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１
９
９
９（
平
成
11
）年
に
男
女
共

同
参
画
基
本
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら

20
年
が
経
過
し
た
。男
女
雇
用
機
会
均

等
法（
均
等
法
）が
１
９
８
５（
昭
和

60
）年
に
制
定
さ
れ
て
か
ら
は
34
年
が

経
っ
て
い
る
。こ
の
間
に
、職
場
に
お

け
る
男
女
共
同
参
画
は
、ど
れ
ほ
ど
進

展
し
た
の
だ
ろ
う
か
。毎
年
公
表
さ
れ

る
男
女
共
同
参
画
白
書
を
見
る
と
、職

場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
が
大
き

く
進
ん
だ
と
は
と
て
も
評
価
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。例
え
ば
、２
０
１
７

（
平
成
29
）年
に
お
け
る
役
職
者
に
占

め
る
女
性
の
割
合
は
、い
ま
だ
係
長
級

１
８
．４
％
、課
長
級
１
０
．９
％
、部

長
級 

６
．３
％
で
あ
る
。こ
れ
は
、均

等
法
に
お
い
て
事
業
主
へ
の
国
の
援

助
措
置
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
、そ
の
効

果
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。ま
た
、２
０
１
６（
平
成

28
）年
度
に
お
け
る
男
性
の
育
児
休
業

取
得
率
は
、民
間
企
業
が
３
．１
６
％
、

国
家
公
務
員
が
８
．２
％
、地
方
公
務

員
が
３
．６
％
で
、上
昇
傾
向
に
あ
る

も
の
の
、依
然
と
し
て
そ
の
取
得
率
は

極
め
て
低
く
、こ
の
面
で
も
男
女
共
同

参
画
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

で
は
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参

画
を
妨
げ
て
い
る
要
因
は
何
で
あ
ろ
う

か
。様
々
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、い

ま
だ
根
強
い
性
別
役
割
分
業
意
識
の
存

在
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
0
1
6（
平
成
28
）年
に
お
い
て
も
、

「
夫
は
外
で
働
き
、妻
は
家
庭
を
守
る
べ

き
で
あ
る
」と
い
う
考
え
方
に
約
4
割

（
男
性
４
４
．７
％
、女
性
３
７
％
）の
人

が「
賛
成
」ま
た
は「
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
賛
成
」と
回
答
し
て
い
る
。こ
の
性
別

役
割
分
業
意
識
の
存
在
が
、先
に
示
し

た
２
つ
の
例
の
よ
う
な
職
場
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
が
進
ま
な
い
状
況
を
も

た
ら
し
て
い
る
大
き
な
要
因
と
考
え
ら

れ
る
。確
か
に
、１
９
７
９（
昭
和
54
）年

に
は
上
記
調
査
の
回
答
が
約
7
割（
男

性
７
５
．６
％
、女
性
７
０
．１
％
）で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、相
当
な
変

化
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る

が
、ま
だ
ま
だ
意
識
変
化
を
促
す
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、こ
れ
か
ら
の
職
場
に
お
け

る
男
女
共
同
参
画
を
推
進
し
て
行
く
た

め
に
は
、本
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
よ
う

な
意
識
啓
発
活
動
を
今
後
も
し
っ
か
り

と
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。加
え
て
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
の
推
進
に
は
、法
制
度
の
果
た
す

役
割
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、男
女
共
同

参
画
社
会
基
本
法
の
目
的
・
理
念
を
実

現
す
る
た
め
の
法
制
度
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
均
等
法
や
育
児
・
介
護
休
業
法
等

の
実
効
性
を
高
め
る
よ
う
な
見
直
し
が

必
要
と
な
る
。様
々
な
見
直
し
が
必
要

で
あ
る
が
、例
え
ば
、ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク

シ
ョ
ン
の
義
務
づ
け
や
、間
接
差
別
の

拡
大
、均
等
法
等
の
違
反
に
対
す
る
実

効
的
な
救
済
方
法
を
規
定
す
る
こ
と
等

を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



こ
れ
ま
で
の
２０
年
、

こ
れ
か
ら
の
２０
年
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プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

長
崎
大
学
多
文
化
社
会
学
部
教

授 

。専
攻
分
野
は
、国
際
法
、
国
際

人
権
法
、フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
な
ど
。

一
般
企
業
、
男
女
共
同
参
画
セ
ン

タ
ー
勤
務
な
ど
を
経
て
、2
0
1
4

年
4
月
よ
り
長
崎
大
学
多
文
化
社

会
学
部
に
勤
務
。「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と

人
権
」、「
国
際
人
権
論
」ほ
か
を
担

当
。
女
性
差
別
撤
廃
条
約
や
国
連

の
女
性
政
策
に
関
す
る
N
G
O
で

も
活
動
。

近
著
に『
男
女
平
等
は
ど
こ
ま
で
進

ん
だ
か
―
女
性
差
別
撤
廃
条
約
か

ら
考
え
る
』（
山
下
泰
子
・
矢
澤
澄

子
監
修
／
国
際
女
性
の
地
位
協
会

編
、
岩
波
書
店
、
2
0
1
8
年
）が

あ
る
。

こ
の
参
画
情
報
誌
l
i
v
e
は
、
今
号
で
発
行
20
周
年
と
な
り

ま
す
。
日
本
に
お
い
て
、
男
女
が
、
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ

つ
責
任
も
分
か
ち
合
い
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
個
性
と
能

力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
た

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
が
制
定
さ
れ
た
の
も
、
ち
ょ
う
ど
20

年
前
の
1
9
9
9
年
で
し
た
。
そ
し
て
、
2
0
0
9
年
、
山
口
市
に

開
設
さ
れ
た
山
口
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
ゆ
め
ぽ
ぽ
ら
は
、

10
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
は
、
21
世
紀

の
日
本
社
会
を
決
定
す
る
最
重
要
課
題
と
さ
れ
、
そ
の
歩
み
は
ゆ
っ

く
り
な
が
ら
少
し
ず
つ
前
進
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
節
目
の
年
に

あ
た
り
、
今
号
の
l
i
v
e
で
は
男
女
共
同
参
画
の
﹁
こ
れ
ま
で
﹂
と

﹁
こ
れ
か
ら
﹂
の
軌
跡
に
光
を
あ
て
、
3
人
の
研
究
者
に
展
望
を
お
聞

き
し
ま
し
た
。
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近
江
美
保
氏

長
崎
大
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多
文
化
社
会
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部
教
授

　
20
年
前
に
終
わ
り
を
迎
え
た
１
９

９
０
年
代
は
、様
々
な
世
界
会
議
を
通

じ
て
、「
女
性
の
権
利
は
人
権
で
あ
る
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、女
性
に

対
す
る
暴
力
が
人
権
問
題
と
し
て
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
リ
プ
ロ
ダ

ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ
ツ（
性
と

生
殖
に
関
す
る
健
康
と
権
利
）」と
い

う
考
え
方
が
提
起
さ
れ
、「
女
性
問
題
」

の
解
決
に
は
、社
会
的
・
文
化
的
に
形

成
さ
れ
た
女
性
と
男
性
の
関
係
性
と

し
て
の「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」へ
の
注
目
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。国
内

で
も
、1
9
9
9
年
に
男
女
共
同
参
画

社
会
基
本
法
が
制
定
さ
れ
た
ほ
か
、ス

ト
ー
カ
ー
行
為
等
規
制
法（
2
0
0
0

年
）、配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及

び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

（
D
V
防
止
法
、2
0
0
1
年
）が
成
立

し
、女
性
に
対
す
る
暴
力
へ
の
認
識
が

高
ま
っ
た
。2
0
1
7
年
に
は
1
1
0

年
ぶ
り
に
刑
法
の
性
暴
力
に
関
す
る

罰
則
が
強
化
さ
れ
た
ほ
か
、被
害
者
の

告
訴
が
な
く
て
も
加
害
者
を
訴
追
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。セ

