
特
集
・
婦
人
問
題
①

婦
人
の
生
き
か
た
と
行
政
の
課
題

一
―
は
じ
め
に
―
社
会
的
問
題
と
し
て
の
婦
人

　
　
　
問
題

ニ
―
婦
人
の
生
活
の
変
化

三
―
性
別
役
割
分
業
の
変
革

四
―
お
わ
り
に
―
婦
人
の
主
体
性
と
行
政
の
役
割

別
役
割
分
業
の
慣
習
と
意
識
が
依
然
と
し
て
支
配
的
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
日
本
ば
か
り
で
は
な

く
、
ほ
と
ん
ど
の
国
に
存
在
し
て
い
る
。

　
そ
の
た
め
、
国
連
は
婦
人
問
題
を
人
類
全
体
の
課
題

と
し
て
と
り
あ
げ
、
日
本
に
お
い
て
も
政
府
今
各
自
治

体
が
婦
人
問
題
を
行
政
の
課
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
横
浜
市
の
行
政
に
お
い
て

も
、
婦
人
問
題
へ
の
と
り
く
み
が
有
効
に
推
進
さ
れ
る

こ
と
を
願
っ
て
、
「
婦
人
の
生
き
か
た
」
を
め
ぐ
る
問

題
状
況
と
行
政
の
課
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

「
婦
人
の
生
き
か
た
」
が
昔
も
今
も
多
く
の
人
び
と
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山
手
　
茂

一

は
じ
め
に
―
社
会
問
題
と
し
て
の
婦
人

問
題

る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
も
と
づ
い
て
、
「
婦
人
の
生

き
か
た
」
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
婦
人
の
個
人
的
、
私
的

な
問
題
で
あ
り
、
男
性
や
政
府
、
自
治
体
な
ど
が
口
を

は
さ
む
べ
き
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
人
も
い
る
。

　
し
か
し
、
現
実
に
婦
人
が
お
か
れ
て
い
る
社
会
的
条

件
を
み
る
と
、
婦
人
が
真
に
主
体
的
に
自
ら
の
生
き
か

た
を
選
択
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
男
性
と

対
等
に
職
業
に
つ
き
、
結
婚
し
出
産
し
て
後
も
継
続
し

た
い
と
希
望
す
る
女
性
が
増
加
し
て
い
る
が
、
女
性
を

男
性
と
平
等
に
雇
用
し
、
職
業
と
出
産
・
育
児
と
を
両

立
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
条
件
を
整
え
て
い
る
企
業

は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
く
、
地
域
社
会
に
お
け
る
保
育
施

設
も
ま
だ
十
分
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
家
庭
に
お
い
て

も
「
家
事
・
育
児
は
妻
の
役
割
」
と
い
う
伝
統
的
な
性

婦
人
の
生
活
の
変
化

　
　
「
婦
人
の
生
き
か
た
」
は
、
古
く
、
か
つ
新
し
い
テ

ー
マ
で
あ
る
。
明
治
維
新
直
後
の
啓
蒙
期
、
自
由
民
権

運
動
の
時
代
か
ら
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
、
戦
後

民
主
化
の
時
代
を
経
て
今
日
に
至
る
ま
で
、
「
婦
人
の

生
き
か
た
」
は
繰
り
か
え
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
昭
和

五
十
年
の
国
際
婦
人
年
以
来
、
こ
の
問
題
は
一
段
と
活

発
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
忙
な
っ
て
い
る
。

　
　
「
婦
人
は
ど
う
生
き
る
か
」
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の

婦
人
が
、
自
分
自
身
の
課
題
と
し
て
、
自
主
的
に
考
え
、

決
定
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
人
間
は
す
べ
て
自
分
自
身

の
生
き
か
た
を
主
体
的
に
自
由
に
決
定
す
べ
き
で
あ

二



の
関
心
を
集
め
る
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
社
会
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
婦
人
の
生
活
が

変
化
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
社
会
の
変
化
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
面
か
ら
婦
人
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。
婦
人
の
生
活
の
炭
化
は
、
生
活
周
期
（
ラ
イ
フ
・

サ
イ
ク
ル
）
の
変
化
と
生
活
構
造
の
変
化
と
の
二
つ
の

面
か
ら
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
の
変
化
を
と

り
あ
げ
、
次
い
で
生
活
構
造
の
変
化
を
、
共
稼
ぎ
婦
人

と
主
婦
と
二
つ
の
層
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
よ
う
。

①
―
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
の
変
化

　
社
会
経
済
の
発
展
・
生
活
水
準
の
上
昇
に
と
も
な
っ

て
、
寿
命
が
延
長
し
、
出
生
児
数
が
減
少
し
た
た
め
、

婦
人
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
は
大
き
く
変
化
し
た
。
戦

前
（
欧
米
で
は
一
〇
〇
年
前
）
と
現
在
の
婦
人
の
ラ
イ

フ
・
サ
イ
ク
ル
の
変
化
を
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
る

と
、
図
―
１
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
戦
前
の
婦
人
は
、
結
婚
後
は
平
均
五
～
六
人
の
子
ど

も
を
育
て
。
「
良
妻
賢
母
」
と
し
て
の
一
生
を
過
ご
し
て

い
た
。
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
女
子
は
「
良
妻
賢
母

主
義
」
に
も
と
づ
く
教
育
を
授
け
ら
れ
、
親
と
親
と
の

合
意
に
よ
っ
て
「
嫁
」
に
行
か
さ
れ
、
婚
家
で
は
夫
ば

か
り
で
は
な
く
、
し
ゅ
う
と
、
し
ゅ
う
と
め
に
従
い
。
自

然
の
成
り
行
き
の
ま
ま
に
次
々
に
子
ど
も
を
産
ん
だ
。

当
時
は
乳
幼
児
死
亡
率
が
高
か
っ
た
の
で
、
出
産
し
た

図―１　標準的な女性の生活周期一戦前と現在の比較-子
ど
も
を
成
人
に
育
て
あ
げ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か

っ
た
。
妊
娠
・
出
産
・
育
児
と
家
事
の
負
担
が
重
か
っ

た
た
め
、
上
層
の
家
庭
で
は
女
中
・
子
守
り
を
雇
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
農
家
な
ど
で
は
、
嫁
は
「
角
の
な
い

牛
」
と
し
て
農
業
労
働
に
も
酷
使
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
状
態
で
、
多
く
の
婦
人
は
末
子
が
成
人
す
る

か
し
な
い
か
の
う
ち
に
死
亡
し
た
。
長
生
き
し
た
婦
人

は
、
孫
の
世
話
を
し
な
が
ら
老
後
を
送
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
現
在
で
は
、
家
族
計
画
が
普
及
し
て
子

ど
は
平
均
二
人
、
末
子
の
出
産
が
平
均
二
八
歳
に
な
っ

た
。
母
親
が
三
〇
代
の
半
ば
に
な
る
と
末
子
も
小
学
校

に
入
学
し
、
五
〇
歳
に
な
る
頃
に
は
母
親
と
し
て
の

「
定
年
」
を
迎
え
る
。

三
〇
代
半
ば
の
婦
人
に

は
、
あ
と
ほ
ぼ
五
〇
年

の
１
　
い
人
生
か
あ
ぴ
、

五
〇
歳
の
婦
人
に
も
あ

と
三
〇
年
余
の
長
い
人

生
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、

現
代
の
婦
人
は
「
良
妻

賢
母
」
と
し
て
だ
け
１
　

い
人
生
を
生
き
る
こ
と

は
で
き
な
く
な
っ
た
。

　
し
か
も
、
こ
の
よ
う

な
婦
人
の
ラ
イ
フ
ー
サ

イ
ク
ル
の
変
化
に
対
応

す
る
た
め
の
労
働
条
件
や
生
活
条
件
の
改
善
は
た
ち
お

く
れ
て
い
る
。
他
方
で
は
、
教
育
水
準
の
上
昇
や
情
報

化
の
進
展
に
と
も
た
っ
て
、
婦
人
の
男
女
平
等
意
識
や

生
き
が
い
追
求
意
欲
は
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
な
か
で
、
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
の
将
来
を
見
通

す
よ
う
に
な
っ
た
若
い
女
性
や
中
年
の
主
婦
は
、
「
ど

う
生
き
る
か
」
に
悩
み
、
新
し
い
生
活
設
計
を
模
索
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

②
―
共
稼
ぎ
婦
人
の
増
加

　
婦
人
の
生
き
か
た
の
変
化
の
う
ち
で
、
最
も
注
目
す

べ
き
は
婦
人
労
働
者
の
増
加
、
な
か
で
も
共
稼
ぎ
婦
人
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表－1　女子就業者の推移図一２　共稼ぎ婦人労働者を増加させる諸要因の関連

表－2　配偶関係別女子雇用者の推移
　　　　　　　　　　　　　　　(非農林業)

