
市
川
　
社
会
制
度
上
、
女
性
の
地
位
は
向
上
し

て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
家
庭
の
中
で
は
、
男

性
、
女
性
の
役
割
分
担
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
自
分
で
は
意
識
し
て
い
な
く
て
も
、

よ
く
考
え
る
と
、
差
別
か
な
と
思
え
る
こ
と
な

ど
を
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
�

　
私
自
身
、
出
か
け
る
と
き
、
息
子
に
は
ご
飯

を
作
る
け
ど
、
娘
に
は
「
自
分
で
や
り
な
さ
い
」

と
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
�

齋
藤
　
つ
い
最
近
、
夫
が
「
本
当
は
大
工
仕
事

が
嫌
い
な
ん
だ
」
と
言
っ
た
ん
で
す
。
嫌
い
な

の
に
、
男
の
仕
事
と
い
う
こ
と
で
や
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
自
身
、
大
工
仕
事

は
男
の
人
の
仕
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

う
い
う
こ
と
っ
て
無
意
識
の
中
の
差
別
な
の
か

な
と
思
い
ま
す
。
�

小
野
　
小
学
生
の
頃
か
ら
、「
男
ら
し
く
」
な
ど

と
言
わ
れ
る
の
が
不
愉
快
で
し
た
。
結
婚
す
る

と
き
も
、
必
ず
し
も
妻
が
料
理
を
す
る
も
の
だ

と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
十
年

く
ら
い
前
に
、
男
の
料
理
ク
ラ
ブ
に
参
加
し
た

ん
で
す
。
自
分
で
食
べ
る
も
の
は
自
分
で
作
ら

な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
い
う

こ
と
で
。
あ
ま
り
生
活
の
中
に
は
定
着
し
な
く

て
九
〇
％
以
上
は
家
内
が
作
っ
て
い
る
の
が
現

実
で
す
が
、
で
も
、
妻
が
作
れ
な
い
と
き
に
は

私
が
引
き
受
け
る
よ
う
に
は
し
て
い
ま
す
。
�

大
塚
　
私
自
身
は
女
二
人
の
き
ょ
う
だ
い
で
、

夫
は
一
人
っ
子
で
す
。
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
、

夫
の
両
親
は
「
内
孫
」
と
い
う
捉
え
方
を
し
て
、

私
の
両
親
は
、
嫁
に
出
し
た
娘
の
子
ど
も
だ
か

ら
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
会
い
に
行
く
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
遠
慮
し
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
�

私
の
母
は
か
つ
て
男
性
と
同
じ
よ
う
に
仕
事
を

し
て
い
た
け
れ
ど
、
社
会
通
念
に
従
っ
て
結
婚

す
る
と
き
辞
め
た
し
、
父
も
「
男
は
台
所
に
立

つ
も
の
じ
ゃ
な
い
」
と
教
え
ら
れ
て
育
っ
た
よ

う
で
す
。
夫
の
親
は
、
理
解
は
あ
る
の
で
す
が
、

娘
を
持
つ
親
の
気
持
ち
は
分
か
ら
な
い
と
い
う

面
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
男
性
側
の
両

親
と
同
居
し
て
い
た
場
合
、
女
性
側
の
両
親
は

孫
に
会
い
に
行
き
づ
ら
い
と
思
っ
て
い
る
の
で

は
と
思
い
ま
す
。
�

市
川
　
う
ち
も
長
男
が
生
ま
れ
た
と
き
、
お
姑

さ
ん
に
「
あ
あ
、
良
か
っ
た
、
跡
と
り
息
子
が

生
ま
れ
た
」
と
言
わ
れ
て
、
そ
う
い
う
言
葉
が

う
ち
に
も
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
�

真
鍋
　
女
の
子
は
か
わ
い
い
お
嫁
さ
ん
に
な
る

の
が
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
育
ち
ま
し
た
。
�

　
私
の
夫
は
企
業
戦
士
で
、
私
は
ず
っ
と
専
業

主
婦
で
し
た
。
子
ど
も
は
上
が
女
の
子
で
下
が

男
の
子
で
す
。
平
等
に
育
て
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
順
番
と
し
て
姉
の
方
か

ら
家
事
手
伝
い
を
知
ら
ず
知
ら
ず
要
求
し
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。
「
な
ん
で
私
ば
か
り
に
」
と

反
発
さ
れ
、
そ
の
う
ち
、
弟
が
野
球
を
始
め
ま

し
た
の
で
、
疲
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
私
の
遠
慮

か
ら
、
二
人
の
家
事
労
働
参
加
は
失
敗
に
終
わ

り
ま
し
た
。
�

　
今
の
社
会
的
な
状
態
の
中
で
、
家
庭
の
中
で

家
事
を
平
等
に
す
る
の
は
大
変
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。
社
会
的
な
構
造
を
ま
ず
解
決
し
て
い
か

な
い
と
い
け
な
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
�

嶋
田
　
両
親
も
妻
も
仕
事
を
も
っ
て
い
て
、
私

自
身
、
男
の
仕
事
、
女
の
仕
事
と
い
う
考
え
方

は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
家
内
は
出
産
か
ら
日
が

浅
く
て
私
が
家
事
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
子
ど

も
に
父
親
が
家
事
を
す
る
姿
を
見
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
男
女
に
限
ら
ず
、
自
分
の
身
の
回
り

の
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
自
立
し
て
ほ

　男女差別をなくし、一人の人間として生きられる社会の実現への

取り組みは、社会制度の面では整いつつあります。�

　しかし、長い間の制度や慣習によって培われた性別役割分業意識

は、日常生活の中で、私たちの心身深く浸透しています。�

　真の男女平等社会を実現する

には、それらを、私たち一人ひと

りが時間をかけて意識的に見直

していくしかありません。�

　生活の中心である「家庭」に目

を向け、家族間の何気ない言動

に現われる男女差別について、

日頃気になっていることなど、

自由に話し合っていただきました。�
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