ わからない 5.7% 5

無回答 - 0

計 100.0% 87

問10-１．あなたが将来家庭を持ったとしたら，家事は主に誰がすればよいと思いますか。あ

なたの考えに近いと思う内容を１つ選んでください。

構成比 回答数

１ 主として妻 1.1% 1

２ どちらかと言えば妻 14.9% 13

３ 夫婦で同じぐらい分担 72.4% 63

４ どちらかといえば夫 5.7% 5

５ 主として夫 0.0% 0

６ わからない 5.7% 5

無回答 - 0

計 100.0% 87

問10-２．あなたが将来家庭を持ったとしたら，育児は主に誰がすればよいと思いますか。あ

なたの考えに近いと思う内容を１つ選んでください。

構成比 回答数

１ 主として妻 1.2% 1

２ どちらかと言えば妻 11.6% 10

３ 夫婦で同じぐらい分担 54.7% 47

４ どちらかといえば夫 27.9% 24

５ 主として夫 1.2% 1

６ わからない 3.5% 3

無回答 - 0

計 100.0% 86

問10-３．あなたが将来家庭を持ったとしたら，家事・育児は主に誰がすればよいかについ

て，この授業の受講前と受講後とで，考え方が変わりましたか。

構成比 回答数

１ 変わった 20.7% 18

２ 変わらない 79.3% 69

その他 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87
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問11．あなた自身あるいはあなたの身近にいる女性は，仕事や地域活動で活躍していると

思いますか。

構成比 回答数

１ 活躍している 19.5% 17

２ どちらかといえば活躍している 48.3% 42

３ どちらかといえば活躍していない 12.6% 11

４ 活躍していない 3.4% 3

５ わからない 16.1% 14

無回答 - 0

計 100.0% 87

問12-１．女性が職業生活において活躍するには何が必要だと思いますか。

構成比 回答数

１ 育児・介護等との両⽴についての職場の支援制度が整っていること 32.2% 28

２ 職場の上司・同僚が，女性が働くことについて理解があること 25.3% 22

３ 職場の上司・同僚が，男性が家事・育児・介護等に参画することについて 12.6% 11

理解があること

４ 仕事が適正に評価されていること 11.5% 10

５ 保育施設が充実していること 3.4% 3

６ 企業トップが⼥性の活躍促進に積極的であること 4.6% 4

７ 企業内で長時間労働の必要がないこと，勤務時間が柔軟であること 0.0% 0

８ 身近に活躍している女性（ロールモデル）がいること 5.7% 5

９ 国や地方自治体など⾏政による企業支援があること 2.3% 2

10 キャリア形成のための研修制度があること 1.1% 1

その他 1.1% 1

無回答 - 0

計 100.0% 87

問12-2．問12-1の回答について，この授業の受講前と受講後では，考え方や見方が変わり

ましたか。

構成比 回答数

1 変わった 19.5% 17

2 変わらない 80.5% 70

その他 0.0% 0

無回答 - 0

計 100.0% 87

問13-１．あなたの家族の家庭内での役割分担で，家事を主に担っているのはどなたですか。

構成比 回答数

１ 母親 83.9% 73

２ 父親 1.1% 1

３ 両親 6.9% 6

４ 自分や兄弟姉妹 0.0% 0

５ その他の家族 3.4% 3

６ 家族全員で分担 3.4% 3

７ あてはらまらない 0.0% 0

８ わからない 1.1% 1

無回答 - 0

計 100.0% 87
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問13-２．あなたの家族の家庭内での役割分担で，育児を主に担っているのはどなたですか。

構成比 回答数

１ 母親 66.7% 58

２ 父親 1.1% 1

３ 両親 19.5% 17

４ 自分や兄弟姉妹 0.0% 0

５ その他の家族 1.1% 1

６ 役割分担がない 5.7% 5

７ あてはらまらない 2.3% 2

８ わからない 3.4% 3

無回答 - 0

計 100.0% 87

問13-３．あなたの家族の家庭内での役割分担で，介護を主に担っているのはどなたですか。

構成比 回答数

１ 母親 18.4% 16

２ 父親 1.1% 1

３ 両親 11.5% 10

４ 自分や兄弟姉妹 0.0% 0

５ その他の家族 3.4% 3

６ 役割分担がない 12.6% 11

７ あてはらまらない 37.9% 33

８ わからない 14.9% 13

無回答 - 0

計 100.0% 87

問14-11．「男女の体の発育・発達」について，あなたは学んだことがありますか。

構成比 回答数

１ 学んだことはない 14.9% 13

２ 学んだことがある 85.1% 74

無回答 - 0

計 100.0% 87

問14-12．「男女の体の発育・発達」について学んだことのある人に聞きます。それは，いつで

すか？

構成比 回答数

１ 小学校 35.0% 28

２ 中学校 50.0% 40

３ 高 校 12.5% 10

４ 大 学 2.5% 2

無回答 - 7

計 100.0% 87
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問14-21．「受精・妊娠・出産」について，あなたは学んだことがありますか。

構成比 回答数

１ 学んだことはない 5.7% 5

２ 学んだことがある 94.3% 82

無回答 - 0

計 100.0% 87

問14-22．「受精・妊娠・出産」について学んだことのある人に聞きます。

それは，いつですか？

構成比 回答数

１ 小学校 23.2% 19

２ 中学校 57.3% 47

３ 高 校 19.5% 16

４ 大 学 0.0% 0

無回答 - 5

計 100.0% 87

問14-31．「男らしさ，女らしさ，ジェンダー，男女共同参画」について，あなたは学んだことが

ありますか。

構成比 回答数

１ 学んだことはない 20.7% 18

２ 学んだことがある 79.3% 69

無回答 - 0

計 100.0% 87

問14-32．「男らしさ，女らしさ，ジェンダー，男女共同参画」について学んだことのある人に聞

きます。それは，いつですか？

構成比 回答数

１ 小学校 1.5% 1

２ 中学校 33.3% 22

３ 高 校 39.4% 26

４ 大 学 25.8% 17

無回答 - 21

計 100.0% 87

問14-41．「デートDV などの暴力」について，あなたは学んだことがありますか。

構成比 回答数

１ 学んだことはない 32.2% 28

２ 学んだことがある 67.8% 59

無回答 - 0

計 100.0% 87
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問14-42．「デートDV などの暴力」について学んだことのある人に聞きます。

それは，いつですか？

構成比 回答数

１ 小学校 3.3% 2

２ 中学校 33.3% 20

３ 高 校 56.7% 34

４ 大 学 6.7% 4

無回答 - 27

計 100.0% 87

問14-51．「エイズ・性感染症の予防」について，あなたは学んだことがありますか。

構成比 回答数

１ 学んだことはない 6.9% 6

２ 学んだことがある 93.1% 81

無回答 - 0

計 100.0% 87

問14-52．「エイズ・性感染症の予防」について学んだことのある人に聞きます。

それは，いつですか？

構成比 回答数

１ 小学校 2.5% 2

２ 中学校 44.3% 35

３ 高 校 41.8% 33

４ 大 学 11.4% 9

無回答 - 8

計 100.0% 87

問14-61．「セクシュアルマイノリティなどの性の多様性」について，あなたは学んだことがあり

ますか。

構成比 回答数

１ 学んだことはない 26.4% 23

２ 学んだことがある 73.6% 64

無回答 - 0

計 100.0% 87

問14-62．「セクシュアルマイノリティなどの性の多様性」について学んだことのある人に聞き

ます。それは，いつですか？

構成比 回答数

１ 小学校 1.6% 1

２ 中学校 18.8% 12

３ 高 校 39.1% 25

４ 大 学 40.6% 26

無回答 - 23

計 100.0% 87
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Ⅰ．自分のキャリアを生かすライフプランニング 

１．ワークキャリアとライフキャリア 

 

 

 

 

 

 

１） 

Career 

生涯，経歴，履歴，生涯の

仕事，専門性を有する職

業，国家公務員総合職試験

のI種試験合格者など 

Carrier 

輸送業者，通信事業者，保

菌者，航空会社など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 

中央教育審議会「今後の学

校におけるキャリア教育・

職業教育の在り方につい

て(答申）」（平成 23 年１

月）では，キャリアを「人

が，生涯の中で様々な役割

を果たす過程で，自らの役

割の価値や自分と役割と

の関係を見いだしていく

連なりや積み重ね」と定義

しています。 

 

（１）キャリアとは 

皆さんは「キャリア」という言葉を使ったこと，聞いたことがありま

すか？ 

キャリアという言葉は英語の「Career」と「Carrier」１）の日本語読

みですが，携帯電話などの通信事業者や航空会社，キャリアウーマン

（専門性を生かしながらバリバリと働く女性）やキャリア組（中央本

省庁に採用された国家公務員採用 1 種合格者）など，様々な分野で日

常的に使われています。 

 そのなかで，キャリア教育で使用されるキャリアは前者の「Career」

のうち，日常生活に関わる経歴や生涯の仕事などを表す言葉として用

いられます。 

その日常生活に関わる経歴や生涯の仕事のなかで，人は会社や家庭，

地域社会において様々な役割や仕事を果たし，他者や社会と関わりな

がら生きていきます。 

また，人は日常生活のなかで，人は夢や希望を持ち，自己実現のため

に努力し，喜びや挫折を味わいます。 

そして，人は自らの役割の価値を判断し，取捨選択や創造を重ねな

がら，自分らしい生き方を実現していこうとします。   

キャリア教育では，それらの「自分らしい生き方を実現していくた

めに，人が生涯の中で積み重ねてきた様々な役割や経験」のことキャ

リアと言い表します２）。 
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３） 

文部科学省『高等学校キャ

リア教育の手引き』（平成

23年11月）より引用。 

 

 

 

 

 

 

４） 

文部科学省『高等学校キャ

リア教育の手引き』（平成

23年11月）より引用，編

集。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）キャリア発達  

～これまでの自分のキャリアを振り返ってみよう～ 

 小学校から高等学校までを通して，今日では系統的なキャリア教育

が行われています。 

そのキャリア教育の目的は，「自分らしい生き方を実現していくため

に，人が生涯の中で積み重ねてきた様々な役割や経験」を振り返りな

がら，「一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる能力

や態度を育てることを通してキャリア発達を促す」３）ことです。 

 キャリア発達とは「社会の中で自分の役割を果たしながら，自分ら

しい生き方を実現していく過程」のことですが，キャリア教育におい

ては，その発達段階に応じた「人間関係形成・社会形成能力」「自己理

解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」と

いう４つの基礎的・汎用的能力を育成することが求められます。４） 

 また，その４つの基礎的・汎用的能力には，それぞれ以下のような

具体的な力が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

【演習】 

具体的な力を確認しながら，自分に身についていると思う力にチェ

ック（☑）を入れてみましょう。 
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◇ 人間関係形成・社会形

成能力とは，多様な他者の

考えや立場を理解し，相手

の意見を聴いて自分の考

えを正確に伝えることが

できるとともに，自分の置

かれている状況を受け止

め，役割を果たしつつ他者

と協力・協働して社会に参

画し，今後の社会を積極的

に形成することができる

力。 

 

 

◇ 自己理解・自己管理能

力とは，自分が「できるこ

と」「意義を感じること」

「したいこと」について，

社会との相互関係を保ち

つつ，今後の自分自身の可

能性を含めた肯定的な理

解に基づき主体的に行動

すると同時に，自らの思考

や感情を律し，かつ，今後

の成長のために進んで学

ぼうとする力。 

 

◇課題対応能力とは，仕事

をする上での様々な課題

を発見・分析し，適切な計

画を立ててその課題を処

理し，解決することができ

る力。 

 

 

 

 

 

 

◇キャリアプランニング

能力とは，「働くこと」の意

義を理解し，自らが果たす

べき様々な立場や役割と

の関連を踏まえて「働くこ

と」を位置付け，多様な生

き方に関する様々な情報

を適切に取捨選択・活用し

ながら，自ら主体的に判断

してキャリアを形成して

いく力。 

キャリア教育で育成すべき力 —「基礎的・汎用的能力」 

４つの能力 具体的な力 

①人間関係形成・社会 

形成能力 

☐他者の個性を理解する力 

☐他者に働きかける力 

☐コミュニケーション・スキル 

☐チームワーク 

☐リーダーシップ 

②自己理解・自己管 

理能力 

☐自己の役割の理解 

☐前向きに考える力 

☐自己の動機付け 

☐忍耐力 

☐ストレスマネジメント 

☐主体的行動等 

③課題対応能力 ☐情報の理解・選択・処理 

☐本質の理解 

☐原因の追究・課題発見  

☐計画立案 

☐実行力  

☐評価・改善等 

④キャリアプランニ 

ング能力 

☐学ぶこと・働くことの意義や役割の理解 

☐多様性の理解 

☐将来設計 

☐選択 

☐行動と改善等 
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５） 

ライフキャリアは家庭生

活や余暇生活（趣味や自己

啓発など），地域生活（地域

との関わり）など，仕事以

外の個人生活全般に関す

る概念で，広義のキャリア

とも言い表されます。 

ワークキャリアは仕事経

歴や職務の内容，職務上の

地位や役割など，職業生活

に関する概念で，狭義のキ

ャリアとも言い表されま

す。 

 

６） 

「人生100年時代構想会議 

中間報告」（平成 29 年 12

月）では，ある海外の研究

（リンダ・グラットンの著

書「ライフシフト」で引用

されている研究）を基にす

れば，「日本では，2007 年

に生まれた子供の半数が 

107 歳より長く生きると推

計されており，我が国は健

康寿命が世界一の長寿社

会を迎えている」と述べて

います。 

（３）ライフキャリアとワークキャリア 

 ～これからの自分の生き方を考えてみよう～ 

 自分自身のキャリアを積み重ね，自分らしい生き方を実現していく

ために必要な４つの能力ですが，皆さんにはどれくらいの力が身につ

いていましたか？ 

 そのうちのキャリアプランニング能力は，「働くこと」を通して社会

的・職業的自立を図る年代に近づいた皆さんにとって重要な能力の一

つと言えます。 

また，その具体的な力に示された将来設計は，多くの皆さんにとっ

て切実な問題と言えますが，進学先や就職したい職種などを考えてき

た高等学校までとは異なり，これからはライフキャリアとワークキャ

リア５）という二つの概念から将来設計を考えていく必要があります。 

 それは，皆さんが50歳になる頃には平均寿命百歳の時代 6）が到来す

ると予測されており，これまでのようなワークキャリアを中心とした

「教育・仕事・引退」という３ステージの単線型のキャリアプランが成

り立たなくなるからです。 

 すなわち，100年という長き人生を充実したものにするには，生活資

金を得るための新たな学びや転職，そして共稼ぎなどのワークキャリ

アの設計が重要となります。また，個人生活を充実させるための趣味

や地域活動，ボランティアなどに積極的に関わるライフキャリアの設

計が必要となるからです。 

そのため，長い人生を歩むみなさんにとって進学や就職は人生の通

過点に過ぎず，ライフキャリアとワークキャリアとのバランスを見据

えたキャリアプランを立てていくことが必要となっていきます。 
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【演習】 

今時点で，可能性があると思う出来事や積極的に関わっていきたい

と思うことにチェック（☑）を入れてみましょう。 

※ 

 

年 

代 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

～ 

ライフキャリア 

（個人生活） 

ワークキャリア 

（職業生活） 

独 身 

 

☐結婚 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

 

