
現
代
社
会
学
研
究
 
第
六
巻
 

一
九
九
三
年
 

一
〇
六
―
一
三
一
頁

女

性

と
貧

困
性

・
家
族

・
階
層

を
め
ぐ

る
新

た
な
問
題

笹

谷
 

春

美

加

藤
 

喜

久

子

女

性

の
解

放
、
自

立

と

い
う

側
面

を
持

つ
最

近

の
離
婚

の
増

加

が
、

一
方

で
大

量

の
貧
困

母

子
家
族

を
生

み
出

す

と

い
う

パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
が

生

じ

て

い
る
。
欧

米

に
お

い
て
顕

著

な

「貧

困

の
女

性
化

」

と
呼

ば
れ

る

こ
の
新
し

い
現
象

は
、
階
層

・
階

級
問

題

と
し

て

の
従

来

の
貧
困

研

究

に
ジ

ェ
ン
ダ

ー

の
視

点

を
導

入
す

る
必

要
性

を
提

起
し

て

い
る
。

本

稿
は
、

わ

が
国

の
離
婚

母
子

家
族

の
貧

困
化

の
要

因
を

、

こ
の
よ
う

な
現

代

的
視
角

か

ら
考
察

を
行

う
も

の
で
あ

る
。
分

析
対
象

は
母
子

寮

入
寮

者

6
8
名

で
あ

る
。

分

析

の
結

果
、

母

子
家
族

の
貧

困

化

は
、
女

性

に
期
待

さ

れ
て

い
る
家

事

・
育

児

の
役
割

と
密

接

に
関
連

し

た
労
働

市
場

に
お
け

る
低

い
地

位

に
よ
り

構
造
的

に
生

み
出

さ

れ

る

こ
と
が

明
か

に
さ

れ
た
。

特

に
男
性

の
扶

養
者

を
持

た

な

い
母
子
家

族

で
は
、

母
親

が
低

賃
金

・
不
安

定

な
差

別
的

労
働
市

場

か
ら

脱
出

し
え

な

い
限
り

貧
困

は
免

れ

な

い
。

学
歴

・
資
格

・
サ
ボ
ー

ト
資

源
等

の
個

々
人

の
階

層
的

要

因
は
貧

困

か
ら

脱
出

す

る
契
機

に
も

な

り
う

る
が
、
特

に
わ

が
国

で
は
、
離

婚

に
対
す

る
偏

見

や
母
親

労
働

者

に
対
す

る

マ
イ
ナ

ス
の
ラ

ベ
リ

ン
グ

が
根
強

く
、

高
学

歴

で
あ

っ
て
も

再

就
職

が
困
難

な
場

合

も
見

ら
れ

た
。

ま
た
、
今

日

の
福

祉

施
策

は
、
厳

し

い
資
格

審
査

や
母

子

一
体

論

に
よ

り

ジ

ェ
ン

ダ

ー

シ

ス
テ

ム
を
補

完

す
る

側
面

も
有

し
、
女

性

や
単
親

家
族

の
自

立
要

求

と
は

一
致

し
な

い
点
も

見
ら

れ

た
。

従

っ
て
、
母

子
家
族

の
貧

困

問

題

の
解

決

に

は
、

経
済

的
対

応

の
み

で

は
な

く
、
家

族
、

労
働

市
場

、
そ

の
他
諸

領
域

に
張

り
巡

ら
さ

れ

て

い
る
今

日
の

ジ

ェ
ン
ダ
ー

シ

ス

テ

ム
を

見
直

し
、

男
女

の
自

立

と
平
等

、

子
供

の
発
達

権
を

第

一
義

と
し
、
多

様

な
家

族
を

主
体
的

選

択
し
う

る
新

た
な
家
族

・
福

祉

・
労

働

諸

政
策

が
要

求

さ
れ

て

い
る
。

(キ
ー

ワ
ー

ド

:
母
子
家

庭
、

貧

困
、
性

役
割

)
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一

問

題

の
所

在
―

「女

性

の
貧

困

化
」

と

「
貧

困

の
女

性
化

」

本
論
の
目
的
は
単
親
家
族
―
と
り
わ
け
離
別
に
よ
る
母
子
家
族
の
貧
困
化
の
要
因
と
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
女
性
問
題

