
特
集
・
婦
人
問
題
②

婦
人
と
労
働

①
低
賃
金
を
支
え
る
意
識
構
造
の
継
承
性

長
友
智
恵
子

　
ア
メ
リ
カ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
の
欧
米
諦
岡

と
目
本
の
女
子
労
働
力
率
を
年
齢
別
に
グ
ラ
フ

化
す
る
と
、
図
―
１
の
よ
う
に
日
本
と
は
き
わ

立
つ
差
を
み
せ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
は
台
形
に
近
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

は
二
〇
歳
代
か
ら
三
五
歳
位
ま
で
ほ
ん
の
僅
か

低
下
す
る
も
の
の
、
三
五
歳
以
降
の
山
は
二
〇

歳
代
労
働
力
を
追
い
越
し
て
高
い
曲
線
を
描
い

て
い
る
。
つ
ま
り
両
国
の
女
子
労
働
者
は
、
紡

婚
、
出
産
、
育
児
期
に
へ
こ
た
れ
ず
継
続
し
て

働
い
て
い
る
。
言
い
か
え
る
と
男
女
役
割
分
業

と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
る
と
「
私
有
財
産
制

度
の
発
生
及
び
そ
の
上
に
構
築
さ
れ
た
家
父
長

制
度
の
発
生
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
女
の
世

界
史
的
敗
北
」
か
ら
失
地
回
復
し
つ
つ
あ
る
新

し
い
歴
史
の
展
開
曲
線
を
描
い
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
私
は
昨
年
、
県
主
催

の
婦
人
問
題
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
助
言
者
と
し
て

川
席
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
の
男
性
が
言
っ
た

言
葉
を
思
い
出
す
。
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
は
一

通
り
達
者
な
日
本
語
で
「
ア
メ
リ
カ
の
女
性

は
、
婦
人
参
政
権
を
自
分
達
の
手
で
か
ち
と
る

た
め
に
百
年
間
だ
た
か
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の

女
性
は
、
自
分
達
の
権
利
を
獲
得
す
る
た
め
に

あ
ま
り
（
ア
メ
リ
カ
の
女
性
達
の
よ
う
に
）
た

た
か
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
え
。
人
は
誰
で
も
自
分

に
と
っ
て
得
な
既
得
権
を
離
し
た
が
り
ま
せ

ん
。
男
と
女
の
関
係
で
も
同
じ
で
す
。
男
性
が

自
分
に
都
合
の
よ
い
既
得
権
を
離
し
た
が
ら
な

い
の
は
当
然
で
す
。
そ
れ
を
握
っ
た
手
か
ら
離

さ
せ
る
た
め
に
は
（
女
性
自
身
の
人
間
的
権
利

の
回
復
分
だ
け
）
や
は
り
そ
れ
を
必
要
と
す
る

女
性
が
自
分
達
の
手
で
か
ち
と
る
努
力
を
し
な

け
れ
ば
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
天
下
り
に
権

利
は
降
っ
て
お
い
て
こ
な
い
」
と
言
っ
た
言
柴

を
思
い
出
す
。
そ
し
て
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
の
女

①
低
賃
金
を
支
え
る
意
識
構
造
の
継
承
性

②
西
武
百
貨
店
に
お
け
る
女
子
社
員
の
能
力

　
開
発
と
活
用

一
―
女
子
労
働
者
の
増
加
と
背
景
か
ら

ニ
―
慣
習
に
支
配
さ
れ
る
女
性
の

　
　
　
職
業
意
識
と
実
感

三
―
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
か
ら

四
―
結
果
と
し
て
何
を
な
す
べ
き
か

性
達
は
そ
の
た
め
に
男
性
の
手
に
よ
ら
な
い
と

こ
ろ
の
沢
山
の
言
論
発
表
機
関
、
雑
誌
、
新
聞

及
び
女
性
同
士
の
連
帯
機
関
（
各
団
体
連
合
体

的
な
団
体
）
を
全
米
を
通
じ
て
持
っ
て
い
る
、

と
つ
け
加
え
、
日
本
の
婦
人
も
そ
う
し
た
運
動

方
法
、
運
動
体
を
沢
山
作
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
、
と
い
っ
た
。
短
い
助
言
だ
っ
た
が
、
百

年
の
闘
い
の
重
味
を
ぐ
１
ん
と
感
じ
さ
せ
る
指

摘
で
は
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
女
子
労
働
力
が

日
本
女
子
労
働
力
の
谷
間
（
二
〇
歳
代
～
三
五

歳
前
後
、
結
婚
、
出
産
、
子
育
て
時
期
）
の
上

に
見
事
に
か
げ
た
ブ
リ
ュ
ン
を
支
え
る
の
は
、
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百
年
の
間
に
積
重
ね
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
女
達

の
歴
史
で
あ
り
、
こ
の
谷
間
を
水
平
に
埋
め
る

か
埋
め
な
い
か
は
、
他
の
誰
か
が
す
る
も
の
で

は
な
く
、
女
性
の
相
対
的
多
数
の
意
識
の
あ
り

方
と
方
法
の
い
か
ん
に
関
る
問
題
で
あ
る
こ
と

を
、
こ
の
グ
ラ
フ
と
重
ね
合
わ
せ
て
あ
ら
た
め

て
思
い
や
っ
た
次
第
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
女

性
の
相
対
的
多
数
の
意
識
が
そ
う
な
ら
な
い
限

り
、
例
え
ば
働
く
こ
と
を
性
別
に
よ
ら
な
い
人

間
の
権
利
の
一
つ
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
よ

う
な
認
識
が
育
だ
な
い
限
り
、
政
府
が
ど
ん
な

ふ
う
に
旗
を
振
ろ
う
と
、
ど
ん
な
に
女
性
の
職

業
参
加
が
増
え
よ
う
と
こ
の
谷
間
を
埋
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
近
年
、
年
を
追
っ
て
著
し
い

増
加
を
み
せ
て
い
る
日
本
の
女
子
労
働
者
の
意

識
と
実
態
は
、
今
な
お
労
働
を
人
権
と
し
て
と

ら
え
る
に
到
っ
て
い
な
い
。

図-1つ主要国の年齢別女子労働力率

女
子
労
働
者
の
増
加
と

背
景
か
ら

　
昭
和
五
十
年
か
ら
五
十
五
年
に
か
け
て
の
増

加
就
業
者
二
五
二
万
人
中
女
子
は
一
三
五
万

人
、
増
加
率
二
・
八
％
（
男
子
一
一
七
万
人
、
増

加
率
一
・
二
％
）
で
女
子
雇
用
の
方
が
男
子
を

上
廻
っ
て
い
る
（
図
－
２
）
。
女
子
雇
用
の
こ
の

増
加
傾
向
は
昭
和
三
十
五
年
～
四
十
年
代
に
至

る
、
戦
後
の
工
業
生
産
技
術
革
新
に
よ
る
高
度

経
済
成
長
期
か
ら
今
日
ま
で
一
貫

し
た
傾
向
で
あ
る
の
だ
が
、
増
加

要
因
と
し
て
の
社
会
的
、
国
民
経

済
的
背
景
「
お
家
の
事
情
」
に
つ

い
て
は
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
あ

ま
り
喜
ん
で
は
い
ら
れ
な
い
。
こ

れ
を
昭
和
四
十
八
年
の
石
油
シ
Ｊ

図一２　男女別雇用者の増加率（年率｀）

″
ク
以
前
の
高
度
経
済
成
長
期
と
以
後
の
不
況

期
、
い
わ
ゆ
る
経
済
の
低
成
長
期
に
分
け
て
考

え
て
み
る
と
、
前
者
に
お
け
る
女
子
労
働
力
の

増
加
は
経
済
成
長
に
伴
う
工
業
生
産
の
発
展
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
労
働
力
需
要
の
拡
大
、

