
私とジェンダー

ジェンダーと私
「
私
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
を
テ
ー
マ
に

毎
回
様
々
な
切
り
口
で
コ
ラ
ム
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。
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冨田 幸子

とみた・さちこ
73年に大阪府立高校の国語教師となり、

09年に定年退職。在職中は「府立高等

学校同和教育研究会（府高同研）」（現･

「府立学校人権教育研究会」）の中に設

けられた「男女平等教育特別委員会（→

女性解放教育→性差別撤廃教育、と改

称）」に所属。96年に、北京行動綱領を

地域で具体化しようと呼びかけ、高槻

ジェンダー研究ネットワーク結成した。

　
私
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
に
出
合
っ
た

の
は
、
90
年
代
の
初
め
。
女
性
差
別
撤

廃
条
約
の
批
准
（
85
年
）
で
男
女
同
一

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
求
め
ら
れ
、
高
校
で

も
94
年
か
ら
家
庭
科
男
女
共
修
が
始

ま
る
。
半
ば
公
的
な
研
究
団
体
で
あ
る

府
高
同
研
の
中
に
、
部
落
問
題
、
在
日

朝
鮮
人
問
題
、
障
害
者
問
題
と
い
っ
た

人
権
教
育
の
諸
課
題
の
一
つ
と
し
て
、

女
性
差
別
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
こ
ろ
だ
。

当
時
の
女
子
生
徒
に
は
、
高
校
卒
業
後

の
進
路
の
話
が
出
る
こ
ろ
に
な
る
と
、

「
私
、
女
や
か
ら
高
校
卒
業
し
た
ら
短

大
で
え
え
わ
。
ど
う
せ
結
婚
す
る
ね
ん

か
ら
」「
下
に
弟
が
い
る
し
、
学
費
が
か

か
る
か
ら
就
職
す
る
わ
」
と
い
う
よ
う

な
か
た
ち
で
、
入
学
当
初
は
非
常
に
意

欲
的
に
勉
強
し
て
い
た
生
徒
が
、「
女
」

で
あ
る
自
分
を
意
識
し
出
す
と
い
つ

し
か
向
学
心
を
失
っ
て
い
く
と
い
う

ケ
ー
ス
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
た
。
こ

う
し
た
現
状
を
何
と
か
打
破
し
た
い
と
、

私
は
、
93
年
、
府
高
同
研
で
活
動
を
始

め
た
。
教
師
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
人
権

教
育
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、

特
別
委
員
会
の
設
置
で
、
自
分
自
身
の

問
題
で
も
あ
る
女
性
差
別
の
問
題
に

よ
う
や
く
正
面
切
っ
て
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

　
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
が
男
女
混

合
名
簿
。
今
で
は
多
く
の
学
校
で
採
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
男
女
混
合
名

簿
も
、
実
現
す
る
ま
で
は
教
師
間
で
激

し
い
議
論
が
あ
っ
た
。
最
も
根
強
い
反

対
は
、「
男
女
特
性
論
」。男
は
男
ら
し
く
、

女
は
女
ら
し
く
あ
る
こ
と
を
理
想
と
し
、

男
と
女
は
、
互
い
の
違
い
を
認
め
合
っ

て
支
え
合
う
こ
と
が
大
切
だ
、
と
い
う

の
だ
。

　
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
言
葉
・
考
え

方
は
、
こ
う
し
た
「
特
性
論
」
を
破
る
大

き
な
武
器
だ
っ
た
。
生
ま
れ
な
が
ら
の

生
物
学
的
な
性
差
で
あ
る
〈s

e
x

〉
に
対

し
、〈g

e
n
d
e
r

〉
は
、
社
会
的
、
文
化
的
に

「
作
ら
れ
た
性
別
」
で
あ
る
。〈g

e
n
d
e
r

〉

は
「
社
会
的
文
化
的
性
差
」
と
訳
さ
れ

て
終
わ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
だ
け

で
な
く
、〈g

e
n
d
e
r

〉
に
は
、
男
は
上
・
強

者
／
女
は
下
・
弱
者
と
い
う
力
関
係
が

含
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」

と
い
う
カ
タ
カ
ナ
語
で
し
か
表
せ
な

い
の
だ
。

　
私
は
、
高
校
で
、
女
こ
と
ば
／
男
こ

と
ば
を
取
り
上
げ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題

に
気
づ
か
せ
る
授
業
に
取
り
組
ん
だ
。

授
業
で
は
、
生
徒
に
よ
く
次
の
よ
う
な

話
を
し
た
。

　
英
語
に
は
、
日
本
語
ほ
ど
、
男
女
の

こ
と
ば
で
大
き
な
差
は
な
い
。「C

o
m
e
 

here, 
my 

darling

！
」の「my 

dar-

l
i
n
g

」
は
、
ド
ラ
マ
や
映
画
で
、
日
常
の

夫
婦
の
会
話
な
ど
に
よ
く
登
場
す
る
。

妻
か
ら
夫
、
あ
る
い
は
夫
か
ら
妻
の
双

方
と
も
互
い
に
「m

y
 
d
a
r
l
i
n
g

」
と
声

を
掛
け
合
う
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
日
本

語
に
訳
さ
れ
る
と
、「
ね
え
、
あ
な
た
／

お
い
、
お
ま
え
」
と
、
女
こ
と
ば
／
男
こ

と
ば
の
差
が
生
じ
る
。
言
葉
は
生
得
的

な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
差
は
、
ま
さ

し
く
社
会
的
文
化
的
に
作
ら
れ
た
性

差
だ
。「
ね
え
」
は
、
下
の
者
が
上
の
者

へ
何
か
を
ね
だ
っ
た
り
甘
え
か
け
る

時
に
よ
く
用
ら
れ
る
が
、「
お
い
」
と
い

う
の
は
、
決
し
て
下
の
者
か
ら
上
の
者

へ
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。つ
ま
り
、

こ
の
社
会
的
文
化
的
性
差
に
は
、
明
ら

か
に
上
下
関
係
が
内
在
し
て
い
る
。
こ

の
話
を
あ
る
市
民
の
集
ま
り
で
話
す
と
、

あ
る
年
配
の
女
性
か
ら
、「
今
ど
き
、
妻

に
『
お
い
、
お
ま
え
』
な
ど
と
い
う
夫
は

い
な
い
で
し
ょ
う
。
私
の
娘
の
夫
が
娘

に
『
お
い
、
お
ま
え
』
な
ど
と
声
を
か
け

た
ら
、
私
は
『
そ
ん
な
男
と
は
す
ぐ
別

れ
な
さ
い
！
』と
言
っ
て
や
り
ま
す
よ
」

と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
。こ
の
よ
う
に
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
あ
り
よ
う
は
、
変
え
ら

れ
る
し
、変
わ
っ
て
い
く
も
の
だ
。

　
北
京
行
動
綱
領
に
は
、「
あ
ら
ゆ
る

レ
ベ
ル
の
教
育
者
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の