の
視
点
か
ら
分
析

す

る
こ
と
に
あ
る
。

今
日
、
わ
が
国
に
お
け
る
母
子
家
族

の
多
く
が
貧
困
に
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な

い
事
実
で
あ
る
。
実
際
、

一
九
入
八
年
度
の
厚

生

省
の
全
国
母
子
世
帯
調
査

に
お

い
て
も
、
母
子
世
帯
の
年
間
平
均
収
入
は
平
均
世
帯
人
員
が
三

・
一
九
人
で
二
〇
二
万
円

(税
込

み
)
で
あ
り
、
平
均
世
帯
人
員
三

・
三

一
人
の

一
般
世
帯
の
五
一
三

万
円

の
半
分
に
も
満
た
な
い
。
そ
し
て
こ
の
母
子
家
族

の
貧
困

状
態
は
特
に
新
し

い
現
象
で
も
な
け
れ
ば
、
わ
が
国
特
有
の
も

の
で
も
な

い
。

む
し
ろ
、
女
性
は

い
ま
ま
で
常
に
貧
困
と
隣
合
わ
せ

に
生
き
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
近
代
以
降
の

「
男
性
が
第

一
義
的
な
稼
得

の
役
割
担
当
者

・
女
性
は
そ

の
被
扶
養

者
で
あ
り
家
事

・

育

児
の
役
割
担
当
者
」
と
さ
れ
る
性
役
割
分
業
家
族
が
支
配
的
な
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
男
性

へ
の
経
済
的
依
存
ゆ
え
に
、
女
性

の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
は
、
何
等
か
の
理
由
で
扶
養
者
と
し
て
の
男
性
を
失

っ
た
場
合
、

つ
ね
に
貧
困
に
陥
る
危
険
を

は
ら
ん
で
い
た
。

し
か
し
今
、
こ
の
古
く
か
ら
あ
る
伝
統
的
な
女
性
の
貧
困
問
題
が

「貧
困
の
女
性
化
」
と
い
う
新
し

い
表
現
で
語
ら
れ
、
新
た
な

社
会
問
題
と
し
て
注
目
を
浴

び
る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。
扶
養
者
と
し
て
の
男
性
を
失
う
リ
ス
ク
が
き
わ
め
て
高

い
社
会
に
お
い
て

は
、
女
性
は
自
ら
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
当
該
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
る
妻
や
母
と
し
て
の
役
割
に
求
め
ざ
る
を
え
な
く
、
そ
の

限
り
に
お
い
て
女
性
の
貧
困
化
は
潜
在
的
で
あ

っ
た
。
未
亡
人
や
寡
婦
の
貧
困
問
題
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
場
合

の
夫
の
喪
失
は
大
方
自
ら
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
今

「貧
困
の
女
性
化
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
新
し
い

動
向

は
、
離
婚
や
非
婚
、
未
婚
等
自
ら
の
意
志
で
男
性

の
扶
養
者
を
有
し
な
い
家
族
が
急
速
に
増
加
し
て
い
る

こ
と
、
し
か
し
こ
れ

ら

の
新
た
に
出
現
し
た
女
性
世
帯
主

(か
つ
家
計
維
持
者
)
家
族
の
多
く
は
貧
困
で
あ
り
、
し
か
も
全
貧
困
層
に
占
め
る
割
合
の
増

加

が
男
性
や
高
齢
者
を
上
回

っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
女
性

の
貧
困
化
が
確
実
に
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
な
離
婚
や
未
婚
に
よ
る
単
親
家
族

の
増
加
と
は
、
伝
統
的
な
性
役
割
家
族
と
は
異
な
る
多
様
な
家
族
の
出
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現
を
意
味
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
多
く
の
女
性
た
ち
が
性
役
割
家
族

の
中
で
男
性
に
経
済
的
に
依
存
す
る
ラ
イ
フ

コ
ー
ス
と
は
異
な

る
選
択
を
行
う
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
近
来
の
女
性
の
状
況
を
め
ぐ
る
変
化
―
男
女
平
等
要
求
や
自
立
.