☐育児 

 

↓ 

 

↓ 

 

 

 

 

☐介護 

 

↓ 

 

↓ 

☐趣味 

☐地域活動 

☐ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

 

↓ 

 

↓ 

 

   ↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

就職 

↓ 

☐転職 

☐学び直し 

↓ 

 

 

 

退職 
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２．人生100年時代に必要なライフプランニングの考え方 ～ライフシフト～ 

 

 

 

 

 

 

 

１） 

リンダ・グラットンはイギ

リスのロンドン・ビジネ

ス・スクール教授で，2016

年にアンドリュー・スコッ

トとの共著で『LIFE SHIFT 

- 100年時代の人生戦略』

を出版しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 

厚生労働省「令和元年簡易

生命表の概況」（令和２年

７月）より引用抜粋。 

なお，生命表上で，出生者

のうち，ちょうど半数が生

存すると期待される年数

を寿命中位数といいます

が，令和元年では，男84.36 

年，女 90.24 年となって

います。また，平均寿命に

比べ，男は2.95 年，女は 

2.79 年上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）多様化する価値観と自分らしい生き方の実現に向けて 

それでは，人生 100 年時代にむけて，どのようなキャリアプランを

立てながら，自分らしく過ごせる人生を歩んでいけば良いのでしょう

か。 

その点について，リンダ・グラットン１）は『LIFE SHIFT - 100年時

代の人生戦略』において，次のような示唆を私たちに与えています。 

 

（２）長寿という贈り物 

まず，リンダ・グラットンはデータを基に2007（平成19）年生まれ

の子どもの半数が日本では107歳まで生きうること，そして50歳未満

の日本人は 100 年以上生きる時代を過ごす可能性が高いことを予測し

ています。 

みなさんのなかには，本当に人生 100 年時代が訪れるのかと思う人

がいるかもしれませんが，次頁の「生命表上の特定年齢まで生存する

者の割合の年次推移」２）から読み取れるように，平均寿命と寿命中位 

数は年々上昇しています。 
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そして，栄養や医療，衛生といった分野におけるイノベーションが

進むことによって，さらに平均寿命と寿命中位数・平均寿命が伸び，

超長寿社会が訪れる可能性は十分にあると言えます。 

その超長寿社会を，皆さんはどのようにとらえるでしょうか？ 

そのことについて，リンダ・グラットンは今の80歳の人は20年前

の80歳よりも健康であるとして，超長寿社会をより人が若く，健康で

長い時問を過ごせるチャンスとしてとらえています。 

 

 

 

 

 

50

60

70

80

90

100

(年)

男 平均寿命

注：1) 平成22年以前は完全生命表による。
2) 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。

元22 30 2760 7
昭和・・年

(年)

注：1) 平成22年以前及び平成27年は完全生命表による。
2) 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。

女 寿命中位数

男 寿命中位数

22 30 40 50
昭和・・年 平成・・年

女 平均寿命

17

令和・・年
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３） 
マルチステージとは，複数
のキャリアを持ち，多様な
人生を歩むことです。 
例えば，転職でステージを
変えたり，複業でステージ
を増やしたりすることや，
地域活動やボランティア
などを行うことが該当し
ます。また，ステージ間の
移行に向けての自分探し
の期間なども該当します。 
 
４） 
職業生活は長く続くので，
生涯にわたり獲得し続け
ることが求められます。ま
た，仲間や職業上のネット
ワークをリンダ・グラット
ンは「ポッセ」と呼び，人
脈の紹介や支援など，生産
性の向上に大きな役割を
果たす資産の一つとして
います。 
５） 
人に幸福感をもたらし，や
る気をかき立てる資産で
あり，その一つである深く
結びついた友人との関係
をリンダ・グラットンは
「自己再生のコミュニテ
ィ」と呼び，この関係を長
続きさせて深めている人
は，高齢になってもエネル
ギッシュで前向きな傾向
が見られるとしています。 
６） 
具体的な意思や能力とし
ては，「自分について良く
知っていること」「多様性
に富んだ人的ネットワー
クを持っていること」「新
しい経験に対して開かれ
た姿勢を持っていること」
などがあげられています。 
 
７） 
なお，リンダ・グラットン
は長い人生を生きるため
の生活資金を得るために
は貯蓄率を高めるか，より
高齢になるまで働くか，あ
るいはその両方の選択が
必要となると説いていま
す。 

（３）見えない「資産」 ―お金に換算できないものー 

その上で，リンダ・グラットンはそのチャンスを生かすためには，

これまでの「教育・仕事・引退」という３ステージの単線型ではなく，

多様な価値観と選択肢を持つマルチステージ３）の生き方に変えていく

こと＝LIFE SHIFTが必要であると述べています。 

そして，私たちが単線型の生き方からマルチステージの生き方に変

えていくためには，次の三つの見えない「資産」への投資を行うこと

が必要であると述べています。 

 

 

 長い人生を生きていくためにはお金や不動産などの有形の資産が必

要ですが７），見えない「資産」は自分らしく有意義な人生を送るために

は不可欠であるだけでなく，仕事上の人脈や支援の輪を広げることに

つながり，有形の資産の形成を助けることにもなります。 

リンダ・グラットンはその見えない「資産」と有形の資産とのバラ

ンスをとりながら，相乗効果を生むための投資を行い続けることが，

充実した100年ライフを送るためのカギであると述べています。 

 

 

 

 

☆生産性資産４）：主に仕事に役立つ知識やスキルなど 

☆活力資産５）：心身の健康や良好な家族，友人関係など 

☆変身資産６）：変化に応じて自分を変えていく意思と能力など 
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８） 

職業訓練・学び直しなど。

自分の価値観を揺さぶり

アイデンティティを熟考

するために，多様な人たち

の苦悩や喜びを自分事の

ように考える「るつぼの経

験」が組み込まれているこ

とが望ましいとしていま

す。 

 

９） 

フリーランスなど組織に

雇われず，独立した立場で

活動すること自体が目的

となります。このステージ

では協働の精神を重視し，

失敗はいといません。18～

30 歳の層にとっての選択

肢の一つになるとしてい

ます。 

 

10） 

例としては週3仕事，週1

ボランティア，週1 NPO活

動など。このステージにう

まく移行するには，フルタ

イムの職に就いているう

ちに，小規模なプロジェク

トで実験を始め，汎用的ス

キルや社外の多様なネッ

トワークといった変身資

産を育むことが望ましい

としています。 

（４）ステージ ―人生の新しい構成要素― 

また，リンダ・グラットンはその充実した 100 年ライフを送るため

に，次の三つのステージを想定したマルチステージのキャリアプラン

を立てながら，それぞれのステージへの移行を通して自身のキャリア

をリ・クリエーション（再構築）することが大切であるとも述べてい

ています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

☆エクスプローラー（探検者）８） 

身軽に探検と旅を続け自分の好きと得意を発見していくステージ 

 

☆インディペンデント・プロデューサー（独立生産者）９） 

自由と柔軟性を重視して自分の職を生み出すステージ 

 

☆ポートフォリオ・ワーカー10） 

異なる種類の仕事や活動に同時に携わるステージ 
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（５）人間関係 ―私生活の変容― 

そして最後に，リンダ・グラットンは「誰もが 100 年生きうる時代

をどう生き抜くか」「働き方，学び方，結婚，子育て，人生のすべてが

変わる」「男女の役割分担が変わる。質の高いパートナー関係が必要に

なる」ということ念頭におき，100歳になった自分がいまの自分をどう

見るかを考えながら「将来可能な自己」を思い描くことが重要である

と述べています。 

ステージの移行を行うことを前提としたマルチステージでは，その

「将来可能な自己」を思い描く際には，結婚と男女の役割分担，そし

てパートナー関係が重要となり，どちらかがステージを移行する際に

は，お互いの役割を柔軟に調整してサポートし合うことが重要となり

ます。 

従って，必然的に家族のあり方は今日に比べて多様化していくこと

になりますが，個々が「何を大切に生き，何を人生の土台にしたいの

か」という問いに向きあい，お互いのキャリアを生かすことができる

ライフプランニングと男女共同参画社会の実現が重要となります。 
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Ⅱ．これからの社会に求められるライフプランニングの視点 

１．男女共同参画社会の実現に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）格差の構造からみる日本社会の課題 

現在の日本の社会は，平等な社会といえるでしょうか? 

もし，平等でないとするならば，どのような格差が存在しているの

でしょうか？ 

これまでの学習経験や生活経験をもとに，話し合ってみましょう。 

[視点を明確にして自分の考えを書いてみよう] 

 

 

 

 

 

 

 

[議論をまとめてみると]  
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1) 

ジェンダーギャップと

は，男女の違いにより生

じる様々な格差のこと

で，世界経済フォーラム

（World Economic Forum

／WEF）では，2006 年か

ら毎年公表している

「 Global Gender Gap 

Report」で，男女格差を

解消することを目的に，

各国のジェンダーギャッ

プによる格差を指数で数

値化しランク付けしてい

ます。この指数は，経

済，政治，教育，健康の

４つの分野のデータから

作成され，０が完全不平

等，１が完全平等を示し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女格差を測る指標のひとつに，「ジェンダーギャップ指数」1)があ

ります。世界経済フォーラムでは，男女格差を解消することを目的

に，各国のジェンダーギャップによる格差を数値化してランク付けし

ています。2019 年時点のデータでは，日本は 153 ヶ国中，121 位と男

女格差解消については後進国といえます。 

 

「共同参画」2020年3.4月号内閣府 

「 ジェンダー」とは ，先天的・身体的・生物学的に個体が持つ性

別に対し，「社会的・文化的に形成された性別」のことで，男性ないし

女性にとってふさわしいと考えられている役割・思考・行動・表象全

般を指しています。 
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1986 年…男女雇用機会均

等法 

 

1999 年…男女共同参画社

会基本法 

 

2016年…女性活躍推進法 

 

2018 年…政治分野におけ

る男女共同参画推進法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェンダーギャップをなくすには，どうすれば良いと皆さんは考え

ますか？ 

 ジェンダー指数に関する 4 分野のデータを分析して，改善策を考え

てみましょう。 

分 野 項  目 
順位 

（日本） 

指数 

（日本） 

指数 

（世界平均） 

経済 

経済（全体） 115 0.598 0.582 

①労働力率の男女比 79 0.814 0.661 

②同種業務での給与格差 67 0.672 0.613 

③勤労所得の男女比 108 0.541 0.499 

④幹部・管理職での男女比 131 0.174 0.356 

⑤専門職・技術職の男女比 110 0.68 0.756 

教育 

教育（全体） 91 0.983 0.954 

①識字率の格差 1 1 0.899 

②基礎教育在学率の格差 1 1 0.757 

③中等教育在学率の格差 128 0.953 0.954 

④高等教育在学率の格差 108 0.952 0.931 

保健 

保健（全体） 40 0.979 0.958 

①出生時の男女比 1 0.944 0.925 

②健康寿命の男女比 59 1.059 1.034 

政治 

政治（全体） 144 0.049 0.239 

国会議員の男女比 135 0.112 0.298 

閣僚の男女比 139 0.056 0.255 

過去50 年間の国家代表の在任

年数の男女比 
73 0 0.19 

Global Gender Gap Report 2020より作成 

[考えたことをまとめてみよう] 
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OECD の「Society atａ 

Glance 2019」では，LGBT

について特別章を設け，

その人たちの置かれてい

る社会経済状況，その人

たちを包摂するにはどん

な政策があるのかについ

て論じています。 

 

LGBT に つ い て は ，

(Sexual Orientation (性

的 指 向 ) と  Gender 

Identity (性自認) の頭

文字をとった 「SOGI」

との表現されることもあ

ります。 

 

 

OECD の報告によると， 

日本の全国規模の代表性

のある調査で，同性愛

者，異性愛者，バイセク

シュアルといった性自認

を問う質問を含むもの

や，成人人口のうちトラ

ンスジェンダーの人の割

合に関する情報を集めた

ものはないとされていま

す。（OECD ilibrary の

「図表で見る社会 2019」

より） 

 

日本労働組合総連合会の

2016 年度の調査による

と，「LGBT 等（性的マイ

ノリティ）当事者」は

8% ・ 職 場 に お け る

「LGBT」に関する差別を

「なくすべき」8 割強・

職場におけるLGBT関連の

ハラスメントを受けたり

見聞きしたりした人は 2

割強「LGBT」が身近にい

る人では約 6 割になると

いう。 

 

[チャレンジ] 

「多様な性について考えてみよう」 

 皆さんは，「LGBT」という言葉を聞いたことがありますか？ 

LGBT とは次の言葉の頭文字をとって組み合わせた言葉で，性的少数

者 （セクシャルマイノリティ） を表す言葉の一つとして使われるこ

ともあります。この機会に多様な性について考えてみましょう。 

〇性的指向性  ○Ｌ   ○Ｇ   ○Ｂ  

性的指向とは，「どのような性別の人

を好きになるか」ということです。これ

は自分の意志で選び取るというより，思

春期の頃に「気付く」ことが多いといわ

れています。 

 

〇性自認   ○Ｔ  

性自認 （性の自己認

識）とは，自分の性をど

のように認識しているの

か，ということです。 

「心の性」と言われる

こともあります。 

多くの人は「身体の

性」と「心の性」が一致していますが，「身体の性」と「心の性」が一

致せず，自身の身体に違和感を持つ人たちも世の中にはいるのです。 
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カミングアウトとは，告

白とも言われますが，

Coming out=“coming out 

of the closet”のことで

す。 

 

社会の差別・偏見や周囲

の無理解から自分のセク

シュアリティを隠さざる

を得ない状態を「クロー

ゼットに押し込まれてい

る状態」にたとえ，そこ

から出て，陽のあたる場

所に自分を置く決意をい

います。 

カミングアウトは，自分

のセクシュアリティを受

け入れ，肯定する過程で

もあり，自分らしく生き

ていくための手段の一つ

です。 

 

法務省では，①多様な性

について知る，②習慣・

常識を変える，③理解者

を増やすことを提唱して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇どう解決していく?  

ＬＧＢＴ当事者の中には，性的指向や性自認をカミングアウト（告

白）することで，「自分を偽ることなく生きたい」と願っている人が数

多くいます。しかし，「カミングアウトをすると，これまでの人間関係

が崩壊してしまうのでは…」「友人などから否定的な反応が返ってくる

のではないか」と悩んで，カミングアウトできない人たちがいるのが

実際です。 

 だれもが自分の性的指向・性辞任を尊重され，自分らしく生きるこ

とのできる社会になるために，学校でできること，地域でできること

には，何があるか考えてみましょう。 

[考えたことをまとめてみよう] 
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SDGs とは，Sustainable 

Development Goals の略

称で，2015 年 9月に国連

サミットで採択された

2030 年までに持続可能で

よりよい世界を目指す国

際目標です。17 のゴー

ル・169 のターゲットか

ら構成され，地球上の

「誰一人取り残さない

（ leave no one 

behind）」ことを誓って

います。 

 

 

SDGsの17目標リスト 

1.貧困をなくす 

2.飢餓をゼロに 

3.すべての人に健康と福祉を 

4.質の高い教育をみんなに 

5.ジェンダー平等を実現しよ

う 

6.安全な水とトイレを世界中

に 

7.エネルギーをみんなに そし

てクリーンに 

8.働きがいも経済成長も 

9.産業と技術革新の基盤をつ

くろう 

10.人や国の不平等をなくそう 

11.住み続けられるまちづくり

を 

12.つくる責任つかう責任 

13.気候変動に具体的な対策を 

14.海の豊かさを守ろう 

15.陸の豊かさも守ろう 

16.平和と公正をすべての人に 

17.パートナーシップで目標を

達成しよう 

（２）SDGsの理念とは  

SDGs のキーワードである持続可能な開発について，皆さ

んはきちんと説明できますか? 

