
女
性
の
大
き
な
貢
献
が
こ
れ
ま
で
完
全
に
は
認

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
出
産
に
お
け
る

女
性
の
役
割
が
差
別
の
根
拠
と
な
る
べ
き
で
は

な
く
、
子
の
養
育
に
は
男
女
お
よ
び
社
会
全
体

が
共
に
責
任
を
負
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

社
会
と
家
庭
に
お
け
る
男
女
の
役
割
の
変
更
が

男
女
の
完
全
な
平
等
の
達
成
に
必
要
で
あ
る
こ

と
を
高
ら
か
に
謳
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
女
性

が
担
っ
て
き
た
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
の
重
要
性

を
認
識
す
る
と
同
時
に
、
女
性
だ
け
の
役
割
で

あ
る
出
産
は
よ
り
尊
重
し
、
子
育
て
は
男
女
と

社
会
の
共
同
責
任
と
し
、
「
男
は
仕
事
、
女
は

家
事
・
育
児
」
と
い
う
性
別
に
よ
る
役
割
分
担

を
変
え
な
い
限
り
男
女
平
等
は
達
成
し
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
す
。
�

　
条
約
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
の
撤
廃
の

た
め
に
、
立
法
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
を

締
約
国
に
義
務
づ
け
ま
し
た
が
、
雇
用
の
分
野

で
は
、
「
す
べ
て
の
人
間
の
奪
い
得
な
い
権
利

と
し
て
の
労
働
の
権
利
」
を
男
女
平
等
に
確
保

す
る
こ
と
、
親
が
家
族
的
責
任
と
職
業
上
の
責

任
お
よ
び
社
会
的
活
動
へ
の
参
加
と
を
両
立
さ

せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

な
ど
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
�

�男
女
雇
用
機
会
均
等
法
�

　
一
九
八
五
年
、
日
本
政
府
は
女
性
差
別
撤
廃

条
約
を
批
准
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
必
要
な

立
法
と
し
て
同
年
に
制
定
さ
れ
た
の
が
、
男
女

雇
用
機
会
均
等
法
（
均
等
法
）
で
す
。
�

　
と
こ
ろ
が
こ
の
法
律
は
、当
初
、肝
心
の
、募

集
、採
用
、配
置
、昇
進
に
お
け
る
女
性
差
別
の

規
制
が
、「
均
等
に
取
り
扱
う
よ
う
努
め
る
」と

い
う
努
力
義
務
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
実
効
性
が

ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
い
内
容
だ
っ
た
た
め
、

制
定
当
時
か
ら
批
判
が
多
く
、
実
際
、
職
場
の

中
の
女
性
差
別
は
改
善
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
�

　
そ
こ
で
均
等
法
改
正
の
声
が
強
く
な
り
、
一

九
九
九
年
に
、
改
正
均
等
法
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
同
時
に
、
女
性
だ
け
の
残
業
や
休
日
出
勤

の
制
限
、
深
夜
業
（
夜
十
時
か
ら
朝
五
時
ま
で

の
労
働
）
の
原
則
禁
止
を
定
め
た
労
働
基
準
法

も
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
�

�改
正
均
等
法
は
何
を
決
め
た
か
�

　
改
正
均
等
法
の
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り

で
す
。
�

　
①
そ
れ
ま
で
努
力
義
務
だ
っ
た
募
集
、
採
用
、

配
置
、
昇
進
の
女
性
差
別
を
禁
止
規
定

に
し
た
こ
と
�

　
②
均
等
法
に
違
反
し
た
場
合
、
企
業
名
公
表

と
い
う
制
裁
制
度
を
設
け
た
こ
と
�

　
③
相
手
の
同
意
が
な
く
て
も
調
停
を
開
始
で

き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
�

　
④
均
等
確
保
の
た
め
の
特
別
措
置
（
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
）
の
奨
励
�

　
⑤
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
配

慮
義
務
�

　
⑥
妊
娠
後
の
通
院
休
暇
・
通
勤
緩
和
、
妊
娠

障
害
休
暇
な
ど
の
母
性
保
護
措
置
の
義

務
化
�

　
こ
れ
ら
は
み
ん
な
大
事
な
こ
と
で
、
法
律
は

か
な
り
改
善
し
た
と
言
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
最

初
に
み
た
と
お
り
、
実
際
に
は
男
女
の
賃
金
格

差
は
依
然
と
し
て
大
き
く
、
働
く
女
性
の
地
位

は
向
上
し
て
い
ま
せ
ん
。
�

�雇
用
管
理
区
分
と
は
？
�

　
そ
の
最
大
の
原
因
は
、

正
社
員
、
正
職
員
の
女
性

は
減
っ
て
、
パ
ー
ト
、
契

約
社
員
、
派
遣
社
員
、
臨

時
・
非
常
勤
職
員
な
ど
、

非
正
規
の
雇
用
形
態
で
働

く
女
性
が
増
え
、
こ
の
人

た
ち
に
と
っ
て
、
改
正
均

等
法
も
、
男
女
同
一
賃
金

を
定
め
た
労
働
基
準
法
四

条
も
、
ほ
と
ん
ど
役
に
立

た
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て

い
る
か
ら
で
す
。
�

　
そ
の
元
凶
は
、
女
性
差

別
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
、

「
雇
用
管
理
区
分
」
ご
と

に
判
断
す
る
と
い
う
指
針

で
す
。
雇
用
管
理
区
分
と

は
、
「
職
種
、
資
格
、
雇

用
形
態
、
就
業
形
態
等
の

区
分
」
と
書
い
て
あ
り
ま

す
が
、
総
合
職
と
一
般
職

に
分
け
る
コ
ー
ス
別
雇
用

と
か
、
パ
ー
ト
、
契
約
社

員
な
ど
の
雇
用
形
態
で
、
現
実
に
は
総
合
職
や

正
社
員
に
男
性
が
多
く
、
一
般
職
や
パ
ー
ト
な

ど
が
ほ
と
ん
ど
女
性
で
、
賃
金
・
昇
進
な
ど
に

大
き
な
格
差
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
雇
用
管
理

区
分
の
違
い
で
男
女
差
別
で
は
な
い
、
と
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
す
。
細
か
い
仕
事
、
根
気
の
い

る
仕
事
な
ど
女
性
が
多
い
職
種
も
、
女
性
が
や

っ
て
い
る
か
ら
と
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
て
い

ま
す
。
�

�育
児
・
介
護
休
業
法
が
保
障
す
る
権
利
�

　
一
九
八
一
年
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
「
家
族
的
責

任
を
有
す
る
男
女
労
働
者
条
約
」
（
一
五
六
号
）

が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
条
約
は
、
女
性
差

う
た�
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資料出所：総務省統計局「労働力調査」（平成9年）による。全産業。�
厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」（平成11年）�
日本労働研究機構「情報通信機器の活用による在宅就業実態調査」（平成9年）を用いた日本労働研究機構テレワーク
研究会の推計�
上記3調査の結果をもとに厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課で算出。�


