
小
特
集
・
文
化
学
の
饗
宴

女
は
ど

こ
に
い
る
か

フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
こ
と
は
じ
め

江
原
由
美
子

1

女
性
問
題
な
ん
て
、
く
だ
ら
な
い
?

す
た

■

「
フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
廃

れ
」
?

実

は
私

は

、

最

初

に

フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
が

流

行

っ

て
な

い

と

い

う

「
フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
廃

れ

」

を

話

題

に
し

よ

う

と

思

っ
て

い
た

ん

で
す

。

で
も

こ

の
よ

う

に

た

く

さ

ん

の
人

が
集

ま

っ
て
来

て
下

さ

っ
た

の

で
、

「
フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
廃

れ

」

と

言

う

こ
と

が

、

大

変

難

し

く

な

り
ま

し

て
、

困

っ
て
い

ま
す

。

(
笑

)

跡

見

は

違

う

の
か

な

?

で
も

ま

あ
、

気

を

と

り
な

お

し

て
話

し

ま

し

ょ
う

。

「
女

は

ど

こ

に

い
る

か
」

と

い
う

テ

ー

マ
で
す

が

、

最
初

に
、

「
フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
廃

れ
」

と

い
う

話

題

。

ど

う

も

最

近

フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
と

か

女

性

問

題

と

い
う

の
が

、

あ

ま

り

ウ

ケ
が

よ

く

な

い
ら

し

い
。

あ

ち

こ
ち

で
そ

う

い
う

こ
と

を

聞

き

ま

す

。

た

と

え

ば

で
す

ね

、

こ

こ
と

同

じ

く

女

子
大

の
先

生

の
談

で
す

が
、

非

常

勤

の
先

生

を

呼

ん

で
、

と

て
も
魅

力
的

な
女

性

問
題

の

テ
ー

マ

を
取
り
あ
げ
た
講
義
を

開
い
た
。
と
こ
ろ
が
来

た
人
が
な
ん
と
三
入
。

女
子
大
で
女
性
関
連
の

授
業
を

つ
く

っ
て
い
る

け
ど
、
ど
う
も
学
生

へ

の
ウ
ケ
が
よ
く
な
い
。

先
日
早
稲
田
で
講
演
会
が
あ

っ
た
ん
で
す
が
、
そ
こ
で
も
そ
ん
な

話
が
出
ま
し
た
。
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
へ
の
女
性

か
ら
の
反
発
が
す
ご
く

あ
る
と
い
う
の
で
す
。

一
つ
の
例
を
紹
介
し
て
く
れ
た
ん
で
す
け
ど
、

「今
女
性
が
騒
ぎ
す
ぎ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
男
と
女
は
違
う
ん
だ
」

と
い
う
発
言
。
そ
の
意
見
は
、
そ
の
あ
と
に

「女
は
男
に
従
う
べ
き

だ
。
女
性
は
男
性
の
意
見
に
従
う
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
に
、
今
の

女
は
騒
ぎ
す
ぎ
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い

か
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
わ
が
ま
ま
な
女
性
が
い
ば
り
く
さ

っ
て
い
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る
よ
う
で
嫌
だ
」

ー

と
続
く
ん
で
す
ね
。

私
は
そ
れ
が
、

「女
は

男
に
従
う
も
の
だ
」
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
ね
、
そ
れ
は
そ
れ
で

い
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
で
も
そ
の
発
言
は

「私
は
男
に
従
う
」
と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

い
う
意
見
で
は
な
く
て
、

「女
は
み
ん
な
男
に
従
う
べ
き
だ
」

と
い

う
主
張
な
ん
で
す
ね
。
な
ぜ

「自
分
は
」
と
言
え
な
い
の
か
。
私
、

そ
れ

に
は
怒
り
を
覚
え
ま
し
て
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
そ
の
意
見

は
お
か
し
い
と
は
思

っ
た
ん
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
実
例
に
限
ら
ず
、

女
性
か
ら
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
へ
の
反
発
は
す
ご
く
強
い
と
い
う
こ
と

が
言
え
そ
う
で
す
。

■

反
発
を
強
め
る
若
い
男
性
た
ち

そ
れ
か
ら
で
す
ね
、
今
若
い
男
の
子
た
ち
が
す
ご
く
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
に
反
発
し
て
い
ま
す
。
先
日
、
あ
る
場
所
で
容
貌
差
別
に
つ
い
て

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
し
た
ん
で
す
が
、
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
後

に

質
問

に
立

っ
た
人
が
全
部
男
性

で
1

淋
し
か

っ
た
で
す
ね
、
女
性

は

一
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
会
場
と
な

っ
た
学
校
自
体
は
六
割
が

女
性

な
ん
で
す
よ
。
そ
の
男

の
子
た
ち
の
意
見
は
み
ん
な
同
じ

で

「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
騒
い
で
い
る
け
ど
、

僕
た
ち

は
そ
う
い
う
の
は
お
か
し
い
と
思
う
」

と
口
を
そ
ろ
え
て
る
。

「何

か
最
近
は
女

の
子
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
三
高

の
男
性
が
良

い
だ
と
か
、
そ
れ
で
い
て
日
常
生
活

で
は
重
い
物
は
男

が
持

て
と
言
う
。

フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
た
ち
は
女
性
が
差
別
さ
れ
て
い
る

と
言

っ
て
い
る
け
ど
、
僕

た
ち

の
方
が
よ

っ
ぽ
ど
可
哀
想
だ
」
と
。

そ
う
い
う
意
味
で
も
、
男
性
た
ち
の
反
発
が
強
ま

っ
て
い
ま
す
。

今
挙
げ
た
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、

一
見
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
は

も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
大
変
難
し
い
時
期
に
き
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
反
感
も
強
ま

っ
て
い
ま
す
し
、
強
い

疑
念
が
む
け
ら
れ
る
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
学
で
は
こ
ん
な
に

た
く
さ
ん
の
人
が
来
て
下
さ

っ
た
の
で
、
そ
う
で
も
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
…
…
。

ど
う
し
て
特
に
若
い
女
性
が
フ
ェ
ニ
ミ
ズ

ム
に
共
感
す
る
こ
と
が

少
な
い
の
か
、
若
い
男
性
が
反
発
す
る
の
か
と
い
う
の
は
、
も

っ
と

考
え
を

つ
あ
て
い

っ
て
い
い
問
題
で
す
よ
ね
。
特
に
女
性
に
関
連
し

て
い
え
ば
、
も
う
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
な
ん
て
い
ら
な
い
と
い
う
ム
ー
ド

は
な
ぜ
生
じ
て
き
た
の
か
。
も
う
十
分
満
足
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う

か
。
ど
う
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
も
す
る
ん
で

す
が
…
…
。
も
し
か
し
た
ら
若
い
男
性
の
反
発
が
強
ま

っ
て
い
る
か

ら
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
共
感
す
る
女
性
を
演
じ
る
の
が
難
し
く
な

っ

て
い
る
の
か
な
、
と
い
う
風
に
も
思
う
ん
で
す
が
、
ま
だ
私
に
も
わ

か
ら
な
い
と
い

っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
こ
う
い
う
状
況
に
あ
る
今
、
そ
れ
が
何
を
問
題

に
し
て
き
た
か
と
い
う
点
を
も
う

一
度
確
認
し
て
い
く
作
業
が
必
要

だ
と
思
う
ん
で
す
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
い
う

の
は
、

「面
白
お
か
し

い
話
題
を
取
り
あ
げ
て
、
男
と
女
が
ケ
ン
カ
す
る
こ
と
だ
」
と
か
で

ペ
ケ

マ
ル

す
ね
。
あ
る
い
は

「男
×
女
○
の
思
想
だ
」
と
受
け
と
め
て
い
る
人

が
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
思

っ
て
い
る
ん
で
す
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が
、
う
ま
く
言
え
な
い
か
ら
誤
解
が
増
え
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
思

う
ん

で
、
も
う

一
回
女
性
の
社
会
問
題
を
産
出
し
て
き
た
構
造
み
た

い
な
も
の
を
ふ
り
返

っ
て
、
確
認
し
て
お
く
作
業
を
し
な
く
て
は
い

け
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
中
で
解
決
さ
れ
つ
つ
あ
る
問

題
は
何
で
あ
り
、

こ
れ
か
ら
解
決
し
な
く
て
は
い
け
な
い
問
題
は
何

で
あ
り
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
問
題
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
把
握
し
た

上
で
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
い
る
と
か
、
い
ら
な
い
ん
だ
と
い
う
判
断

を
下

す
べ
き
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
す
か
ら
今
日
の
お
話
の
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
の

「女
は
ど
こ
に
い

る
の
か
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
ま
で
は
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
ど
こ
に

い
る

の
か
と
い
う
問
題
だ

っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
を
お
さ
え
る
こ

と
は

「今
社
会
の
な
か
で
女
性
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
を
考
え
る
こ

と
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
意
味
で
、

フ
ェ
ミ

ニ
ズ

ム
を
再
考
す
る
た
め
に
も
、

「女
性
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」

と

い
う
本
題
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

2

女
性
問
題
の
社
会
構
造

■

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

で
は
、
女
性
の
社
会
問
題
を
産
出
し
た
社
会
構
造
に
つ
い
て
お
話

し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
女
性
の
社
会
問
題
を
考
え
る
の
に
、
封
建
制

と
か
、
父
権
制
社
会
成
立
以
来
と
い
っ
た
論
じ
方
を
し
て
も
あ
ま
り

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

意
味

が
な
い
の
で
、
現
代
日
本
社
会
の
問
題
と
し
て
限
定
し
て
お
話

さ
せ

て
頂
き
ま
す
。
そ
の
時
、
い
ち
ば
ん
基
本
と
な
る
の
は
、
女
性

第II期

出産 ・育成期

第1期

成長 ・教 育期

(

1905(明 治38年:

生 まれ
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人
死
亡
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夫
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亡

73ろ甑

末
子
結
婚

めL
末
子
大
学
奉

55生
末
子
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学
卒

4め凱

末
子
就
学

03軌

末
子
出
産

2
6色

長
子
出
産

4
2

凱

士
旧
昏

㍑
ー

乳
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校
卒
業
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出
生

O
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＼難
第1期
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女性 のライフサ イクルのモデル図2-1
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へ

の
ラ
イ
フ

・
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
こ
と
と
、
日
本
の
女
性
の
労
働
の

変
化
と
い
う
こ
と
の
二

つ
で
す
ね
。

ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
上
の
変
化

と
、
女
子
労
働
者
の
変
化
、

こ
の
二

つ
が
女
性
の
社
会
問
題
と
い
う

の
を
問
題
と
し
て
1

大
量
の
入
た
ち
の
問
題
と
し
て
浮
上
さ
せ
て

き
た
構
造
変
動
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
図
2
1
1
を
見
て
下
さ
い
。

こ
れ
は
、
も
っ
と
も
基
本
的

な
図

で
す
。

こ
の
図
の
意
味
は
、

つ
ま
り
、
ど
う
い
う
時
代
に
生
ま

れ
た
か
に
よ

っ
て
、
全
く

「女

の

一
生
」
と
い
う
や
つ
が
違

っ
て
く

る
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
何
が
違

っ
て
く
る
か
と
い
う
と
、
ま

ず
子
供
の
数
が
違
う
。
か

つ
て
は
で
す
ね
、
出
産
の
回
数
が
非
常
に

多
く

て
、
子
供
の
生
存
率
が
低
い
と
い
う
時
期
が
続
い
て
い
た
ん
で

す
。
と
こ
ろ
が

一
応
近
代
以
後
に
な
り
ま
す
と
、
産
ん
だ
子
ど
も
の

そ
の
多
く
が
育

っ
て
し
ま
う
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、

子
ど
も
を
産
む
数
が
減

っ
て
き
ま
す
。
明
治
三
八
年
生
ま
れ
の
人
を

例
に
と
り
ま
す
と
、

こ
の
人
は

一
二
歳

で
学
校
を
卒
業
し
ま
し
て
、

結
婚
す
る
の
が
二
三
歳
、

こ
れ
は
今
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
ね
。

そ
し

て
長
子
を
出
産
す
る
の
が
二
五
歳

で
、
末
子
を
出
産
す
る
の
が

三
八
歳
。
出
産
期
間
が

一
三
年
。

つ
ま
り
そ
の
問
に
た
て
続
け
に
子

供
を
産
ん
で
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
ま
す
と
そ
の
子
供
が
育
ち
あ

が
る
と
い
う
の
が
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
ラ
イ
フ
・
サ

イ
ク
ル
の
モ
デ
ル
で
は
、
明
治
生
ま
れ
の
女
性
は
、
末
子
の
結
婚
を

見
な

い
で
死
ん
だ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

だ
か
ら
、

「女
の

一
生
」

と

い
う

の
は
妻
役
割
と
母
役
割
で
お
し
ま
い
ー

こ
れ
が
そ
の
時
代
の

実
態
だ

っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
で
す
ね
、

昭
和
二
年
生
ま
れ
ぐ
ら

い
に
な
り
ま
す
と
、
も
う
全
然
違
い
ま
す
。
子
供
の
数
が
ほ
ぼ
半
減

し
ま
す
の
で
、
子
供
の
数
が
二
人
な
い
し
三
人
に
な

っ
て
き
ま
す
と
、

出
産
に
か
か
る
年
数
が
減
り
ま
し
て
、
し
た
が

っ
て
子
育
て
終
了
の

時
期
が
す
ご
く
早
く
く
る
。
そ
し
て
も
う

一
つ
の
大
き
な
変
化
要
因

が
あ
る
ん
で
す
。
平
均
寿
命
が
延
び
た
。

こ
の
二

つ
の
要
因
が
作
用

し
て
、
大
変
な
事
態
が
起
き
た
ん
で
す
ね
。

こ
れ
が
日
本
で
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
が
台
頭
し
て
き
た
、
も

っ
と
も
大
き
な
理
由
で
す
。

つ
ま
り

子
育
て
が
終
了
し
た
後
の
人
生
が
非
常
に
長

く
な

っ
て
き
た
、
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

み
な
さ
ん
よ
く
、

「女
の

一
生
は
家
事
、

育
児
。
子
育
て
が
い
ち

ば
ん
大
事
」
と
い
い
ま
す
ね
。
i

い
い
で
す
よ
そ
れ
は
。
で
も
、

現
代
で
は
そ
う
い
う
人
た
ち
も
、
だ
い
た
い
平
均
四
二
～
三
歳
に
な

る
と
、
役
割
喪
失
し
て
き
ま
す
。
子
供
は
学
校
に
行

っ
て
、
夫
は
会

社
に
行

っ
て
昼
間
家
に
い
な
い
。
夕
飯
も
子
供
た
ち
は
バ
イ
ト
で
食

べ
て
く
る
と
か
、
夫
は
宴
会
が
あ
る
。
お
母
さ
ん
は

一
人
ぼ

っ
ち
な

ん
で
す
。
そ
れ
で
彼
女
は
、
八
〇
歳
ま
で
生

き
る
ん
で
す
ね
。
人
生

の
半
分
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。

ま
ず
、
女
性
の

一
生
は

家
事
、
育
児
と
は
い
え
な
く
な

っ
て
き
て
い
る
と
い
う
現
実
を
背
景

に
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
台
頭
し
て
き
た
と
い
う
点
を
頭
に
入
れ
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。
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上

図37-1女 子の年齢階級別労働力率の推移

図37-2女 子 の年齢階級別労働力率(国 際比率,1986年)
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■

女
子
労
働
の
変
化

も
う

一
つ
が
、
労
働
。
図
37
i
l
は
、
女
性
学
を
や

っ
て
い
れ
ば

必
ず
出

て
き
ま
す
。

一
番
こ
の
表
で
重
要
な
の
は
、

一
九
七
五
年
が

日
本

の
女
性
労
働
力
率
の
底
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
何
度
強

調
し

て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
ほ
ど
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
。
昭

和
五
〇
年
に
日
本
は
、
専
業
主
婦
が
も

っ
と
も
増
大
し
た
時
期
を
迎

え
た
ん
で
す
よ
ね
。
五
O
年
以
前
じ

ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。

み
な
さ
ん
の
中
に
、
こ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持

っ
て
い
る
人
が
い

た
ち
気
を

つ
け
て
下
さ
い
。

「女
は
昔
か
ら
家
事
、

育
児
を
し
て
き

た
。

昔
な
が
ら
の
役
割
が
家
事
と
育
児
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
今

に

な

っ
て
女
性
は
働
き
始
め
た
の
で
し
ょ
う
?
」
ー

こ
れ
は
大
ウ
ソ
。

全
然
事
実
と
は
反
し
ま
す
。
女
性
の
労
働
力
率
は
、

つ
い

一
〇
数
年

前
が
最
低

で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
前
の
女
性
は
今
よ
り
働
い
て
い
ま
し

た
。

で
、
現
在
も

一
九
七
五
年
段
階
よ
り
も
働
く
よ
う
に
な

っ
て
き

ま
し
た
。
け
れ
ど
、

一
九
六
〇
年
頃
は
で
す
ね
、
多
く
は
第

一
次
産

業
従
事
者

で
、

つ
ま
り
農
家
や
商
店
の
お
か
み
さ
ん
と
し
て
労
働
に

参
加

し
て
い
た
の
で
す
が
、

一
九
七
五
年
以
後
の
女
性
労
働
力
率

の

増
加

と
い
う
の
は
、

一
貫
し
て
雇
用
労
働
者
の
部
分
で
少
し
意
味
が

違
う
ん
で
す
。
女
性
が
専
業
主
婦
に
な

っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
日

本

で
は
戦
後
の
話
な
ん
で
す
よ
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
第

一
次
大
戦
前
後
、

今
世
紀
の
話
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
数
十
年
だ
け
で
変
わ

っ
て

き
た
ん
で
す
。
グ
ラ
フ
を
見
る
と
、

一
九
七
五
年
と
八
九
年
と
の
違

い
は
と
て
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
こ
れ
が
今
起
き
て
い
る

こ
と
な
ん
で
す
。
女
性
は
、
各
年
齢
層
と
も
雇
用
労
働
者
と
し
て
の

労
働
力
と
な
り
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

図
37
1
2
を
見
る
と
、
日
本
が

「
M
字
型
」
に
な

っ
て
い
る
と
い

う
の
が
よ
く
分
か
る
ん
で
す
ね
。
日
本
と
だ

い
ぶ
違
う
国
が
あ
る
。

こ
の

一
番
底
の
部
分
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

い
う
と
、
日
本

の
場
合
、

女
性
た
ち
は
、
い
っ
た
ん
退
職
す
る
ん
で
す
ね
。
結
婚
し
て
、
家
事
、

育
児
、
特
に
育
児
の
た
め
に
退
職
す
る
割
合
が
非
常
に
高
く
、
そ
し

て
再
就
職
と
い
う
か
た
ち
を
と

っ
て
い
る
の
で
す
が
、
実
は
こ
の
働

き
方
が
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

基
本
デ
ー
タ
と
し
ま
し
て
、
女
性
の
ラ
イ

フ

・
サ
イ
ク
ル
が
こ
ん

な
に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
も
う

一
つ
、
女
性
が
各
年
齢

層
と
も
働
き
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
お
い
て
下
さ
い
。

3

何
が
問
題
な
の
か
?