つ
ま
り
急
速
に
工
業
生
産
が
発
展
し
出
し
た

の
で
人
手
不
足
が
生
じ
た
た
め
で
、
俗
に
言
う

「
猫
の
手
」
的
要
索
が
濃
い
。
総
理
府
統
計
局

「
産
業
構
造
基
本
調
査
」
に
よ
る
と
、
昭
和
四

十
年
か
ら
四
十
六
年
ま
で
に
女
子
屈
川
者
二
五

　
一
万
四
千
人
が
増
加
し
て
い
る
が
、
増
加
要
因

　
の
主
な
も
の
は
経
済
成
長
要
因
（
八
三
％
）
で

　
あ
っ
て
、
女
子
雇
用
比
率
の
上
昇
そ
の
も
の
は

　
一
〇
・
一
％
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
一
方
労
働
力
提
供
側
の
「
お
家
の
事
情
」
は

昭
和
二
十
年
の
敗
戦
を
境
に
、
戦
後
の
民
主
主

義
政
治
普
及
と
と
も
に
、
家
族
制
度
の
崩
壊
を

。
手
は
じ
め
に
、
参
政
権
ま
で
ア
レ
ヨ
と
い
う
間

に
転
が
り
こ
む
な
ど
、
ま
ず
は
法
的
制
度
の
面

か
ら
大
幅
に
女
の
く
ら
し
は
人
間
ら
し
さ
を
と

り
も
ど
し
、
つ
い
で
工
業
技
術
革
新
の
成
果
が

花
開
い
て
各
家
庭
に
主
婦
達
の
家
事
負
担
を
軽

減
す
る
様
々
な
家
庭
電
化
製
品
が
普
及
さ
れ
る

に
至
っ
て
、
暇
が
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
子

ど
も
の
数
も
ど
う
い
う
次
第
か
経
過
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
が
、
核
家
族
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て

少
な
く
な
り
、
一
人
か
二
人
と
い
う
こ
と
も
余

暇
時
間
を
増
大
さ
せ
た
と
い
う
よ
う
な
状
況
に

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
諸
条
件
の
も
と
に
経
済
の

高
度
成
長
期
に
お
け
る
女
子
雇
用
の
増
加
が
生

み
出
さ
れ
た
の
で
、
女
性
の
地
位
の
向
上
と
は

殆
ん
ど
関
係
が
な
い
。

　
次
に
昭
和
四
十
八
年
以
降
五
十
四
年
ま
で
の

女
子
雇
用
増
加
（
一
七
五
万
八
千
人
）
の
背
景

に
つ
い
て
言
え
ば
「
石
油
危
機
後
、
製
造
業
を

中
心
と
す
る
第
二
次
産
業
の
雇
用
の
伸
び
が
鈍

化
し
、
卸
売
、
小
売
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
を
中
心

と
す
る
第
三
次
産
業
の
雇
用
の
増
加
が
相
対
的

に
大
き
く
な
っ
た
」
と
い
う
需
要
側
の
事
情
の

変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
産
業
構
造
の
変
化
で
短

12
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し
て
（
資
本
の
合
理
化
の
一
環
と
し
て
）
「
男

子
労
働
者
に
は
長
時
間
労
働
と
″
モ
ー
レ
ツ
″

な
労
働
強
化
を
強
い
る
一
方
、
こ
の
点
で
男
子

に
及
ば
な
い
女
子
労
働
者
に
は
、
そ
の
特
性
に

応
じ
て
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し
て
の
地
位
を
」

あ
て
が
っ
た
と
し
て
も
、
供
給
側
が
応
ず
る
か

ら
年
々
増
え
る
の
で
問
題
は
果
し
て
あ
て
が
う

側
だ
け
に
あ
る
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
人
間

関
係
の
成
立
に
は
、
精
神
的
或
は
物
質
的
に
相

互
に
何
ら
か
の
交
換
価
値
が
有
る
と
思
い
こ
む

こ
と
が
必
要
要
因
だ
が
、
低
賃
金
労
働
者
と
し

て
の
主
婦
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
雇
用
者
と
の
関

係
に
於
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
関
係

で
は
″
家
事
が
本
業
で
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は

副
業
だ
か
ら
賃
金
は
安
く
て
も
内
職
よ
り
は
ま

し
″
或
は
″
仕
方
が
な
い
″
″
突
然
″
と
い
う

よ
う
な
点
で
交
換
が
成
立
し
て
い
る
。
未
婚
女

子
労
働
者
に
つ
い
て
は
″
家
事
本
業
予
備
軍
だ

か
ら
賃
金
は
男
子
よ
り
安
く
て
当
然
″
だ
と
す

る
考
え
、
こ
れ
も
相
対
的
多
数
の
男
女
が
慣
習

に
馴
致
さ
れ
た
思
考
構
造
の
中
で
暗
黙
に
了
解

し
て
い
る
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
発
想
は
、
女
性
の
労
働
条
件
、
就
業
分
野
。