要
求
、
そ
れ
と
連
動
す
る
女
性
の
労
働
力

(雇
用
)
率

の
上
昇
、
労
働
施
策
や
福
祉
施
策

の

一
定
の
前
進
等
を
背

景
に
し
て
可
能

で

あ

っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
女
性
の
自
立

・
男
性

へ
の
経
済
的
従
属
か
ら
の
解
放
と
い
う
側
面
を
含
む
現
代
の
離
婚
や
非
婚
の
増
加

が
、
前
述
の
よ
う

に

一
方

で
大
量
の
貧
困
な
母
子
家
族
を
生

み
出
す
と
い
う
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
が
特
に
欧
米
先
進
国

に
お
い
て
生
じ
て

い
る
。

男
女
平
等
、
女
性

の
自
立
が
叫
ば
れ
、
女
性

の
社
会
進
出
、
と
り
わ
け
働
く
女
性
が
増
加
し
て
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
な
ぜ

「
女

性

の
貧
困
化
」
は
解
消
さ
れ
な

い
の
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

「貧
困
の
女
性
化
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
何
故
増
加
す

る
の
か
、
多
様
な

家

族
の
出
現

の
中
で
何
故
母
子
家
族
は
貧
困
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
、
と
い
う
問

い
が
性
と
階
層
を
め
ぐ
る
社
会
問
題
と
し
て

新

た
な
論
議
を
生
み
だ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
従
来
、
貧
困
問
題
は
主

に
男
性

の
家
計
維
持
者

の
階
層
間
格
差
や

経
済
浮
沈
に
よ
る

就
労
の
不
安
定
化
に
よ
る
問
題
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
今
日
の
「貧
困

の
女
性
化
」
論
は
上
記
に
加
え
て
、
男
性

と
女
性
の
経
済
・

政
治

・社
会
的
力
関
係
の
格
差
と

い
う
新
た
な
論
点
を
提
起
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
女
性
を
め
ぐ
る
今
日
的
貧

困
を

マ
ー
サ
・
N
・

オ

ザ
ワ
は
、
「失
業
や
経
済
変
動
ど
い
っ
た
純
粋
な
経
済
的
要
因
か
ら
生
じ
る
伝
統
的
な
貧
困
と
異
な
り
、
両
性
間

の
経
済
力
及
び
役

割

の
変
化
な
ど
複
雑
な
相
互
関
係
に
起
因
し
、
と
り
わ
け
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
成
長
、
女
性
の
高
労
働
力
率
、
福

祉
国
家

の
拡
大
等

に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
高
度
産
業
社
会
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
」
新
た
な
社
会
問
題
で
あ
り

「
日
本
も
早
晩
、
経
験
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
(
2
)

。

現
在
の
と
こ
ろ
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
J

・
ア

ス
キ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
先
進
諸
国
の
中

で
は
最
低
の
離
婚
率
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
が
皮
肉
に
も
母
子
家
族

の
大
量
発
生
を
セ
ー
ブ
し

「貧
困
の
女
性
化
」
を
顕
在
化
さ
せ
る
に
い
た
っ
て
な
い
(
3
)

。
し
か
し
、
先
の

厚
生
省
調
査
で
も
、
母
子
世
帯
中
の
離
別
母
子
の
割
合
は
年
々
増
加
し
今
や
七
割
強
を
占
め
て
い
る
。
し
か
も
そ

の
平
均
年
収
は

一
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八
五
万
円
と
死
別
の
母
子
の
二
四
二
万
円
の
七
六

・
五
%

に
留
ま
り
、
夫
を
失

っ
た

「妻
」
と
し
て
の
死
別
母
子
よ
り

一
層
の
貧
困

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
欧
米
に
比
べ
ま
だ
離
婚
に
よ
る
母
子
家
族
が
社
会
的
ト

レ
ン
ド
で
は
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
逆
に
、

小
数
者
と
し

て
の
こ
れ
ら
の
家
族
は
他
国
と
は
異
な
る
複
雑

で
シ
ビ
ア
ー
な
貧
困

の
罠
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な

い
の
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
「家
庭
内
離
婚
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
離
婚
率
が
低
い
こ
と
が
わ
が
国

の
夫
婦
関
係
の
安
定

を
示
し
て
い
る
と

は
言
え
な
い
。

マ
ー
サ

・
N

・
オ
ザ
ワ
の
指
摘
を
待

つ
ま
で
も
な
く
将
来

一
定
の
社
会
的
条
件
の
進
展
の
中
で
離

婚
や
非
婚
に
よ
る

母
子
家
族

の
出
現
は
増
加
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が

「
貧
困
の
女
性
化
」
を
も
た
ら
す
こ
と
な

く
、
真
の
女
性

の

自
立
、
単
親
家
族

の
自
立
に
結
び
つ
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
に
も

「女
性
と
貧
困
」
を
め
ぐ
る
新
た
な

問
題
状
況
に
関
す

る
論
議
を
検
討
し
、
そ
の
要
因
と
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
そ
れ
は
同
時
に
男
性
の
自

立
の
考
察
に
も
連

な
り
、
ま
た
、
性
役
割
分
業
核
家
族
を
理
念
型
と
し
そ
れ
以
外
を

「欠
損
家
族
」
等
、

一
種
の
病
理
現
象
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
な

し

に
、
多
様
な
家
族
が
共
存
し
う
る
社
会
シ
ス
テ
ム
や
、
そ
の
よ
う
な
現
実
に
よ
り
即
応
し
た
家
族
問
題
把
握
の
方
法
の
考
察
に
も

連
な
る
と
考
え
る
。

二

「貧

困

の
女

性
化

」

を

め
ぐ

る
要

因
分

析

「貧
困
の
女
性
化
」
と
は
、
ダ
イ
ア
ナ

・
ピ
ア
ー

ス
が

一
九
七
〇
年
代
後
半
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
貧
困
成
人

の
約
三
分
の
二
が

女
性
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
を
示
す
た
め
に
初
め
て
使

っ
た
言
葉
で
あ
る
が
(
4
)

、
八
○
年
代
を
通
し
て
こ
の
傾
向
は

一
層
進
展
し
、
今

や
貧
困
な
母
親
と
暮
ら
す
児
童

の
貧
困
化
率

の
急
増
と
あ
い
ま

っ
て
深
刻
な
社
会
問
題
と
な

っ
て
い
る
。
「貧
困

の
女
性
化
」
を
め
ぐ

る
論
議
は
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
「
小
さ
い
政
府
」
を
目
指
し
国
民
の
自
助
努
力
・受
益
者
負

担
を
福
祉
政
策
の
基
本
と
し
て
い
る
点
で
ア
メ
リ
カ
と
共
通
す
る
わ
が
国

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
論
議
を
参
照
す
る
こ
と
は
本
稿

の
課
題
に
と

っ
て
重
要
と
考
え
る
。
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「貧
困

の
女
性
化
」
を
め
ぐ
る
要
因
は
複
雑

で
あ
る
。
し
か
し
今
日
ま
で
の
研
究
成
果
を
整
理
す
る
と
以
下
の
三
点
の
主
要
な
要

因

が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
、
離
婚
率
の
上
昇
に
よ
る
女
性
世
帯
主
及
び
母
子
世
帯
の
増
加
と
い
う
デ
モ
グ
ラ
フ
イ
ッ
ク
な
動
向
、
二
、
労
働
市
場
に
お
け
る