■
働
き
過
ぎ
と
介
護
、
育
児
疲
れ
1

性
別
分
業
夫
婦
の
病
理

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
問
題
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
少
し

見

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
N
H
K
の

「国
民
生
活
時
間
調
査
」

(
一
九
八
五
年
)

に
基
づ
い
て
、

夫
婦
の
家
事
時
間
を
算
定
し
ま
し

た
。
そ
う
し
ま
す
と
共
働
き
の
場
合
、
夫
の
方
は
家
事
時
開
が
平
均

二
二
分
。
妻
の
方
は
平
均
四
時
間

一
九
分
で
す
。
そ
れ
で
、
非
共
働

き
の
方
は
夫
の
方
が
平
均
二
八
分
。
妻
は
方
は
七
時
間
二
二
分

で
す
。

こ
の
数
字
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
夫
た
ち
は
共
働
き
で
あ
る
な
し
に

か
か
わ
ら
ず
、
家
事
に
割
く
時
間
が
ほ
ぼ
同
じ
。
そ
う
い
う
状
況

の
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中
で
女
性
は
働
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
平
日
の
家
事
時
間
で

す
か

ら
、
共
働
き
の
妻
の
休
日
の
家
事
時
間
は
も

っ
と
増
え
る
は
ず
。

年
間

に
し
て
み
る
と
だ
い
た
い

一
六
〇
〇
時
間
ぐ
ら
い
に
な
る
と
思

う
ん
で
す
。
男
性
の
方
は
、
せ
い
ぜ
い

一
〇
〇
時
間
ぐ
ら
い
。
こ
こ

で
家
事
に
費
や
す
時
間
の
差
が

一
五
〇
〇
時
間
あ
る
ん
で
す
。
い
ま
、

政
府

が
、
労
働
時
間
短
縮

っ
て
大
騒
ぎ
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
あ
れ

は
日
本
が
ほ
ぼ
二

一
〇
〇
時
間
な
ん
で
す
ね
、
そ
れ
で
西
ド
イ
ッ
が

一
六
〇
〇
時
聞
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
。
年
間
五
〇
〇
時
間
も
差
が
あ
る

大
変
だ
、
先
進
国
の
水
準
に
近
づ
け
な
く
て
は
と
騒
い
で
い
る
ん
で

す
よ
。
だ
と
す
れ
ば
女
の
方
が
、

一
五
〇
〇
時
間
も
多
く
家
事
労
働

し
て
い
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
格
差
か
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
共
働
き
の
女
性
た
ち
は
で
す
ね
、
家
事
以
外

に
雇
用
労
働
も

行

っ
て
い
る
ん
で
す
。
か
り
に
、

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
た
と
し
ま
す
。

そ
う
す
る
と
二

一
〇
〇
+

一
六
〇
〇
で
、
そ
の
女
性
は
だ
い
た
い
平

均
三
七
〇
〇
時
間
働
い
て
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
が
す
ご
い
問
題
で

な
く

し
て
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
で
す
ね
、

「働
き
た
い
女
性
は
働
け
ば
い
い
。

働
き
た
く

な
い
女
性
は
働
か
な
く
て
い
い
」
と

一
見
通
り
の
い
い
話
を
み
な
さ

ん
し
ま
す
し
、
私
も
そ
の
通
り
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
家
事
労
働
時

間
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
分
担
す
る
の
か
と
い
う
議
論
ぬ
き
に
、
「女

性
が
家
事
を
す
る
の
は
あ
た
り
ま
え
」

の
ま
ま
で
、

「女
性
よ
ど
う

ぞ
働
き
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
も
、
働
け
る
わ
け
な
い
で
す
よ
、
現

実
に
。
こ
れ
が
や
は
り
最
大
の
問
題
な
ん
で
す
。
そ
れ
な
ら
働
く
こ

と
は
な
い
じ
ゃ
な
い
、
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
、

共
働
き
で
な
い
妻
の
家
事
時
間
が
平
均
で
七
時
間
二
二
分
で
す
か
ら
、

他

の
仕
事
を
全
く
し
な
い
で
、
こ
れ
で
男
性
と
ト
ン
ト
ン
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
方
が
い
い
と
い
う
人
が

い
て
も
当
然
の
こ
と
な

ん
で
す
。

で
も
、

こ
れ
が
問
題
で
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
後
で
、
こ

れ
が
ど
う
し
て
問
題
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
フ

ル
タ
イ
ム
で
働
く
女
性
は
男
性
の
協
力
な
し

に
働
く
と
、
三
七
〇
〇

時
間
も
働
く
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
人

は
ス
ー
パ
ー
ウ
ー
マ
ン
し
か
い
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
う
い
う
人
は
ほ
と

ん
ど
い
な
い
。
だ
か
ら
仕
事
の
世
界
で
は
、
非
常
に
多
く
の
男
女
格

差
が
生
じ
て
く
る
の
で
す
。
デ
ー
タ
で
み
る
と
、
毎
年
も
の
す
ご
い

勢

い
で
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が
増
え
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
家
庭
の

中
で
家
事
、
育
児
を
受
け
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
働
く
女

性
が
増
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
女
性
は
働
い
て
い
る
わ
け

で
す
。
そ
れ
が
労
働
力
率
の
増
大
に
結
び

つ
い
て
い
る
。

ま
ず
、

フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
が
主
張
し
て
い
る
は
、
こ
の
よ
う
な
労
働

時
間
の
不
均
等
な
あ
り
方
、
特
に
家
事
労
働
時
間
の
性
別
に
よ
る
著

し
い
偏
り
-

日
本
は
世
界
で
い
ち
ば
ん
家
事
の
負
担
が
女
に
偏

っ

て
い
る
国
な
ん
で
す
よ
。
そ
の
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
お
い
て
下
さ
い
。