人
と
し
て
の
社
会
的
存
在
価
値
そ
の
も
の
ま
で

規
制
し
て
行
く
。

―
慣
習
に
支
配
さ
れ
る
女
性
の

職
業
意
識
と
実
感

　
こ
れ
を
総
理
府
広
報
室
で
行
っ
た
昭
和
五
十

四
年
の
『
婦
人
に
関
す
る
世
論
調
査
』
　
（
図
－

３
）
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
「
女
性
は
職
業
を

持
た
な
い
方
が
よ
い
」
と
す
る
者
が
、
五
十
四

年
で
ま
だ
７
％
い
る
。
四
十
七
年
と
比
べ
て
こ

の
考
え
は
〇
・
八
％
し
か
減
っ
て
い
な
い
。
比

率
が
小
な
る
を
以
て
安
心
す
る
勿
れ
（
こ
れ
が

も
し
支
配
的
権
力
者
層
の
本
音
だ
っ
た
ら
ど
う

す
る
か
）
、
氷
山
の
一
角
か
も
知
れ
な
い
か
ら
。

　
「
子
ど
も
が
で
き
る
ま
で
職
業
を
も
つ
方
が
よ

い
」
及
び
「
結
婚
す
る
ま
で
職
業
を
も
つ
方
が

よ
い
」
と
す
る
比
率
は
ほ
ぼ
同
じ
一
〇
％
台
。

　
「
子
ど
も
が
で
き
て
も
職
業
を
続
け
た
方
が
よ

い
」
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
学
歴
差
が
出
て
大
卒

者
が
二
七
％
で
最
高
位
、
四
十
七
年
と
く
ら
べ

て
上
昇
率
も
最
も
高
く
一
二
・
二
％
増
加
し
て

い
る
。
し
か
し
「
子
ど
も
が
出
来
た
ら
職
業
を

や
め
、
大
き
く
な
っ
た
ら
再
び
職
業
を
持
つ
方

が
よ
い
」
と
す
る
回
答
が
各
学
歴
（
小
卒
～
大

卒
）
層
を
通
じ
て
最
も
高
く
、
総
数
三
九
・
二

％
も
い
る
。
こ
の
項
に
つ
い
て
は
中
卒
と
大
卒

と
も
に
三
八
％
台
、
逆
に
小
卒
者
で
は
二
六
・

二
％
と
低
い
。
昭
和
四
十
七
年
の
調
査
で
も
総

数
と
し
て
は
三
九
・
五
％
、
但
し
大
卒
者
が
こ

の
時
の
調
査
で
は
四
五
・
八
％
と
各
学
歴
層
を

通
じ
て
こ
れ
に
最
高
の
支
持
回
答
率
を
示
し
、

五
十
四
年
の
調
査
で
職
業
継
統
派
に
逆
転
的
高

位
を
示
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
七
年
間

で
職
業
意
識
の
変
貌
ぶ
り
が
目
立
つ
の
は
大
卒

女
子
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
子
ど
も
が
出

来
た
ら
職
業
を
や
め
、
育
児
期
が
終
了
し
た
ら

再
び
職
業
に
つ
く
と
い
う
型
の
職
業
参
加
形
態

　
（
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
型
職
業
参
加
）
を
支
持
す

る
層
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
変
り
が
な
い
。

そ
し
て
結
婚
す
る
ま
で
型
（
総
数
一
一
・
三

％
）
子
ど
も
が
出
来
る
ま
で
型
（
総
数
一
〇
・

八
％
）
を
加
え
る
と
、
六
〇
％
強
の
女
性
が

結
婚
、
出
産
、
育
児
を
職
業
に
優
先
さ
せ
て
考

え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
職
業
継
続
型
は
二
〇

％
に
す
ぎ
な
い
。
結
婚
、
出
産
（
妻
の
）
、
育
児

　
（
自
分
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
こ

と
）
は
配
偶
者
で
あ
る
男
子
に
と
っ
て
も
男
の

人
生
の
寄
り
道
的
な
出
来
ご
と
と
は
思
え
な
い

が
、
そ
の
た
め
に
職
業
を
た
と
え
一
時
で
も
や

め
よ
う
な
ど
と
誰
も
考
え
な
い
こ
と
と
つ
き
合

せ
て
考
え
る
と
、
女
は
女
な
る
が
ゆ
え
に
こ
う

考
え
、
男
は
男
だ
か
ら
こ
う
考
え
る
、
そ
し
て

社
会
が
男
女
の
各
々
に
対
し
て
こ
う
考
え
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
か
ら
、
と
し
か
言
い
よ
う

が
な
い
。
何
故
な
ら
仮
に
科
学
者
と
し
て
生
き

た
い
、
或
は
芸
術
家
と
し
て
職
業
を
継
続
」
た

い
と
考
え
て
い
る
女
性
が
い
た
と
し
て
、
彼
女

に
結
婚
、
出
産
、
育
児
期
間
の
ほ
ぼ
十
年
、
女

で
あ
る
理
由
を
以
て
中
断
を
要
求
す
る
と
も
た

ら
、
こ
れ
は
人
権
侵
害
で
あ
る
。
人
間
と
し
て

の
生
き
方
の
選
択
の
自
由
を
、
女
で
あ
る
こ
と

を
理
由
に
奪
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
。
男

調査季報72―81.1213

二

時
間
雇
用
者
で
間
に
合
う
就
業
形
態
が
作
り
出

さ
れ
、
女
子
比
率
の
高
い
産
業
が
増
え
る
に
つ

れ
、
家
庭
の
主
婦
の
う
ち
家
事
負
担
の
省
力
化

と
あ
い
ま
っ
て
末
っ
子
の
年
齢
が
十
二
歳
～
十

四
歳
に
な
っ
た
主
婦
（
こ
の
年
代
が
一
般
的
に

は
三
五
歳
以
後
）
の
就
業
が
目
立
つ
よ
う
に
な

っ
た
。
「
…
…
高
度
成
長
期
初
期
に
は
比
較
的

年
齢
の
若
い
―
未
婚
の
女
子
労
働
力
化
か
大
き

く
寄
与
し
た
｝
、
し
か
し
、
「
四
十
年
代
以
降

と
く
に
後
半
以
降
の
女
壬
雇
用
の
増
加
は
、
有

配
偶
者
女
子
層
の
増
加
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
」
と
い
う
形
で
女
子
雇
用
の
増
加
が
不
況
期