女
性
の
地
位
、
三
、
福
祉
政
策

の
機
能
、
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

(1)

デ
モ
グ
ラ
フ
イ
ッ
ク
な
動
向

先
進
資
本
主
義
国

に
お
け
る
女
性
の
労
働
力
率

の
上
昇
や
母
子
に
対
す
る
福
祉
国
家
政
策

の
拡
大
は
、
女
性
の
側
に
経
済
的
有
利

を

も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
、
女
性
に
と

っ
て
結
婚
は
選
択
可
能
な
イ
ヴ

ェ
ン
ト

と
な
り
離
婚
率
の
上
昇
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
わ
れ

て

い
る
。
そ
の
半
面
、
ダ

ン
ガ
ン
等
の
研
究
で
は
離
婚
後
1
年
目
の
母
子
家
族
の
収
入
は
離
婚
前
の
六
〇
%
に
す

ぎ
ず
、
離
婚
が
貧

困

を
も
た
ら
す
最
大
の
因
子
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
(
5
)

。
ま
た
ガ
ー

フ
イ
ン
ケ
ル
等
は
離
婚
後
の
母
子
世
帯
の
家
計
費

は

一
年
間
に
平
均
二
〇
%
の
高
率

で
低
下
し
、
三
八
%
が
住
居
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な

い
た
め
に
重
要
な
サ
ポ
ー
ト
ネ

ッ
ト
を
失

っ
て

い
る
、
と
そ
の
貧
困
化

の
実
態
に
ふ
れ
て
い
る
(
6
)

。
確
か
に
、
ダ

ン
カ
ン
等

の
フ
ァ
イ

ン
デ
ィ
ン
グ
は
事
の

一
面
を
と
ら
え
て
い
る
が
、

離
婚
イ

コ
ー

ル
貧
困
で
な

い
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
従

っ
て
何
故
多
く
の
離
婚
が
貧
困
化
を
も
た
ら
す
か
の
媒
介
要
因
が
必
要
で
あ

る
。
例
え
ば
、
離
婚
後
は
女
性
の
ほ
と
ん
ど
が
子

の
親
権
者
と
な
り
実
際
に
子
を
扶
養
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
女
性
は
第

一
義
的
に

子

の
養
育
の
責
任
を
負
わ
せ
ら
れ
て
い
る

一
方
、
子
の
父
親
か
ら
の
金
銭
的
援
助
は
不
十
分

で
、
そ
れ
を
強
制
す

る
法
的
規
制
も
無

い
。
そ
の
結
果
、
女
性
の
低
賃
金
と
あ

い
ま

っ
て
母
子
家
族
の
貧
困
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
、
離
婚
後

の
生
活
や
離
婚
制
度
が
性

役

割
家
族
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
特
有

の
問
題
と
し
て
母
子
家
族

の
形
成
は
黒

人
と
白
人
と
で
は
異
な
り
、
白
人
は
離
婚
が
多

い
が
黒
人
は
未
婚
の
母
子
が
多

い
。
黒
人
男
性
に
は
家
族

の
扶
養
役
割
を
果
た
し
得

な

い
層
が
拡
大
し

「貧
困
の
女
性
化
」
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
「貧
困
化
」

の
人
種
的
要
因
も
無
視
し
え
な
い
。
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(2)

労
働
市
場
に
お
け
る
地
位

男
性
の
配
偶
者
を
有
し
な

い
女
性
が
家
計
維
持
者
と
し
て
就
労
す
る
と
き
、
労
働
市
場
内
の
女
性
の
地
位
が
問
題
と
な
る
。
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
の
労
働
市
場
研
究
は
ま
だ
新
し

い
が
、
欧
米
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
研
究
や
ホ
ー
ン

・
川
嶋

・
瑤
子

の
わ
が
国
の

労
働
市
場
研
究
に
お
い
て
も
、
今
日
の
資
本
主
義

の
労
働
市
場
は
、
性
や
年
齢
、
人
種
等
で
区
別
さ
れ
る
二
重
構
造
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
(
7
)

。
そ
う
し
て
特
に
母
親
労
働
者

は
、
例
え
ば
、
第

一
次
に
対
し
第
二
次
、
中
核
に
対
し
周
辺
的

と
呼
ば
れ
る
労
働

市
場
に
組
み
込
ま
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
パ
ー
ト
等
の
短
時
間

で
低
賃
金
な
不
安
定
な
雇
用
関
係
、
職
種
的
に
は
あ

る
種
の
サ
ー
ビ
ス

業

(例
:
保
育
、
教
育
、
看
護
、
介
護
、
家
事
清
掃
、
店
員
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
)
が
集
中
し
て
い
る
.こ
と
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。

女
性
、
と
り
わ
け
母
親
労
働
者
は
何
故
そ
の
よ
う
な
不
安
定

で
低
賃
金
、
限
ら
れ
た
職
種
を
押
し
付
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
女
性

労
働
市
場
の
研
究
は
単
に
市
場
内
の
分
析
に
留
ま
ら
ず
、
市
場
外
の
女
性
の
状
態
と
の
関
連
の
解
明
を
試
み
る
。

そ
こ
で
は
、
女
性

が
家
庭
内
の
家
事

・
育
児
の
責
任
を
負
わ
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
男
性
と
全
く
同
じ
に
賃
労
働
に
参
加
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と

を

理
由
と
す
る
労
働
市
場
内
の
差
別
、
従
来
女
性
が
無
給
で
家
庭
内
で
担
当
し
て
い
た
と
い
う
理
由

の
た
め
、
ま

た
そ
れ
故
に
低
賃

金

で
あ
る
限
ら
れ
た
職
種
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
と

い
う
職
業
差
別
が
指
摘
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
家
庭
内
の
女
性
役
割
と
家
庭
外

の
労
働
市
場
の
地
位
が
切
り
離
し
難
く
結
び
付
き
、
母
子
家
族
に
不
利
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
働

い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
労
働
市
場
内
の
格
差
を
説
明
す
る
論

の

一
つ
に
、
学
歴
や
教
育
、
資
格
等

の
個
人
的
な
投
資
や
意
欲

の
違

い
に
よ
る
も

の
と
す
る

「人
的
資
本
論
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
女
性
の
家
庭
役
割
に
よ
る
社
会
的
制
約
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
男
性
と
同

等

に
論
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
更
に
今
日
の
家
族

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
再
生
産
機
能
の
問
題
に
つ
な

が
る
。

つ
ま
り
、
男
子
と
女
子
の

「社
会
化
」
が
性
役
割
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
「人
的
資
本
」
の
獲
得

の
当
初
か
ら
女
性
に
は
経
済

自
立

の
た
め
の
レ
ー

ル
が
ひ
か
れ
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
母
子
家
族

に
お

い
て
は
教
育
に
よ

る
再
訓
練
や
資
格

取
得
が
そ
の
貧
困
か
ら
の
脱
却
の

一
つ
の
有
効
な
手
段
と
し
て
働
き
、
ひ
い
て
は
家
族

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
機
能
と
労
働
市
場
に
お
け
る

女
性
の
低

い
地
位
と
い
う
悪
循
環
を
断
ち
切
る
き

っ
か
け
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
態

分
析
で
検
証
す
る
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必
要

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(3)

福
祉
政
策

の
機
能

戦

後
先
進
国
の
多
く
は
福
祉
施
策
を
拡
大
し
て
き
た
。
そ
れ
は
社
会
的
な
弱
者
を
中
心
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
階
層