日
本
で
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
家
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
す
る
の
は

「女
」
(妻
)
と
い
う
解
答
が
九
〇
%
以
上
な

ん
で
す
。
こ
ん
な
性
役

割
、

つ
ま
り
家
事
は
女
の
仕
事
と
い
う
通
念

が
徹
底
し
て
い
る
国
は

な
い
で
す
よ
。

こ
の
極
端
な
偏
り
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
女
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性
が
働
く
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
す
ご
い
過
重
労
働
に
な
る
。

で
は

働
か
な
け
れ
ば
い
い
、
そ
れ
は
そ
う
な
ん
で
す
が
、
働
か
な
く
て
す

む
よ
う
な
人
も
い
る
け
れ
ど
、
女
が
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う

な
給
料
し
か
も
ら
え
な
い
よ
う
な
男
性
も
い
る
。
そ

っ
ち
の
方
が
現

実
と
し
て
は
多
い
で
す
よ
。
今
女
性
が
共
働
き
を
す
る
二
大
理
由

1

ω
子
供

の
教
育
費
、
ω
夫

の
給
料
が
少
な
い
。

(悲
し

い
わ

ね
。)

実
際
、

家
庭
と
い
う
の
は
女
性
に
頼

っ
て
い
る
部
分
が
か
な

り
あ

る
、
働
か
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
働
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
部
分

が
あ

る
ん
で
す
。

■

職
場
の
性
差
別
/
企
業
太
り
と
生
活
貧
乏

と

こ
ろ
が
働
く
と
き
に
、
ち

ゃ
ん
と
働
く
と
も
の
す
ご
い
負
担
に

な

っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
選
ぶ
。
そ
う
す
る
と

一
般

の
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
よ
り
ず

っ
と
損
な
ん
で
す
。
も
の
す
ご

く
賃
金
が
低
い
。
平
均
的
に
、
高
卒
直
後
の
時
間
給
に
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
の
人
の
給
料
は
合
せ
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
三
〇
代
、
四
〇

代
に
な

っ
て
も
昇
給
な
し
、
男
性
の
年
功
序
列
型
賃
金
体
系
と
全
く

違
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
女
性
の
平
均
賃
金
と
い
う
の
は
男
性
の
半
分

以
下

で
す
よ
。
若
い
時
、
新
卒
、
大
卒
の
時
だ
け
九
〇
%
く
ら
い
。

あ
と
男
女
の
賃
金
格
差
は
広
が
る

一
方
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
選
ん
だ
場
合
、
労
働
時
間
で
は
自
分
の
望
む
通

り
に
な

っ
た
と
し
て
も
、
今
度
は
職
場
に
お
け
る
待
遇
で
も
の
す
ご

い
不
利
を
被
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ル
タ
イ
ム
を
選
べ
ば
疲
れ
す
ぎ
て

死
ん
で
し
ま
う
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
な
ら
損
を
す
る
。
働
き
た
く
な
い

の
に
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
人
た
ち
に
と

っ
て
は
、
ど
ち
ら
を
選

ん
で
も
大
変
だ
。
そ
こ
で
ど
こ
か
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
い

始
め
た
人
が
数
多
く
現
れ
て
き
ま
し
た
。
パ
ー
ト
と
本
採
用
の
ど
ち

ら
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
矛
盾
が
残
る
よ
う
な
女
性
の
働
き
方
と
い

う
の
が
現
在
の
女
性
に
の
し
か
か

っ
て
い
る
、
こ
れ
で
本
当
に
い
い

の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
最
近
増
え

て
き
ま
し
た
け
ど
、

「私
は
家
事
を

一
切
し
ま
せ
ん
、

男
性
と
同
じ

よ
う
に
働
き
ま
す
」
と
言
え
る
女
性
、
ま
た
そ
う
し
て
い
る
人
た
ち

は
う
ま
く
い

っ
て
い
る
か
。
と
い
う
と
、
そ
れ
も
う
ま
く
い
か
な
い

よ
う
に
で
き
て
い
る
ん
で
す
。
企
業
に
お
け

る
女
性
と
い
う
の
は
、

た
と
え
独
身
の
女
性
で
も
、
女
性
と
い
う
だ
け
で
非
常
に
難
し
い
位

置
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。

一
般
職
と
総
合
職
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す

ね
。

女
性
が
総
合
職
を
希
望
す
る
と
、

「大
変
だ
よ
、

転
勤
は
覚
悟

だ
ね
」

と
か
、

「結
婚
が
で
き
な
い
よ
」
と
か
お
ど
か
さ
れ
る
。
男

性
が
、

一
般
職
を
希
望
す
る
と
も

っ
と
い
じ
め
ら
れ
る
ん
で
す
よ
。

「男
の
く
せ
に
、
根
性
の
な
い
奴
だ
」

と
か
言
わ
れ
る
ん
で
す
。

そ

れ
も
大
変
な
差
別
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
た

と
え
女
性
が
総
合
職
に
就
い
た
と
し
て
も
こ
の
総
合
職
自
体
が
ひ
ど

い
ん
で
す
。

私
の
友
人

の
新
聞
記
者
が

「総
合
職
女
性

の
悲
哀
」
と
い
う
記
事

を
書
い
て
い
ま
し
て
、
彼
女
は
い
ろ
い
ろ
総
合
職
の
女
性
か
ら
取
材

し
た
の
で
す
が
、
企
業

の
女
性
総
合
職
の
扱

い
方
は
二
種
類
あ
る
と
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い
う
ん
で
す
ね
。

一
つ
は
男
性
と
全
く
同
じ
に
扱
う
と
い
う
や
り
方

で
す
。
そ
れ
は
職
場
に
お
い
て
な
ら
、
望
む
と
こ
ろ
だ
と
い
う
人
も

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
女
性
た
ち
が

一
番
悩
ん
で
い
る
と
こ
ろ

は
、

つ
き
合
い
の
酒
の
席
な
ど
も
す
べ
て
男
性
と
同
じ
に
出
う
と
い

わ
れ
る
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
れ
も
何
す
る
か
と
い
う
と
、
女
性
だ
か

ら
と
い

っ
て
お
酌
さ
せ
ら
れ
た
り
、
サ
ー
ビ
ス
を
さ
せ
ら
れ
る
、
ふ

ん
ぞ
り
返

っ
て
楽
し
ん
で
い
る
と
怒
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
確
か
に
職