労
働
者
の
増
加
で
あ
ろ
う
。

　
昭
和
三
十
五
年
か
ら
五
十
五
年
ま
で

の
女
子
就
業
者
の
推
移
を
地
位
別
に
み

る
と
、
表
―
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
自

営
業
主
は
、
実
数
は
二
八
五
万
人
か
ら

二
九
三
万
人
に
な
り
、
や
や
増
加
し
て

い
る
が
、
構
成
比
は
一
五
・
八
％
か
ら

二
二
・
七
％
に
減
少
し
て
い
る
。
家
族

従
業
者
は
、
実
数
は
七
八
四
万
人
か
ら

四
九
一
万
人
に
、
構
成
比
は
四
三
・
四

％
か
ら
二
三
・
〇
％
に
、
激
減
し
て
い

る
。
雇
用
者
は
、
実
数
は
七
三
八
万
人
か
ら
ぺ

三
五
四
万
人
に
、
構
成
比
は
四
〇
・
八
％
か
ら

六
三
・
二
％
に
、
著
る
し
く
増
加
し
て
い
る
。

　
非
農
林
業
女
子
雇
用
者
の
配
偶
関
係
別
推
移

を
み
る
と
、
表
―
２
の
と
お
り
で
あ
る
。
昭
和

三
十
七
年
か
ら
五
十
五
年
ま
で
に
、
未
婚
者
は

四
四
三
万
人
（
五
五
・
二
％
）
か
ら
四
三
七
万

人
（
三
二
・
五
％
）
へ
と
減
少
し
、
死
別
・
離

別
者
は
九
六
万
人
（
一
二
○
％
）
か
ら
一
三

五
万
人
（
一
〇
・
〇
％
）
へ
と
実
数
は
増
加
し

て
い
る
が
構
成
比
は
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
反

面
、
有
配
偶
者
は
二
六
二
万
人
（
三
二
・
七
％
）

か
ら
七
七
二
万
人
（
五
七
・
四
％
）
へ
と
急
増

し
て
い
る
。
婦
人
労
働
者
全
体
は
Ｉ
・
七
倍
増

加
し
て
い
る
が
、
共
稼
ぎ
婦
人
労
働
者
は
二
・

九
倍
増
加
し
て
い
る
。

　
未
婚
婦
人
労
働
者
が
五
五
・
二
％
か
ら
三
二
・
五
％

に
減
少
し
た
こ
と
は
、
日
本
の
婦
人
労
働
者
の
就
労
パ

タ
ー
ン
が
「
婚
前
腰
掛
型
」
か
ら
「
中
断
再
就
職
型
」

ま
た
は
「
一
貫
継
続
型
」
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
死
別
・
離
別
し
た
婦
人
が
経

済
的
に
自
立
す
る
た
め
に
就
労
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
情
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
な
ぜ
共
稼
ぎ
婦
人
労
働

者
が
増
加
し
た
か
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
共

稼
ぎ
婦
人
労
働
者
が
増
加
し
た
原
因
と
し
て
は
、
社
会

経
済
構
造
の
変
化
、
家
庭
生
活
構
造
の
変
化
、
婦
人
の

ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
や
意
識
の
変
化
な
ど
多
く
の
要
因

が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
要
因
の
関
連
を
ま
と
め
て
み
る

と
、
図
―
２
の
よ
う
に
な
る
。

　
共
稼
ぎ
婦
人
労
働
者
が
増
加
し
た
の
は
、
一
方
で
企

業
の
労
働
力
需
要
が
増
加
し
、
他
方
で
婦
人
の
側
に
就

労
意
欲
が
高
ま
り
、
家
事
・
育
児
と
職
業
労
働
と
の
両

立
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
が
徐
々
に
整
え
ら
れ
て
き
た

か
ら
で
あ
る
。
経
済
社
会
が
発
展
し
、
婦
人
の
労
働
力

需
要
が
増
加
し
た
の
に
応
じ
て
、
婦
人
は
積
極
的
に
職

場
に
進
出
し
、
経
済
社
会
を
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
る
た

め
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

③
―
主
婦
の
疎
外
化
と
苦
悩
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婦
人
労
働
者
、
な
か
で
も
共
稼
ぎ
婦
人
労
働
者
が
増

加
し
て
い
る
反
面
、
家
事
専
業
の
主
婦
も
増
加
し
て
い

る
。
家
事
専
業
の
婦
人
の
数
の
推
移
を
み
る
と
、
昭
和

三
十
五
年
に
は
一
、
〇
〇
五
万
人
で
あ
っ
た
が
、
五
十

五
年
に
は
一
、
五
六
〇
万
人
に
な
り
、
約
一
・
五
倍
増

加
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
家
事
専
業
の
婦
人
＝
主
婦
が
増
加
し
た