「持続可能」というのは，“今だけではなく，ずっと続けていけるこ

と”，つまり，経済や環境，社会や制度のシステムがうまく働いて，未

来が豊かで幸せであり続けられるということです。「人生100年時代」

と称せられる現代社会において，よりよい人生を過ごすために，その

時々に出会うステージでの課題をどのように解決して行くのかを常に

考え，みんなが安心して満足した暮らしができるようにするが必要と

いえます。そして，SDGs の普遍的な目標「誰も置き去りにしない」と

は，健康で長生きができる，きちんと教育が受けられる，差別されず

に平等が守られる社会を作ることといえるでしょう。この目標達成に

向けて，私たちができること・やらなければならないことは何かを

「自分ごと」として考えて行動し，生活の中に浸透させていくことが

大切です。 

目標5のジェンダー平等は先進国でも多くの課題があります。目標7

〜12 はエネルギー，働きがい，平等，つかう責任等，私たち一人ひと

りにとって取り組むべき課題が多くある内容といえます。 
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政府は SDGs へ取り組むため

2016年5月SDGs推進本部が設

置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs推進本部によるSDGs

実施指針では，日本の未

達成の課題への取り組み

と，世界のSDGsへの取り

組みを牽引するために，

以下の 8 つを優先課題と

しています。 

1.あらゆる人々が活躍する

社会・ジェンダー平等の実

現 

2.健康・長寿の達成 

3.成長市場の創出，地域活

性化，科学技術イノベーシ

ョン 

4.持続可能で強靱な国土と

質の高いインフラの整備 

5.省・再生可能エネルギ

ー，防災・気候変動対策，

循環型社会 

6.生物多様性，森林，海洋

等の環境の保全 

7.平和と安全・安心社会の

実現 

8.SDGs 実施推進の体制と

手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[演習] 

 毎日の生活の中には，SDGs を考えるヒントになる内容がたくさんあ

ります。日本ユニセフ協会のホームページ等を参考に，日本社会の課

題を調べ，解決策を考えグループで話し合ってみましょう。 

(日本ユニセフ協会 https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/) 

課 題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し合いの感想 
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「主権」とは，「国を統

治する権力」のことで，

「国を統治する権力」と

いうのは，社会秩序を維

持するために法律を定め

（立法権），定められた

法律を執行し（行政

権），法に基づいて争い

ごとを解決する（司法

権）といった権力のこと

です。 

 

 

1789 年のフランス革命

は，「市民」が権利の主

体であるとした世界史上

の画期的なできごとし

た。しかし，この時のフ

ランスの人権宣言（人お

よび市民の権利宣言）

は，女性を権利の主体と

（３）男女共同参画社会の実現と主権者としての役割 

 2016年選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられたことにより，これ

まで以上に，国家・社会の形成者としての意識を持って，私たちが生

活する社会の課題を主体的に捉え，健康で豊かな平等社会を形成する

ための課題解決について多面的・多角的に考え行動することが求めら

れています。 

 ここで確認です。そもそも「主権者」とは誰なのでしょうか。日本

国憲法では「国民主権」が謳われている，当然主権者皆さん国民一人

ひとりということになります。また，基本的人権は生まれながらにし

て国民一人ひとりが持つ権利と日本国憲法では規定されていますが，

この考え方が確立するまでには，人類の長い道のりがありました。 

 ここで「主権」に関わる基本的な内容を確認しておきましょう。 

[ワーク] 

人権を考える上で重要な歴史的事実の確認 

・1789年世界史上初めて個人の自由・平等と権利を謳った宣言は， 

                                。しかし，この宣言おける「市

民」「人間」は，        のみであった。 

＊「個人」を     に扱うという流れの中で，近代国家誕生によ

る徴兵制度や           の整備では，逆に女性は排除さ

れていく。このことにより           の存在が自覚され

るようになった。⇒フェミニズムの誕生 

 

・1948年の世界人権宣言で謳われた人権には， 

      権・       権・       権の 

三種がある。 
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は想定していません。こ

こでいう「人」「市民」

は，男性だけを指し，女

性が含まれていません。

ヴェルサイユ行進など民

衆蜂起の場面で，女性が

重要な役割を果たしたに

もかかわらず，女性には

集会結社の自由も，政治

的な集会への参加も，路

上に５人以上で集まるこ

とすら禁じられていまし

た。 

＊近代国家における国民

皆兵制度，学校制度，選

挙制度，における男女の

扱について調べてみよ

う。 

ライフプランニングは，私たちは持っている願い欲望をどのように

達成していくかを計画的に考えることといえます。 

私たちが共通してもっている欲望を端的に表しているものが「衣食

住」に関わることがらといえるでしょう。この欲望を満たすため，人

は働いてお金を稼ぎ，その金で生活を維持し，趣味を楽しんでいると

いえます。その消費の在り方をライフステージに合わせて，計画して

いくことはライフプランニングの重要な内容になります。 

 この消費に関わる活動は，一般的に政治とは直接関係なく，私生活

の範囲内で行われていますが，欲望が満たされなくなった時，その原

因を政治のせいであると考えるようになることもあります。その時，

人々は政治を変えるための活動を考えるようになるといえます。その

活動は選挙における投票や，請願や集会といった積極的な活動をとる

こともあり得るでしょう。当初の目的が達せられると，政治とは関わ

らない生活に戻るということが一般的といえるでしょう。 

 つまり，自分にとっての必要の度合いによって，政治に関わる場合

と関わらない場合があるというわけで，皆さんは「当然のことでしょ

う」と考えるかもしれません。しかし，この行動形式が，現在の日本

社会における「若者の低投票率」と「女性の政治参画の低さ」につな

がっているかもしれないと考えてみるとどうでしょうか? 

  たとえば，少子化以前の日本では，職に就いていた女性は結婚し子

供を生むと専業主婦になるケースが多かったといえます。それは，仕

事と子育てといった家業との両立は困難であると考え，仕事の継続を

断念するという判断をせざるを得なかったといえるでしょう。他方，

仕事を続けたいと考える女性の中には出産を断念する場合もありまし

た。どちらも，個人としてできる私生活の範囲内で家庭か仕事かの苦
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渋の選択を行っていたといえます。 

 しかし，少子高齢化が深刻化してくると，時代の雰囲気が変わり仕

事と家庭の両立の希望が満たされないのは政治のせいであると，男女

関係なく多くの人が考えるようになり，両立が可能になるような政策

を導入するようにと，私的な選択肢の幅を広げるために，政治に働き

かけるようになりました。今後，政府の政策によってワーク・ライ

フ・バランスが達成されれば，政治に関わる必要が無くなったと考え

るようになり日常の私的生活に戻ることになるでしょう。 

 ここまでの話のポイントは，私的生活の充実に向けての個人として

の行動の計画性の重要性と，私的生活の範囲を越え政策として「改

善」を望むようになった際の，主権者としての行動の在り方というこ

とになります。主権者として，どのような行動を取らなければならな

いかを，改めて考えてみましょう。 

 2019 年に，「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」

が制定されましたが，SDGs の課題でもある「女性の政治参画の低さ」

と「若者の低投票率」は解決していません。 

 これからの社会を築いていく皆さんは，どのような解決策を考え，

行動しますか? 
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(４)コラム 

江戸時代の女性 ―町人階級の生活を垣間見る― 

Ⅰ 江戸時代における女子への《教育》――木版本として流布した教訓書・実用書類から 

現代は、男女共同参画が推進されるなど、性別による区別をなくし、多様で自由なライフスタイル

を実現することが可能な社会です。しかし日本では、つい最近まで、男子と女子が異なる教育を受け

ることが普通でした。そして、社会から「こうあるべき」と求められる生き方があり、当然ながら、

ライフスタイルも男女で大きく異なっていたのです。 

一例として、江戸時代の庶民――特に、17 世紀から 18 世紀にかけての女性がどのような教育を受

け、またどのような生き方を求められていたのか、今に伝わる文献から覗いてみましょう。 

 

 

「往来物
おうらいもの

」とは―手習い塾（寺子屋）や家庭において使用された、現代における教科書に相当する類の書物。 手

紙文例を集めた形式のものが主で、江戸時代には多くの情報と挿絵とを盛り込んだ木版本が出版

された。広範な需要に応じ、江戸時代を通じて、約 7000 種の往来物が出版されたといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇天野晴子氏による女子用往来物の分析 

・教訓型…「実生活に対する心構えや道徳、躾を中心に説いた内容」                   

※江戸時代以前から引き継がれた伝統的な女性像と、封建的な儒教倫理に基づく女性像 

・消息型…「生涯の節目、生活のさまざまな出来事に際して必要とされる題材」              

※日常生活を営む上で不可欠なコミュニケーションツール「手紙」の文例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の近世における識字の特徴のひとつは、原則として女性が使用する文字と男性が使用する文字が異なって

いたことにある。女性は大部分が「かな」で一部漢字が混ざった「和文体」を用い、男性は主に「漢字」によ

る「準漢文体」を使用した。ここにおいて、女性に特有な書記方やテクスト・教科書などが発達していった。

その一つが女子往来である（中略）その数は千種をこえて千五百種類程度に及ぶのではないかと推測される。 

江戸時代の女子教育は、階層によってかなり異なる様相を呈していることに注意が払われなければならない。

「教訓型」の女子用往来に描かれた女性像は、封建的身分制度の男尊女卑の思想に基づく「理念」としての女

性像である。これは、武士階級における女性の特別な地位と任務、深い精神鍛錬の涵養に近いものである。一

方、庶民階級―特に中層以上―の女性は、理念としては男性や夫の下に置かれながらも、実生活では家業に経

営手腕を発揮し、冠婚葬祭や社交にまで采配をふるうことが求められた。したがって、武士階層の女性におけ

る教養内容と庶民階層における女性の教養内容は、必然的に異なっていた。理念としての「建前」を女性に教

えようとする「教訓型」の女子用往来に対して、庶民の実生活に求められる教材を提供していたのが「消息

型」の女子用往来である。「消息型」の女子用往来は、その種類も数も「教訓型」と並ぶ趨勢を誇っていた。 

（天野晴子「江戸時代の女子教育について――往来物を通してみる女性の教育と生活――」『生活文化研究所年報』21，2008） 

例：『女大学宝箱』（1716 刊）※画像 check！ 

例：『女用文章大成』（1698 刊）※画像 check！ 

江戸時代の“教科書的”書物――「往来物」 

『女大学宝箱』…女性への教訓を箇条書きにして説いています。冒頭の一条を見てみましょう。 

※読みやすいように、句読点を補い、部分的に改変してあります。 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

一、夫
それ

、女子
に よ し

は成 長
せいちやう

して他人
た に ん

の家
いえ

へ行
ゆき

、 舅
しうと

・ 姑
しうとめ

に 仕
つかゆ

るものなれば、男子
な ん し

よりも親
をや

の 教
をしへ

 

ゆるがせにすべからず。父母
ふ ぼ

寵 愛
ちやうあひ

して 恣
ほしいまま

に 育
そだて

ぬれば、 夫
をつと

の家
いゑ

に行
ゆき

て 必
かならず

気随
き ず ひ

にて 夫
をつと

に

疎
うと

まれ、又は 舅
しうと

の 誨
をしへ

 正
ただ

しければ、堪 難
たえがたく

思ひ、 舅
しうと

を 恨
うらみ

誹
そし

り、中
なか

悪
あし

くなりて終
つい

には追出
をひいだ

さ

れ、恥
はぢ

を曝
さら

す。女子
に よ し

の父母
ふ ぼ

、我
わが

訓
をしへ

なき事を謂
いは

ずして 舅 夫
しうとをつと

の悪
あし

きと而已
の み

 思ふは 誤
あやまり

なり。 

是
これ

皆
みな

、女子
に よ し

の、親
おや

のをしへなき故
ゆへ

なり。 

結婚して、夫の

両親と同居する

ことが前提？ 

　　　　（21）65



 

 

 

「重宝記
ちょうほうき

」とは―江戸時代に多く作られた、日常生活に役立つ事柄を掲載した書物。家庭用医学や薬の知識、料

理、身分別・性別の実用的知識など、テーマに沿った内容が平易な表現で書かれる。 

例：『 女
おんな

重宝記
ちょうほうき

』…苗村丈伯著。五巻五冊。元禄五 1692 年、京都吉野屋次郎兵衛・大坂伊丹屋太郎右衛門・江

戸万屋清兵衛刊。武家や上流に階級に属する女性を対象としているが、庶民にまで広く読まれ

たと思われ、江戸時代を通じて普及し、後続の女性用往来物や実用書に甚大な影響を与えた。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考える・意見をまとめる 

ここに挙げた『女大学宝箱』『女重宝記』には、江戸時代当時の女性に求められていた知識・教養が

掲載されています。実用的な情報もあれば、理念や心構えも述べられています。ここから読み取れる

“当時の社会に求められた女性像”について、また現代と異なる点について話し合ってみましょう。 
 

 

 

 

・理念と現実との違いはあったのだろうか？ 

・女性が「働くこと」についての情報を探してみよう 

・男性には、どのような生き方が求められていたのか？ 

 

巻一「女中
じよちう

万
よろづ

たしなみの巻」…①女は人間のはじまりの事 ②身のやうじ

やうならびに四火の灸の事 ③女品さだめ④女しが物がたり ⑤女こと

ばづかひ ⑥女けしやうの事 ⑦衣類の沙汰 

巻二「しうげんの事」…①しうげんの次第 ②よめどりいひ入并日どりの事 

③しうげん道具の次第 ④同座の次第 ⑤しうげんの夜膳部六物の次第 

⑥御厨子黒棚かざりやうの事 ⑦手の道具かざりやうの事 ⑧酌くはへ

しやうの事 ⑨常の盃にて酒のみやうの事 ⑩女中万喰方の作法 

巻三「くわいにんの事 子そだてやう」…①懐妊の事ならびに養生の次第 

②懐妊か懐妊にあらざるをしる事 ③同 身のもちやう ④同 帯をする事 

⑤産のときむかひてよき方の事 ⑥同 いむべき衣裳 ⑦知死期くりやう

の事 ⑧産前に拵おくべき物の事 ⑨産にのぞみて心得の事 ⑩産後養生 

⑪女の年によりて産のよしあしの事 ⑫月によりて生れ子のよしあし

の事 ⑬難産の妙薬 ⑭産後乳はれ傷む薬 ⑮むまれ子の次第 ⑯むまれ子

養生の事 ⑰女中方服忌令 

巻四「しよげいのまき」…①手ならひの事 ②哥をよみならふ事 ③琴三味線

を引事 ④貝おほひかたかるたの事 ⑤香をきく事 ⑥掛香の名方 ⑦きや

らの名 ⑧女中諸病めうやく ⑨万しみものおとしやうの事 

巻五「女節用集字尽」…①女用器財之部 ②同衣服之部 ③同絹布之類 ④同

絹布染色之名 ⑤同詞字等類 ⑥源氏物がたり目録 ⑦かなつかいをしる

事 ⑧五節句の事 ⑨新大和言葉 ⑩小笠原流万包やう折形之図 

・『女重宝記』の目次 ※副題は省略 

元禄時代（17 世紀末）の女性向け実用書――『女重宝記』 

巻一…女性が基本的に身につけ

ておくべき常識や言葉づかい、

化粧・衣装の図入り解説。 

巻二…「しうげん（祝言）」と

は、現代の結婚のこと。吉日

選びから嫁入り道具・仲人の

作法・披露宴のあれこれ。 

巻三…「くわいにん（懐妊）」

とは、妊娠のこと。妊娠の確

認方法や縁起かつぎ、妊娠中

にやるべき事・やってはいけ

ない事、出産の心得、はたま

た新生児の扱いや服用する薬

等々…。全巻中、もっとも項

目が多いく、いたれり尽くせ

りの情報量。ただし、現代か

ら見て迷信なども含まれてい

る。     ※画像 check！ 

巻四…女性が身につけておく

べき「諸芸」の情報。書道・

和歌・琴三味線・香道や、 

⑨では洗濯の方法まで。 

巻五…女性向けの知識を提供

する巻。手習いや仮名遣い、

『源氏物語』の巻名、⑩は手

紙や贈り物を包む方法。 
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Ⅱ 元禄期（17 世紀末）の商工業 