ク
ハ
ラ
や
マ
タ
ハ
ラ
な
ど
へ
の
関
心

も
高
ま
っ
た
が
、今
も
な
お#M

eToo

へ
の
バ
ッ

シ
ン
グ
な

ど
、被
害
を

受
け
た
女

性
が
声
を

あ
げ
や
す

い
社
会
に

な
っ
て
い

る
と
は
い

い
難
い
。

　

日
本
が
1
9
8
5
年
に
批
准
し
た

女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
委
員
会
か
ら

は
、2
0
0
3
年
以
来
、女
性
の
み
再

婚
禁
止
期
間
の
廃
止
、夫
婦
別
姓
選
択

制
の
導
入
な
ど
、女
性
の
人
権
に
関
わ

る
民
法
改
正
が
繰
り
返
し
勧
告
さ
れ

て
い
る
が
、人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

や
意
識
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、い

ま
だ
に
実
現
し
て
い
な
い
。世
界
経
済

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
よ
る
世
界
ジ
ェ
ン

ダ
ー
格
差
指
数
の
日
本
の
ラ
ン
キ
ン

グ
は
、1
4
4
か
国
中
1
1
4
位

（
2
0
1
7
年
）。経
済
的
参
加
と
機
会

（
1
1
4
位
）、政
治
参
画（
1
2
3
位
）

の
順
位
の
低
さ
が
問
題
視
さ
れ
る
が
、

教
育
分
野（
74
位
）、中
で
も
高
等
教
育

在
学
率
が
1
0
1
位
な
ど
、世
界
的
な

水
準
に
照
ら
し
て
日
本
の
格
差
は
依

然
と
し
て
大
き
い
。

　

ち
ょ
う
ど
20
年
前
に
国
連
で
採
択

さ
れ
た
女
性
差
別
撤
廃
条
約
選
択
議

定
書
に
は
、条
約
上
の
権
利
を
侵
害
さ

れ
た
と
い
う
個
人
が
、国
連
の
委
員
会

に
直
接
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
個

人
通
報
制
度
が
含
ま
れ
る
。日
本
は
こ

の
議
定
書
を
批
准
し
て
い
な
い
が
、こ

う
し
た
制
度
は
、人
権
を
守
る
た
め
に

グ
ロ
ー
バ
ル
な
知
恵
と
経
験
か
ら
生

ま
れ
た
仕
組
み
で
あ
る
。日
本
が
活
用

し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
制
度
が
、す

で
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
の
20
年
は
、さ
ら
な
る
高

齢
化
や
外
国
人
住
民
の
増
加
な
ど
、日

本
で
も
、人
々
の
立
場
や
ニ
ー
ズ
の
多

様
性
が
増
し
て
い
く
だ
ろ
う
。女
性
だ

け
で
な
く
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、今

よ
り
多
様
な
選
択
が
可
能
で
あ
り
、

各
々
が
望
ん
だ
場
所
・
方
法
で
力
を

発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
、我
慢
を
強
い

ら
れ
て
い
る
人
が
声
を
あ
げ
ら
れ
る

社
会
に
す
る
た
め
に
、「
で
き
る
こ
と

は
や
っ
て
き
た
」と
胸
を
は
っ
て
振
り

返
る
こ
と
が
で
き
る
20
年
と
な
る
こ

と
を
願
っ
て
い
る
。

※
1

※
4

※
2

※
3

※
5

※
1
女
性
の
人
権
の
重
要
な
ひ
と
つ
と
し
て
認
識
さ
れ

る
も
の
。W
H
O（
世
界
保
健
機
関
）で
は
、リ
プ
ロ

ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
と
は
、女
性
の
全
生
涯
に
わ

た
る
健
康
に
お
い
て
、た
ん
に
病
気
が
な
い
、あ
る

い
は
病
的
状
態
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、そ

の
プ
ロ
セ
ス
が
身
体
的
、精
神
的
、社
会
的
に
完
全

に
良
好
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。（『
女
性
問
題

キ
ー
ワ
ー
ド
1
1
1
』よ
り
）

※
2
性
的
嫌
が
ら
せ
な
ど
の
被
害
体
験
を
告
白
・
共
有
す

る
際
に
使
用
さ
れ
る
S
N
S
の
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
。

2
0
1
7
年
10
月
、米
国
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
映
画
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
に
よ
る
女
優
や
モ
デ
ル
な
ど
へ
の
セ

ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
疑
惑
が
報
じ
ら
れ
た
こ

と
を
受
け
、同
国
の
女
優
の
ア
リ
ッ
サ
・
ミ
ラ
ノ
が

同
様
の
被
害
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
女
性
た
ち
に

「
M
e 

T
o
o（
私
も
）」と
声
を
上
げ
る
よ
う
、

T
w
i
t
t
e
r
で
呼
び
か
け
た
こ
と
が
発
端
と

さ
れ
る
。（
知
恵
蔵
m
i
n
i
よ
り
）

※
4
民
法
7
3
3
条
1
項
に
お
い
て
、女
性
の
再
婚
禁
止

期
間
は
離
婚
後
６
カ
月
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

2
0
1
6
年
、民
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、6
カ
月

か
ら
1
0
0
日
に
短
縮
さ
れ
た
。

※
3「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
は
、1
9
7
9
年
に
国
連
総

会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
、1
9
8
1
年
に
発
効
し
た
。

日
本
は
1
9
8
5
年
に
批
准
し
た
。男
女
の
完
全
な

平
等
の
達
成
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、女
子

に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
を
基

本
理
念
と
し
て
い
る
。具
体
的
に
は
、「
女
子
に
対
す

る
差
別
」を
定
義
し
、締
約
国
に
対
し
、政
治
的
及
び

公
的
活
動
、並
び
に
経
済
的
及
び
社
会
的
活
動
に
お

け
る
差
別
の
撤
廃
の
た
め
に
適
当
な
措
置
を
と
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。

※
5
各
国
の
社
会
進
出
に
お
け
る
男
女
格
差
を
示
す
指
標
。

世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム（
W
E
F
）が
毎
年
公
表
し
て

い
る
も
の
で
、経
済
活
動
や
政
治
へ
の
参
画
度
、教
育

水
準
、出
生
率
や
健
康
寿
命
な
ど
か
ら
算
出
さ
れ
る
。

で
あ
る
が
、例
え
ば
、ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク

シ
ョ
ン
の
義
務
づ
け
や
、間
接
差
別
の

拡
大
、均
等
法
等
の
違
反
に
対
す
る
実

効
的
な
救
済
方
法
を
規
定
す
る
こ
と
等

を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



職
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の

﹁
こ
れ
ま
で
﹂と﹁
こ
れ
か
ら
﹂

有
田
謙
司
氏

西
南
学
院
大
学 

法
学
部
教
授

　

１
９
９
９（
平
成
11
）年
に
男
女
共

同
参
画
基
本
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら

20
年
が
経
過
し
た
。男
女
雇
用
機
会
均

等
法（
均
等
法
）が
１
９
８
５（
昭
和

60
）年
に
制
定
さ
れ
て
か
ら
は
34
年
が

経
っ
て
い
る
。こ
の
間
に
、職
場
に
お

け
る
男
女
共
同
参
画
は
、ど
れ
ほ
ど
進

展
し
た
の
だ
ろ
う
か
。毎
年
公
表
さ
れ

る
男
女
共
同
参
画
白
書
を
見
る
と
、職

場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
が
大
き

く
進
ん
だ
と
は
と
て
も
評
価
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。例
え
ば
、２
０
１
７