の
は
、
高
度
経
済
成
長
の
下
で
雇
用
労
働
者
家
族
が
増

加
し
、
賃
金
水
準
が
上
昇
し
、
妻
が
主
婦
と
し
て
家
事

・
育
児
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
階
層
が
増
加
し
た

た
め
で
あ
る
。
「
郊
外
に
庭
つ
き
の
マ
イ
・
ホ
ー
ム
を

建
て
、
妻
は
二
人
か
三
人
の
子
ど
も
を
育
て
、
家
庭
を

整
え
、
夫
は
モ
ー
レ
ツ
社
員
と
し
て
働
く
」
と
い
う
マ

イ
ホ
ー
ム
の
イ
メ
ー
ジ
が
理
想
像
と
し
て
多
く
の
人
び

と
に
支
持
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
想
の
マ
イ
・
ホ
ー
ム
を
つ

く
り
、
幸
福
に
な
っ
た
か
に
み
え
た
主
婦
の
間
か
ら
。

　
「
狭
い
マ
イ
・
ホ
ー
ム
に
閉
じ
こ
も
っ
て
生
活
し
て
生

き
が
い
を
失
な
っ
た
」
「
夫
が
職
場
に
、
子
ど
も
が
学

校
に
出
て
、
ひ
と
り
残
さ
れ
た
感
じ
で
淋
し
い
」
「
子

ど
に
手
が
か
か
ら
な
く
な
る
と
毎
日
が
空
虚
に
な
っ

た
」
「
二
四
時
間
狭
い
２
Ｄ
Ｋ
の
住
宅
で
乳
幼
児
の
相

手
を
し
て
い
る
と
イ
ラ
イ
ラ
し
て
怒
り
っ
ぽ
く
な
っ
て

し
ま
う
」
な
ど
と
い
う
悩
み
が
訴
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
専
門
家
は
、
こ
れ
ら
の
訴
え
を
「
主
婦
症
候
群
」

と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
「
主
婦
症
候
群
」
を

示
す
主
婦
は
、
郊
外
の

住
宅
地
や
都
心
の
マ
ン

シ
ョ
ン
な
ど
に
住
み
、

近
隣
関
係
が
乏
し
く
、

再
就
職
す
る
の
が
困
難

で
あ
る
、
な
ど
の
条
件

に
お
か
れ
て
い
る
主
婦

に
多
い
よ
う
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
社
会
学

者
、
Ｄ
・
リ
ー
ス
マ
ン

は
、
郊
外
の
住
宅
に
住

む
主
婦
は
「
独
房
の
囚

人
」
に
似
て
い
る
と
指

現代資本主義社会における主婦の生活構造と苦悩図一３

摘
し
。
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者
．
Ｈ
・
ギ
ャ
ブ
ロ
ン
は
、

職
業
を
も
た
ず
家
庭
の
責
任
を
一
身
に
負
っ
て
い
る
主

婦
を
「
家
庭
に
束
縛
さ
れ
た
囚
わ
れ
の
妻
」
と
表
現
し

て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
婦
人
運
動
家
・
Ｂ
・
フ
リ
ー
ダ

ン
は
、
こ
の
よ
う
な
「
強
制
収
容
所
の
囚
人
」
に
似
た

主
婦
の
悩
み
を
分
析
し
、
解
放
の
方
向
を
示
す
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
（
邦
訳
『
新
し
い
女
性
の
創
造
』
大
和
書
房
）

を
書
き
、
一
九
六
〇
年
代
の
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
運
動
の

リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
。

　
　
「
主
婦
症
候
群
」
は
、
主
婦
が
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
、

家
庭
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
結
果
生
じ
る
現
代
病
で
あ

る
。
現
代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
、
主
婦
が
ど
の
よ

う
に
疎
外
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
生
活
問
題
と
苦
悩
を

も
っ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
と
、
図
－
３
の
よ
う
に
な

る
。

　
こ
の
よ
う
な
疎
外
状
況
か
ら
脱
出
す
る
方
法
を
模
索

す
る
主
婦
は
増
加
し
て
い
る
。
脱
出
の
道
は
①
学
習
活

動
、
②
趣
味
活
動
、
③
消
費
者
運
動
な
ど
社
会
運
動
、

④
社
会
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
⑤
再
就
職
、
な
ど

が
主
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
自
分
に
適
し

た
も
の
を
選
択
す
れ
ば
よ
い
、
と
教
え
る
人
が
少
な
く

な
い
。
し
か
し
、
①
か
ら
④
ま
で
は
、
職
業
を
も
っ
て

い
る
婦
人
や
男
性
た
ち
も
余
暇
活
動
と
し
て
行
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
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表－3　女子無業者の年齢階級別就業希望者の推移　
主
婦
は
、
男
性
と
対
等
に
社
会
に
参
加
し
、
能
力
を