男女がはっきりと区別され、それぞれに“ふさわしい知識・教養”や“生き方”が定められ、それ

が求められていた江戸時代。しかし、当時木版本として出版されていた『人倫訓蒙図彙』という書籍

には、市井に存在した数多くの職業、そして従事していた人々の姿が挿絵として残されています。江

戸時代にはどのような職業があり、そこには男女の区別がどのように存在したのでしょう。 

 

 

『人倫訓蒙図彙
じ ん り ん き ん も う ず い

』…七巻七冊。元禄三 1690 年 京都村上勘兵衛・大坂村上清三郎・江戸村上五郎兵衛刊。   

巻一：様々な身分階級の服装や用具などの図解・解説。           

巻二：「能芸部」。学問や芸能に関する項目の図解・解説。         

巻三：「作業部」。農業・林業・漁業や手工業などに関する項目の図解・解説。巻

四：「商人部」。都市部における商人に関する項目の図解・解説。     巻

五：「細工人部」。三都を中心とした手仕事職人に関する項目の図解・解説。巻

六：「職之部」。衣食住や生活を支える職人に関する項目の図解・解説。  巻

七：遊興・享楽関係、また乞食類に関する項目の図解・解説。        

「五百以上の各種の職業の職能・由来のほか、当時地名の商人・職人やその所在地を記し、商工案内の

役割も果たしている。その説明は俗説に拠った箇所もあり、正確さに欠けるが、これが当時の常識であ

った証左にもなろう。また、挿絵は日常生活において嘱目したところを写生したものと思われ、写実性

に富んでいる。」             （『日本古典文学大辞典』より、項目執筆者…前田金五郎） 

 
 

巻 数 職         種 

巻三 
（作業） 

 

茶師
ち ゃ し

・農夫
の う ふ

（種蒔・田植・耕・稲搔）・牛飼
うしかい

・樵夫
しょうふ

・ 柴 売 女
しばうりおんな

・杣人
そまびと

・筏師
いかだし

・塩焼
しおやき

・

渡 守
わたしもり

（高瀬舟）・ 石 売 女
いしうりおんな

・伏見下舩
ふしみくだりぶね

・ 蜑人
あまびと

・漁人
ぎょじん

・船頭
せんどう

・鵜遣
うつかい

・ 鯨 舩
くじらぶね

・猟師
りょうし

・

綿師
わ た し

・炭焼
すみやき

・円座
え ん ざ

・ 莚 打
むしろうち

・土器師
か わ ら け し

・瓦師
かわらし

・焼物師
や き も の し

・火桶作
ひおけづくり

・御座打
ご ざ う ち

・ 占 師
うらないし

・石伐
いしきり

〈 石 切 〉 ・ 漆 掻
うるしかき

・ 葛
くず

根
のね

堀
ほり

・ 蕨
わらび

根
のね

堀
ほり

・ 車 遣
くるまつかい

・ 梃 者
てこのもの

・ 木遣
き や り

・ 乳子
ち ご

買
がい

・ 紙屑
かみくず

買
かい

・

砂土売
すなつちうり

・魚荷持
う お に も ち

・飛脚
ひきゃく

・馬方
うまかた

・駕籠
か ご

借
かし

・旅
はた

籠
ご

や・おちやない・談義坊売
だんぎぼううり

・ 山 椒 皮
さんしょうかわ

 
 

巻四 
（商人） 

 

呉服
ご ふ く

や・御錦屋
にしきや

・糸
いと

や・椀
わん

家具
か ぐ

や・唐物
からもの

や・質
しち

や・古手屋
ふ る て や

・切屋
き れ や

・道具屋
ど う ぐ や

・ 持 遊
もちあそび

細物
こまもの

や・醤油
しょうゆ

（酒
さけ

）・酢
す

・麹師
こうじし

・味噌屋
み そ や

・紙屋
か み や

・小間物
こ ま も の

や・本屋
ほ ん や

・薬種屋
や く し ゅ や

・鮫屋
さ め や

・鍔屋
つ ば や

（刀屋）・ 両 替
りょうがえ

や・ 銅 屋
あかがねや

・ 鉄
くろがね

や・瀬戸物
せ と も の

や・荒物
あらもの

や・ 帷 屋
かたびらや

・綿屋
わ た や

・米屋・魚屋・

八百屋・小鳥や・漆屋
うるしや

・砥屋
と や

・材木や・竹屋・竹皮屋
た け か わ や

・庭石や・下草や・ 樒
しきみ

や・挽
ひき

茶
ちゃ

や ・ 薪
たきぎ

や ・菪莨屋
た ば こ や

・ 草履
ぞ う り

や ・ 油 屋 ・ 麺類売
めんるいうり

・ 焼豆腐師
や き と う ふ し

・ 口 上
こうじょう

商人
あきんど

・ 絵双紙売
え そ う し う り

・  

粉
こ

や・石灰屋
い し ば い や

・御座
ご ざ

・木綿
も め ん

や・蚊帳
か や

や・植木
う え き

や・蘭奢
らんじゃ

粉
こ

・ 叩
たたき

納豆
なっとう

・法論
ほ ろ

味噌
み そ

 
 

巻五 
（細工人） 

 

金
かな

彫師
ほ り し

・絵師
え し

・筆師
ふ で し

・球摺
たまずり

・仏師
ぶ っ し

・経師
きょうじ

・表具師
ひ ょ う ぐ し

・櫛挽
くしびき

・印判師
い ん ば ん し

・縫物師
ぬ い も の し

・ 扇
おうぎ

折
おり

・

蒔絵師
ま き え し

・時計師
と け い し

・針摺
はりすり

・縫針師
ぬ い ば り し

・額
がく

彫
ぼり

・木彫師
き ぼ り し

・面打
めんうち

・青
あお

貝師
が い し

・角
つの

細工
ざ い く

・錺師
かざりし

・象眼
ぞうがん

師
し

・ 銀 師
しろがねし

・ 幾世留
き せ る

張
ばり

・ 無郎
ら う

竹師
し

・ 鈴
すず

張
ばり

・ 茶入
ちゃいれ

袋師
ふくろし

・ 巾着師
きんちゃくし

・ 紙入師
か み い れ し

・ 眉 作
まゆづくり

・

・各巻掲載の職種（太字は挿絵が掲載されている職種・□枠内は女性が描かれている職種 ※画像 check！）     

※職名には、読みにくいものには現代仮名づかいで読み仮名がつけてあります。興味のある職種について調べてみましょう。 

江戸時代の“職業全書的”書物――『人倫訓蒙図彙』 
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人形師
にんぎょうし

・衣装
いしょう

人 形
にんぎょう

・張子師
は り こ し

・雛師
ひいなし

・楊枝師
よ う じ し

・茶杓師
ちゃしゃくし

・物指師
も の さ し し

・箸師
は し し

・刷毛師
は け し

・嘉留
か る

多師
た し

・賽師
さ い し

・胴
どう

人形師
にんぎょうし

・団師
うちわし

・ 簇 削
しいしけずり

・鐘
しゅ

木師
も く し

・楊
よう

弓師
きゅうし

・造花師
つくりばなし

・形
かた

彫
ほり

・堆
つい

朱
しゅ

彫
ぼり

 
 

巻六 

（職人） 

 

大工・木挽
こ び き

・左官・屋根葺
や ね ぶ き

・ 布 曝
ぬのさらし

・柄巻師
つ か ま き し

・天秤
てんびん

・鋳物師
い も の し

・鏡獅
かがみし

・畳師
たたみし

・薄師
は く し

・板
はん

木彫
ぎ ほ り

・駕籠師
か ご し

・ 表
ひょう

紙屋
し や

・秤師
はかりし

・編
あみ

笠
がさ

・桧物師
ひ も の し

・指物師
さ し も の し

・乗物師
の り も の し

・数珠師
じ ゅ ず し

・鞴師
ふいごし

・水嚢
すいのう

師
し

・墨師
す み し

・印籠師
い ん ろ う し

・葛
つ

籠師
づ ら し

・笠
かさ

張
はり

・塗
ぬり

笠
がさ

・桝師
ま す し

・紙子師
か み こ し

（紙漉
かみすき

）・硯師
すずりし

・羽織師
は お り し

・翠
み

簾師
す し

・ 塗物師
ぬ り も の し

・ 金粉師
き ん ぷ ん し

・ 鍮
ちゅう

泥師
で い し

・ 水引師
み ず ひ き し

・ 合羽師
か っ ぱ し

・ 白粉師
は く ふ ん し

・ 蝋燭
ろうそく

掛
かけ

・ 薬缶師
や か ん し

・ 鞠
まり

装 束
しょうぞく

師・宮殿師
きゅうでんし

・小刀磨
こがたなとぎ

・鍛冶
か じ

・ 刀
かたな

鍛冶
か じ

・鑓
やり

鍛冶
か じ

・ 挟
はさみ

毛
け

貫
ぬき

・小刀
こがたな

便利
べ ん り

刀
かたな

・琴師
こ と し

・

弓師・仏具師
ぶ つ ぐ し

・錫師
す ず し

・唐紙師
か ら か み し

・針
はり

鉄師
か ね し

・箒師
ははきし

・戸
こ

障子師
し ょ う じ し

・ 釜
かまの

蓋師
ふ た し

・竜骨車師
りゅうこしゃし

・篗師
わ く し

・

鋤
すき

鍬柄師
く わ の ゑ し

・梭掻
おさかき

・ 車 作
くるまづくり

・ 竃 師
へっついし

・ 紺屋
こ う や

・沙室師
し ゃ む ろ し

・ 紅師
も み し

・ 茶
ちゃ

染師
ぞ め し

・ 紫 師
むらさきし

・練物
ねりもの

張物
はりもの

師・臼師
う す し

・糸車師
いとくるまし

・豆腐師
と う ふ し

・麩師
ふ し

・蒟蒻師
こんにゃくし

・素麺師
そ う め ん し

・菓子師
か し し

・餅師
も ち し

・粽師
ちまきし

・煎餅師
せ ん べ い し

・

道明寺師
どうみょうじし

・ 興
おこし

米師
ご め し

・麩
ふの

焼師
や き し

・飴師
あ め し

・地黄煎
じ お う せ ん

・ 焼餅師
や き も ち し

・飯
いひ

鮨師
ず し し

・ 割
きざみ

肴師
さかなし

・香煎師
こ う せ ん し

・

鎧
よろい

・着
き

込
こみ

・弦
つる

・植
うえ

虎皮師
と ら か わ し

・雪踏師
せ っ た し

・尻
しり

切師
き れ し

・革師
か わ し

・ 滑
なめし

革師
か わ し

・桶結
おけゆい

・足袋師
た び し

・ 碓
からうす

・

風呂屋 ・銀掘
かねほり

・継物師
つ ぎ も の し

・鋳掛師
い か け し

・ 湯熨
ゆ の し

や ・ 洗濯 ・ 綿摘
わたつみ

・ 機織
はたおり

・ 鹿子結
か の こ ゆ い

・ 木
き

綿打
わたうち

・

足打
あしうち

・ゑほし師・はごいたや・ゑむま師・かづら師・位牌師
い は い し

・龕師
が ん し

 
 

考える・意見をまとめる 

『人倫訓蒙図彙』には、実に多くの職業が掲載されていますが、その中には、内容が想像できるもの

もあれば、職業名を見ただけではよくわからないものもあります。そして、挿絵には、少なくない職種

に、女性が描かれています。これらの情報からどのようなことが読み取れるか、考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

参考①：井原
い は ら

西鶴
さいかく

作『西鶴
さいかく

諸国
し ょ こ く

はなし』巻１の２「見せぬところは 女
おんな

大工
だ い く

」（貞享二 1685 年刊） 

道具箱には、錐
きり

・鉋
かんな

・すみ壺・さしがね。顔も三寸の見直し、中
なか

びくなる女房、手あした

くましき、大工の上手にて、世を渡り、一條
いちじょう

小反橋
こ ぞ り は し

に住みけるとなり。                   

「都
みやこ

は広く、男の細工人
さ い く に ん

もあるに、何とて女を雇ひけるぞ」                 

「されば御所方
ご し よ が た

の奥つぼね、忍び返しのそこね、または窓の竹うちかへるなど、すこしの事

に、男は吟味
ぎ ん み

もむつかしく、これに仰せ付けられけるとなり」。 

（「都は広く、男の大工・指物師も多数いるのに、どうして女大工を人は雇うのか」           

「それは御所方の奥の女部屋の、忍び返しの破損、または窓格子の竹を打ち替えるなどの、簡単な仕事でも、

男の大工では身元調べも面倒だから、そのような時にはこれに仰せつけられるということだ」。） 

（新編日本古典文学全集 67『井原西鶴集②』小学館より） 

 

 

 

・興味のある職種について、調べてみよう。 

・女性の姿が描かれる職種に、共通性が見られるか？ 

・多くの職業から、当時の社会状況を想像してみよう。 

参考――江戸時代小説に描かれる“働く女性”と“理想の奥様” 

・「女大工」→この呼び方から、何が読み取れるか？ 

・「女大工」は、どのような場面で需要があったのか？ 
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参考②：井原西鶴作『西鶴諸国はなし』巻４の１「忍
しの

び 扇
おうぎ

の長歌
ながうた

」（貞享二 1685 年刊） 

（江戸上野の出来事。大名家の姫に身分違いの恋をした若侍は、その大名家に仕えることとなる。       

想いを交わした二人は駆落ち、麻布の小さい裏店に隠れ住んでいた。）※当時、駆落ちは犯罪。 

…すこしの裏
うら

棚
だな

を借りて、人しれず住みけるに、何の心もなく出
いで

たまへば、世を渡るべき種
たね

も

なければ、御守
おんまもり

わきざしを、少
わづ

かの質
しち

に置きて、月日をおくらるるうちに、またかなしく、

男は夜々
よるよる

、切
きり

疵
きず

の膏薬
かうやく

を売れどもはかどらず。後
のち

にはせんかたつきぬれば、手なれたまは

ぬ、すすぎせんだく、見る目もいたはしく、近所も不思議
ふ し ぎ

を立てける。 

（…姫は何の用意もなく屋敷をお出になったので、日々の生活の種もなく、お守りの脇差を少額の金の質物に

置き、月日をお送りになっているうちに、また窮乏してきて、男は夜々、切り傷の膏薬を売りに出たが、売れ

行きもはかばかしくなく、後には生活する手段もなくなってしまったので、姫は慣れていらっしゃらない洗濯

の仕事をするようになった。それは他人が見ていても痛々しいので、近所の人々もへんなことだと噂しあっ

た。） 

（新編日本古典文学全集 67『井原西鶴集②』小学館より） 

 

