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男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、
性

別
に
関
わ
ら
ず
、
誰
も
が
自
分
の

個
性
や
能
力
を
あ
ら
ゆ
る
場
で
発

揮
し
、
自
分
の
意
志
で
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
り
、
物
事

の
決
定
に
携
わ
っ
た
り
す
る
社
会

で
す
。

　

少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
み
、

４
人
に
１
人
が
高
齢
者
と
い
う
現

代
。
生
産
人
口
の
減
少
が
進
む
中

で
、
多
様
な
人
材
を
活
用
す
る
こ

と
は
必
要
不
可
欠
で
す
。「
男
だ

か
ら
」「
女
だ
か
ら
」
と
言
っ
て

い
て
は
、
経
済
も
地
域
社
会
も
成

り
立
た
な
い
時
代
を
迎
え
て
い
ま

す
。そ
こ
で
提
案
さ
れ
た
の
が「
男

女
共
同
参
画
社
会
」
で
す
。

　
「
男
女
共
同
参
画
」
と
聞
く
と

女
性
の
た
め
に
あ
り
、
男
性
は
女

性
に
対
す
る
配
慮
を
求
め
ら
れ
て

い
る
と
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
高
齢
化
が
進
ん
だ

今
日
、
親
の
介
護
や
高
齢
期
の
孤

立
化
な
ど
、
男
性
に
も
関
わ
る
問

題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に

も
、男
女
共
同
参
画
は
必
要
で
す
。

女
性
も
男
性
も
、
子
ど
も
も
お
年

寄
り
も
、
誰
も
が
笑
顔
で
輝
け
る

社
会
。
私
た
ち
は
そ
ん
な
社
会
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
市
で
は
「
第
３
次
男
女

共
同
参
画
基
本
計
画
」
を
審
議
し

て
い
ま
す
。
策
定
の
基
礎
資
料
と

す
る
た
め
、
２
０
１
４
年
３
月
に

「
登
米
市
男
女
共
同
参
画
に
関
す

る
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
実
施
し

ま
し
た
。

　

ま
ず
「
男
女
共
同
参
画
社
会
に

つ
い
て
知
っ
て
い
ま
す
か
」
の
問

い
で
は
、
73
・
２
％
の
人
が
「
内

容
ま
で
知
っ
て
い
る
」、「
言
葉
を

見
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
る
」
と
答

え
ま
し
た
。
前
回
調
査（
11
年
１

月
）の
72
％
か
ら
は
１
・
２
ポ
イ
ン

ト
増
加
し
、
少
し
ず
つ
で
す
が
、

着
実
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　

次
に
「
各
分
野
に
お
け
る
男
女

の
平
等
に
つ
い
て
」
の
項
目
を
見

る
と
、
家
庭
で
男
女
平
等
と
答
え

た
人
が
29
％
、
職
場
で
24
・
３
％
、

地
域
の
中
で
21
・
３
％
、
そ
し
て

教
育
の
場
で
49
・
５
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
結
果
を
内
閣
府
調

査（
12
年
）と
比
較
す
る
と
、
一
番

格
差
が
あ
っ
た
の
は
「
地
域
」
で

し
た
。

　

ま
た
、
女
性
リ
ー
ダ
ー
の
就
任

状
況
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
県
内

の
自
治
会
長
の
就
任
状
況
は
３
・

８
％
、
市
で
は
０
・
７
％
で
し
た
。

こ
れ
は
地
域
で
「
リ
ー
ダ
ー
は
男

性
の
役
割
」「
女
性
は
男
性
の
補

助
を
す
る
」
と
い
う
意
識
が
、
男

女
共
に
都
市
部
よ
り
強
く
あ
る
か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　　
「
男
ら
し
さ
」「
女
ら
し
さ
」
と

い
う
言
葉
は
日
常
的
に
使
い
ま

す
。
し
か
し
、
言
葉
に
と
ら
わ
れ

過
ぎ
て
「
男
は
こ
う
あ
る
べ
き
」

「
女
は
こ
う
で
な
い
と
い
け
な
い
」

と
自
分
を
抑
え
つ
け
て
し
ま
い
、

希
望
す
る
未
来
を
諦
め
て
し
ま
っ

た
り
、
そ
う
い
っ
た
考
え
方
を
相

分　野
平等になっている 内閣府調査

区分 2013 2010 比較差 2012

家庭の中で

男性 36.0 34.4 1.6 53.8

女性 23.6 22.8 0.8 41.0

計 29.0 27.7 1.3 47.0

職場の中で

男性 25.8 25.2 0.6 32.0

女性 23.4 18.4 5.0 25.3

計 24.3 21.2 3.1 28.5

地域の中で

男性 26.9 25.2 1.7 57.0

女性 17.3 15.1 2.2 47.7

計 21.3 19.4 1.9 52.1

教育の場で

男性 58.4 54.4 4.0 68.5

女性 42.9 45.2 △ 2.3 65.7

計 49.5 48.7 0.8 67.0

社会全体として

男性 21.6 23.5 △ 1.9 30.0

女性 11.4 12.2 △ 0.8 19.8

計 15.7 17.0 △ 1.3 24.6

手
に
押
し
付
け
て
し
ま
っ
た
り
す

る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

例
え
ば
「
保
育
士
や
看
護
師
な

ど
は
女
性
の
仕
事
。
消
防
士
や
運

転
手
な
ど
は
男
性
の
仕
事
」「
夫

は
外
で
仕
事
、
家
事
や
育
児
は
妻

の
仕
事
」
と
い
う
よ
う
に
性
別
で

区
別
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
「
男
だ
か
ら
」「
女
だ
か
ら
」
と

い
う
理
由
だ
け
で
、
個
人
が
判
断

さ
れ
て
し
ま
う
社
会
は
誰
に
と
っ

て
も
生
き
に
く
い
も
の
で
す
。
市

で
は
、
誰
も
が
一
人
の
人
間
と
し

て
そ
の
個
性
を
尊
重
さ
れ
、「
自

分
ら
し
く
」
生
き
て
い
け
る
社
会

を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。　