に
も
（
不
況
だ
か
ら
低
賃
金
労
働
者
と
し
て
よ

り
必
要
な
の
で
）
引
続
く
。
と
い
う
よ
う
に
考

え
る
と
、
相
対
的
に
現
状
に
お
け
る
女
子
雇
用

の
上
昇
比
率
の
高
ま
り
は
、
基
本
的
に
女
子
労

働
者
全
休
の
社
会
的
地
位
の
向
上
的
立
場
か
ら

は
手
放
し
で
喜
べ
な
い
社
会
意
識
構
造
の
上
に

成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
く
労
働
白

書
の
中
の
（
日
本
の
）
「
女
子
雇
用
は
、
経
済
成

長
、
産
業
構
造
や
職
業
構
造
の
変
化
と
い
っ
た

労
働
力
需
要
の
拡
大
に
伴
っ
て
増
加
し
て
き
た

が
、
ま
た
こ
れ
は
、
女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

や
意
識
の
変
化
に
対
応
す
る
動
き
」
だ
っ
た
と

い
う
解
説
の
く
だ
り
は
い
さ
さ
か
こ
の
辺
り
の

こ
と
を
さ
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
皮

肉
に
と
れ
ば
、
女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
（
現

状
の
男
女
役
割
分
業
を
前
提
と
し
た
）
と
合
わ

せ
、
つ
ま
り
そ
れ
を
維
持
し
な
が
ら
「
猫
の
手
」

や
「
景
気
調
節
弁
」
と
し
て
主
婦
の
余
暇
労
働

力
を
供
給
さ
せ
る
こ
と
に
「
対
応
す
る
動
き
」

が
あ
っ
た
か
に
と
れ
る
。
し
か
し
、
仮
に
意
図

的
、
政
策
的
に
低
賃
金
労
働
者
獲
得
を
目
途
と



女
を
問
わ
ず
二
五
～
三
五
歳
と
い
う
年
代
に
職

業
生
活
を
中
断
し
た
ら
、
知
的
、
技
術
的
に
高

度
な
訓
練
を
要
求
さ
れ
る
職
業
分
野
に
及
べ
ば

及
ぶ
ほ
ど
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
、
職
種
に
ょ

っ
て
は
生
涯
そ
の
道
で
は
た
て
な
い
可
能
性
が

強
い
。
こ
の
調
査
結
果
で
は
六
〇
％
の
女
性
が

子
を
産
む
性
で
あ
る
が
故
に
職
業
選
択
の
自
由

を
自
ら
放
棄
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

図一３　女性の職業に関する意識

そ
れ
は
往
々
人
権
と
し
て
職
業
を
と
ら
え
て
い

る
同
性
の
足
を
引
ッ
張
る
。

　
こ
の
職
業
意
識
を
女
子
労
働
者
の
供
給
構
造

の
変
化
と
し
て
投
影
さ
せ
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
同

じ
労
働
力
率
の
変
化
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

昭
和
四
十
九
年
か
ら
五
十
四
年
に
か
け
て
　
「
子

ど
も
の
年
齢
別
に
み
た
女
子
有
業
率
」
表
－
１

に
よ
る
と
、
末
子
六
歳
未
満
で
は
約
二
八
％
だ

が
六
～
一
一
歳
に
な
る
と
四
五
％
、
二
一
～
一

四
歳
で
は
五
三
％
が
再
び
職
業
に
参
加
し
て
い

る
。
就
業
希
望
率
は
さ
ら
に
高
く
六
歳
未
満
層

の
母
親
の
七
〇
％
が
職
業
参
加
を
希
望
し
て
い

る
。
子
離
れ
に
つ
れ
て
就
職
率
が
高
く
。
結
婚
年

齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
、
子
を
生
む
数
が
減
る

に
つ
れ
、
労
働
力
率
が
上
昇
（
反
対
の
場
合
は

下
降
）
―
需
要
側
の
要
求
状
況
に
よ
っ
て
で
は

あ
る
が
―
、
し
て
い
る
の
が
日
本
の
女
子
労
働

力
率
の
変
化
要
因
の
主
た
る
も
の
で
、
昭
和
五

十
年
以
降
、
各
年
代
に
わ
た
っ
て
上
昇
し
て
い

る
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
Ｍ
字
型
の
基
本
パ
タ

ー
ン
は
変
化
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
出
産
、
育

児
の
ほ
ぼ
一
〇
年
～
一
五
年
の
空
白
期
間
を
お

い
て
復
帰
す
る
職
場
・
職
種
の
多
く
は
、
低
賃

金
・
単
純
労
務
部
門
に
限
ら
れ
る
の
は
当
然
で

あ
ろ
う
。
高
度
な
技
術
・
専
門
職
的
職
種
に
こ

図一４　子どもの年齢別有配偶女子労働力率

表－1　子どもの年齢別にみた女子有業・就業希望率（雇用者世帯　昭和54年　単位%）
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の
長
期
的
空
白
期
間
を
お
い
て
（
し
か
も
こ
の

年
代
期
間
は
あ
ら
ゆ
る
職
業
分
野
に
お
け
る
訓

練
期
間
と
し
て
最
適
な
期
間
で
も
あ
る
）
、
参
入

す
る
困
難
度
は
、
例
外
的
な
個
人
努
力
、
資
質
、

環
境
条
件
に
恵
ま
れ
た
場
合
を
除
い
て
一
般
的

に
高
い
の
で
、
何
も
学
問
・
芸
術
と
い
っ
た
知

的
産
業
の
み
に
限
ら
な
い
。
ち
な
み
に
ア
メ
リ

カ
で
は
一
九
七
九
年
に
、
す
で
に
六
歳
未
満
の

子
ど
も
を
持
つ
女
子
四
三
・
二
％
、
六
～
一
七

歳
の
年
齢
層
で
は
五
九
・
一
％
で
あ
る
。
二
四

歳
か
ら
三
四
歳
層
の
女
子
労
働
力
率
も
七
〇
年

代
後
半
に
至
っ
て
冒
頭
に
の
べ
た
よ
う
に
Ｍ
型

か
ら
台
形
の
山
型
へ
変
化
を
遂
げ
て
お
り
、
八

十
年
代
の
今
日
二
五
～
三
四
歳
層
で
六
五
・
四

％
、
三
五
～
四
四
歳
層
で
も
同
様
六
五
・
五
％
、

二
〇
～
二
四
歳
が
六
九
％
で
減
少
率
は
僅
か
四

％
し
か
な
い
。
資
本
主
義
国
中
男
女
平
等
が
晨

も
進
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で

も
同
じ
よ
う
に
こ
の
年
代
層
に
お
け
る
落
込
み

は
き
わ
め
て
少
な
い
（
図
－
４
）
。
こ
う
し
た
女

子
労
働
力
率
の
変
化
の
違
い
は
「
各
国
ご
と
の

労
働
力
需
要
の
強
弱
、
家
事
・
育
児
負
担
の
方
法

や
そ
の
軽
重
。
労
働
時
間
の
長
さ
、
社
会
や
女
子

労
働
者
自
身
の
意
識
の
違
い
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

要
因
に
よ
る
」
こ
と
は
確
か
だ
が
、
何
よ
り
日
本

の
場
合
は
、
男
女
の
役
割
分
業
観
を
軸
に
社
会

構
造
全
体
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
社
会
慣
習
に
よ

る
男
女
の
意
識
構
造
に
よ
る
と
こ
ろ
が
よ
り
大

き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
「
婦

人
に
関
す
る
世
論
調
査
」
で
ほ
ぼ
五
〇
％
の
女

性
が
、
「
今
の
日
本
で
は
、
女
性
が
職
業
を
も
つ

の
に
必
要
な
条
件
は
整
っ
て
い
な
い
」
と
思
っ

て
い
る
し
、
整
わ
な
い
内
容
と
し
て
保
育
施
設

の
不
備
、
家
事
育
児
負
担
、
給
料
や
仕
事
上
の

差
別
、
労
働
時
間
の
長
さ
等
を
あ
げ
て
い
る
け

れ
ど
も
二
五
～
二
九
歳
の
主
婦
が
現
実
に
は
、

結
婚
、
出
産
、
保
育
の
理
由
で
九
〇
％
が
退
職
、

出
産
や
保
育
の
た
め
や
め
た
退
職
者
の
う
ち
保

育
所
が
あ
れ
ば
や
め
た
く
な
か
っ
た
と
考
え
る

の
は
一
八
％
、
あ
っ
て
も
退
職
す
る
と
回
答
し

て
い
る
女
性
が
実
に
七
〇
％
を
こ
え
て
い
て
、

家
事
、
育
児
背
負
い
こ
み
型
、
役
割
分
業
肯
定

が
圧
倒
的
に
健
在
な
の
で
あ
る
。
女
子
労
働
力

率
の
年
齢
別
変
化
の
相
違
は
基
本
的
に
は
産
業

社
会
や
職
業
構
造
の
中
に
職
業
人
と
し
て
の
女

性
を
ど
う
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
つ

ま
り
女
性
へ
の
役
割
期
待
の
質
的
内
容
、
見
本

姿
勢
で
あ
り
、
何
よ
り
も
女
性
自
身
が
職
業
に

対
し
て
性
を
こ
え
た
人
と
し
て
の
権
利
意
識
に

目
ざ
め
、
そ
の
主
張
の
正
し
さ
を
社
会
に
認
め

さ
せ
る
努
力
の
あ
り
方
の
い
か
ん
に
関
っ
七
い

る
と
言
え
よ
う
。
で
な
け
れ
ば
中
年
以
後
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
し
て
再
び
職
業
を
持
っ
た

と
し
て
も
、
一
定
の
就
労
時
間
に
一
定
の
（
止

社
員
と
全
く
同
じ
内
容
の
）
仕
事
を
し
な
が

ら
、
娘
の
よ
う
な
年
代
の
高
卒
女
子
新
入
社
員

の
時
間
当
り
労
働
単
価
よ
り
は
る
か
に
安
い
行

金
し
か
支
払
わ
れ
な
い
矛
盾
を
「
婦
人
に
対
す

る
最
も
あ
く
ど
い
形
態
の
一
つ
…
…
同
一
価
値

の
労
働
に
対
す
る
不
平
等
の
支
払
い
…
…
」
と

し
て
受
け
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
男
女

間
賃
金
格
差
を
様
々
な
理
由
づ
け
の
も
と
に
支

え
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
母
性
保
護
や

労
基
法
上
の
女
子
保
護
等
の
問
題
に
つ
い
て
も

　
「
子
ど
も
を
産
む
と
い
う
女
性
の
役
割
が
：
」

職
業
上
の
、
ま
た
は
人
間
的
権
利
の
「
：
示
平

等
と
差
別
の
原
因
に
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
子
ど

も
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
と
男
性
と

社
会
全
休
で
責
任
を
分
け
合
う
べ
き
」
性
質
の

も
の
だ
か
ら
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
当
然
の
権
利

な
の
だ
と
い
う
認
識
に
強
く
立
だ
な
い
限
り
、

婦
人
労
働
法
制
等
の
見
直
し
や
、
男
女
平
等
法

の
制
定
方
向
は
、
新
た
な
男
女
差
胆
が
再
編
成

す
る
方
向
へ
流
れ
か
ね
な
い
。

　
市
内
の
あ
る
労
組
の
婦
人
部
が
、
育
児
休
業

法
を
適
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
、
休
業

期
間
中
在
職
し
て
終
っ
て
か
ら
退
職
す
る
ケ
ー

ス
が
多
が
っ
た
り
、
看
護
休
暇
を
男
女
と
も
と

る
よ
う
に
し
た
が
、
と
る
の
は
結
局
女
子
社
員

ば
か
り
と
い
う
デ
ー
タ
が
出
て
、
今
年
度
は
運

動
の
方
向
を
最
も
身
近
か
な
男
性
で
あ
る
夫
の

意
識
（
育
児
、
看
護
等
の
家
庭
に
お
け
る
夫
の

関
わ
り
の
あ
り
方
）
及
び
、
夫
に
対
す
る
自
分

達
女
性
側
の
意
識
の
見
直
し
へ
向
け
る
よ
う
に

し
た
、
と
い
う
意
見
が
ご
く
最
近
行
わ
れ
た
各

単
組
婦
人
部
役
員
の
会
合
で
出
さ
れ
て
い
た

が
、
こ
れ
が
相
対
的
多
数
の
女
性
の
職
業
意
識

で
あ
り
、
婦
人
運
動
の
現
状
で
あ
り
そ
う
に
思

わ
れ
る
。
蛇
足
だ
が
、
少
数
の
組
合
役
員
に
活

動
の
方
は
ま
か
せ
っ
き
り
で
、
得
た
果
実
だ
け

は
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
貰
う
と
い
う
義
務

怠
り
型
、
契
約
精
神
不
定
型
労
働
者
の
意
識
傾

向
は
男
女
等
し
く
多
い
の
で
、
貧
困
な
市
民
性

の
上
に
築
か
れ
て
い
る
運
動
母
胎
の
意
識
的
貧

困
に
も
と
づ
く
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
考
え
て
み
れ
ば
、
男
女
の
役
割
分
業
が
私
有

財
産
制
度
の
上
に
構
築
さ
れ
た
家
父
長
制
…
…

に
黄
づ
く
と
し
て
も
、
住
宅
口
ー
ン
の
返
済
や

子
ど
も
の
教
育
費
に
き
ゅ
う
き
ゅ
う
す
る
今

日
、
一
般
平
均
的
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
労
働
者
の
家

庭
で
守
る
べ
き
私
有
財
産
の
目
ば
し
い
も
の
な

ど
何
一
つ
あ
り
は
し
な
い
の
に
、
な
ぜ
そ
れ
に

応
じ
た
家
庭
機
能
の
営
み
や
社
会
的
配
慮
が
と

ら
れ
難
い
の
か
不
思
議
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
老
人
医
療
、
保
育
施
設
、
教
育

設
備
等
の
様
々
な
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

を
怠
る
こ
と
が
出
来
、
加
う
る
に
た
え
ま
な
い

低
賃
金
労
働
力
の
供
給
源
が
確
保
で
き
る
魅
力

が
こ
の
社
会
構
造
の
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
か
ら

　
以
上
の
職
業
観
を
基
本
と
し
三
五
歳
以
降
労

働
市
場
へ
参
入
す
る
有
配
偶
者
女
子
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
に
お
け
る
労
働
の
あ
り
方
の
問
題
点
を

若
干
あ
げ
て
み
る
。

①
―
安
易
な
労
働
力
の
需
要
と
供
給

　
就
労
時
間
週
三
五
時
間
未
満
の
短
時
間
雇
用
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者
（
非
農
林
業
就
業
者
）
、
と
い
う
前
提
で
の

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
増
加
を
み
る
と
、
昭

和
三
五
年
（
五
七
万
人
）
か
ら
（
五
十
一
年
に

や
や
減
少
し
た
の
を
除
い
て
）
　
一
貫
し
て
増

加
、
昭
和
五
十
五
年
に
は
三
十
五
年
の
四
・
五

倍
、
二
五
六
万
人
に
な
っ
て
い
る
（
図
―
５
）
。

女
子
入
職
者
中
に
占
め
る
割
合
で
は
、
昭
和
四

十
五
年
一
九
万
人
で
女
子
入
職
者
全
数
の
八
・

二
％
、
昭
和
五
十
年
二
四
万
人
（
一
四
・
ニ
％
）

昭
和
五
十
四
年
四
○
万
人
つ
二
・
二
％
）
、
年

代
別
に
は
三
五
～
四
四
歳
が
モ
の
三
二
％
、
四

図―５　女子短時間雇用者の推移

五
歳
以
上
が
一
五
％
弱
で
、
女
子
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
の
労
働
力
の
主
力
に
な
っ
て
い
る
。
一
方