発
祥
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
再
就
職
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
マ
イ
ー
ホ
ー
ム
を
人
手
し
て
も
多
額
の
住
宅
ロ

ー
ン
を
返
済
す
る
た
め
家
計
に
余
裕
が
な
く
な
っ
た
家

庭
、
物
価
が
上
昇
す
る
た
め
将
来
が
不
安
に
な
っ
た
家

庭
な
ど
で
は
、
経
済
的
に
も
主
婦
の
再
就
職
が
必
要
に

な
っ
て
い
る
。
総
理
府
「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
に
よ

る
と
、
女
子
無
業
者
の
年
齢
別
就
業
希
望
者
の
推
移
は

表
－
３
の
と
お
り
で
あ
る
。
就
業
希
望
者
は
増
加
し
て

お
り
昭
和
五
十
四
年
に
は
、
二
五
～
三
四
歳
の
主
婦
で

は
六
〇
・
一
％
、
三
二
Ｉ
万
人
も
就
業
を
希
望
し
て
い

る
。
三
五
～
五
四
歳
で
も
、
五
〇
・
七
％
、
三
四
一
万

人
が
就
業
を
希
望
し
て
い
る
。
二
五
～
五
四
歳
の
主
婦

の
半
数
以
上
が
就
業
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
は
、
社
会

参
加
の
基
本
が
職
業
進
出
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
就
業
を
希
望
す
る
主
婦
に
対
し
て
、
職

業
に
つ
け
る
よ
う
に
ど
う
援
助
す
る
か
は
、
行
政
の
重

要
な
課
題
で
あ
る
。

性
別
役
割
分
業
の
変
革

割
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
男
女
の
伝
統

的
な
役
割
を
変
え
る
必
要
性
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
婦
人
を
あ
ら
ゆ
る
社
会
活
動
に
同
等
に
参
加
さ

せ
る
た
め
に
は
、
家
事
の
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う
な
社

会
的
に
組
織
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
が
設
立
、
維
持
さ
れ
、

特
に
子
ど
も
の
た
め
の
そ
れ
が
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
家
庭
と
子
ど
も
に
つ
い
て
、
男
女
の
共
同
責

任
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
主
に
教
育
を
通
じ
、

社
会
通
念
を
変
え
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
が
、
払
わ

れ
る
べ
き
で
あ
る
」
。

　
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
性
別
役
割

分
業
の
変
革
が
男
女
平
等
の
達
成
に
と
っ
て
の
基
本
的

な
課
題
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
、
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

①
―
性
別
役
割
分
業
の
意
識

　
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
は
、
婦
人

労
働
者
、
な
か
で
も
共
稼
ぎ
の
婦
人
労
働
者
が
増
加
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
伝
統
的
な
性
別
役
割
分
業
が
、

現
実
に
お
い
て
崩
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
共
稼
ぎ
家
庭
に
お
い
て
も
家
事
・
育
児
の
役

割
は
専
ら
妻
に
担
わ
れ
て
お
り
、
フ
ル
タ
イ
マ
ー
の
妻

は
職
業
労
働
と
家
事
・
育
児
と
の
二
重
の
負
担
を
負
っ

て
過
労
に
な
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
妻
は
家
事
・
育

児
は
支
障
が
な
い
限
度
で
就
労
す
る
た
め
の
補
助
的
労

働
力
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
性
別
役
割
分
業

６
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男
女
差
別
を
撤
廃
し
、
男
女
平
等
を
達
成
す
る
た
め

に
は
「
男
は
家
庭
の
外
の
役
割
、
女
は
家
庭
の
内
の
役

割
」
と
い
う
性
別
役
割
分
業
を
変
革
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
次
第
に
広
く
支
持
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
年
）
国
際
婦

人
年
に
あ
た
っ
て
決
定
さ
れ
た
「
世
界
行
動
計
画
」
に

は
、
性
別
役
割
分
業
の
変
革
が
基
本
的
課
題
で
あ
る
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
男
女
平
等
戸
達
成
と
は
、
両
性
が
そ
の
才
能
お
よ