（
平
成
29
）年
に
お
け
る
役
職
者
に
占

め
る
女
性
の
割
合
は
、い
ま
だ
係
長
級

１
８
．４
％
、課
長
級
１
０
．９
％
、部

長
級 

６
．３
％
で
あ
る
。こ
れ
は
、均

等
法
に
お
い
て
事
業
主
へ
の
国
の
援

助
措
置
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
、そ
の
効

果
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。ま
た
、２
０
１
６（
平
成

28
）年
度
に
お
け
る
男
性
の
育
児
休
業

取
得
率
は
、民
間
企
業
が
３
．１
６
％
、

国
家
公
務
員
が
８
．２
％
、地
方
公
務

員
が
３
．６
％
で
、上
昇
傾
向
に
あ
る

も
の
の
、依
然
と
し
て
そ
の
取
得
率
は

極
め
て
低
く
、こ
の
面
で
も
男
女
共
同

参
画
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

で
は
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参

画
を
妨
げ
て
い
る
要
因
は
何
で
あ
ろ
う

か
。様
々
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、い

ま
だ
根
強
い
性
別
役
割
分
業
意
識
の
存

在
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
0
1
6（
平
成
28
）年
に
お
い
て
も
、

「
夫
は
外
で
働
き
、妻
は
家
庭
を
守
る
べ

き
で
あ
る
」と
い
う
考
え
方
に
約
4
割

（
男
性
４
４
．７
％
、女
性
３
７
％
）の
人

が「
賛
成
」ま
た
は「
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
賛
成
」と
回
答
し
て
い
る
。こ
の
性
別

役
割
分
業
意
識
の
存
在
が
、先
に
示
し

た
２
つ
の
例
の
よ
う
な
職
場
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
が
進
ま
な
い
状
況
を
も

た
ら
し
て
い
る
大
き
な
要
因
と
考
え
ら

れ
る
。確
か
に
、１
９
７
９（
昭
和
54
）年

に
は
上
記
調
査
の
回
答
が
約
7
割（
男

性
７
５
．６
％
、女
性
７
０
．１
％
）で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、相
当
な
変

化
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る

が
、ま
だ
ま
だ
意
識
変
化
を
促
す
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、こ
れ
か
ら
の
職
場
に
お
け

る
男
女
共
同
参
画
を
推
進
し
て
行
く
た

め
に
は
、本
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
よ
う

な
意
識
啓
発
活
動
を
今
後
も
し
っ
か
り

と
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。加
え
て
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
の
推
進
に
は
、法
制
度
の
果
た
す

役
割
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、男
女
共
同

参
画
社
会
基
本
法
の
目
的
・
理
念
を
実

現
す
る
た
め
の
法
制
度
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
均
等
法
や
育
児
・
介
護
休
業
法
等

の
実
効
性
を
高
め
る
よ
う
な
見
直
し
が

必
要
と
な
る
。様
々
な
見
直
し
が
必
要

4

※
1

で
あ
る
が
、例
え
ば
、ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク

シ
ョ
ン
の
義
務
づ
け
や
、間
接
差
別
の

拡
大
、均
等
法
等
の
違
反
に
対
す
る
実

効
的
な
救
済
方
法
を
規
定
す
る
こ
と
等

を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

昭和54年5月

0

29.129.1 41.041.0 7.17.1 18.318.3 4.54.5

19.819.8 35.835.8 6.16.1 26.426.4 11.911.9

12.812.8 30.530.5 5.65.6 29.429.4 21.721.7

12.412.4 36.036.0 2.82.8 30.430.4 18.418.4

11.211.2 32.032.0 5.15.1 34.234.2 17.417.4

8.38.3 28.728.7 4.54.5 37.037.0 21.521.5

20 40 60 80
〈女性〉

《 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に関する意識の変化 》

（備考） 1 . 内閣府「婦人に関する世論調査」（昭和54年）、「男女平等に関する世論調査」（平成4年）、「男女共同参画社会に関する世論調査」
               （平成14年、24年、28年）及び「女性の活躍推進に関する世論調査」（平成26年）より作成。
　　　 2 . 平成26年以前の調査は20歳以上の者が対象。28年の調査は、18歳以上の者が対象。
      出典 : 平成30年版男女共同参画白書

賛成 どちらかといえば賛成 わからない どちらかといえば反対 反対

100 0

35.135.1 40.540.5 7.07.0 13.413.4 4.04.0

26.926.9 38.838.8 5.75.7 20.920.9 7.77.7

17.217.2 34.134.1 6.76.7 24.124.1 18.018.0

13.313.3 41.841.8 3.83.8 25.225.2 15.815.8

14.214.2 32.332.3 7.07.0 32.032.0 14.514.5

9.49.4 35.335.3 5.85.8 32.232.2 17.217.2

20 40 60 80
〈男性〉

100
（％）（％）

平成4年11月

14年7月

24年10月

26年8月

28年9月

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
６
２
年
広
島
県
呉
市
生
ま
れ
。

岡
山
大
学
法
学
部
卒
業
。
九
州
大

学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期

課
程
単
位
取
得
退
学
。
現
在
、
西

南
学
院
大
学
法
学
部
教
授
。
専
門

は
労
働
法
、
社
会
法
。

著
作
に
、
『
ニ
ュ
ー
レ
ク
チ
ャ
ー

労
働
法　

第
2
版
』
共
編
著
（
成

文
堂
）
、
「
安
全
衛
生
・
労
災
補

償
の
法
政
策
と
法
理
論
」
日
本
労

働
法
学
会
編
『
講
座
労
働
法
の
再

生 

第
3
巻
』
（
日
本
評
論
社
）
な

ど
が
あ
る
。
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１
９
９
９（
平
成
11
）年
に
男
女
共

同
参
画
基
本
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら

20
年
が
経
過
し
た
。男
女
雇
用
機
会
均

等
法（
均
等
法
）が
１
９
８
５（
昭
和

60
）年
に
制
定
さ
れ
て
か
ら
は
34
年
が

経
っ
て
い
る
。こ
の
間
に
、職
場
に
お

け
る
男
女
共
同
参
画
は
、ど
れ
ほ
ど
進

展
し
た
の
だ
ろ
う
か
。毎
年
公
表
さ
れ

る
男
女
共
同
参
画
白
書
を
見
る
と
、職

場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
が
大
き

く
進
ん
だ
と
は
と
て
も
評
価
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。例
え
ば
、２
０
１
７

（
平
成
29
）年
に
お
け
る
役
職
者
に
占

め
る
女
性
の
割
合
は
、い
ま
だ
係
長
級

１
８
．４
％
、課
長
級
１
０
．９
％
、部

長
級 

６
．３
％
で
あ
る
。こ
れ
は
、均

等
法
に
お
い
て
事
業
主
へ
の
国
の
援

助
措
置
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
、そ
の
効

果
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。ま
た
、２
０
１
６（
平
成

28
）年
度
に
お
け
る
男
性
の
育
児
休
業

取
得
率
は
、民
間
企
業
が
３
．１
６
％
、

国
家
公
務
員
が
８
．２
％
、地
方
公
務

員
が
３
．６
％
で
、上
昇
傾
向
に
あ
る

も
の
の
、依
然
と
し
て
そ
の
取
得
率
は

極
め
て
低
く
、こ
の
面
で
も
男
女
共
同

参
画
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

で
は
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参

画
を
妨
げ
て
い
る
要
因
は
何
で
あ
ろ
う

か
。様
々
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、い

ま
だ
根
強
い
性
別
役
割
分
業
意
識
の
存

在
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
0
1
6（
平
成
28
）年
に
お
い
て
も
、

「
夫
は
外
で
働
き
、妻
は
家
庭
を
守
る
べ

き
で
あ
る
」と
い
う
考
え
方
に
約
4
割

（
男
性
４
４
．７
％
、女
性
３
７
％
）の
人

が「
賛
成
」ま
た
は「
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
賛
成
」と
回
答
し
て
い
る
。こ
の
性
別

役
割
分
業
意
識
の
存
在
が
、先
に
示
し

た
２
つ
の
例
の
よ
う
な
職
場
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
が
進
ま
な
い
状
況
を
も