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
雇
用
企
業
も
比
例
し
て
増

え
、
昭
和
四
十
五
年
二
九
％
だ
っ
た
の
が
、
五

十
四
年
に
は
五
人
％
と
倍
増
し
て
い
る
。
そ
し

て
企
業
側
の
理
由
と
し
て
は
、
昭
和
五
十
四
年

の
コ
雇
用
管
理
調
査
」
に
よ
る
と
、
○
人
件
費

が
割
安
（
三
三
％
）
Ｏ
生
産
量
（
販
売
量
）
に

応
じ
雇
用
量
調
整
が
容
易
（
二
九
％
）
○
一
般

労
働
者
の
採
用
困
難
（
二
七
％
）
が
主
な
も
の

表－２　女子労働者が現在の勤務先を選んだ理由（単位　％）

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
書
き
か
え

て
　
(
1
)
低
賃
金
　
身
分
保
障
も
し
な
く
て
済
む

(
2
)
景
気
、
不
景
気
に
応
じ
て
雇
用
し
た
り
や
め

て
も
ら
っ
た
り
し
易
い
　
(
3
)
一
般
労
働
者
を
経

費
的
に
固
定
し
て
雇
え
な
い
、
ま
た
は
職
種
が

い
や
が
ら
れ
易
い
の
で
就
職
希
望
が
少
な
い
、

と
し
て
も
当
ら
ず
と
言
え
ど
も
遠
か
ら
ず
で
あ

る
。
高
度
成
長
期
に
は
労
働
力
不
足
へ
の
対
応

が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
基
盤
と
し
て
は
一
貫

し
て
い
る
。
「
若
年
労
働
力
が
得
ら
れ
な
い
」

理
由
に
し
て
恥
若
年
労
働
力
の
絶
対
不
足
が
あ

る
に
し
て
も
、
あ
ま
り
喜
ば
れ
な
い
職
種
で
あ

る
可
能
性
が
強
い
。
こ
う
し
た
需
要
側
の
要
因

形
成
理
由
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
側
の
家
事
本

業
意
識
が
加
担
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
「
第

三
次
産
業
雇
用
実
態
調
査
」
（
表
－
２
）
で
は
、

　
「
現
在
の
就
職
先
を
選
ん
だ
理
由
」
と
し
て
、

○
通
勤
に
便
利
（
四
二
％
）
だ
か
ら
　
○
勤
務

時
間
帯
、
日
数
が
生
活
の
都
合
と
合
う
（
三
八

％
）
　
○
他
に
就
職
で
き
る
適
当
な
会
社
や
仕

事
が
な
い
か
ら
（
一
八
％
）
　
○
勤
務
日
数
、

時
間
が
短
い
か
ら
（
一
八
％
）
を
あ
げ
、
勤
務

先
の
成
長
性
、
安
定
性
、
仕
事
内
容
、
給
与
、

休
日
等
の
労
働
条
件
等
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ

も
一
〇
％
以
下
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
か
ら
持
ち

込
ま
れ
る
県
の
労
働
セ
ン
タ
ー
の
相
談
事
例
に

多
い
の
は
、
労
基
法
二
章
の
労
働
契
約
、
四
章

の
労
働
時
間
・
休
憩
・
休
日
及
び
年
次
有
給
休

暇
等
に
関
す
る
も
の
が
多
い
の
も
ム
ベ
な
る
か

な
と
い
う
感
想
に
な
る
。
例
え
ば
労
基
法
二
〇

条
に
「
解
雇
は
少
な
く
と
も
三
十
日
前
に
予
告

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
予
告
し
な
い
使
用

者
は
三
十
口
分
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、

意
外
に
知
ら
な
い
。
有
給
休
暇
に
つ
い
て
も
同

様
の
傾
向
が
あ
る
。
就
職
先
を
選
ぶ
き
っ
か
け

は
「
新
聞
の
広
告
、
折
り
込
み
ち
ら
し
」
　
（
四

〇
％
）
「
店
頭
・
店
内
の
ポ
ス
タ
ー
」
（
二
八

％
）
つ
い
で
「
同
じ
店
に
働
い
て
い
る
近
所
の

人
か
ら
聞
い
て
」
　
（
一
七
％
）
で
。
家
庭
内
職
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を
選
ぶ
の
と
さ
し
て
変
ら
な
い
選
択
の
仕
方
を

し
て
い
る
。
も
と
も
と
パ
ー
ト
労
働
は
「
家
庭

の
主
婦
の
家
計
補
助
的
賃
仕
事
」
「
家
事
本
業

の
圭
婦
の
内
職
」
的
性
格
の
も
の
だ
か
ら
低
賃

金
で
も
当
然
だ
、
と
い
う
よ
う
な
企
業
一
般
の

ご
都
合
主
義
的
な
考
え
方
が
あ
り
、
供
給
側
も

職
種
を
選
ぶ
よ
り
は
賃
仕
事
に
な
り
さ
え
す
れ

ば
よ
い
、
パ
ー
ト
は
家
庭
内
職
よ
り
ま
し
だ
、

と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
先
行
す
る
た
め
こ
う

し
た
安
易
な
選
択
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

需
要
側
が
景
気
の
変
動
、
経
営
規
模
の
拡
大
・

縮
少
等
に
応
じ
て
取
捨
選
択
が
し
易
い
安
上
り

な
労
働
力
だ
と
考
え
る
の
に
対
比
し
、
こ
ち
ら

は
家
事
時
間
の
余
暇
活
用
、
い
や
に
な
っ
た
ら

何
時
で
も
や
め
ら
れ
る
（
夫
の
給
料
が
年
間
百

万
未
満
の
低
所
得
層
に
属
す
る
よ
う
な
場
合
は

別
で
あ
る
が
）
こ
と
を
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
に
数

え
て
い
る
よ
う
な
就
労
姿
勢
が
あ
っ
て
、
安
上

り
な
労
働
力
の
需
要
と
供
給
関
係
の
成
立
を
助

長
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
昭
和
四
十
年
か

ら
五
十
四
年
に
か
け
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の

増
加
傾
向
の
一
つ
と
し
て
、
も
と
も
と
就
業
率

の
高
い
夫
の
給
料
の
低
い
階
層
の
主
婦
よ
り
、

夫
の
収
入
が
平
均
或
は
そ
れ
以
上
の
所
得
層
の

主
婦
の
就
業
上
昇
が
目
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
愈
々
こ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と

に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
考
え
て
み
る

と
、
本
来
、
家
事
労
働
と
他
の
職
業
労
働
と
は

別
個
の
も
の
で
、
労
働
の
価
値
評
価
に
於
て

別
個
で
あ
る
べ
き
も
の
を
関
わ
り
あ
わ
せ
、
本

業
、
副
業
と
い
う
関
係
に
お
く
こ
と
が
因
襲
的

錯
覚
で
あ
る
。
家
事
育
児
が
現
実
に
は
未
だ
に

女
の
肩
だ
け
に
か
か
る
慣
行
が
生
き
て
い
る
け

れ
ど
も
「
だ
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
賃
金

が
低
く
て
よ
い
」
と
い
う
理
由
づ
け
は
、
慣
習

を
利
用
し
た
一
種
の
詐
術
的
論
理
で
あ
る
。
家

事
労
働
を
職
場
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
業
時
間
内

に
や
る
主
婦
は
ど
こ
に
も
い
な
い
の
で
（
出
来

る
筈
も
な
い
）
。
一
時
間
の
労
働
価
値
は
正
社
員

と
（
同
じ
職
種
・
内
容
で
あ
っ
た
場
合
は
）
何

ら
変
る
も
の
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
限
ら
ず
、
女
子
労
働

者
全
般
に
ふ
え
ん
す
る
問
題
で
も
あ
る
。
「
女

子
労
働
者
の
場
合
に
は
、
任
用
規
定
や
賃
金
体

係
自
体
が
…
…
短
期
の
回
転
を
促
進
す
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
る
…
…
あ
く
ま
で
も
単
純
な
、

あ
る
い
は
補
助
的
な
労
働
要
員
と
し
て
予
定
さ

れ
て
お
り
、
た
と
え
勤
続
年
数
が
の
び
て
も
、

通
常
役
付
へ
の
昇
格
と
か
、
職
種
の
転
換
は
行

わ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
単
純
労
働
分
野
へ
の

膠
着
と
、
一
定
の
年
齢
以
上
に
な
る
と
賃
金
が

頭
打
ち
と
な
る
仕
組
み
に
よ
っ
て
、
女
子
労
働

者
の
多
く
は
、
結
婚
や
出
産
を
契
機
と
し
て
任

意
退
職
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
や
ら
れ

注
８

る
」
。
何
故
な
ら
女
は
す
べ
て
一
定
年
齢
に
達

し
た
ら
家
事
労
働
に
専
念
す
る
シ
キ
タ
リ
を
軸

に
女
子
労
働
対
策
が
行
わ
れ
、
社
会
構
造
全
体

が
そ
の
シ
キ
タ
リ
を
中
心
に
動
く
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
同
一
価
値
の
労
働