び
能
力
を
自
己
の
充
足
と
社
会
全
休
の
た
め
に
発
展
さ

せ
う
る
平
等
な
権
利
、
機
会
、
責
任
を
も
つ
べ
き
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
家
庭
お
よ
び
社
会
の
中
で

両
性
に
伝
統
的
に
割
当
て
ら
れ
て
き
た
機
能
お
よ
び
役

三



「男は仕事、女は家庭」という考えに同感し
ますか（対象は婦人）

は
、
一
部
崩
れ
て
き
た
が
、
依
然
と
し
て
家
庭
、
職
場
、

社
会
に
強
固
に
維
持
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

　
伝
統
的
性
別
役
割
分
業
が
強
固
な
習
慣
と
し
て
維
持

さ
れ
て
い
る
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
人
び
と
の
意
識
に
性

別
役
割
分
業
観
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
考
え
に
つ

い
て
の
調
査
結
果
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
表
－
４
で
、
ま
ず
総
理
府
の
調
査
に
よ
っ
て
全
国
の

婦
人
に
つ
い
て
み
る
と
、
昭
和
五
十
一
年
か
ら
五
十
四

年
ま
で
に
、
伝
統
的
性
別
役
割
分
業
に
「
同
感
す
る
」

も
の
は
四
九
％
か
ら
三
六
％
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
の

反
面
「
同
感
し
な
い
」
も
の
も
、
四
〇
％
か
ら
三
四
％

に
減
少
し
、
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
、
無
回
答
」
が

一
一
％
か
ら
三

〇
％
に
増
加
し

て
い
る
。

　
昭
和
五
十
年

か
ら
五
十
一
年

に
か
け
て
は
、

国
際
婦
人
年
の

活
動
が
展
開
さ

れ
、
そ
の
後
は

活
動
が
や
や
低

調
に
な
り
、
現

実
の
改
革
も
遅

々
と
し
て
い
る

の
で
、
伝
統
的
性
別
役
割
分
業
観
を
支
持
す
る
も
の
は

減
少
し
て
い
る
が
、
新
し
い
役
割
観
を
確
立
す
る
こ
と

が
で
き
ず
混
迷
し
て
い
る
も
の
が
増
加
し
て
い
る
、
と

い
え
よ
う
。

　
な
お
、
茨
城
県
婦
人
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
、
年
齢

別
、
学
歴
別
、
職
業
別
、
地
域
類
型
別
に
役
割
意
識
を

み
る
と
、
伝
統
的
性
別
役
割
意
識
に
「
同
感
し
な
い
」

も
の
は
、
比
較
的
若
い
世
代
、
高
学
歴
層
、
雇
用
労
働

者
層
、
都
市
化
が
進
ん
で
い
る
地
域
の
婦
人
層
な
ど
に

多
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
も
「
同
感
し
な
い
」
婦
人

は
増
加
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。

②
１
性
別
役
割
分
業
変
革
の
課
題
と
過
程

　
性
別
役
割
分
業
を
変
革
す
る
目
的
は
、
夫
婦
＝
男
女

が
対
等
な
立
場
で
職
業
労
働
と
家
事
・
育
児
の
両
面
で

協
力
し
あ
い
、
実
質
的
に
平
等
な
関
係
を
つ
く
る
こ
と

で
あ
る
。
現
実
の
家
族
の
実
態
を
み
る
と
、
こ
の
目
的

に
到
達
す
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
夫
婦
関
係
の
民
主
化
と
妻
の
経
済