 

 

 

参考③：《理想的な人妻像》 ――井原西鶴作『好色
こうしょく

五人女
ごにんおんな

』（貞享三 1686 年刊） 

（大坂天満に住む樽屋は、大店の奥女中・おせんに恋い焦がれる。紆余曲折を経て、晴れておせんと結婚した場面。） 

…夫は正直のかうべをかたぶけ、細工をすれば、女はふしかね染
ぞめ

の縞
しま

を織りならひ、明
あけ

くれ

かせぎける程に、盆前
ぼんまへ

、大晦日
おほつごもり

にも内を出違ふほどにもあらず、大
おほ

かたに世をわたりける

が、殊
こと

更
さら

、男を大事に掛け、雪の日、風の立つ時は食
めし

つぎを包みおき、夏は枕
まくら

に扇
あふぎ

をはなさ

ず、留守には、宵
よひ

から門口
かどぐち

をかため、ゆめゆめ外
ほか

の人にはめをやらず、物を二ついへば、

「こちのお人
ひと

、こちのお人」とうれしがり、年月
としつき

つもりてよき中
なか

に、ふたりまでうまれて、

猶々、男の事
こと

をわすれざりき。 

（妻はふしかね染の縞物を織り習って、明け暮れ共稼ぎをしたので、盆前や大晦日の決算日にも、借金取りを

避けて家を逃げ出すほどのこともなく、人並に世を渡っていたが、おせんはことに亭主を大切にして、雪の日

や風の吹くときには飯櫃を包んでおき、夏は枕元に扇をはなさずあおいでやり、亭主が留守のときは宵のうち

から門口をしっかり閉じて、夢にもほかの男には目もくれず、二言目には「こちのお人、こちのお人」とうれ

しがり、こうして年月積もって、睦まじい夫婦の仲に子供が二人まで生れ、なおいっそう夫のことを忘れず、

大切にしたのであった。） 

（大経師は、おさんの美貌に一目惚れし、仲人を立てて再婚する。※大経師…朝廷の御用職人。暦発行の権利を有した。） 

…花の夕
ゆふべ

、月の 曙
あけぼの

、この男、外
ほか

を詠
なが

めもやらずして、夫婦のかたらひふかく、三
み

とせが程
ほど

も

かさねけるに、明暮
あけくれ

、世をわたる女の業
わざ

を大事に、手
て

づからべんがら糸
いと

に気をつくし、末々の

女に手
て

紬
つむぎ

を織らせて、わが男の見よげに、始末を本
もと

とし、竈
かまど

も大
おほ

くべさせず、小遣帳
こづかいちやう

を筆
ふで

ま

めにあらため、町人の家
いへ

にありたきは、かやうの女ぞかし。 

（おさんは、明け暮れ、世を渡る女の仕事を大事にして、自ら苦労して、べんがら縞の糸作りに精を出し、下

女どもには紬を織らせて、わが夫の身なりをさっぱりさせ、倹約を第一にし、竈も薪を無茶にたかせず、小遣

帳を面倒がらずに吟味して付けた、町人の家にありたいのは、このような女である。） 

（新編日本古典文学全集 66『井原西鶴集①』小学館より ※一部表記を改変しています。） 

 

・大名家の姫君が駆落ち――当時における結婚とは？ 

・姫君が生活のために選んだ職業とは？ 

・結婚し、主婦となることが当然とされた当時の女性。 

・「Ⅰ」で見た「求められる女性像」と比較してみよう。 
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江戸時代の女性
―町人階級の生活を垣間見る

図版資料

女子用往来物の例

•教訓型（『女大学宝箱』） •消息型（『女用文章大成』）

明和9年版『女大学宝箱』（早稲田大学蔵本） 元禄11年板『女用文章大成』（個人蔵）
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元禄期の女性向け実用書――『女重宝記』

• 巻三「くわいにんの事子そだてやう」冒頭・図版

元禄5年板『女重宝記』（国立国会図書館蔵本）

•巻三「田植」 •巻三「稻掻（脱穀）」

元禄3年板『人倫訓蒙図彙』（国文学研究資料館蔵本）

元禄期の商工業――『人倫訓蒙図彙』より①
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•巻四「酒屋・酢屋」 •巻六「湯熨・洗濯・綿摘」

元禄3年板『人倫訓蒙図彙』（国文学研究資料館蔵本）

元禄期の商工業――『人倫訓蒙図彙』より②

• 巻六「餅師・粽師・煎餅師・道明寺師」 • 巻六「飴師・焼餅師・飯鮨師・割肴師」

元禄3年板『人倫訓蒙図彙』（国文学研究資料館蔵本）

元禄期の商工業――『人倫訓蒙図彙』より②
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２．少子高齢化社会を自分らしく生きる社会の実現に向けて 

 

 

 

 

 

 

1） 

ジョン・D・クランボル

ツは，変化の激しい時代

において，あらかじめキ

ャリアを計画したり，計

画したキャリアに固執し

たりすることは非現実的

であり，すべきでないと

説きます。予期しない出

来事をただ待つだけでな

く，自ら創り出せるよう

に積極的に行動したり，

周囲の出来事に神経を研

ぎ澄ませたりして，偶然

を意図的・計画的にステ

ップアップの機会へと変

えていくべきだとしてい

る。 

J.D.クランボルツ・レヴ

ィン,A.S.「その幸運は

偶然ではないんです!」

ダ イ ヤ モ ン ド 社 ， 

(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）働くとは 

「人は何のために働くのか」，皆さんはどう考えますか。Ⅱ(３)で学

んだように，「衣食住」に関わる欲望を満たすためと考えると，生活費

を得るために働くことは大きな目的でしょう。また，お金を稼ぐのも

さまざまな方法や手段があり，場所や仕事内容など人によって働きが

いややりがいなど価値観によって好ましい状況が異なります。 

私たちのキャリア(生活)は，その時々の社会の影響を強く受けてし

まうため，ジョン・D・クランボルツが個⼈のキャリアの8割は予想し

ない偶発的なことによって決定されるというように，自分が思ったよ

うな方向に進まないことも，予定を変更しなければならないときもあ

ります。また，クランボルツは，偶然を意図的・計画的にステップア

ップためには，以下の５つの視点を持って行動することが大切だとし

ています 1) 。 

１．好奇⼼…たえず新しい学習の機会を模索し続けること 

２．持続性…失敗に屈せず，努力し続けること 

３．楽観性…新しい機会は必ず実現する，可能になるとポジティブに

考えること 

４．柔軟性…こだわりを捨て，信念，概念，態度，行動を変えること 

５．冒険心…結果が不確実でも，リスクを取って行動を起こすこと 

 この考え方は，成功体験や失敗体験から何を学ぶかということで，

特に失敗の機会は，⾃⼰成⻑にとっての「計画された偶然」と考えて

みると，どの出来事も貴重な「出会い」といえます。常に学び続ける

姿勢こそが，⾃⼰を成⻑させていくと考えてみましょう。 
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２） 

エドガー・H・シャイン: 

心理学者。キャリアを生

涯を通しての人間の生き

方や表現であるとし，仕

事や会社が変わったとし

ても個々人を貫く，船の

錨（アンカー）のような

普遍の基軸が必要という

キャリア・アンカー理論

を構築した。 

エドガー.H．シャイン

「キャリア・アンカー―

自分のほんとうの価値を

発見しよう」白桃書房， 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで，自分のキャリアの核になる価値観とは，何であるのかを考

えてみましょう。 

 エドガーＨ.シャインは，個人のキャリアの指向をキャリア・アンカ

ーと名付けました 2)。キャリアの指向とは，キャリアを決定するにあ

たって何かを犠牲にしなければならない時に，どうしてもあきらめた

くないと感じる能力・動機・価値観のことです。シャインは，キャリ

ア・アンカーを 8 種類のカテゴリーに分類し，ほとんどの人がこの 8

種類のいずれかに属するとしました。キャリア・アンカーは，実際の

仕事体験を通じて発見され，発展・発達していくものとされているこ

とから，仕事体験のない学生の皆さんにはまだ形成されていないもの

です。しかし，自分は「何のために」働くのかを考えるうえで参考に

なる理論ということで，この 8 種類のアンカーを使って，自分の働く

目的について考えてみることにしましょう。 

［８つのキャリア・アンカー］ 

キャリア・アンカー 望ましい状態 

① 専門・職能別能力 自分の持っている専門家としての才能を発揮し，挑戦できる 

② 経営管理能力 組織の中で高い地位について担当部門の方針を決定し，成果に責任を

持つ 

③ 自律・独立 自分の仕事と進め方を自分なりに決めるなど，自分の好きなようにでき

る 

④ 保障・安定 安定した雇用と財務的な保障のもと，仕事を続けることができる 

⑤ 起業家的創造性 自己の能力により障害を乗り越え，組織や企業を創造する 

⑥ 奉仕・社会貢献 世の中をよりよくし，人の助けになるような価値あるものを実現できる 

⑦ 純粋挑戦 解決不能と思われる問題を解決することや困難な障害を乗り越えること

に取り組む 

⑧ 生活様式 自分個人と家族とキャリア，それぞれのニーズのバランスがとれている 

エドガー．H．シャイン「キャリア・アンカー―自分のほんとうの価値を発見しよう」(2003)より作成 

自分が社会に出た時，どのような働き方をしていることが望ましい

かを考え 8 つのキャリア・アンカーの中から１つ選び、続いて，それ

ほど重視していないと考えるものを１つ選んでみましょう。 
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[ワーク] 

選択した内容と理由を記入しましょう。 

 選択したアンカー 選択した理由 

 

 

 

望ましい状態 

 

 

  

  

 

 

 

重視しないもの 

 

 

 

  

 記入し終わったら，グループの中で，働き方について話し合ってみ

ましょう。 

話し合いの感想 
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3) 

D.E.スーパーはアメリカ

の心理学者。スーパー

は，キャリアを「ライフ

ステージ」と「ライフロ

ール」と２つのステージ

で考えました。ライフス

テージとは，人生を 5 つ

の発達段階に整理し，段

階毎の発達課題に取組む

ことを通じて人間的な成

長を遂げてゆくという考

え方です。 

「ライフロール」とは，

キャリアを人生のそれぞ

れの時期で果たす「役割

（ライフロール）」の組

合せであると考え，自分

なりの価値観・興味関

心・性格などは，複数の

役割を並行して果たす中

で確立されてゆくと考え

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ワーク] 

 D.E.スーパーは，「キャリアは生涯を通じて発達する」とし，キャリ

アを人生のある年齢や場面の役割の組み合わせと捉え，家庭や社会で

さまざまな役割を経験し積み重ねていくことで，自身のキャリアが形

成されていくとしました 3)。そのため，人は生まれてから死ぬまで一

生涯にわたって，さまざまな役割（ライフロール）を担う考え，生涯

のキャリアを「時間」と「役割」を組み合わせて「ライフキャリアレ

インボー」として表現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここで，皆さんの身近な社会人(たとえば親，アルバイト先の人な

ど)は，どのようなキャリア・アンカーを持ってそれぞれの役割をはた

しているのか予想してみましょう。 

 次のペーシの表の中に，当てはまると思うところに〇を，やや当て

はまるところに△を，当てはまらないところは空欄で，それぞれ記入

してみましょう。 

 記入できたら，グループの人と話し合ってみましょう。 
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話し合いの感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会で働いている人(キャリア・アンカーが形成されている人)に，

何のために働いているのかインタビューしてみると，自分に近い考え

方の人やまったく反対の考え方の人など，それぞれが多様な価値観を

持っていることに気づく良い機会となります。 

 

キャリア・アンカー 
役 割 

仕事 家事 趣味 学習 
ボラン

ティア 

地域 

活動 

① 専門・職能別能力 
      

② 経営管理能力 
      

③ 自律・独立 
      

④ 保障・安定 
      

⑤ 起業家的創造性 
      

⑥ 奉仕・社会貢献 
      

⑦ 純粋挑戦 
      

⑧ 生活様式 
      

　　　　（33）77



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここまで，何のために働くのかについて学んできました。 

では，働くのは自分のためだけなのでしょうか？皆さんは，どう思

いますか。高齢化社会が進む中で，シニア世代の方々が経済的な理由

とは別に働かれている例があります。 

なぜか，考えてみましょう。 

平成31年度 新入社員働くことの意識調査 日本生産性本部 

 

上のグラフは日本生産性本部経年調査している「働くことの意識調

査」のデータです。１割近くの人が「社会に役立つ」ことが働く目的

だと答えています。キャリア・アンカーでみると，「奉仕・社会貢献」

にあたるといえるでしょう。また，実際に働いている社会人に「仕事

をしていて，やりがいを感じるときは？」と尋ねると，ありがとうと

言われた時や感謝された時と答える人も多くいます。 

自己の経済的な観点から働いているだけでなく，自分が社会を支え

ている，他の人の役に立っているといった自分も含めて社会に貢献し

ていると実感を得られることが，働くことの意義につながっていくと

いえるでしょう。 
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4) 

内閣府「我が国と諸外国

の若者の意識に関する調

査 」（平成30年度）。 

2013 年に比べ，「結婚し

たほうがよい」は，11.6 

ポイント低くなってい

る。「結婚しないほうが

よい」は，逆に 8.5 ポイ

ント上がっている。 

結婚したほうがよい理由

は，2013 年に比べ，「自

分の子供や家族をもて

る」は 9.2 ポイント，

「精神的な安らぎの場が

得られる」は5.4 ポイン

ト，「親を安心させたり

周囲の期待にこたえられ

る」は5.1 ポイント低く

なっている。 

また，内閣府「結婚・家

族形成に関する意識調

査」報告書（平成 26 年

度）では，結婚相手に求

める条件は，全体では，

「価値観が近いこと」

（75.6％）が最も高く，

次いで「一緒にいて楽し

いこと」（74.5％），「一

緒にいて気をつかわない

こと」（73.5％）が高

い。 男女別にみると，

男性では「価値観が近い

こと」（72.2％）が最も

高く，女性では「一緒に

いて楽しいこと」及び

「一緒にいて気をつかわ

ないこと」（ともに

80.0 ％ ） が 最 も 高

い。 ・「容姿が好みであ

ること」，「家事や家計を

まかせられること」が，

（２）二人で共に生きる 

私たちは様々な人たちと出会い，行動を共にしたり議論をしたりと

いった経験を積むことで，生き方（考え方）を豊かにしているといえ

ます。それら多くの人との出会いの中から，やがて好きな人や，生涯

を共に生きていきたいと思う人に巡り会うかもしれません。 

ここでは，結婚やパートナーと共に生き，家庭を築くことについて

考えてみましょう。 

異なる環境に育った二人が，結婚により共同生活を始めると楽しい

こともある反面，戸惑うこともたくさん起こりうるでしょう。「パート

ナーシップ」とは協力関係を意味しますが，相手をありのままに受け

入れること，相手のネガティブな面とも向き合うこともパートナーシ

ップの重要な内容になります。 

家庭という共同成果では，当然生活費や家事の分担，仕事のことや

お互いの家族のことなど，互いが納得するように話し合いながら決め

ていかなくてはなりません。このお互いを尊重しながら課題を解決す

ることが，パートナーシップを強くするといえます。 

現代の日本社会では,晩婚化・非婚化の傾向，離婚率の上昇などを背

景に，家族構成の在り方は多様化して来ています。 

結婚観について聞いた調査結果４)では，「結婚したほうがよい」が

50.9％。「結婚しなくてよい」が 35.4％であった。また，「結婚したほ

うがよい」理由は，「自分の子供や家族をもてる」（63.8％）で最も高
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女性に比べて男性では高