た
ら
し
て
い
る
大
き
な
要
因
と
考
え
ら

れ
る
。確
か
に
、１
９
７
９（
昭
和
54
）年

に
は
上
記
調
査
の
回
答
が
約
7
割（
男

性
７
５
．６
％
、女
性
７
０
．１
％
）で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、相
当
な
変

化
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る

が
、ま
だ
ま
だ
意
識
変
化
を
促
す
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、こ
れ
か
ら
の
職
場
に
お
け

る
男
女
共
同
参
画
を
推
進
し
て
行
く
た

め
に
は
、本
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
よ
う

な
意
識
啓
発
活
動
を
今
後
も
し
っ
か
り

と
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。加
え
て
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
の
推
進
に
は
、法
制
度
の
果
た
す

役
割
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、男
女
共
同

参
画
社
会
基
本
法
の
目
的
・
理
念
を
実

現
す
る
た
め
の
法
制
度
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
均
等
法
や
育
児
・
介
護
休
業
法
等

の
実
効
性
を
高
め
る
よ
う
な
見
直
し
が

必
要
と
な
る
。様
々
な
見
直
し
が
必
要

男
女
共
同
参
画
と
し
て
の
介
護

安
里
和
晃
氏

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授

　

日
本
で
介
護
保
険
制
度
が
始
ま
っ

て
、
20
年
近
く
が
経
と
う
と
し
て
い

る
。介
護
保
険
制
度
は
、被
介
護
者

に
と
っ
て
は
、公
的
権
利
と
し
て
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
、自
立
し
た

生
活
を
営
む
基
盤
と
な
っ
た
。ま
た

伝
統
的
な
家
族
介
護
者
か
ら
す
れ

ば
、特
定
の
人
、特
に「
嫁
」を
介
護

か
ら
解
放
す
る
一
助
と
な
っ
た
。高

齢
者
の
介
護
は
、家
族
だ
け
で
な
く

社
会
で
実
施
す
る
、社
会
で
責
任
を

持
つ
と
い
う
の
が
介
護
保
険
制
度
で

あ
る
。

　

こ
の
介
護
の「
社
会
化
」は
、資
格

制
度
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
。日
本
の
介
護
福
祉
士
は
、世
界
で

も
最
も
長
い
教
育
時
間
を
要
す
る
資

格
の
一
つ
と
な
っ
た
。つ
ま
り
介
護

保
険
制
度
の
導
入
を
通
じ
て
、プ
ロ

が
責
任
を
も
っ
て
介
護
を
提
供
す
る

と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
変
わ
っ
た
の
で

あ
る
。こ
う
し
て
介
護
の
責
任
の
主

体
は
家
族
か
ら
社
会
へ
移
っ
た
の
だ

が
、介
護
職
従
事
者
そ
の
も
の
は
、

「
嫁
」が
介
護
の
主
体
で
あ
っ
た
時
代

と
変
わ
ら
ず
、女
性
の
割
合
が
高
い
。

現
在
で
も
、男
性
の
介
護
職
員
は
3

割
弱
に
過
ぎ
な
い
。介
護
保
険
の
ス

タ
ー
ト
時
と
比
べ
て
介
護
職
が
敬
遠

さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
な
か
で
、今
後
、

男
性
の
介
護
分
野
進
出
が
進
む
の
か

ど
う
か
は
不
透
明
で
あ
る
。

　

ま
た
、介
護
が
社
会
化
し
た
と
は

い
え
、必
ず
し
も
家
族
の
役
割
が
小

さ
く
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。特
に

訪
問
介
護
に
お
け
る
家
事
援
助
な
ど

の
サ
ー
ビ
ス
審
査
は
厳
し
く
な
り
つ

つ
あ
り
、家
族
の
役
割
は
以
前
よ
り

重
要
に
な
っ
て
い
る
。家
族
介
護
の

た
め
に
仕
事
を
辞
め
る
と
い
う「
介

護
離
職
」が
年
間
10
万
人
を
超
え
て

社
会
問
題
化
し
た
が
、こ
う
し
た
離

職
者
の
8
割
が
女
性
で
あ
る
。こ
れ

は
、従
来
と
変
わ
ら
ず
介
護
の
女
性

役
割
が
強
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け

で
は
な
い
。女
性
の
経
済
的
犠
牲
の

上
に
、家
族
介
護
が
温
存
さ
れ
て
い

る
の
だ
。

　

他
方
で
、家
族
に
よ
る
高
齢
者
虐

待
で
は
、加
害
者
の
6
割
が
息
子
や

夫
と
い
っ
た
男
性
で
あ
る
。原
因
は

い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う

が
、や
は
り
家
事
や
介
護
の
た
め
の

ス
キ
ル
を
欠
い
た
、生
活
力
の
な
い

男
性
に
よ
る
介
護
の
破
綻
が
起
因
で

あ
ろ
う
。生
活
力
は
、他
者
へ
の
ケ

ア
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
ば
か
り

で
は
な
く
、そ
も
そ
も
本
人
が
自
立

し
た
生
活
を
営
む
上
で
必
須
の
能
力

で
あ
る
。ま
た
自
分
で
料
理
、着
替

え
、洗
濯
と
い
っ
た
家
事
を
お
こ
な

う
こ
と
が
、身
体
機
能
を
維
持
す
る

リ
ハ
ビ
リ
で
も
あ
る
の
だ
。男
性
も

若
い
こ
ろ
か
ら
生
活
力
を
磨
い
て
お

く
こ
と
が
、被
介
護
者
の
み
な
ら

ず
、自
身
が
高
齢
に
な
っ
て
も
自
立

し
た
生
活
を
長
期
に
営
む
上
で
重
要

な
の
で
あ
る
。

　

い
ま
か
ら
約
20
年
後
の
2
0
4
0

年
に
は
、
65
歳
以
上
の
人
口
割
合
が

※
1
過
去
に
お
け
る
社
会
的
構
造
的
な
差
別
に
よ
っ
て

現
在
不
利
益
を
被
っ
て
い
る
集
団（
女
性
や
人
権
的

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
）に
対
し
、一
定
の
範
囲
で
特
別
な

機
会
を
提
供
す
る
な
ど
に
よ
り
、実
質
的
な
機
会
均

等
の
実
現
を
目
的
と
し
た
暫
定
的
な
特
別
措
置
を

指
す
。（『
女
性
問
題
キ
ー
ワ
ー
ド
1
1
1
』よ
り
）

※
2
男
女
で
異
な
る
取
り
扱
い
を
す
る「
直
接
差
別
」に

対
し
て
、一
見
、性
別
に
関
係
の
な
い
取
り
扱
い
で

あ
っ
て
も
、運
用
し
た
結
果
、男
女
の
ど
ち
ら
か
の

性
が
不
利
益
と
な
る
場
合
を
言
う
。（『
人
事
労
務
用

語
辞
典
』よ
り
）均
等
法
施
行
規
則
は
、間
接
差
別
を

次
の
３
つ
に
限
定
し
て
い
る（
２
条
）。①
労
働
者
の

募
集
・
採
用
に
際
し
、労
働
者
の
身
長
、体
重
又
は
体

力
に
関
す
る
事
由
を
要
件
と
す
る
も
の
、②
労
働
者

の
募
集
・
採
用
、昇
進
又
は
職
種
の
変
更
に
際
し
、労

働
者
の
住
居
の
移
転
を
伴
う
配
置
転
換
に
応
じ
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
も
の
、③
労
働