場

で
男
性
並
み
と
い
う
の
は
い
い
で
す
が
、
日
本
の
職
場
は
特
に
総

合
職

は
外
部
と
の
交
渉
、
接
待
と
い
っ
た
対
人
関
係
が
多
い
。
対
人

関
係

の
中
心
は
や
は
り
、
女
性
と
男
性
の
従
来
の
役
割
分
業
み
た
い

な
も

の
が
当
然
の
よ
う
に
前
提
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
席
で

は
女
性
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
が
要
求
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
い

う
こ
と
に
彼
女
た
ち
は
不
満
を
持

っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
し
て
男

並
み
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
婚

・
出
産
と
い
う
こ
と
が
難
か
し

く
な

っ
て
く
る
、
と
い
っ
た
悩
み
が
生
じ
ま
す
。

も
う

一
つ
は
、
総
合
職
と
い
う
名
前
だ
け
で
、
実
際
何
を
さ
せ
て

い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
会
社
が
多
い
ん
で
す
ね
。
や

っ
て
い

る
こ
と
は

一
般
職
の
女
性
と
全
く
同
じ
。
こ
れ
で
は
い
や
に
な

っ
て

し
ま
う
と
い
う
女
性
が
い
ま
す
。
以
上
の
二
種
類
あ
り
ま
す
が
、

い

ず
れ

に
せ
よ
総
合
職
の
女
性
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
そ

う
は
い
え
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
女
性
で
あ
る
だ
け
で
、
た
と
え

総
合
職
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
仕
事
の
上

で
さ
ま
ざ
ま
な
性
差
別
が

存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
本
人
が
家
事
労
働
時
問
を
背
負

っ
て
な

く
て
も
そ
う
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
や
、
昇
進
差
別
、
賃
金
差
別
と
い
っ
た

こ
と
が
問
題
に
な

っ
て

く
る
わ
け
。

じ
ゃ

一
般
職
を
選
べ
ば
い
い
か
と
い
う
と
、

一
般
職
が
最
近
ひ
ど

く
な

っ
て
き
て
い
ま
し
て
、
私
の
友
人
は
、

ま
だ
総
合
職
の
方
が
ま

し
だ
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

一
般
職
だ
か
ら
給
料
は
上
げ
な
い
ま

ま
で
、
「女
性
に
や
る
気
を

つ
け
よ
う
」
と
か
、
「女
戦
力
を
活
用
し

よ
う
」
と
い
う
経
営
戦
略
に
基
づ
い
て
、
事
実
上
の
仕
事
は
総
合
職

並
み
と
い
う
の
が
増
え
て
き
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
企
業
の
話

で
す
が
、
家
事
労
働
を
担

っ
て
な
く
て
も
、
性
差
別
が
あ
る
と
い
う

問
題
を

一
つ
お
さ
え
て
お
い
て
下
さ
い
。

■

夫
婦
間
の
デ
ィ
ス

・
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

も
う

一
つ
は
で
す
ね
、
女
性
が
家
庭
の
中

で
、
自
分
が
選
ん
で
家

事
を
や
る
ん
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
不
満
は
な
い
と
思

っ
て
い
る
女

性
た
ち
の
中
に
も
、
問
題
は
か
な
り
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
家
庭
内
で

の
対
等
性
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
特
に
専
業
主
婦
た
ち
が
、
男

性
た
ち
の
態
度
ー

つ
ま
り
家
庭
内
で
の
あ
り
方
み
た
い
な
も
の
に

対
し
て
非
常
に
深
刻
な
問
題
を
提
起
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
で
す
ね
、
性
別
役
割
分
業
、

つ
ま
り

「男
は
仕
事
/
女

は
家
庭
」
と
い
う
話
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
を
守

っ
て
い
る
夫
婦
と
い

う
の
は
圧
倒
的
に
多
数
な
ん
で
す
れ
ど
、
か
り
に

「男
は
仕
事
/
女

は
家
庭
」
と
い
う
立
場
を
と
る
に
し
て
も
、
あ
ま
り
気
づ
か
れ
な
い
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こ
と
な
ん
で
す
が
、
ど
う
も
そ
の
主
張
に
は
二
種
類
の
考
え
方
が
あ

る
よ
う
な
ん
で
す
。

こ
れ
が
、
男
性
と
女
性
と
で
は
非
常
に
大
き
く

食
い
違

っ
て
い
る
ら
し
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、

「外

の
仕
事
は
本
来
男
の
役
割
、
家
事
は
本
来
女
性
の
役
割
」
と
い
う
も

の
で
す
。
こ
ち
ら
は
、
女
が
仕
事
を
持

つ
持
た
な
い
に
関
わ
ら
ず
、

男
は
家
事
を
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
発
想
な
ん
で
す
ね
。
家
事
は

女
の
役
割
で
、
男

っ
て
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
こ
と
は
し

な
い
。
女
と
い
う
性
別
に
、
家
事
と
か
育
児
が
貼
り

つ
い
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。

も
う

一
つ
は
、

「男
性
が
外
の
仕
事
を
し
て
い
る
、

潜

ヘ

へ

か
ら
私
が
家
事
を
受
け
持

つ
」
と
い
う
考
え
方
で
、
女
性
に
強
い
の

は
こ

っ
ち
な
ん
で
す
。
こ
っ
ち
の
考
え
で
は
、
外
の
仕
事
と
家
事
と

ヘ

へ

い
う
役
割
分
担
は
性
別
に
必
然
的
に
伴

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

た
ま
た
ま
今
そ
う
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
分
業
す
る
わ
け
で
す
。
こ

の
二

つ
が
両
方
区
別
さ
れ
な
い
ま
ま
、
性
別
役
割
分
業
意
識
と
い
う

こ
と
に
括
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

こ
こ
で
で
す
ね
、

「男

(だ
け
)