に
対
す
る
不
平
等
の
支
払
い
…
」
と
い
う
認
識

は
こ
う
い
。
う
意
識
風
土
の
中
で
は
不
毛
に
近

い
。
こ
の
慣
習
的
呪
術
か
ら
と
き
放
た
れ
た

時
、
パ
ー
ト
労
働
者
を
含
め
、
女
子
労
働
者
全

体
の
職
業
意
識
は
大
き
く
変
貌
す
る
よ
う
に
思

②
―
就
業
分
野
の
偏
り

　
女
子
労
働
者
へ
の
企
業
の
役
割
期
待
は
「
あ

く
ま
で
も
単
純
か
つ
補
助
的
労
働
要
員
」
で
あ

っ
て
、
こ
の
基
本
は
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
変

ら
な
い
。
近
年
国
際
婦
人
年
宣
言
以
来
。
人
権
、

労
働
権
、
生
活
権
、
男
女
同
権
の
保
障
を
め
ぐ

っ
て
職
場
や
法
廷
で
次
々
女
子
労
働
者
の
だ
た

か
い
が
展
開
さ
れ
、
人
間
的
権
利
と
し
て
そ
れ

ら
の
一
つ
一
つ
を
か
ち
と
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ

た
自
立
へ
の
動
き
や
、
有
配
偶
率
や
出
生
率
の

低
下
要
因
等
で
勤
続
年
数
が
長
期
化
す
る
傾
向

を
踏
ま
え
（
ざ
る
を
得
ず
と
い
っ
た
方
が
適
当

か
も
知
れ
な
い
が
）
、
か
つ
、
婦
人
年
宣
言
署
名

に
続
い
て
、
「
婦
人
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
差
別

徹
廃
条
約
」
署
名
参
加
国
に
仲
間
入
り
し
た
以

上
、
国
内
事
情
も
整
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

お
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
企
業
側
も
女

子
社
員
の
戦
力
化
と
有
効
活
用
方
法
を
編
み
出

し
つ
つ
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
も
と
も
と
女
子

労
働
力
比
率
の
高
い
部
門
（
産
業
ご
と
、
職
業

ご
と
）
に
お
い
て
そ
う
し
よ
う
と
考
え
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
、
就
業
分
野
の
拡
大
へ
は
当
分

つ
な
が
り
そ
う
に
思
え
な
い
と
い
う
の
が
現
状

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
現
状
の
男
女
の
意
識
の
中

で
女
子
社
員
の
（
女
子
労
働
者
の
）
戦
力
化
、

有
効
化
が
行
わ
れ
た
場
合
、
女
子
労
働
者
間
に

お
け
る
新
た
な
階
級
別
編
成
が
出
来
上
り
就
業

分
野
の
性
差
、
賃
金
に
お
け
る
男
女
間
格
差
等

は
縮
少
さ
れ
る
方
向
へ
は
行
か
な
い
可
能
性
が

強
い
。

　
女
子
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
就
業
実
態
に
つ
い

て
み
る
と
、
卸
売
、
小
売
業
三
二
・
八
％
、
サ

ー
ビ
ス
業
二
七
％
、
製
造
業
二
五
・
四
％
（
昭

和
五
十
五
年
「
労
働
力
調
査
」
）
で
あ
る
。
昭
和

四
十
五
年
と
比
較
し
て
、
卸
売
小
売
業
と
製
造

業
の
就
業
比
率
が
逆
転
し
た
だ
け
で
、
分
野
と

し
て
は
変
ら
な
い
。
企
業
規
模
か
ら
は
一
○
人

未
満
の
事
業
所
へ
の
就
業
が
圧
倒
的
多
数
を
占

め
て
い
る
。
第
三
次
産
業
雇
用
実
態
調
査
（
図

―
６
）
に
み
る
と
。
荷
造
工
、
包
装
工
、
給
仕
、

ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
、
ア
イ
ロ
ン
掛
け
、
レ
ジ
ス
タ

ー
、
キ
ャ
ッ
シ
ャ
ー
、
女
中
、
仲
居
な
ど
、
凡

そ
上
位
二
〇
種
位
に
あ
げ
ら
れ
る
業
種
の
大
半

が
女
性
の
日
常
的
本
業
と
さ
れ
て
い
る
家
事
労

働
（
伝
統
的
に
労
働
価
値
の
評
価
対
象
外
に
お

か
れ
て
い
た
骨
の
折
れ
る
割
に
引
き
合
わ
な
い

労
働
）
の
細
分
化
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
細
分
化
さ
れ
た
職
業
の
労
働
評
価
も
当
然

　
（
と
い
う
工
合
に
さ
れ
る
）
低
い
。
ま
た
職
業

別
企
業
数
の
割
合
（
五
十
四
年
「
雇
用
管
理
調

査
」
）
か
ら
み
る
と
、
生
産
工
程
作
業
の
う
ち

単
純
工
と
し
て
採
用
し
た
企
業
が
五
四
％
、
事

務
従
事
者
が
三
二
％
、
サ
ー
ビ
ス
職
業
一
五
％

と
い
う
順
で
、
専
門
的
、
技
術
的
職
業
分
野
で
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図―６　職業別にみた全労働者に占める女子パートの割合は
四
％
し
か
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も

こ
の
分
野
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
職
業
訓
練

の
機
会
を
ほ
ぼ
十
年
も
中
断
す
る
慣
例
か
あ
る

女
性
の
、
現
状
の
固
定
化
さ
れ
た
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
で
は
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
と
か
、
再
訓

練
に
期
間
を
要
す
る
と
か
い
う
企
業
観
念
が
当

然
裏
に
派
生
す
る
。
以
上
概
括
す
る
と
女
子
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
就
業
分
野
は
、
誰
で
も

出
来
る
単
純
な
職
業
が
多
く
、
薬
剤
師
、
看
護

婦
、
保
母
、
教
員
等
専
門
的
、
技
術
的
知
識
を

活
か
せ
る
分
野
で
の
就
業
者
は
少
な
い
。
そ
れ

は
必
然
的
に
職
能
的
に
低
賃
金
部
門
に
属
し
、

か
っ
誰
で
も
す
ぐ
就
業
可
能
な
部
門
で
あ
る
た

め
に
、
潜
在
的
に
供
給
度
の
高
い
都
市
に
於
て

は
。
低
賃
金
で
も
た
え
ず
労
働
力
の
供
給
に
不

足
し
な
い
と
い
う
相
関
関
係
を
作
り
出
し
、
結

図―Tf　職業別女子雇用者の増加寄与率
果
と
し
て
一
般
労
働
者
と
の
賃
金
格
差
を
殊
更

拡
げ
て
行
く
、
と
い
っ
た
就
業
の
形
態
を
意
味

し
て
い
る
。
図
―
７
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
等
の
欧
米
諸
国
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
の
就
業
分
野
は
、
医
療
、
教
育
な
ど
の

専
門
的
技
術
的
分
野
に
も
多
く
（
二
〇
～
四
〇

％
）
、
サ
ー
ビ
ス
業
分
野
も
（
四
〇
～
五
〇
％
）

進
出
が
多
く
、
日
本
と
異
な
っ
た
多
様
な
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
市
場
を
作
り
出
し
て
い
る
。

　
就
業
分
野
の
偏
り
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

に
止
ま
ら
ず
、
一
般
女
子
労
働
者
も
同
様
で
、

各
産
業
、
職
業
ご
と
に
（
例
え
ば
行
政
機
関
で

も
専
門
職
部
門
に
女
子
が
偏
在
、
二
般
行
政
事

務
部
門
に
男
子
が
偏
在
す
る
よ
う
に
）
男
子
が

偏
在
す
る
部
門
と
女
子
が
偏
在
す
る
部
門
と
の

混
在
が
今
な
お
一
般
的
形
態
で
あ
る
。
例
え
ば

昭
和
五
十
五
年
の
学
卒
者
の
入
職
産
業
、
職
業

の
男
女
別
、
学
歴
別
状
況
を
み
る
と
、
高
学
歴

層
ほ
ど
性
差
が
大
き
く
、
大
卒
で
は
男
子
が
製

造
業
三
〇
％
、
女
子
は
サ
ー
ビ
ス
業
四
〇
～
六
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○
％
、
高
卒
男
子
は
技
能
工
・
生
産
工
程
作
業