者
の
昇
進
に
際
し
、労
働
者
が
勤
務
す
る
事
業
場
と

異
な
る
事
業
場
に
配
置
転
換
さ
れ
た
経
験
が
あ
る

こ
と
を
要
件
と
す
る
も
の
。

で
あ
る
が
、例
え
ば
、ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク

シ
ョ
ン
の
義
務
づ
け
や
、間
接
差
別
の

拡
大
、均
等
法
等
の
違
反
に
対
す
る
実

効
的
な
救
済
方
法
を
規
定
す
る
こ
と
等

を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

35
％
を
超
え
、
75
歳
以
上
の
人
口
割

合
も
20
％
を
超
え
る
。75
歳
以
上
に

な
る
と
、認
知
症
や
ガ
ン
、麻
痺
を
抱

え
る
高
齢
者
が
急
増
す
る
。介
護
需

要
の
高
ま
り

は
、こ
れ
か

ら
が
本
番
な

の
だ
。お
そ

ら
く
今
ま
で

の
よ
う
な
比

較
的
潤
沢
な

介
護
サ
ー
ビ

ス
は
期
待
で

き
な
く
な

り
、個
人
や

家
族
介
護
が

い
っ
そ
う
強

調
さ
れ
る
。

介
護
は
人
々

に
開
か
れ
た

も
の
、よ
り

多
く
の
人
々

で
支
え
る
も

の
に
な
る
。

つ
ま
り
、介

護
福
祉
士
の

よ
う
な
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
だ

け
で
は
な
く
、個
人
や
家
族
の
生
活

力
や
介
護
力
を
引
き
上
げ
る
学

習
機
会
の
提
供
が
よ
り
重
要
に
な
る

だ
ろ
う
。

※
2

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教

授
。専
門
は
、人
口
構
成
の
変
化
と
人

の
移
動
に
関
す
る
研
究（
家
事
、介

護
、看
護
、結
婚
）。香
港
、台
湾
、シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
の
外
国
人
家
事
労
働
者
の

研
究
に
従
事
。そ
の
後
、ア
メ
リ
カ
や

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
調
査
を
通
じ
て
福

祉
レ
ジ
ー
ム
に
か
か
わ
ら
ず
、多
様

な
人
々
が
包
摂
さ
れ
る
ケ
ア
労
働
市

場
に
つ
い
て
研
究
す
る
。ア
ジ
ア
の

高
齢
者
政
策
、ケ
ア
レ
ジ
ー
ム
論
と

移
民
の
社
会
統
合
に
関
心
を
持
つ
。

主
な
著
書
に『
国
際
移
動
と
親
密

圏 : 

ケ
ア
・
結
婚
・
セ
ッ
ク
ス 

（
変

容
す
る
親
密
圏
―
公
共
圏
）』（
京
都

大
学
出
学
術
版
会
）、『
労
働
鎖
国

ニ
ッ
ポ
ン
の
崩
壊
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
社
）な
ど
。



6

　

１
９
９
９（
平
成
11
）年
に
男
女
共

同
参
画
基
本
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら

20
年
が
経
過
し
た
。男
女
雇
用
機
会
均

等
法（
均
等
法
）が
１
９
８
５（
昭
和

60
）年
に
制
定
さ
れ
て
か
ら
は
34
年
が

経
っ
て
い
る
。こ
の
間
に
、職
場
に
お

け
る
男
女
共
同
参
画
は
、ど
れ
ほ
ど
進

展
し
た
の
だ
ろ
う
か
。毎
年
公
表
さ
れ

る
男
女
共
同
参
画
白
書
を
見
る
と
、職

場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
が
大
き

く
進
ん
だ
と
は
と
て
も
評
価
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。例
え
ば
、２
０
１
７

（
平
成
29
）年
に
お
け
る
役
職
者
に
占

め
る
女
性
の
割
合
は
、い
ま
だ
係
長
級

１
８
．４
％
、課
長
級
１
０
．９
％
、部

長
級 

６
．３
％
で
あ
る
。こ
れ
は
、均

等
法
に
お
い
て
事
業
主
へ
の
国
の
援

助
措
置
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
、そ
の
効

果
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。ま
た
、２
０
１
６（
平
成

28
）年
度
に
お
け
る
男
性
の
育
児
休
業

取
得
率
は
、民
間
企
業
が
３
．１
６
％
、

国
家
公
務
員
が
８
．２
％
、地
方
公
務

員
が
３
．６
％
で
、上
昇
傾
向
に
あ
る

も
の
の
、依
然
と
し
て
そ
の
取
得
率
は

極
め
て
低
く
、こ
の
面
で
も
男
女
共
同

参
画
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

で
は
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参

画
を
妨
げ
て
い
る
要
因
は
何
で
あ
ろ
う

か
。様
々
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、い

ま
だ
根
強
い
性
別
役
割
分
業
意
識
の
存

在
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
0
1
6（
平
成
28
）年
に
お
い
て
も
、

「
夫
は
外
で
働
き
、妻
は
家
庭
を
守
る
べ

き
で
あ
る
」と
い
う
考
え
方
に
約
4
割

（
男
性
４
４
．７
％
、女
性
３
７
％
）の
人

が「
賛
成
」ま
た
は「
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
賛
成
」と
回
答
し
て
い
る
。こ
の
性
別

役
割
分
業
意
識
の
存
在
が
、先
に
示
し

た
２
つ
の
例
の
よ
う
な
職
場
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
が
進
ま
な
い
状
況
を
も

た
ら
し
て
い
る
大
き
な
要
因
と
考
え
ら

れ
る
。確
か
に
、１
９
７
９（
昭
和
54
）年

に
は
上
記
調
査
の
回
答
が
約
7
割（
男

性
７
５
．６
％
、女
性
７
０
．１
％
）で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、相
当
な
変

化
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る

が
、ま
だ
ま
だ
意
識
変
化
を
促
す
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、こ
れ
か
ら
の
職
場
に
お
け

る
男
女
共
同
参
画
を
推
進
し
て
行
く
た

め
に
は
、本
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
よ
う

な
意
識
啓
発
活
動
を
今
後
も
し
っ
か
り

と
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。加
え
て
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
の
推
進
に
は
、法
制
度
の
果
た
す

役
割
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、男
女
共
同

参
画
社
会
基
本
法
の
目
的
・
理
念
を
実

現
す
る
た
め
の
法
制
度
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
均
等
法
や
育
児
・
介
護
休
業
法
等

の
実
効
性
を
高
め
る
よ
う
な
見
直
し
が

必
要
と
な
る
。様
々
な
見
直
し
が
必
要

　

日
本
で
介
護
保
険
制
度
が
始
ま
っ

て
、
20
年
近
く
が
経
と
う
と
し
て
い

る
。介
護
保
険
制
度
は
、被
介
護
者

に
と
っ
て
は
、公
的
権
利
と
し
て
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
、自
立
し
た

生
活
を
営
む
基
盤
と
な
っ
た
。ま
た

伝
統
的
な
家
族
介
護
者
か
ら
す
れ

ば
、特
定
の
人
、特
に「
嫁
」を
介
護

か
ら
解
放
す
る
一
助
と
な
っ
た
。高

齢
者
の
介
護
は
、家
族
だ
け
で
な
く

社
会
で
実
施
す
る
、社
会
で
責
任
を

持
つ
と
い
う
の
が
介
護
保
険
制
度
で

あ
る
。

　

こ
の
介
護
の「
社
会
化
」は
、資
格

制
度
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
。日
本
の
介
護
福
祉
士
は
、世
界
で

も
最
も
長
い
教
育
時
間
を
要
す
る
資

格
の
一
つ
と
な
っ
た
。つ
ま
り
介
護

保
険
制
度
の
導
入
を
通
じ
て
、プ
ロ

が
責
任
を
も
っ
て
介
護
を
提
供
す
る

と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
変
わ
っ
た
の
で

あ
る
。こ
う
し
て
介
護
の
責
任
の
主

体
は
家
族
か
ら
社
会
へ
移
っ
た
の
だ

が
、介
護
職
従
事
者
そ
の
も
の
は
、

「
嫁
」が
介
護
の
主
体
で
あ
っ
た
時
代

と
変
わ
ら
ず
、女
性
の
割
合
が
高
い
。

現
在
で
も
、男
性
の
介
護
職
員
は
3

割
弱
に
過
ぎ
な
い
。介
護
保
険
の
ス

タ
ー
ト
時
と
比
べ
て
介
護
職
が
敬
遠

さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
な
か
で
、今
後
、

男
性
の
介
護
分
野
進
出
が
進
む
の
か

ど
う
か
は
不
透
明
で
あ
る
。

　