が
仕
事
を
し
て
い
る
」

状
況
が
変
化
し
ま
す
と
、

(変
わ
り
方
は
二

つ
あ

っ
て
、

一
つ
は
女
も
仕
事
を
し
始
め
る
、
も
う

一
つ
は
男
も
仕

事
を
辞
め
る
)
す
る
と
夫
婦

の
間
が
非
常
に
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
て
く
る

ん
で
す
。

「今
ま
で
、
私
が
家
事
を
や
っ
て
き
た
の
は
、
夫
が
仕
事

を
し

て
く
れ
る
か
ら
当
然
と
思

っ
て
い
た
。

で
も
私
も
同
じ
よ
う
に

仕
事
を
始
め
た
ら
、
当
然
平
等
に
夫
も
家
事
、
育
児
を
す
べ
き
だ
」
、

と
後

者
の
分
業
観
を
と

っ
て
い
る
女
性
は
考
え
ま
す
。
も
し
そ
う

言

っ
た
と
き
、
そ
の
人
の
夫
が
前
者
の
分
業
観
の
持
ち
主
だ

っ
た
場

合
、
こ
れ
は
も
の
す
ご
い
意
見
対
立
の
種
に
な
る
ん
で
す
よ
。
ま
た

夫
が
退
職
し
た
と
き
に
、
ト
ラ
ブ

ル
が
発
生

し
ま
す
。
夫
が
退
職
す

る
ま
で
ず

っ
と

一
貫
し
て
性
別
役
割
分
業
夫
婦
で
や
っ
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
で
す
ね
、
夫
が
退
職
し
た
以
上
、
奥

さ
ん
の
方
は
夫
が
家
に

い
る
の
だ
か
ら
半
分
は
家
事
を
や

っ
て
ほ
し
い
、
と
言
い
た
い
と
こ

ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
。
で
も
夫
は
今
ま
で
働
い
て
き
た
の
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
今
度
は
家
で
ふ
ん
ぞ
り
返

っ
て
寝

て
い
る
。
中
年
夫
婦

の
危
機
と
い
う
の
は
、
こ
の
意
識
の
違
い
が
す
ご
く
大
き
い
要
因
な

ん
で
す
。

実
際
、
男
だ
け
が
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
状
況
が
壊
れ
て
み
な

い
と
、
自
分
が
い
か
な
る
意
味
で
性
別
役
割
分
業
を
受
け
入
れ
て
い

た
の
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
の
あ
た
り
に
、
す
ご
く
矛
盾
を

抱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
自
の
分
業
観
に
関
わ
る
コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
な
い
ん
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
話
し
合
う

夫
婦
は
非
常

に
少
な
い
。
な
ぜ
か
と

い
う
と
夫
婦
間
の
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が
対
等

で
は
な
い
。

よ
く
専
業
主
婦

で
皆
さ

ん
の
お
母
さ
ん
ぐ
ら
い
の
年
齢

の
方
た
ち
が
言
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、

夫
と
は
話
が
で
き
な
い
、
何
を
言

っ
て
も
無
関
心
な
様
子
で
す
と
か

ね
、
殺
し
て
や
り
た
い
と
ま
で
言
い
出
す
方
も
い
ま
す
。
ま
と
も
に

話
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
。
そ
う
し
ま
す
と
、
現

在
の
問
題
と
い
う
の
は
、
家
庭
内
で
分
業
す

る
な
ら
い
か
な
る
意
味

で
分
業
す
べ
き
か
と
か
、
ど
う
い
う
か
た
ち

で
働
く
べ
き
か
と
い
っ

た
こ
と
が
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
き
て
い
る
。

そ
れ
が
今
、
中
年
夫
婦
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が
か
か
え
る
危
機
的
な
要
因
の

一
つ
に
な

っ
て
い
ま
す
。

4

性
別
と
世
代
を
越
え
て

圏

ラ
イ
フ

・
ス
タ
イ
ル
の
自
己
決
定
権
の
喪
失

で
も
、
職
場

で
の
平
等
だ
と
か
、
夫
婦
間
の
対
等
性
が
、
か
り
に

あ

っ
た
と
し
て
も
、
職
場
の
労
働
時
間
が
現
在
の
ま
ま
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ

の
男
女
は
自
分
の
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
に
あ
わ
せ
た
生
活
を
基

本
的

に
は
お
く
れ
ま
せ
ん
。
今
の
ま
ま
の
労
働
時
間
の
体
制
と
か
社

会
福
祉
の
あ
り
方
を
続
け
て
い
る
と
、
ど
う
い
う
か
た
ち
を
と

っ
て

も
合
わ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
人
が
た
く
さ
ん
で
て
し
ま
う
ん
で
す
。

一
番

の
問
題
は
、
育
児
と
か
老
人
介
護
等
に
つ
い
て
で
す
。
こ
の

件

に
関
し
て
は
、
女
性

の
労
働
力
と
い
う
の
が
ま
さ
に
あ
て
に
さ
れ

て
い
る
、
と
い

っ
た
社
会
体
制
が
あ
る
。
今
の
中
高
年
女
性
が

一
番

お
そ
れ

て
い
る
こ
と
、
困

っ
て
い
る
こ
と
は
、
老
人
介
護
が
結
局
女

性
の
肩
に
の
し
か
か

っ
て
い
る
こ
と
。
四
〇
代
ぐ
ら
い
に
な

っ
て
か

な
り
育
児
が
楽
に
な

っ
た
女
性
た
ち
が
、
い
つ
ま
た
老
人
介
護
に
全

面
的

に
時
間
を
取
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
し
た
ら
自
由
が
な

く
な
る
と
怖
が

っ
て
い
る
。
実
際
老
人
介
護
を
し
て
い
る
人
の
生
活

を
聞

い
て
み
ま
す
と
、
満
足
に
寝
る
時
間
も
持

て
な
い
。
そ
う
い
う

よ
う
な
生
活
が
で
す
ね
、
女
性

で
あ
り
、
嫁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

け
で
、
多
く
の
場
合
自
分
の
意
志
と
は
関
係
な
く
あ
て
が
わ
れ
て
し

ま
う
。
今
福
祉
は
充
実
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
、

特
に
日
本
の
福
祉
行
政
で
は
、

「家
族
は
含
み
資
産
だ
」

と
い
う
ふ

う
に
位
置
づ
け
て
い
る
ん
だ
そ
う
で
す
よ
。

つ
ま
り
、
女
性
の
労
働

力
は
、
タ
ダ
で
利
用
で
き
る
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
福
祉
制
度
を
充
実
さ
せ

な
く
て
も
す
む
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
老
人
介
護
を
や

っ
て
い
る
人

は
、
当
然
働
け
ま
せ
ん
か
ら
お
金
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
年
金
も
少
な