者
に
偏
り
、
女
子
は
事
務
へ
偏
り
、
短
大
卒
の

場
合
は
専
門
的
技
術
職
へ
三
〇
～
四
○
％
位
ま

で
は
男
女
と
も
同
じ
程
度
入
職
す
る
が
、
残
り

七
〇
～
六
〇
％
の
女
子
は
こ
れ
ま
た
高
卒
女
子

と
同
じ
く
事
務
系
、
男
子
は
事
務
・
販
売
・
技

能
工
と
多
面
的
に
分
散
す
る
と
い
う
工
合
で
あ

る
。
こ
れ
ほ
ど
女
子
の
多
く
が
事
務
系
（
と
は

言
っ
て
も
お
お
む
ね
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す

る
事
務
で
は
な
い
。
入
出
金
伝
禁
整
理
的
な
単

純
・
補
助
的
事
務
で
あ
る
か
ら
）
に
偏
れ
ば
、

結
婚
・
出
産
を
契
機
に
退
職
し
た
後
、
中
年
期

に
入
っ
て
再
就
職
と
な
れ
ば
、
自
ず
と
就
業
分

野
は
限
ら
れ
、
単
純
な
業
務
に
し
か
つ
き
得
な

い
と
い
う
イ
タ
チ
ゴ
ッ
コ
が
当
分
続
く
状
況
が

予
測
さ
れ
る
。

四

結
果
と
し
て
何
を
な
す
べ
き
か

　
以
上
の
よ
う
に
女
子
労
働
者
の
職
業
意
識
及

び
実
態
は
増
加
比
率
と
必
ず
し
も
比
例
し
た
質

的
内
容
を
伴
わ
ず
、
男
女
の
役
割
分
担
と
い
う

社
会
慣
習
の
枠
組
み
か
ら
依
然
と
し
て
脱
却
で

き
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の

理
由
は
基
本
的
に
環
境
的
条
件
と
し
て
家
庭
教

育
、
学
校
教
育
に
お
い
て
一
貫
し
て
人
格
形
成

の
基
礎
作
り
か
ら
、
男
女
の
役
割
分
業
と
い
う

慣
習
を
じ
ゅ
ん
守
し
た
ル
ー
ル
に
そ
っ
て
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
、
例
え
ば
家
庭
教
育
に
お
い
て

「
女
の
く
せ
に
家
事
を
手
伝
わ
な
い
」
「
男
の

く
せ
に
女
み
た
い
に
泣
く
な
」
と
言
っ
た
し
つ

け
、
男
の
子
が
テ
レ
ビ
の
漫
画
を
み
て
い
て
も

ほ
う
っ
て
お
い
て
、
女
の
子
が
勉
強
し
て
い
て

も
家
事
手
伝
い
に
か
り
出
す
、
と
い
っ
た
差
別

的
し
つ
け
（
こ
れ
を
最
も
熱
心
に
し
つ
け
て
い

る
の
は
母
親
で
あ
る
）
、
た
ま
た
ま
勉
強
が
好

き
な
女
の
子
が
い
た
と
し
て
、
こ
う
い
う
し
つ

け
が
日
常
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
勉
強
は
し
て

も
意
味
が
な
い
こ
と
を
女
の
子
は
体
験
的
に
学

習
す
る
。
例
え
ば
ま
た
学
校
教
育
に
お
い
て
、

公
立
小
学
校
の
家
庭
科
で
男
子
も
女
子
も
こ
こ

で
は
一
応
共
学
だ
が
、
女
の
先
生
が
女
子
に
は

や
ら
せ
る
が
、
つ
っ
た
っ
て
見
て
い
る
男
子
に

は
や
ら
せ
な
い
の
で
「
私
作
る
人
」
「
あ
な
た

食
べ
る
人
」
を
小
学
校
に
し
て
実
践
す
る
授
業

風
景
が
展
開
さ
れ
、
中
学
へ
進
む
と
本
格
的
分

業
教
育
、
男
子
に
は
技
術
、
女
子
に
は
家
庭
科

の
別
学
強
制
が
行
わ
れ
る
。
と
い
う
よ
う
に
た

え
ず
女
子
に
対
し
て
は
教
育
目
標
を
家
庭
に
入

る
シ
キ
タ
リ
に
順
応
し
て
行
わ
れ
る
結
果
、
女

性
自
身
の
中
に
慣
習
が
継
続
さ
れ
、
男
女
役
割

分
業
の
社
会
構
造
を
変
え
難
く
し
て
い
る
と
言

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
教
育
・
訓
練
の
あ

ら
ゆ
る
機
会
に
、
少
年
と
少
女
の
学
習
領
域
の

選
択
を
平
等
に
し
、
「
社
会
に
お
け
る
そ
れ
ぞ

れ
の
（
男
女
の
）
役
割
に
関
す
る
因
襲
的
な
態

度
、
概
念
、
考
え
方
に
支
配
さ
れ
た
」
選
択
を

あ
ら
た
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
同
時

に
、
社
会
の
慣
習
に
馴
致
さ
れ
た
男
女
そ
れ
ぞ

れ
の
意
識
の
中
に
存
在
す
る
不
当
な
「
甘
え
」

の
部
分
を
勇
気
を
以
て
返
却
す
る
試
み
に
立
ち

向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
具
体
的
に
は
手
近
な

日
常
の
家
庭
生
活
の
営
み
の
あ
り
方
か
ら
点
検

し
、
慣
習
に
流
さ
れ
て
い
る
部
分
の
矛
盾
を
男

女
そ
れ
ぞ
れ
が
自
覚
し
、
協
力
し
て
訂
正
し
て

行
く
｀
と
い
う
よ
う
な
事
で
あ
る
。
家
庭
生
活
は

ど
の
国
で
も
そ
の
国
の
人
々
の
意
識
の
基
幹
部

分
、
土
台
を
構
築
す
る
場
で
あ
る
か
ら
）
。
婦
人

に
対
す
る
差
別
撤
廃
条
約
的
表
現
で
言
え
ば
、

男
性
も
女
性
も
慣
習
に
馴
ら
さ
れ
た
意
識
を
以

て
―
「
両
性
の
い
ず
れ
か
の
劣
等
性
、
若
し
く

は
優
越
性
観
念
ま
た
は
男
女
の
固
定
化
さ
れ
た

役
割
に
基
づ
く
偏
見
」
―
を
墨
守
す
る
こ
と
な

く
、
女
性
は
特
に
そ
れ
ら
の
固
定
化
さ
れ
た
役

割
に
基
づ
く
偏
見
が
そ
も
そ
も
婦
人
に
対
す
る

差
別
を
生
む
根
元
的
発
想
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

し
―
「
婦
人
に
対
す
る
差
別
は
、
権
利
の
平
等

の
原
則
、
及
び
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
の
原
則
に

違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
婦
人
が
男
子
と
同
等

の
条
件
で
自
図
の
政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的

及
び
文
化
生
活
に
参
加
す
る
上
で
障
害
と
な
る

も
の
」
―
で
あ
る
こ
と
へ
の
認
識
を
深
め
夫
と

と
も
に
我
が
子
の
教
育
に
お
け
る
差
別
の
継
承

を
や
め
る
こ
と
に
努
め
、
社
会
的
職
業
的
及
び

文
化
的
生
活
の
各
分
野
へ
参
加
す
る
権
利
を
自

ら
か
ち
と
る
努
力
と
あ
わ
せ
て
、
権
利
に
付
帯

す
る
義
務
及
び
責
任
へ
の
怠
り
を
排
除
し
て
行

く
こ
と
が
婦
人
自
身
の
肩
に
課
せ
ら
れ
た
継
続

的
な
課
題
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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