的
自
立
化
と
の
二
つ
の
尺
度
に
よ
っ
て
、
現
実
の
家
族

の
位
置
と
変
革
の
方
向
を
整
理
し
て
み
る
と
、
図
１
４

の
よ
う
に
な
る
。

　
伝
統
的
な
家
父
長
家
族
（
封
建
時
代
の
武
士
家
族
）

に
お
い
て
は
、
妻
は
経
済
的
に
は
全
く
無
能
力
で
家
事

に
専
念
し
て
い
た
。
社
会
が
近
代
化
す
る
に
つ
れ
て
雇

用
労
働
者
家
族
が
増
加
し
た
が
、
「
夫
は
仕
事
、
妻
は

家
庭
」
と
い
う
伝
統
的
性
別
役
割
分
業
が
維
持
さ
れ
た

た
め
家
父
長
家
族
が
多
か
っ
た
が
、
夫
婦
関
係
が
民
主

化
す
る
に
つ
れ
て
愛
情
や
余
暇
活
動
を
大
切
に
す
る
友

愛
家
族
が
増
加
し
て
い
る
。
最
近
、
消
費
者
運
動
、
学

習
活
動
、
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
で
社
会
参
加

す
る
主
婦
が
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
友
愛
家
族
の

主
婦
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。
家
計
補
助
や
余
暇
の
活
用

の
た
め
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し
て
就
労
す
る
主
婦
が

増
加
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
夫
は
ほ
と
ん
ど
家
事

・
育
児
を
分
担
し
て
い
な
い
。
フ
ル
タ
イ
ム
で
共
稼
ぎ

し
て
い
る
家
族
も
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
の
な
か
に
も

夫
が
家
事
・
育
児
を
分
担
せ
ず
妻
の
職
業
的
地
位
が
低

い
ケ
ー
ス
が
多
い
。
ま
た
、
自
営
業
で
妻
が
家
族
従
事
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図―４　「性別役割分業」変革の課題と過程

図―５「性別役割分業意識」を支えている基盤と構造の分析枠組

者
と
し
て
働
い
て
い
る
が
、
夫
婦
関
係
が
民
主
化
せ
ず

夫
は
家
事
・
育
児
を
分
担
し
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。
こ

の
よ
う
な
現
状
に
あ
る
夫
婦
の
役
割
関
係
を
変
え
る
に

は
、
矢
印
の
方
向
に
一
歩
ず
つ
進
ん
で
行
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
フ
ル
タ
イ
ム
の
共
稼
ぎ
や
自
営
業
の
家
族

で
は
、
妻
の
職
業
能
力
を
伸
ば
す
と
と
も
に
、
夫
婦
関

係
を
民
主
化
し
、
夫
の
家
事
・
育
児
の
分
担
を
徐
々
に

ひ
ろ
げ
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
妻
が
学
習
活
動
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
能
力

を
職
業
労
働
に
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
発
揮

す
る
こ
と
も
課
題
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
性
別
役
割
分
業
を
変
え
る
に
は
、
夫

婦
関
係
を
民
主
化
す
る
こ
と
と
、
夫
が
家
事
・
育
児
の

役
割
を
分
担
し
妻
が
経
済
的
に
自
立
し
う
る
だ
け
の
職

業
労
働
能
力
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

実
践
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
伝
統
的
な
性
別
役

割
分
業
意
識
が
、
女
性
に
も
深
く
植
え
つ
け
ら
れ
て
お

り
、
男
性
に
は
そ
れ
以
上
に
深
く
感
情
に
染
み
つ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　
性
別
役
割
分
業
意
識
を
変
え
る
に
は
、
ま
ず
そ
れ
が

ど
の
よ
う
に
ひ
と
り
ひ
と
り
に
植
え
つ
け
ら
れ
て
き
た

か
を
客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
人
は
、
生
ま
れ
て
か

ら
、
家
庭
の
親
、
学
校
の
教
師
、
友
人
、
マ
ス
・
コ
ミ

な
ど
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
性
別
役
割
分
業
意
識

を
形
成
し
て
い
る
。
家
庭
・
親
・
学
校
・
教
師
や
マ
ス

・
コ
ミ
な
ど
は
、
社
会
構
造
の
な
か
の
性
別
役
割
分
業

構
造
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
性
別
役
割

分
業
意
識
を
支
え
て
い
る
諸
要
因
の
関
連
を
ま
と
め
る

と
図
―
５
の
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
性
別
役
割
分
業
意
識
を
変
え
る
に
は
、

そ
れ
を
客
観
的
・
歴
史
的
に
と
ら
え
、
新
し
い
役
割
意

識
を
創
造
す
る
と
と
も
に
、
現
実
の
必
要
に
対
応
し
た

新
し
い
役
割
の
実
践
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
理
論
を
変
え
る
の
は
、
タ
テ
マ
エ
を
変
え
る
だ
け

に
終
り
が
ち
で
あ
る
。
ホ
ン
ネ
を
変
え
る
と
こ
ろ
ま
で

意
識
を
変
え
る
に
は
、
新
し
い
習
慣
を
形
成
す
る
ま
で

持
続
的
に
実
践
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、

夫
が
自
発
的
に
家
事
・
育
児
を
分
担
す
る
よ
う
に
な
る

ま
で
に
は
、
妻
の
職
業
を
理
解
し
、
健
康
に
配
慮
し
、

家
事
・
育
児
責
任
を
自
覚
す
る
な
ど
と
と
も
に
、
家
事

・
育
児
を
自
発
的
に
分
担
す
る
習
慣
や
必
要
な
技
術
を

身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
最
近
、
定
年
退
職
し
て
家
庭
で
無
為
に
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し