い
、
だ
か
ら
自
分
の
老
後
も
不
安
定
に
な
る
等
々
の
非
常
に
多
く
の

難
問
を
か
か
え
て
い
る
ん
で
す
。

こ
う
し
た
問
題

っ
て
い
う
の
は
、
す
ご
く
構
造
的
な
性
格
を
も

っ

て
い
て
、
決
し
て
今
ち

ょ
っ
と
女
性

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
が
騒
い
で

い
る
と
か
、
男
性
を
お
ち
ょ
く

っ
て
い
る
な
ど
と
い
っ
た
、
み
か
け

の
問
題
だ
け
で

「女
性
問
題
な
ん
か
下
ら
な

い
」
と
却
下
し
て
し
ま

え
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
を
変
え
な
い
限
り
だ
め
な
ん
で

す
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
へ
ん
を
ち
ゃ
ん
と
や
り
た
い
、
や

っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
で
も
い
ろ
い
ろ
な
議
論
の
中

で
出
て
く
る
の
は
、

「女
は
強
く
な

っ
た
。

そ
ん
な
に
い
ば
る
の
は
よ
く
な
い
」

み
た
い

な
反
発
。
そ
れ
が
主
流
に
な

っ
て

「
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
な
ん
て
下
ら
な

い
」
と
い
う
方
向
に
傾
い
て
い
る
よ
う
に

(特
に
男
性
た
ち
と
話
し

て
い
る
と
)
私
は
強
く
感
じ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
や
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な

い
の
は
、
家
事

の
分
担

や
性
別
役
割
分
業
を
前
提
と
し
た
労
働
時
間

の
あ
り
方
と
い
っ
た
基

本
的
な
こ
と
を
社
会
の
中
で
少
し
つ

つ
変
え

て
い
く
こ
と
。

こ
れ
が

な
ぜ
必
要
か
と
い
う
と
、
ラ
イ
フ

・
ス
タ
イ

ル
は
あ
く
ま
で
個
人
が

決
定
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
男

で
あ
る
か
、
女

で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
に
関
わ
ら
ず
、
自
分
が
決
め
る
も
の
な

の
で
す
。
で
も
今
、
そ
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れ
が

で
き
な
い
。
性
別
と
い
う
も
の
の
方
が
、
よ

っ
ぽ
ど
個
人
の
ラ

イ
フ

・
ス
タ
イ
ル
を
決
め
る
上

で
は
大
き
な
要
因
に
な

っ
て
し
ま
っ

て
い
る
ん
で
す
。
た
と
え
、
今
の
女
性
の
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
を
認

め
て
い
る
人

専
業
主
婦
も
い
い
じ
ゃ
な
い
と
思

っ
て
い
る
人
も
、

い

つ
状
況
が
変
わ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
ん
な

人
と
も

一
緒
に
考
え
て
い
け
る
問
題
だ
と
私
は
思
う
ん
で
す
。
自
分

が
思

っ
た
通
り
の
人
生
を
生
き
ら
れ
る
、
未
婚

・
既
婚

・
シ
ン
グ
ル

派

の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、

こ
の
よ
う
な
状
況
を

つ
く
る
こ
と
、
は

や
っ
ぱ
り
必
要
な
ん
で
す
。

今

ね
、
専
業
主
婦
が
い
て
、
夫
が
働
い
て
い
る
夫
婦
は
い
ま
す
よ

ね
。

い
っ
ぱ
い
。
で
も
、
逆
に
し
よ
う
と
思

っ
た
ら
で
き
ま
せ
ん
よ
、

そ
ん
な
こ
と
。
女
性
に
い
い
職
場
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
男
性
に
家
事
、

育
児
を
さ
せ
て
ほ
っ
て
お
い
て
も
ら
え
る
社
会
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。

世
間
が
う
る
さ
く
い
い
ま
す
か
ら
ね
。
た
だ
性
別
役
割
を
反
対
に
し

た
だ
け
な
の
に
…
…
。

そ
う
い
う
世
の
中
、
そ
れ
を
変
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ラ
イ

フ

・
ス
タ
イ
ル
を
自
己
決
定
す
る
と
い
う
の
は
個
人
の
権
利
だ

と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
権
利
意
識
が
弱
い
こ
と
が
、
性
別
に
関
わ

る
こ
の
よ
う
な
差
別
を
平
然
と
許
容
さ
せ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
そ
こ
が
日
本
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
お
よ
び
女
性
問

題
の
最
大
の
問
題
点
だ
と
判
断
し
て
い
ま
す
。
そ
の
意
識
の
弱
さ
が
、

女
性
だ
、
男
性
だ
と
い
う
性
別
や
、
み
ん
な
が
こ
う
や

っ
て
い
る
と

い
う
傾
向
を
持
ち
出
す
だ
け
で
、
自
分
も
そ
の
ま
ま
大
勢

に
順
応
し

て
し
ま
う
。
そ
の
状
況
を
な
ぜ
、
く
や
し
い
と
思
わ
な
い
の
か
ー

私

は

そ
れ

が

く

や

し

く

て
ず

っ
と

フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
を

や

っ
て
い

ま
す

。

(え
は
ら

ゆ
み

こ

・
お
茶

の
水
女

子
大
学
文
教
育
学
部

・
社
会
学
)

*

一
九
九

一
年

一
O
月

三
O
日

の
文
化
学
科
主
催
学
会
講
演
会

の
記
録

(文

責

冂
編
集
部
)
。

な
お
文
中

の
図
表

は
井
上
輝
子

・
江
原
由
美
子
編

『
女

性

の
デ
ー
タ
ブ

ッ
ク
』

有
斐
閣
、

一
九
九

一
年
か
ら
転
載

い
た
し
ま
し
た
。

江
原
由
美
子
氏

主
要
著
作

生
活
世
界

の
社
会
学

(勁
草
書
房
)

女
性
解
放
と

い
う
思
想

(勁
草
圭
旦
房
)

フ
ェ
ミ

ニ
ズ

ム
と
権
力
作
用

(勁
草
書
房
)

ラ
デ

ィ
カ
ル

・
フ
ェ
ミ

ニ
ズ

ム
再
興

(勁
草

耋
旦
房
)

ジ

ェ
ン
ダ

ー
の
社
会
学

(共
著

・
新
曜
社
)

フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
論

争
1

70
年
代

か
ら

90
年
代

へ

(編
著

・
勁

草
書

房
)

一25一