ま
た
、介
護
が
社
会
化
し
た
と
は

い
え
、必
ず
し
も
家
族
の
役
割
が
小

さ
く
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。特
に

訪
問
介
護
に
お
け
る
家
事
援
助
な
ど

の
サ
ー
ビ
ス
審
査
は
厳
し
く
な
り
つ

つ
あ
り
、家
族
の
役
割
は
以
前
よ
り

重
要
に
な
っ
て
い
る
。家
族
介
護
の

た
め
に
仕
事
を
辞
め
る
と
い
う「
介

護
離
職
」が
年
間
10
万
人
を
超
え
て

社
会
問
題
化
し
た
が
、こ
う
し
た
離

職
者
の
8
割
が
女
性
で
あ
る
。こ
れ

は
、従
来
と
変
わ
ら
ず
介
護
の
女
性

役
割
が
強
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け

で
は
な
い
。女
性
の
経
済
的
犠
牲
の

上
に
、家
族
介
護
が
温
存
さ
れ
て
い

る
の
だ
。

　

他
方
で
、家
族
に
よ
る
高
齢
者
虐

待
で
は
、加
害
者
の
6
割
が
息
子
や

夫
と
い
っ
た
男
性
で
あ
る
。原
因
は

い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う

が
、や
は
り
家
事
や
介
護
の
た
め
の

ス
キ
ル
を
欠
い
た
、生
活
力
の
な
い

男
性
に
よ
る
介
護
の
破
綻
が
起
因
で

あ
ろ
う
。生
活
力
は
、他
者
へ
の
ケ

ア
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
ば
か
り

で
は
な
く
、そ
も
そ
も
本
人
が
自
立

し
た
生
活
を
営
む
上
で
必
須
の
能
力

で
あ
る
。ま
た
自
分
で
料
理
、着
替

え
、洗
濯
と
い
っ
た
家
事
を
お
こ
な

う
こ
と
が
、身
体
機
能
を
維
持
す
る

リ
ハ
ビ
リ
で
も
あ
る
の
だ
。男
性
も

若
い
こ
ろ
か
ら
生
活
力
を
磨
い
て
お

く
こ
と
が
、被
介
護
者
の
み
な
ら

ず
、自
身
が
高
齢
に
な
っ
て
も
自
立

し
た
生
活
を
長
期
に
営
む
上
で
重
要

な
の
で
あ
る
。

　

い
ま
か
ら
約
20
年
後
の
2
0
4
0

年
に
は
、
65
歳
以
上
の
人
口
割
合
が

で
あ
る
が
、例
え
ば
、ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク

シ
ョ
ン
の
義
務
づ
け
や
、間
接
差
別
の

拡
大
、均
等
法
等
の
違
反
に
対
す
る
実

効
的
な
救
済
方
法
を
規
定
す
る
こ
と
等

を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

35
％
を
超
え
、
75
歳
以
上
の
人
口
割

合
も
20
％
を
超
え
る
。75
歳
以
上
に

な
る
と
、認
知
症
や
ガ
ン
、麻
痺
を
抱

え
る
高
齢
者
が
急
増
す
る
。介
護
需

要
の
高
ま
り

は
、こ
れ
か

ら
が
本
番
な

の
だ
。お
そ

ら
く
今
ま
で

の
よ
う
な
比

較
的
潤
沢
な

介
護
サ
ー
ビ

ス
は
期
待
で

き
な
く
な

り
、個
人
や

家
族
介
護
が

い
っ
そ
う
強

調
さ
れ
る
。

介
護
は
人
々

に
開
か
れ
た

も
の
、よ
り

多
く
の
人
々

で
支
え
る
も

の
に
な
る
。

つ
ま
り
、介

護
福
祉
士
の

よ
う
な
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
だ

け
で
は
な
く
、個
人
や
家
族
の
生
活

力
や
介
護
力
を
引
き
上
げ
る
学

習
機
会
の
提
供
が
よ
り
重
要
に
な
る

だ
ろ
う
。
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実績値 推計値

《 高齢化の推移と将来推計 》

資料 ： 棒グラフと実線の高齢化率については、2015年までは総務省「国勢調査」、2017年は総務省「人口推計」（平成29年10月1日確定値）、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本
         の将来推計人口（平成29年推計）」の出生中位・死亡中位仮定、「日本の将来推計人口（平成24年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による、推計時点における将来推計結果である。
出典 ： 平成30年版高齢社会白書
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高齢化率（平成24年推計）総人口

高齢化率（平成9年推計）

高齢化率（65歳以上人口割合）（平成29年推計）

65歳以上人口を15～64歳人口で支える割合
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国
を
超
え
て
、女
性
に
対
す
る
い
か
な
る
差
別
を
も
な

く
し
て
い
こ
う
と
す
る
約
束
、そ
れ
が「
女
性
差
別
撤
廃
条

約
」。1
9
7
9
年
に
国
連
で
採
択
さ
れ
、今
や
締
約
国
は

1
8
9
に
上
り
ま
す
。ひ
ま
わ
り
姫
と
同
じ
よ
う
に
、全
て

の
女
性
に
活
躍
と
笑
顔
を
約
束
し
て
く
れ
る
こ
の
条
約
、

子
ど
も
に
も
わ
か
る
や
さ
し
い
文
で
あ
な
た
も
読
ん
で
み

ま
せ
ん
か
。

「
世
界
中
の
ひ
ま
わ
り
姫
へ

　
　
　
　
　
未
来
を
ひ
ら
く「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
」」

「
お
ば
さ
ん
の
金
棒
」

　
ブ
ン
ブ
ン
振
り
回
す
金
棒
、ト
ン
ト
ン
叩
く
金
棒
、ゴ
ロ

ゴ
ロ
マ
ッ
サ
ー
ジ
す
る
金
棒
、ツ
ン
ツ
ン
突
っ
つ
く
金
棒
。

お
ば
さ
ん
は
、い
ろ
ん
な
金
棒
を
持
っ
て
い
て
、変
幻
自
在

に
扱
う
の
で
す
。読
み
手
が
、つ
い
つ
い「
そ
う
だ
、そ
う

だ
」と
頷
い
て
し
ま
う
本
な
の
で
す
。

BO OKBO OKBO OK

室
井
滋
著
　〈
毎
日
新
聞
〉

2
0
1
6
年
1
月
10
日
発
行

1
山
口
市
○
○
○
○
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ゆ
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ぽ
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10
周
年
に
な
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1
デ
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1
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3
音
が
鳴
り
終
わ
っ
た
後
に

か
す
か
に
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き

4
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ベ
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ト
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7
首
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国
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？

9
あ
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方
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10
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12
沖
縄
県
の
ブ
ラ
ン
ド
豚
○
○
―

13
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答
え
は

で
す
！

「
し
げ
ち
ゃ
ん
」

　
し
げ
ち
ゃ
ん
は
、「
自
分
の
名
前
が
嫌
い
！
も
っ
と
可
愛

い
名
前
に
変
え
て
よ
！
」と
言
う
。私
た
ち
の
周
り
で
も
、親

子
の
会
話
の
中
や
友
人
の
ぐ
ち
と
し
て
、聞
い
た
よ
う
な
気

が
す
る
。し
げ
ち
ゃ
ん
と
母
さ
ん
の
会
話
を
、親
子
で
読
ん

で
欲
し
い
絵
本
で
す
。

室
井
滋
著
　〈
金
の
星
社
〉

（
文
）小
笠
原
み
ど
り
　〈
ポ
プ
ラ
社
〉

　