い。 

女性では，「金銭感覚」，

「経済力があること」，

「恋愛感情」が続く。ま

た，「家事分担」，「職

種」，「学歴」なども重視

され，全般的に，結婚相

手に求める条件が多く挙

げられている。 

 

5) 

PwC Japan グループによ

る「結婚観・家族観に関

するアンケート（個人の

価値観から少子化の原因

を考える）」（2020 年実

施） 

 結婚を決めたきっかけ

について，男性は「特に

きっかけはないが一緒に

暮らしたいと思った」が

最も多く（28.4％），次

いで，「自分の年齢を考

えて」（25.7％），「相手

の 年 齢 を 考 え て 」

（22.2％）が多く，女性

は，「自分の年齢を考え

て」が 33.3％と最も多

く，続いて「特にきっか

けはないが一緒に暮らし

た い と 思 っ た 」

（25.4％），「家族・子ど

もがほしくなった」

（22.0％），「交際期間の

長 さ を 考 え て 」

（20.3％）となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い。次いで「愛情を感じている人と暮らせる」（57.7％），「精神的な安

らぎの場が得られる」（54.4％）となっている。 

別の調査結果では「結婚したほうが良い」（含事実婚）が 45.9％，

「結婚しなくて良い」(含結婚はしなくてもよいが，恋人はいた方がよ

い)40.7％であり，独身者に結婚していない理由を尋ねた結果は，20

代は「まだ若い」が最も多く（32.2％），「適当な相手に巡り合わな

い」（31.6％）もほぼ同程度，次いで「自由な時間や気楽さを失いたく

ない」（23.6％）で，30 代は「適当な相手に巡り合わない」（42.5％）

が最も多く，「異性とうまく付き合えない」（30.5％），「自由な時間や

気楽さを失いたくない」（29.3％）と続いている 5)。 

価値の多様化が進む現代社会において，結婚観も含めて，生活の基

盤としての家族・家庭の意義を考えてみましょう。 

[ワーク] 

結婚や家族についてあなたの考えを書いてみよう。 

 

 

 

 

お互いがよりよく生きるため，パートナーに求めることはなんだろ

うか。 
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6) 

厚生労働省：平成29年度

「仕事と育児の両立に関

する実態把握のための調

査研究事業報告書 労働

者アンケート調査結果」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子どもを育む 

前章でみた結婚観の意識調査では，結婚したほうがよい理由の 1 位

は「自分の子供や家族をもてる」でしたが，皆さんは，子供をもつこ

とや子供の存在について考えたことがありますか。また，育児につい

て考えたことはありますか。 

 私たちは，皆，かけがえのない命として生まれ，今日まで育てられ

てきました。少子化と言われる現代日本がかかえる課題について，育

児という視点から考えてみましょう。 

 下のデータは，共働き世帯における子育てで担当している内容につ

いてのアンケート結果です 6) 。 

 

 データから読み取って考えたことを書いてみよう。 

 

 

 

 

 

 

考えたことを，グループで話し合ってみよう。 
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 下のデータは，子どもを持つことにつての意識調査の結果です。こ

のデータから，皆さんは何を読み取りますか。 

データから読み取って考えたことを書いてみよう。 

 

 

 

 

 

 

考えたことを，グループで話し合ってみよう。 

[話し合っての感想] 
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さて，「子にとって母とは何か」「子にとって父とは何か」という視

点で，子育てを考えたことがありますか。子どもを養育する母親に

は，母性行動を発現・促進するメカニズムが存在し，父親にも父性行

動を発現・促進するメカニズムが存在します。そのメカニズムをうま

く動かすためには，必要な環境を整えることが重要となります。資料

から，それらメカニズムと，それを機能させる環境を確認しましょ

う。 

資料からわかったこと 
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男性と育児
－人生100年時代を生き抜くために

必要なこと－

[ツバメの雛の成長]

数年前から大学構内でも見かけるように

なったツバメは、オス・メスとも交互に抱

卵し、雛がかえった後は、交互に雛にえさ

を運びます。育った雛はその後マレー半島、

インドシナ半島、フィリピンなどの遠くま

で渡り越冬し、春になると親は再び同じ巣に戻り、子育てを行います。

このような鳥の親子の形成メカニズムは

どうなっているのでしょうか。

子にとって母とは何か

コンラート・ローレンツ博士
• 生年月日：1903年11月7日
• 出身地：ウィーン

• 死没：1989年2月27日 (85歳)
• 受賞歴：ノーベル生理学・医学
賞を受賞(1973年）しています

• コンラート・ツァハリアス・ロー
レンツは、オーストリアの動物
行動学者。コンラッド・ローレン
ツとも表記される。刷り込みの
研究者で、近代動物行動学を
確立した人物のひとりとして知
られています。

鳥に関する親子の形成メカニズムを発見したのはここに示すコンラート・ローレンツ博士です。 コンラート・ローレンツによる鳥にみられる刷り込み（imprinting）現象

ローレンツは、ハイイロガンの卵を人工孵化し
て、ガチョウに育てさせようとしました。

ガチョウが孵化させた雛は、当然のようにガチ
ョウの後について歩き、ガチョウを親と見なして
いるようにふるまいました。

ところが、一つの卵だけをローレンツの目の前
で孵化させたところ、その雛は彼を追いかけるよ
うになり、ガチョウのふところへ押し込んでも、
他の雛がガチョウについて行くのに、その雛だけ
は彼を追ったといいます。

卵からかえった雛は、最初に目にしたものを親と認識する刷り込みが起こります。

このことが親と子の絆を確実に、かつ強固にします。

鳥類にはこのようなメカニズムが存在します。

ヒトについて考えるとき、ヒトに最も近い動物、霊長類の中でもサルを対象とした

実験が多く行われてきました。それは、サル社会においては母親ザルは自分で産んだ

子供を自分で保育するという哺乳類共通の基盤を有しているからです。

母ザルは生後1か月間は生まれた子ザルを抱っこしながら一緒の生活をします。そ

の後１年ほどは子ザルと少し離れた生活をします。ただしこの間、周りのサルたちが

子ザルにちょっかいを出そうとすると、すぐに母ザルは子ザルに近寄り、周りのサル

を追っ払い子ザルを守ろうとします。その後の年少期はほっとく教育ですが、何かあ

ればすぐに子ザルを守る態勢に入ります。

では母ザルの役割には何があるのでしょうか。

１つ目は子を保護すること、

２つ目は食事を与えること、

３つ目は種固有の行動様式を伝えることと言われています。

それでは親と子のきずなのメカニズムについて、
ヒトではどうなっているのでしょうか。 サルを対象とした実験の中で、母子隔離の影響について、1950年代世界で最も独

創的、画期的な方法で示したものがHarlowの実験です。

実験では母ザルから生まれた子ザルは、すぐに母親ザルから引き離され、母子隔

離によって育てられます。Harlowらは、この間に金網で作った「金網の母親」と、

その周囲にテリ織服地（肌に柔らかい布）で覆った「テリ織服地の 母親」の２つの

母親を作成し、「金網の母親」の胸元には哺乳瓶を付け、子ザルはミルクを飲みた

いときにはいつでもミルクが飲めるようにしました。

Harlowらの当初の予想は、子ザルはいつでもミルクの飲める「金網の母親」のもと

にいるであろうと考えました。ところが予想は見事に外れ、子ザルは１日のほとん

どを「テリ織服地の母親」のもとで過ごし、ミルクを飲む時のみ「金網の母親」の

哺乳瓶からミルクを飲みに行きました。

この実験からHarlowらは、テリ織服地の母親との接触は、子ザルの不安や恐怖・

孤独感を減ずるのに有効であり、テリ織服地の母親との接触によって生じた感覚的

刺激は、子ザルに生来的・本質的満足を与えていると結論付けました。

Harlowの実験(1958年)

＊見方を変えると、母と子のスキンシップの重要性を説いたものでもあります。
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その後、母親ザルから隔離された子ザルはどのように育ってい
ったのでしょうか。
母子隔離され、育った子ザルはいよいよ自然界のサル社会の中

に放り出されます。そこでは、下記に示す3つの事柄 が欠如して
いることが明らかとなりました。

１，社会性の欠如：社会適応の欠落

２，性行動、性反応の異常性

３，母性行動の欠如

ポイント:社会性・性行動・母性行動は本能ではなく、生後の

学習によって得られる行動といえる。

＊生後の学習の中で重要なことは、次の事柄であるといわれて
います。
１．母親、あるいは保育者の重要性
２．仲間や集団との相互作用による発達過程の重要性

哺乳類新生児（仔）の出生時の特徴としての、就巣性と離巣性。

就巣性：
ネズミなどの進化の低い哺乳類は、
出生後巣の中で親によって育てられる

離巣性：
馬や牛などの進化の段階の進んだ哺乳類は、かな
り成熟した状態で生まれてくる。そのため出生後ま
もなく巣離れする。

それではヒト新生児はどうでしょうか。

最も進化した哺乳類であるにもかかわらず、非常に未熟な状態で生まれて
きます。

このことをアドルフ・ポルトマンは次のように述べています。

「人間は生理的早産の状態で生まれてくる。
人間は生後１歳になって真の哺乳類が生ま
れた時に実現している発育状態にようやく
たどり着く。」

要するに、人にとって生まれてからの１年は大きな
意味があることを指摘しています。

＊詳細は「人間はどこまで動物か」(岩波新書)

ヒト新生児は… 生まれてきた我が子に
母親が最初にかける言葉ランキング

１．ありがとう（無事に生まれてきてくれて） 44人

２．やっと会えたね、待ってたよ

３．こんにちは

４．よくがんばったね

11人

10人

８人

５．おつかれさま ５人

（１９．１１．１６信越放送）

この世に産まれた赤ちゃんと母親の関係は、このような会話から
始まります。

これは生まれたばかり

の ヒトや動物の写真

です。

かわいいと感じる学生

が多いのではないでし

ょうか。

なぜかわいいと感じる

ので しょうか。

赤ちゃんがかわいい理由
１．かわいい顔は哺乳類の特徴

目の位置に注目してください。真ん中より下に位置する場合、かわいい

と感じるということです。

２．赤ちゃんはお母さんの子宮の中で育ち、未熟なまま産まれてきます。

その後長期間授乳が行われますが、長い期間育てる時、子どもがかわい

いと思えないと子育ては続きません。これはヒトでも動物でも一緒です。

また種には、かわいいものを守るという習性があるということです。

（コンラート・ローレンツ博士より）

生まれたての赤ちゃん 子ども 大人
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授乳の風景

ヒトの場合、母と子の関係の中で、
授乳は重要な役割を有しています。

母子関係の理論を打ち立てたE.H.エリクソンは、人との基本的
信頼関係を形成する上で、母と子の人間関係は以下のように非常
に重要であると述べています。

母と子の初期の人間関係は、人間が一生の間に持ついろいろな人間関係

＝信頼関係の原型となる。乳幼児は、母親を介して外界と交渉を開始す

る。その中心的な役割を果たすものが授乳であり、安心して乳を吸うと

いう行為は、安心して外界を受け入れるという精神活動の原型となる。

母親からのシグナル
抱っこ・語りかけなど

児からのシグナル
泣く・笑うなど

シグナルに気づく・適切に反応することが重要

これをエリクソンは基本的信頼関係の礎と指摘し、１歳頃までに獲得してお
かなければならない発達課題の最初の課題として非常に重要視している。

例えば、赤ちゃんが泣くと母親はそのシグナルに気づき、なぜ泣いているのかなと
考えます。おっぱいかな、オムツかな、抱っこしてほしいのかなとだんだんわかるよ
うになってきますが、重要なことは赤ちゃんが欲している事柄に適切に対応できる・
反応できることです。このことで赤ちゃんは快適と安心を得ることができ、その役割
を有するのが母親ということになります。

John Bowlby：母子関係の理論

愛着行動（attachment behavior）

母子間のつながりを密接にすると思われる泣き行動や微笑・後を追う・

吸う・しがみつく・呼びかけなど、他者を求め他者に接近しようとする行

動を「愛着行動」といいます。

また、子どもの愛着行動に報いるための親の行動は、「養育行動」と名

付けられています。

John Bowlby（ジョン・ボルビー）も母子関係の理論を打ち立てた第1人者として有名です。

愛着行動のいくつ かは、産まれた直後からすでに始まっており、この行

動は、その後ある特定の対象に対して強く示されていくようになります。

種によって決められた一定期間、母性的対象との結びつきの中で子ども

は成長・発達していきます。

親が示す養育行動として重要なものは、引き寄せ(retrieving；愛撫や

抱っこなどの抱き寄せ)行動です。

親と子の愛情的絆は、形成が容易であり、忘却は困難であるといえます。

母子関係については以下のように様々な理論があります

研究者 年代（発表年） 理論
ジークムント･フロイト 1856-1939 (1895) 心理性的発達理論

ジョン･ボルビイ 1907-1990 (1958) 愛着理論：母子関係の理論

メラニー・エインス
ワース

1913-1999 (1960-
1970) 愛着理論：安全基地

ルネ･スピッツ 1888-1974 愛着理論：ポスピタリズム
（施設症候群）

Ｅ.Ｈ.エリクソン 1902-1994 (1977) 心理社会的発達理論

クラウス＆ケネル （1970） 母子相互関係発達理論

ヒトにおける親と子の関係は、何よりも母と子の関係の中で形成されるという理
論であり、子にとって母親の重要性を説いたものがこれらの理論です。

子にとって父とは何か

親と子の関係を調べようとすると、これまで述べたように母親と子ども
に関する 理論は非常にたくさんあります。
しかし当時、父親と子どもに関係する理論はほとんども見当たりません

でした。日本で紹介されている父親と子に関する著書には以下のようなも
のがあります。

１．M.E.ラム「父親の役割」家政教育社（1981年）

２．マーチン・グリーンバーグ「父親の誕生」メディカ出版（1994年）

20

10

0

30

親との身体接触出現総数の目的別割合

M.E.ラム
父親の役割 より
（1981年）

%
40

父親

母親

面倒見
(P<0.01)

しつけ なだめ その他 愛情
(P<0.05)

遊び
(P<0.001)

母親は、子育ての過程で面倒をみたり、しつけを行う時に父親より多く登場します。
一方父親は、遊びの場面で母親に比較して有意に多く登場するという報告です。
皆さんはいかがでしたか？お父さんは遊んでくれましたか。
この本では、父親は子供がうまく反応できない頃には子育てに登場せず、子どもに

反応が出て来る頃、ちょうど遊び相手になる５～６ヶ月以降からようやく登場すると
述べています。この時代、子育てへの父親の登場は遅かったことを示しています。
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わが子に対する父親の感情（マーチン・グリーンバーグ）
没入感情（のめり込みの感情、engrossment)