て
い
る
夫
を
「
粗
大
ゴ
ミ
」
の
よ
う
だ
と
い
う
主
婦
の

声
が
マ
ス
・
コ
ミ
で
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。
老
後
、
妻

か
ら
、
「
粗
大
ゴ
ミ
」
扱
い
さ
れ
な
い
た
め
に
も
、
夫

は
若
い
時
か
ら
家
庭
生
活
を
大
切
に
し
、
自
発
的
に
家
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事
を
分
担
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
て
お
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

③
―
男
女
平
等
化
と
行
政
の
課
題

　
男
女
平
等
化
を
達
成
す
る
に
は
、
社
会
を
構
成
す
る

図―６　男女平等になるための重要事項

す
べ
て
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
こ
の
課
題
に
と

り
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
横
浜
市
が
昭
和
五
十
五

年
に
婦
人
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
調
査
の
結
果
か

ら
、
婦
人
が
男
女
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
重
要
と
考

え
て
い
る
課
題
を
み
る
と
。
図
―
６
の
と
お
り
で
あ
る
。

図―７　婦人行政施策のニーズ

第
一
位
が
「
女
性
自
身
の
向
上
」
で
六
四
・
六
％
、
第

二
位
が
「
男
性
の
理
解
と
協
力
」
で
五
〇
・
二
％
で
あ

る
。
「
国
や
地
方
公
共
団
体
の
婦
人
行
政
の
充
実
」
は
僅

か
に
一
四
・
九
％
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
婦
人
の
行
政
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
低
い
と

は
い
え
な
い
。
男
女
平
等
化
の
た
め
に
国
や
地

方
公
共
団
体
の
行
政
が
力
を
入
れ
る
べ
き
施
策

に
つ
い
て
質
問
し
た
結
果
を
み
る
と
、
図
－
７

の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
位
が
「
雇
用
条
件
の

整
備
」
で
三
九
・
九
％
、
第
二
位
が
「
育
児
環

境
の
整
備
」
で
三
六
・
九
％
で
あ
り
、
第
三
位

以
下
に
も
多
く
の
施
策
が
要
望
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
調
査
結
果
を
総
合
す
る
と
、

婦
人
は
、
男
女
平
等
を
、
主
と
し
て
日
常
の
男

性
と
女
性
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
て
お
り
、

行
政
へ
の
ニ
ー
ズ
は
、
潜
在
的
に
抱
い
て
い
る

の
で
、
き
っ
か
け
が
あ
れ
ば
顕
在
化
す
る
、
と

い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
は
、
婦
人
が

潜
在
的
に
も
っ
て
い
る
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
婦
人
に
働
き
か
け
て
ニ

ー
ズ
を
顕
在
化
さ
せ
、
婦
人
の
参
加
を
求
め
て

施
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に
―
婦
人
の
主
体
性
と

行
政
の
役
割
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以
上
、
舌
足
ら
ず
で
あ
っ
た
が
、
婦
人
の
生
き
か
た

と
行
政
の
課
題
に
つ
い
て
私
見
を
の
べ
た
。
婦
人
の
生

き
か
た
は
、
婦
人
だ
け
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
男
性
の
協
力
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の

で
、
性
別
役
割
分
業
に
つ
い
て
重
点
を
お
い
た
。
行
政

は
、
こ
の
よ
う
な
婦
人
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
と
課
題

に
つ
い
て
科
学
的
に
認
識
を
深
め
、
そ
れ
に
も
と
づ
い

て
、
婦
人
の
主
体
性
を
尊
重
し
、
婦
人
の
参
加
を
求
め

て
、
男
女
の
差
別
を
撤
廃
し
平
等
化
を
達
成
す
る
た
め

の
施
策
を
推
進
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
国
連
の
「
世
界
行
動
計
画
」
、
政

府
の
「
国
内
行
動
計
画
」
、
各
自
治
体
の
行
動
計
画
な

ど
も
、
重
要
な
文
書
で
あ
る
か
ら
、
是
非
参
考
に
し
て

頂
き
た
い
。

〈
茨
城
大
学
人
文
学
部
教
授
〉

《
参
考
文
献
》

総
理
府
『
婦
人
の
現
状
と
施
策
国
内
行
動
計
画
第
二
回

報
告
書
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
〇

東
京
都
民
生
局
『
女
性
の
地
位
の
現
状
』
、
一
九
七
五

山
手
茂
『
現
代
目
本
の
婦
人
問
題
』
　
（
第
三
版
）
亜
紀

書
房
、
一
九
八
〇
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