１
９
９
９（
平
成
11
）年
に
男
女
共

同
参
画
基
本
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら

20
年
が
経
過
し
た
。男
女
雇
用
機
会
均

等
法（
均
等
法
）が
１
９
８
５（
昭
和

60
）年
に
制
定
さ
れ
て
か
ら
は
34
年
が

経
っ
て
い
る
。こ
の
間
に
、職
場
に
お

け
る
男
女
共
同
参
画
は
、ど
れ
ほ
ど
進

展
し
た
の
だ
ろ
う
か
。毎
年
公
表
さ
れ

る
男
女
共
同
参
画
白
書
を
見
る
と
、職

場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
が
大
き

く
進
ん
だ
と
は
と
て
も
評
価
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。例
え
ば
、２
０
１
７

（
平
成
29
）年
に
お
け
る
役
職
者
に
占

め
る
女
性
の
割
合
は
、い
ま
だ
係
長
級

１
８
．４
％
、課
長
級
１
０
．９
％
、部

長
級 

６
．３
％
で
あ
る
。こ
れ
は
、均

等
法
に
お
い
て
事
業
主
へ
の
国
の
援

助
措
置
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
、そ
の
効

果
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。ま
た
、２
０
１
６（
平
成

28
）年
度
に
お
け
る
男
性
の
育
児
休
業

取
得
率
は
、民
間
企
業
が
３
．１
６
％
、

国
家
公
務
員
が
８
．２
％
、地
方
公
務

員
が
３
．６
％
で
、上
昇
傾
向
に
あ
る

も
の
の
、依
然
と
し
て
そ
の
取
得
率
は

極
め
て
低
く
、こ
の
面
で
も
男
女
共
同

参
画
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

で
は
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参

画
を
妨
げ
て
い
る
要
因
は
何
で
あ
ろ
う

か
。様
々
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、い

ま
だ
根
強
い
性
別
役
割
分
業
意
識
の
存

在
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
0
1
6（
平
成
28
）年
に
お
い
て
も
、

「
夫
は
外
で
働
き
、妻
は
家
庭
を
守
る
べ

き
で
あ
る
」と
い
う
考
え
方
に
約
4
割

（
男
性
４
４
．７
％
、女
性
３
７
％
）の
人

が「
賛
成
」ま
た
は「
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
賛
成
」と
回
答
し
て
い
る
。こ
の
性
別

役
割
分
業
意
識
の
存
在
が
、先
に
示
し

た
２
つ
の
例
の
よ
う
な
職
場
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
が
進
ま
な
い
状
況
を
も

た
ら
し
て
い
る
大
き
な
要
因
と
考
え
ら

れ
る
。確
か
に
、１
９
７
９（
昭
和
54
）年

に
は
上
記
調
査
の
回
答
が
約
7
割（
男

性
７
５
．６
％
、女
性
７
０
．１
％
）で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、相
当
な
変

化
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る

が
、ま
だ
ま
だ
意
識
変
化
を
促
す
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、こ
れ
か
ら
の
職
場
に
お
け

る
男
女
共
同
参
画
を
推
進
し
て
行
く
た

め
に
は
、本
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
よ
う

な
意
識
啓
発
活
動
を
今
後
も
し
っ
か
り

と
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。加
え
て
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
の
推
進
に
は
、法
制
度
の
果
た
す

役
割
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、男
女
共
同

参
画
社
会
基
本
法
の
目
的
・
理
念
を
実

現
す
る
た
め
の
法
制
度
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
均
等
法
や
育
児
・
介
護
休
業
法
等

の
実
効
性
を
高
め
る
よ
う
な
見
直
し
が

必
要
と
な
る
。様
々
な
見
直
し
が
必
要
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2
0
1
1
年
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月
　
初
版
発
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2
0
0
0
年
3
月
発
行

で
あ
る
が
、例
え
ば
、ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク

シ
ョ
ン
の
義
務
づ
け
や
、間
接
差
別
の

拡
大
、均
等
法
等
の
違
反
に
対
す
る
実

効
的
な
救
済
方
法
を
規
定
す
る
こ
と
等

を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



山
口

市
地

域
生

活
部

人
権

推
進

課
2
0

平
成
30
年
11
月
23
日
、
開
設
　
周
年

記
念
「
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
に
お
い
て
室
井
滋

さ
ん
の
講
演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
様
子
を
一
部
、
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

１
９
９
９（
平
成
11
）年
に
男
女
共

同
参
画
基
本
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら

20
年
が
経
過
し
た
。男
女
雇
用
機
会
均

等
法（
均
等
法
）が
１
９
８
５（
昭
和

60
）年
に
制
定
さ
れ
て
か
ら
は
34
年
が

経
っ
て
い
る
。こ
の
間
に
、職
場
に
お

け
る
男
女
共
同
参
画
は
、ど
れ
ほ
ど
進

展
し
た
の
だ
ろ
う
か
。毎
年
公
表
さ
れ

る
男
女
共
同
参
画
白
書
を
見
る
と
、職

場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
が
大
き

く
進
ん
だ
と
は
と
て
も
評
価
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。例
え
ば
、２
０
１
７

（
平
成
29
）年
に
お
け
る
役
職
者
に
占

め
る
女
性
の
割
合
は
、い
ま
だ
係
長
級

１
８
．４
％
、課
長
級
１
０
．９
％
、部

長
級 

６
．３
％
で
あ
る
。こ
れ
は
、均

等
法
に
お
い
て
事
業
主
へ
の
国
の
援

助
措
置
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
、そ
の
効

果
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。ま
た
、２
０
１
６（
平
成

28
）年
度
に
お
け
る
男
性
の
育
児
休
業

取
得
率
は
、民
間
企
業
が
３
．１
６
％
、

国
家
公
務
員
が
８
．２
％
、地
方
公
務

員
が
３
．６
％
で
、上
昇
傾
向
に
あ
る

も
の
の
、依
然
と
し
て
そ
の
取
得
率
は

極
め
て
低
く
、こ
の
面
で
も
男
女
共
同

参
画
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

で
は
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参

画
を
妨
げ
て
い
る
要
因
は
何
で
あ
ろ
う

か
。様
々
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、い

ま
だ
根
強
い
性
別
役
割
分
業
意
識
の
存

在
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
0
1
6（
平
成
28
）年
に
お
い
て
も
、

「
夫
は
外
で
働
き
、妻
は
家
庭
を
守
る
べ

き
で
あ
る
」と
い
う
考
え
方
に
約
4
割

（
男
性
４
４
．７
％
、女
性
３
７
％
）の
人

が「
賛
成
」ま
た
は「
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
賛
成
」と
回
答
し
て
い
る
。こ
の
性
別

役
割
分
業
意
識
の
存
在
が
、先
に
示
し

た
２
つ
の
例
の
よ
う
な
職
場
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
が
進
ま
な
い
状
況
を
も

た
ら
し
て
い
る
大
き
な
要
因
と
考
え
ら

れ
る
。確
か
に
、１
９
７
９（
昭
和
54
）年

に
は
上
記
調
査
の
回
答
が
約
7
割（
男

性
７
５
．６
％
、女
性
７
０
．１
％
）で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、相
当
な
変

化
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る

が
、ま
だ
ま
だ
意
識
変
化
を
促
す
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、こ
れ
か
ら
の
職
場
に
お
け

る
男
女
共
同
参
画
を
推
進
し
て
行
く
た

め
に
は
、本
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
よ
う

な
意
識
啓
発
活
動
を
今
後
も
し
っ
か
り

と
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。加
え
て
、職
場
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
の
推
進
に
は
、法
制
度
の
果
た
す

役
割
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、男
女
共
同

参
画
社
会
基
本
法
の
目
的
・
理
念
を
実

現
す
る
た
め
の
法
制
度
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
均
等
法
や
育
児
・
介
護
休
業
法
等