１．赤ちゃんに対する強い視覚的意識が見られる。

２．赤ちゃんに触れたいという強い意識が見られる。

３．自分の赤ちゃんは他人の赤ちゃんと比べてはっきり違って見える。

４．赤ちゃんは全く申し分なく見える。

５．父親はわが子に対して強い魅力を感じ、意識を集中させる。

６．父親は気分が高揚し、ウキウキとする。

７．父親は自尊心の高まりを感じる。
（父親の誕生、メディカ出版、1994年）

これはマーチン・グリーンバーグが書いた「父親の誕生」に書かれている父親の、
子に対する感情で、児に対するのめり込みの感情・没入感情(engrossment)である
としています。

なお、これらは精神科医である著者が、自分の子が生まれた時の感情を客観的に
分析し示したものです。

没入感情を促進するために

さらに、マーチン・グルーンバーグは父親の没入感情を促進するために、以下の必
要な事柄を挙げています。

１.早期の身体的接触
生まれたら早期に父親も子どもを抱っこすることなど

２．「きずなの部屋」の重要性：
出産後、早期に、母親、生まれた我が子、そして父親の３人が、ともに過ごす

ことができる時間と部屋

３.父親の役割
父親としてこれまでと異なった役割が求められ、それを実行すること。
例えば、赤ちゃんの沐浴などの育児への関わりや家事を行うこと。

４.夫婦間の語らい
出産直後は妻にねぎらいの言葉をかけたり、育児や生活全般についてどうする

かを話し合うこと。また、夫として妻の話をしっかり聞いてあげること。

５.少年から父親へ
父親としての役割を果たすことにより男性は父として成長すること。

（父親の誕生、メディカ出版、1994年）

コウテイペンギンの子育て

動物の世界では、オスが育児に 積極的
に関わっている種もたくさんいます。

これはコウテイペンギンの例です。

お父さんは頑張っています。

コウテイペンギンは、南極の零下数十度の冬の氷原で繁殖を始めます。

このためコウテイペンギンは「世界でもっとも過酷な子育てをする鳥」と呼ばれ

ることもあります。オスは卵を足の上に乗せ、抱卵嚢（ほうらんのう）と呼ばれる

両肢の間のお腹のだぶついた皮を使って卵を抱き温めます。卵の孵化に必要な抱卵

は、雌ではなく雄のコウテイペンギンが行います。

オスは地吹雪が吹き荒れ-60℃になる極寒の冬の氷原上で身を寄せ合い65日間にも

渡り抱卵を続けます。抱卵中のオスは雪を食べるしかない絶食状態となり、孵化す

る頃には オスの体重は40%以上も減少してしまいます。繁殖地へ移動した頃から数

えると約120日間も絶食していることになりまする。

夏にはヒナが生まれますが、メスがまだ戻ってきていない場合には、オスは食道

から分泌した白色の乳状の物質（ペンギンミルクと呼ばれる）を餌としてヒナに与

えます。メスが海から戻ってくると、ヒナの給餌はメスが行うため、オスはやっと

海に出て行けることになりますが、 遠い海までの道のりで力尽き死んでしまうオス

もいます。

分子レベルからみた
母性行動・父性行動の発現制御機構

これはカルガモの親子です。
鳥は雛が孵る間、抱卵行動を続けます。そして時期が
来れば殻を破り雛が誕生します。
雛は最初に目にしたものを親と認識し、あとを追いか
けます。
ここまでは最初に述べたローレンツのお話です。

また、最近では脳下垂体 後葉ホルモンであるオキシトシンも、母性行動の発現と
深く係わっていることが明らかになってきています。

親は雛が生まれるまでの抱卵時、親鳥の血中プロラクチン濃度は増加していると
いわれています。このプロラクチンというホルモンはヒトにも認められているホル
モンです。
最も知られている作用は乳汁を産生する作用ですが、最近では母性行動を誘発す

るホルモンとしても知られてきています。

プロラクチンやオキシトシンの分泌について

母親・父親のみでなく、高校生男女に
ついても小さい子どもとの抱っこや接触
によって、プロラクチンやオキシトシン
の分泌が高まることが報告されています。

脳下垂体前葉ホルモン： プロラクチン
(乳汁分泌維持作用)
脳下垂体後葉ホルモン：
オキシトシン(射乳作用)

ヒトでは、我が子への母性行動を

促す代表的なホルモンとして

プロラクチン及び

オキシトシン

の２つが挙げられます。

脳内

これら２つのホルモンは、上の図に示すように、母親からの赤ちゃんへの

授乳、要するに乳児の乳頭への吸啜刺激によって、これら２つのホルモン

は同時に母親の脳下垂体から分泌される仕組みになっています。授乳によ

り赤ちゃんは栄養を確保しますが、同時にこれら２つのホルモンの分泌増

加によって母親の母性行動がより強固に促されるシステムがヒトには存在

していると推測されます。

分子レベルからみた母性行動の発現制御

１，授乳の重要性
母性行動の発現に関連するホルモンはプロラクチンとオキシトシンで、これらの

ホルモンを分泌させる確実な方法は授乳であり、母性行動を促すために授乳は重要
な役割を有します。

２，母性行動発現制御遺伝子
母親のみでなく、父親および前過程にある男性および女性にも母性行動を促進す

る遺伝子やホルモンが存在し、これらのホルモンや遺伝子は、子どもに継続して関
わっていくことによって徐々に分泌し、行動が発現すると考えられています。

３，早期接触の重要性
早期からの接触によって親に母性行動を促す遺伝子が発現し、その後母性行動・

父性行動に直接関係する遺伝子（プロラクチン受容体・オキシトシン受容体）が順
次発現していくと推測されています。
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わが国における父親と育児の実態

これまで述べてきたように、母親に比較して父親と子に関する著書は少ないのが現
状です。しかし分子レベルからみると、母親、父親ともに母性行動、父性行動発現に
関するシステムが存在していることが明らかとなりました。

（平成22年厚生労働白書：6歳未満児を持つ男性の1日の家事・育児時間の比較）

このグラフは、わが国と諸
外国における父親の家事・育
児時間を比較したものです。

日本の父親の平日の家事・
育児時間は1時間です。

ところが、フランス、イギ
リス、ドイツ、ノルウエー、
アメリカ、スウエーデンは２
時間～３時間以上であり、日
本の父親と大きな開きがあり
ます。

諸外国における父親の家事・育児時間

諸外国における父親の家事・育児時間
0 60 120 180 240分

日本
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3:12
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（平成22年厚生労働白書：6歳未満児を持つ男性の1日の家事・育児時間の比較）

これはわが国と諸外国における父親の家事・育児時間を比較した図です。日本の父親の
平日の家事・育児時間は1時間です。ところが、フランス、イギリス、ドイツ、ノルウエー、
アメリカ、スウエーデンは2時間～3時間以上であり、日本の父親と大きな開きがあります。

子育ては、生まれつき女性の方が男性よりも適しているか

子育てに関する性役割意識について日
本とアメリカで比較した結果を示していま
す。具体的には、子育ては生まれつき女

性の方が男性よりも適していると思うかを、
日本とアメリカの母親及び父親それぞれ
に尋ねた結果を示しています。

アメリカに比較して、日本では母親、父親ともにそう思うと回答する者が有意に多くなって
います。中でもアメリカの父親は、そう思うと回答している者がわずか37％に対して、日本
では64％と非常に多くなっています。このような性役割意識は、生育環境からの影響が大
きく、自分が親になったときの性役割意識として行動にも強く影響します。（柏木恵子）

夫の休日の家事・育児時間別にみた
6年間の第２子以降の出生状況

右のグラフは、我が国における
夫の休日の家事・育児時間別にみ
た第２子以降の出生状況を過去6年
間で調査した結果を示しています。
家事育児時間の長い者ほど、第

２子以降 の出生が増加することを
示しています。
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36.8 34
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妊娠期 0歳児期 1歳児期 2歳児期
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夫 妻

妊娠期から出産・育児期における夫婦の愛情の推移

ところで子どもが生まれると夫婦の愛情はどう変化するか、ご存じですか!
「夫を愛していると実感する」妻の割合が夫に比較して出産後に大きく減少するとい
います。一方で、夫への愛情が変わらないと回答する妻は、「夫は家族との時間を努
力して作っている」「夫は家事や仕事、子育てをねぎらってくれている」の２つの質
問項目に対して 70％以上が当てはまると回答しています。子育てにあまり関わらない
父親（夫）への妻の愛情は、どんどん低下することを示しています。
出典：berd.benesse.jp/up_images/research/research20_report1.pdf

80％

わが国では３歳児神話が根強くあった

この考え方は、昭和30年～40年にかけての日本の高度成長期の頃の話です。

②は、性役割 意識に該当します。

③については、貧しい家庭では子供が小さい時でも、母親は働かなければならず、
子どもは「鍵っ子」と呼ばれ保育園に預けられていました。鍵っ子は、児童教育の
危機と捉えられていました。

このような考えが一部には今も根強くあるかもしれません。

定義：「３歳までは母親が子育てに専念すべきだ」

理由
①子どもの成長にとって3歳までが非常に大切な時期にあたるという考え方
②その大切な時期だからこそ、生来的に育児の適性を持った母親が養育に専念し
なければならない

③もし母親が働く等の理由で、子どもが3歳まで、あるいは就学前ぐらいまでの
時期を育児に専念しないと、子どもはとても寂しい思いをして、将来にわたっ
て成長にゆがみを もたらすという考え方
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※2020 年の高齢者の総人

口に占める割合を比較す

ると，日本（28.7％）は

世界で最も高く，次いで

イタリア（23.3％），ポ

ルトガル（22.8％），フ

ィンランド（22.6％）な

どとなっています。 

 

7) 

内閣府:「平成27年度 第

８回高齢者の生活と意識

に関する国際比較調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) 

「高齢者の「生きがい」

とその関連要因について

の文献的考察：生きが

い・幸福感との関連を中

心に」長谷川明弘他，総

合都市研究 (2001) 

（４）高齢化社会を生き抜くために 

我が国の65歳以上の高齢者人口は3617万人（2020年９月15日現在推計）で，

総人口に占める割合は28.7％です。 

日本は高齢者の就業率がヨーロッパ諸国に比べて高く，年金支給開始年齢の引

き上げと連動した高齢者の雇用延長も関係するだろうが，就業の理由は「収入が

ほしい」が49.0％で，次に「働くのは体によい，老化を防ぐ」が24.8％となって

います 7) 。もともと健康維持の観点から高齢者の就業意欲は高いのですが，これ

は主として男性の場合で，女性に関しての引退年齢はそれほど高くありません。

男性の引退年齢が女性よりも高い要因としては，「仕事人間」「会社人間」とも呼

ばれる仕事中心的な生活にあると言われていて，仕事以外にすることがないから

高齢になっても継続して働くことになっていると考えられます。一方，女性は現

役時代から家庭だけでなく，地域の活動や趣味など，仕事以外の生活領域と幅広

く関わっていて，仕事に固執する必要がないからと考えられています。 

では，この高齢化社会において，生きがいをもって暮らすにはどうしたらよい

のでしようか。高齢期において生きがいがあることは，生活の質を高めるだけで

はなく健康寿命を延伸する可能性があるとされています 8) 。 

特に，社会参加活動は，心の豊かさや生きがいが得られるとともに，自身の健

康にもつながるといわれ，社会参加活動をする高齢者が増えています。 
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社会活動に参加した人は，「新しい友人ができた」「地域に安心して生活するた

めのつながりができた」「充実感が得られた」や「健康維持や身だしなみにより

留意するようになった」と回答していて，心身ともに前向きな変化が見られま

す。 

あなたが理想とする高齢者の姿を考えてみよう。 

 

 

 

 

理想的な人生の見通しについてグループで話し合ってみよう。 
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Ⅲ．あらためて自分の描いたライフプランを見直してみよう 
 

１．ライフデザインとマネープラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 

シングル【single】 

独身者。 

ディンクス【DINKs】 

Double Income（共働き）

No Kids（子どもを持たな

い）の略で，意識的に子

供を持たずに共稼ぎの生

活を続ける夫婦のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ライフデザインを描いてみよう 

 ライフプランニングとは自分のライフプラン（生涯生活設計）を描

くことですが，そのライフプランを描く際には皆さんが持つ価値観や

人生観が大きな役割を果たします。  

 例えば，今日では会社員や自営業，正社員や出向社員，契約社員，

嘱託社員など様々な就業形態がありますが，皆さんはどのような形態

で働きたいと思いますか？ 

また，今日ではシングルやディンクス１）など多様な家族の形態があ

りますが，皆さんは生涯を一人で過ごしたいですか？それとも結婚し

て家族を持ちたいと思いますか？ 

 このように今日では様々な生き方の選択肢がありますが，自分の価

値観や人生観に基づいてどんな選択してどのような自分の人生を歩ん

でいくか，その大まかな構想を描くことをライフデザインと言いま

す。 

大学生にとってライフデザインを描くことは，これからの人生のな

かで実現したいこと（人生の目的や夢）を自覚するよい機会となり，

大学時代はそれらを実現するために必要な力を身につけていく絶好の

機会となります。 

 

 

 

 

　　　　（47）91



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 

設問は内閣府「国民生活

に関する世論調査」（令和

限年元年度）から引用，

編集。 

同調査の結果は，順に

56.4％，14.5％，7.9％，

17.0％の割合となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【演習】 

ライフデザインを描くためには，自分が人生のなかで実現したいこ

とを自覚することが必要となります。 

これまでの学びを踏まえて，これからの人生における職業生活，家

庭生活，そして老後生活の過ごし方を考えながら，自分の実現したい

ことをまとめてみましょう。 

 

①こんな仕事に就きたい，働き方をしたい 

 

 

 

 

 

 

 

ア．あなたの働く目的は？2） 

いずれか一つに☑を入れましょう。 

☐ お金を得るために働く 

☐ 社会の一員として，務めを果たすために働く 

☐ 自分の才能や能力を発揮するために働く 

☐ 生きがいをみつけるために働く 

☐ その他 
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３） 

契約社員：特定職種に従

事し，専門的能力の発揮

を目的として雇用期間を

定めて契約されている者 

派遣労社員：労働者派遣

法に基づき派遣元事業所

から派遣されてきている

者 

嘱託社員：定年退職者等

を一定期間再雇用する目

的の契約に基づいて雇用

されている者 

なお，フリーターは総務

省「労働力調査」におい

て以下のように定義され

ていますが，本稿では非

正社員はフリーターに分

類していません。 

（定義）年齢が 15～34 歳

で，男性は卒業者，女性

は卒業者で未婚の者のう

ち次の者を言います。 

①雇用者のうち勤め先に

おける呼称がパート・ア

ルバイトの者 

②完全失業者のうち探し

ている仕事の形態がパー

ト・アルバイトの者 

③非労働力人口で，家事

も通学のしていないその

他の者のうち，就業内定

しておらず，希望する仕

事の形態がパート・アル

バイトの者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．あなたが希望する雇用形態は？ 

１）それぞれのメリット，デメリットを考えて，いずれか一つに☑

を入れましょう。 

☐正社員 

☐非正社員（契約社員，派遣社員，嘱託社員など）3） 

☐フリーター（アルバイトを転々とする働き方） 

☐その他 

２）選んだ理由を書いてみましょう。 
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ウ．転職や起業 

１）それぞれのメリット，デメリットを考えて，いずれか一つに☑

を入れましょう。 

☐ したくない 

☐ あまりしたくない 

☐ ややしたい 

☐ したい 

２）選んだ理由を書いてみましょう。 
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４） 

設問は国立青少年教育振

興機構（文部科学省委

託）「若者の結婚観・子育

て観等に関する調査」（平

成 29 年 3 月）から引用，

編集。 

同調査の結果は，全国の 

20 代・30 代の未婚者で

は順に 16.7％，30.2％，

27.8％，20.3％，その他

の割合となっています。

また，性別では「早く結

婚したい」と「いい人が

見つかれば結婚したい」

の割合は女性の方が高

く，「いつか結婚したい」

と「結婚したくない」の

割合は男性の方が高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②結婚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．あなたの結婚願望は？４） 

いずれか一つに☑を入れましょう。 

☐ 早く結婚したい 

☐ いい人が見つかれば結婚したい 

☐ いつか結婚したい 

☐ 結婚したくない 

☐ その他 
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５） 

設問は内閣府「結婚・家

族形成に関する意識調査

（報告書）」（平成 26 年

度）から引用，編集。 

同調査における未婚者，

かつ将来結婚したい人を

対象とした結果は以下の

通りです。（同調査より引

用） 

・全体では，「価値観が近

いこと」（75.6％）が最も

高く，次いで「一緒にい

て 楽 し い こ と 」

（74.5％），「一緒にいて

気をつかわないこと」

（73.5％）が高い。 

・男女別にみると，男性

では「価値観が近いこ

と」（72.2％）が最も高

く，女性では「一緒にい

て楽しいこと」及び「一

緒にいて気をつかわない

こと」（ともに 80.0％）

が最も高い。 

・「容姿が好みであるこ

と」，「家事や家計をまか

せられること」が，女性

に比べて男性では高い。

女性では，「金銭感覚」，

「経済力があること」，

「恋愛感情」が続く。ま

た，「家事分担」，「職

種」，「学歴」なども重視

され，全般的に，結婚相

手に求める条件が多く挙

げられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．結婚相手に求める条件は？５）  ※結婚願望がない人は任意 

あてはまるもの全てに☑を入れましょう。 

☐ 価値観が近いこと 

☐ 家事分担 

☐ 家事や家計をまかせられること 

☐ 恋愛感情 

☐ 共通の趣味があること 

☐ 職種 

☐ 学歴 

☐ 金銭感覚 

☐ 一緒にいて楽しいこと 

☐ 一緒にいて気をつかわないこと 

☐ 容姿が好みであること 

☐ 経済力があること 

☐ 親が同意してくれること 

☐ 年齢 

☐ 自分の仕事を理解してくれること 

☐ 自分の親と同居してくれること 

☐ その他 
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６） 

設問は「若者の結婚観・

子育て観等に関する調

査」（平成29年3月）から

引用，編集。 

同調査の結果は順に，

18.2 ％ ， 19.5 ％ ，

27.0％，2.7％，24.8％，

7.8％の割合となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③子供６）   

※結婚願望がない人は任意。結婚せずに子供が欲しい人はその他を☑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれか一つに☑を入れましょう。 

☐ 結婚したらすぐにでも欲しい  

☐ 夫婦2人の生活を十分に楽しんだ後に欲しい 

☐ 夫婦生活が安定したら欲しい 

☐ 結婚したいと思わないが，子供は欲しい  

☐ 子供は欲しくない 

☐ その他 
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７） 

内閣府「男女共同参画社

会に関する世論調査」（令

和元年度）の調査による

と，賛成が 7.5％，どちら

か と い え ば 賛 成 が

27.5％，どちらかといえ

ば反対が 36.6％，反対が

23.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８） 

設問は株式会社インテー

ジリサーチ（内閣府委託

調査研究）「仕事と生活の

調和推進のための調査研

究」（令和 2 年 3 月）から

引用，編集。 

同調査によると，男性

（20-39 歳）では順に

3.2％，4.8％，49.2％，

38.0 ％， 4.8 ％，女性

（20-39 歳）では順に

23.9 ％ ， 49.7 ％ ，

25.5％，0.3％，0.7％の

割合となっています。 

 

④夫婦の役割 ※独身を希望する人は任意 

ア．夫は外で働き，妻は家庭を守るべきであるという考え方に？７） 

１）いずれか一つに☑を入れましょう。※独身を希望する人は任意 

☐ 賛成 

☐ どちらかと言えば賛成 

☐ どちらかと言えば反対 

☐ 反対  

 

２）選んだ理由を書いてみましょう。 

 

イ．家事の役割分担は？８） ※独身を希望する人は任意 

１）いずれか一つに☑を入れましょう。 

☐ 自分が大半を担うべき 

☐ 自分が主で，配偶者・パートナーが一部担うべき 

☐ 自分と配偶者・パートナーが同程度担うべき 

☐ 配偶者・パートナーが主で，自分が一部担うべき 

☐ 配偶者・パートナーが大半を担うべき 
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９） 

設問は株式会社インテー

ジリサーチ（内閣府委託

調査研究）「仕事と生活の

調和推進のための調査研

究」（令和２年３月）から

引用，編集。 

同調査によると，男性

（20-39 歳）では順に

3.2％，1.2％，59.6％，

33.2 ％， 2.8 ％，女性

（20-39 歳）では順に

15.1 ％ ， 44.0 ％ ，

40.4％，0.1％，0.4％の

割合となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ウ．育児の役割分担は？９) ※子供を希望しない人は任意 

１）いずれか一つに☑を入れましょう。 

☐ 自分が大半を担うべき 

☐ 自分が主で，配偶者・パートナーが一部担うべき 

☐ 自分と配偶者・パートナーが同程度担うべき 

☐ 配偶者・パートナーが主で，自分が一部担うべき 

☐ 配偶者・パートナーが大半を担うべき 

 

２）選んだ理由を書いてみましょう。 

２）選んだ理由を書いてみましょう。 
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10） 

設問はメットライフ生命

「老後を変える全国 47 都

道府県大調査 2020」から

引用，編集。 

同調査によると，「一生つ

きあえる友人あり」

（n=7.831 人）と答えた人

で は 順 に 71.4 ％ ，

69.2 ％ ， 48.2 ％ ，

27.3 ％ ， 29.7 ％ ，

27.1 ％ ， 32.1 ％ ，

36.8％，13.5％，23.4％

の割合となっています。 

また，「一生つきあえる友

人なし」（n=6,269 人）と

答 え た 人 で は 順 に

58.6 ％ ， 65.8 ％ ，

35.3 ％ ， 19.9 ％ ，

21.1％，7.4％，32.5％，

27.2％，12.2％，20.0％

の割合となっています。 

 

 

 

 

 

11） 

設問はメットライフ生命

「老後を変える全国 47 都

道府県大調査 2020」から

引用，編集。 

同調査によると，男性

（n=6,958 人）では順に

54.9 ％ ， 35.0 ％ ，

13.2％，13.2％，10.0％

の割合となっています。 

また，女性（n=7,142 人）

で は 順 に 65.7 ％ ，

44.6％，8.2％，7.3％，

8.6％の割合となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

⑤老後の生活 

 

 

ア．老後に送りたい生活は？10） 

１） あてはまるものすべてに☑を入れましょう。 

☐ 健康でいたい 

☐ お金に困っていない暮らしをしていたい 

☐ 趣味を謳歌していたい 

☐ 体型を維持していたい 

☐ 実年齢より若く見られたい 

☐ 友達やコミュニティを大事にしていたい 

☐ 働かず資産と年金だけで暮らしていたい 

☐ 子供に迷惑をかけないように過ごしたい 

☐ 投資や資産運用で資産を増やしていたい 

☐ 働いていたい 

 

イ．どのように介護してもらいたいですか？11） 

１）あてはまるものすべてに☑を入れましょう。 

☐ 家族には迷惑をかけたくない 

☐ 施設に入って介護してもらいたい 

☐ なるべく家族に介護してもらいたい 

☐ どんな介護も受けたくない 

☐ 自宅で介護してもらいたい 
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⑥まとめ ―こんな人生を実現したいー 

ア．仕事・・・こんな職業生活を実現したい 

 

 

 

 

 

イ．家庭・・・こんな家庭生活を実現したい 

 

 

 

 

 

ウ．老後・・・こんな老後の生活を実現したい 

 

 

 

 

 

エ．あなたの人生の目的を簡潔にまとめると 
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（２）マネープランを立ててみよう 

自分の描いたライフデザインを実現するためはライフステージやラ

イフイベントを想定した具体的な暮らし方を描くことが必要となりま

す。その具体的な暮らし方を時系列で表した計画をライフプラン（生

涯生活設計）と言いますが，そのライフプランを描くには，個人の収

入や支出などをもとに，ライフステージやライフイベントに必要なマ

ネープランを立て，生涯に必要なお金の見通しを持つことが大切で

す。 

 

 

 

 

 

 

【演習】 

 生涯において，必要な一人分の生活費を計算してみましょう。 

なお，一生涯に必要な一人分の生活費は，大学卒業後から定年まで 

（70歳と仮定します）の勤労者の消費支出と，定年後から100歳ま

での無職の人の消費支出を参考にして計算してみます。 
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12） 

総務省統計局「家計調査

年報（家計収支編）2019

年（令和元年）家計の概

要」によると，単身世帯

（平均年齢 59.0 歳）の消

費支出は，１世帯当たり

１か月平均163,781円とな

っています。 

なお，単身世帯のうち

勤労者世帯（平均年齢

43.7 歳））の実収入は，１

世帯当たり１か月平均

345,336円 

となっています。 

 

13） 

総務省統計局「家計調査

年報（家計収支編）2019

年（令和元年）家計の概

要」によると，高齢単身

無職世帯（60 歳以上の単

身）の家計収支では，一

月の支出が151,800円とな

っています。なお，実収

入 124,710 円（うち，社

会保障給付 115,558 円）

で，27,090 円が不足して

います。 

また，高齢夫婦無職世帯

（夫65 歳以上，妻 60歳

以上の夫婦のみ）の家計

収支は，実収入 237,659

円（うち社会保障給付 

216,910円）で，33,269円

が不足となっています。 

 

項目 月平均 

消費支出 163,781 

食 料 44,263 

住 居 20,854 

光熱・水道 11,652 

家具家事用品 5,443 

被服及び履物 5,985 

保健医療 7,712 

交通・通信 21,068 

教 育 20 

教養娯楽 19,426 

その他 27,359 

①23歳～70歳までの48年間の消費支出を計算しましょう。12） 

１）ひと月分の支出額を自分で考えて，各項目の(           )に

金額を入れてみましょう。 

 ２）A，B，Cを計算してみましょう。 

   ※千円以下は四捨五入 

       ↓ 

 

 

 

 

 

②退職から100歳までの30年間の消費支出を計算しましょう。13） 

2019年の高齢単身無職世帯（60 歳以上の単身）のひと月の支出額 

151,800円を参考にして計算してみましょう。 

 

151,800円 ×12月×30年 ＝ D（       ）万円 

※千円以下は四捨五入 

 

項 目 ひと月分の支出額 

食費 (     )円 

住居 (     )円 

光熱・水道 (     )円 

交通・通信 (     )円 

教養・娯楽 (     )円 

保健・医療 (     )円 

その他 (     )円 

合計  A(      )円 

１年間の支出額 A×12 

B(       )万円 

70歳までの支出額 B×48 

C(       )万円 
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14） 

教育費は文部科学省「平

成 30 年度 子供の学習費

調査の結果について」（令

和元年１２月１８日）に

よる。 

なお，表中の金額は幼稚

園から高等学校までは全

て公立（総額約 543,6 万

円），大学は国公立で自宅

通学（総額約499.4万円）

の場合の合計額を入れて

あります。 

15） 

AIU 保険「AIU の現代子育

て経済考2005」による。 

なお，内訳は以下のよう

になっています。 

16） 

厚生労働省「平成 30 年度 

厚生年金保険・国民年金

事業の概況」によると，

厚生年金（国民年金分含

む）の月々の平均受給額

は，男性が 16 万 3,840

円 ，女性が 10 万 2,558

円，全体の平均では 14 万

3,761 円となっています。

従って平均額を 30 年間受

け取ると仮定すると，総

額で 51,753,960 円が年金

によってまかなわれる計

算となります。 

 ただし，現行の年金制

度は，将来的に変更され

ていく可能性が高いと考

えられます。 

出産，育児費用 約91万円 

子どもの食費 約 671 万

円 

子どもの衣料費 約 141 万

円 

子どもの健康医

療・理美容院費 

約 193 万

円 

子どものお小遣い 約 451 万

円 

子どもの私的所有

物代 

約93万円 

③子供が欲しい人は，子育てのためにいくらくらいの費用が必要か計

算しましょう。    

子供一人あたりの教育費を1,043万円 14），養育費を1,640万円 15）と

して，（    ）内に数字を入れて計算してみましょう。 

 ※教育費1,043万円＋養育費1,640万円＝2,683万円 

※子供が欲しくない人は任意 

 

 

④これまで計算してきた生活費の総額を計算してみましょう。 

（  ）のなかに数字を入れましょう。 

 以上の総額は，単身者の生活費と子育ての費用の合計となります

が，年金制度 16）もあるため，自己負担はその総額より低くなりま

す。 

 ただし，住宅資金，結婚資金，旅行などの娯楽資金，自動車の購入 

資金など生活を豊かにするための資金や，配偶者やパートナーなどの 

生活費は含まれていませんので，自分のライフデザインに基づいて， 

自分の勤労スタイルと生涯の収入を見据えたライフプランを作成して 

いく必要があります。 

2,683万円×子供の人数（  ）人＝ E（           ）万円 

23～70歳までの生活費 C (     )万円 総額 

(       ) 

万円 

70歳以降の生活費 D (     )万円 

子育ての費用 E (      )万円 
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（３）あらためて自分のライフプランを考えてみよう【演習】 

 

1)ライフイベントの欄で示されたそれぞれのイベントについて，自分でしてみたい，経験して

みたいイベントに☑を入れてみましょう。 

2)☑をいれたイベントを，いつ頃してみたい，または経験してみたいか，年齢の欄にそのイベ

ント名を入れてみましょう。 

 例： 

３０ 

４０ 

５０ 

 

子供（１人目）             転職 

マイホーム       地域活動 学び直し 

  

  

 

3)趣味，地域活動，ボランティアの欄は，一生続けたい，またはやってみたい趣味，地域活

動，ボランティアを書いてみましょう。 ※ない人，見つからない人は空欄で構いません。 

 

 あなたのライフキャリア あなたのワークキャリア 

ライフイベント ☐結婚 

☐子供（   ）人 

☐マイホームの購入 

☐親の介護 

☐地域活動 

☐ボランティア活動 

☐孫の誕生 

☐ 自分自身の介護施設への入所 

☐大学院進学 

☐就職 

☐転職 

☐職業訓練や学び直し 

☐フリーランス 

☐起業 

☐定年 
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年齢（歳）２２ 

２５ 

３０ 

３５ 

４０ 

４５ 

５０ 

５５ 

６０ 

６５ 

７０ 

７５ 

８０ 

８５ 

９０ 

９５ 

１００ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

趣味 

 

 

地域活動 

 

 

ボランティア 

 

 

※ 
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