の
実
効
性
を
高
め
る
よ
う
な
見
直
し
が

必
要
と
な
る
。様
々
な
見
直
し
が
必
要

●
キ
ト
キ
ト
と
は
？

﹁
キ
ト
キ
ト
﹂
と
は
富
山
県
の
方
言
で

﹁
小
さ
い
も
の
が
輝
い
て
ピ
チ
ピ
チ
し

て
い
る
﹂
感
じ
。
私
は
こ
の
言
葉
が
大

好
き
。﹁
キ
ト
キ
ト
人
生
10
番
勝
負
﹂の

タ
イ
ト
ル
は
、少
し
変
わ
っ
た
人
生
を

歩
む
ヘ
ン
テ
コ
な
自
分
の
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
た
こ
と
か
ら

名
付
け
ま
し
た
。

●
山
口
と
の
ご
縁

実
は
大
学
の
ゼ
ミ
の
恩
師
が
萩
出
身

で
先
生
が
亡
く
な
る
前
年
ま
で
、一
緒

に
ゼ
ミ
旅
行
を
す
る
ほ
ど
お
慕
い
し

て
い
て
、な
ん
だ
か
今
日
は
先
生
が
見

て
い
る
よ
う
な
気
分
で
す
。

●
学
生
時
代

学
生
時
代
は
い
ろ
ん
な
ア
ル
バ
イ
ト

を
し
ま
し
た
。パ
チ
ン
コ
屋
の
サ
ク
ラ

や
美
大
の
絵
の
モ
デ
ル
な
ど
、そ
の
数

は
1
0
0
以
上
。今
の
若
い
女
優
さ
ん

は
あ
ま
り
ア
ル
バ
イ
ト
を
さ
れ
ま
せ

ん
が
、自
分
は
経
験
が
あ
る
せ
い
か
飲

み
込
み
が
早
い
と
言
わ
れ
ま
す︵
笑
︶。

●
役
者
時
代

役
名
の
な
い
時
代
が
長
く
、本
当
に
女

優
に
な
れ
る
か
不
安
で
し
た
。
で
も
、

こ
の
仕
事
が
一
生
の
仕
事
だ
と
思
え

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
慣
れ
と

図
々
し
さ
で
、怖
い
も
の
を
怖
い
と
言

わ
な
く
な
っ
た
し
、﹁
で
き
な
い
﹂と
言

え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。﹁
ゲ

ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
﹂で
砂
か
け
婆
を
演
じ

た
時
は
ヘ
ビ
を
懐
か
ら
出
し
、足
下
に

は
30
匹
の
本
物
の
ヘ
ビ
。自
分
一
人
が

嫌
だ
と
は
言
え
ず
… 

で
も
こ
の
経
験

で
、ヘ
ビ
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
か
わ
い

い
か
も
！ 

と
ま
で
思
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

初
め
て
の
役
柄
に
関
し
て
は
準
備
を

し
ま
す
。大
竹
し
の
ぶ
さ
ん
と
共
演
し

た
N
H
K
の
﹁
ア
イ
ア
ン
グ
ラ
ン
マ
﹂

で
は
元
工
作
員
の
お
ば
あ
さ
ん
が
現

役
復
帰
す
る
と
い
う
役
で
、
殺
陣
が

あ
っ
た
の
で
合
気
道
を
習
い
、
爆
破

シ
ー
ン
で
2
階
か
ら
落
ち
る
の
を
ス

タ
ン
ト
マ
ン
な
し
で
演
じ
ま
し
た
。今

日
も
そ
う
で
す
が
、女
優
の
仕
事
は
代

わ
り
が
き
き
ま
せ
ん
。イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
な
ど
で
倒
れ
ら
れ
な
い
。だ
か
ら
よ

く
食
べ
ま
す
。毎
日
30
品
目
を
目
標
に

し
て
、昆
布
と
か
日
本
古
来
の
も
の
を

大
事
に
食
べ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

●
書
く
こ
と

女
優
業
・
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ラ
ジ
オ
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
等
の
か
た
わ
ら
執
筆
を

し
て
い
ま
す
。か
つ
て
家
で
や
れ
る
ア

ル
バ
イ
ト
と
し
て
宛
名
書
き
や
議
事

録
等
の
テ
ー
プ
起
こ
し
を
す
る
う
ち

に
、コ
ラ
ム
の
依
頼
が
来
て
書
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
最
初
の
本
﹃
む
か
つ

く
ぜ
！
﹄は
文
庫
も
合
わ
せ
て
1
0
0

万
部
売
れ
ま
し
た
。女
優
と
し
て
は
な

か
な
か
パ
ッ
と
し
な
か
っ
た
の
に
。週

刊
文
春
を
12
年
、今
は
新
聞
や
女
性
セ

ブ
ン
で
連
載
中
。忙
し
い
時
は
お
風
呂

に
板
を
渡
し
て
書
い
て
ま
す
。

●
友
人

富
山
に
は
幼
な
じ
み
や
友
達
が
い
ま

す
。自
分
が
困
っ
て
い
た
時
期
に
お
弁

当
ま
で
作
っ
て
く
れ
た
高
校
時
代
の

友
達
と
は
、今
も
毎
日
電
話
で
話
し
て

い
ま
す
。こ
う
し
て
女
優
が
続
け
ら
れ

る
の
は
、周
り
の
方
々
の
支
え
が
あ
る

か
ら
こ
そ
。困
っ
た
時
に
誰
か
が
自
分

に
生
き
る
ヒ
ン
ト
を
く
れ
ま
す
。よ
く
、

こ
れ
は
自
分
の
力
で
は
な
い
と
思
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。自
分
は
一
人
で
生

き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、

お
目
に
か
か
っ
た
人
た
ち
に
感
謝
し
、

自
分
も
誰
か
を
助
け
ら
れ
る
な
ら
、そ

れ
を
一
生
懸
命
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

キ
ト
キ
ト
人
生

１０
番
勝
負

室
井　

滋
さ
ん

10

女
優

女
優
。
富
山
県
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
在
学
中
に
1
9
8
1
年
﹁
風

の
歌
を
聴
け
﹂
で
デ
ビ
ュ
ー
。
映
画
﹁
居
酒
屋
ゆ
う
れ
い
﹂﹁
の
ど
自

慢
﹂な
ど
で
多
く
の
映
画
賞
を
受
賞
。
2
0
1
2
年
日
本
喜
劇
人
大

賞
特
別
賞
、
2
0
1
5
年
松
尾
芸
能
賞
テ
レ
ビ
部
門
優
秀
賞
を
受

賞
。
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画
﹁
フ
ァ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
ニ
モ
﹂﹁
フ
ァ
イ
ン

デ
ィ
ン
グ
・
ド
リ
ー
﹂日
本
語
版
の
ド
リ
ー
の
吹
替
え
や
、
F
M
と

や
ま
、
F
M
山
形
で
放
送
の﹁
し
げ
ち
ゃ
ん
☆
お
は
な
し
ラ
ジ
オ
﹂

に
出
演
。
ま
た
、
絵
本
﹃
す
き
ま
地
蔵
﹄︵
白
泉
社
︶
、
室
井
滋
の
て
ぬ

ぐ
い
あ
そ
び
絵
本
﹃
ピ
ト
ト
ト 

ト
ン 

よ
〜
﹄︵
世
界
文
化
社
︶
の
他

﹃
い
と
し
の
毛
玉
ち
ゃ
ん
﹄︵
金
の
星
社
︶
、﹃
お
ば
さ
ん
の
金
棒
﹄

︵
毎
日
新
聞
出
版
︶
、﹃
玄
人
で
す
も
の
﹄︵
中
央
公
論
新
社
︶
な
ど
著

書
多
数
。
各
地
で
﹁
し
げ
ち
ゃ
ん
﹂
絵
本
ラ
イ
ブ
を
開
催
中
。

平
成
30
年
度
山
口
市
男
女
共
同
参
画

　
　
　
　

 

セ
ン
タ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
よ
り

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

で
あ
る
が
、例
え
ば
、ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク

シ
ョ
ン
の
義
務
づ
け
や
、間
接
差
別
の

拡
大
、均
等
法
等
の
違
反
に
対
す
る
実

効
的
な
救
済
方
法
を
規
定
す
る
こ
と
等

を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。