の
要
求
で
も
あ

っ

た
が
、
そ
の
物
質
的
前
提
は
高
度
な
経
済
発
展
で
あ

っ
た
。
現
実
に
、
大
量
に
出
現
し
た
貧
困
母
子
家
族

の
多
く

は
こ
れ
ら
の
福
祉

施
策

に
よ

っ
て
そ
の
生
存
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
女
性
の
、
従
来

の
性
役
割
家

族
に
お
け
る
男
性

へ
の
依
存
か
ら
国
家

へ
の
依
存
の
移
行
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
今
日
、
先
進
資
本
主
義
国
に

お
け
る
経
済
発
展
の
停
滞
は
、
福
祉
国
家
の
見
直
し
を
せ
ま

っ
て
い
る
。
特
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
不
況
を
理
由
と
し
た
七
〇
年
か
ら

八
○
年
代
に
お
け
る
福
祉
予
算
の
削
減
は
A
F
D
C
(A
id
 to
 F
am
ilies
 W
ith
 D
ep
en
d
e
n
t
 C
hild
ren
)
に
代
表
さ
れ
る
所
得
援
助
を

受
け
て

い
る
母
子
家
族
を

一
層
厳
し
い
状
況
に
追

い
や

っ
て
い
る
(
9
)

。
そ
の
中
で

「A
F
D
C
は
、
そ
の
低
い
給
付

額
で
貧
困
を
永
続

化
さ

せ
る
だ
け
で
な
く
、
官
僚
的
シ
ス
テ
ム
は
対
象
者
を
下
位

に
落
し
屈
辱
を
与
え
る
。
し
か
も
、
多
く
の
女
性
達
が
強

い
ら
れ
て

い
る
低
賃
金
労
働
に
よ
り
雇
用
か
ら
十
分
な
収
入
を
得
る
可
能
性
は
悲
観
的
で
あ
る
(
1
0
)

」

(
エ
レ
ン
ラ
イ
ヒ
等
)
と
い
う
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム

の
視
点
か
ら
の
福
祉
政
策
批
判
が
起
こ
っ
て
い
る
。
今
日
の
離
婚
や
非
婚
に
よ
る
母
子
世
帯
の
増
加
は
、
女
性

の
自
立
要
求
を
背
景

に
も

た
ら
さ
れ
た

「
面
も
あ
る
中
で
、
改
め
て
今
日
の
福
祉
施
策
は
果
し
て
貧
困
や
女
性

・
母
子
問
題
の
解
決
に
役
立

っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
、
女
性
や
子
ど
も
の
自
立
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
施
策
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問

い
な
お
し
が
必
要
と
さ
れ

て

い
る
。

な
お
、
G

・
S

・
ゴ
ー

ル
ド
バ
ー
グ
等

の
国
際
比
較
研
究
は
、

ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
に
は

「貧
困
の
女
性
化
」
は
見
ら
れ
な

い
と
指
摘

し

て
い
る
(
1
1
)

。

ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
で
は
わ
が
国
と
は
違

っ
て
離
婚
率
は
高
く
母
子
家
族
も
多

い
が
、
労
働
政
策
や
福
祉
施
策
に
よ
り
労
働

市

場
に
お
け
る
の
み
な
ら
ず
家
庭
内
に
お
い
て
も
男
女
の
地
位

の
平
等
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
家
事
や
育
児
は
男
女
双

方

の
役
割
と
さ
れ
、
母
役
割

の
担
当
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
女
性
の
み
が
労
働
市
場
内
で
不
利
な
扱

い
を
受
け

る
こ
と
も
な

い
。
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両
親
が
い
る
か
単
親
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
子
ど
も
が
差
別
さ
れ
な
い
よ
う
制
度
的
保
障
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
事

例
は
労
働

・
福
祉

・
家
族
施
策
の
あ
り
方
に
よ
り
先
進
資
本
主
義

に
固
有
と
見
ら
れ
た

「貧
困
の
女
性
化
」
は
阻
止
さ
れ
、
男
女

の

平
等
と
そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
の
実
現
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

三

分

析
視

角

と

分
析
対

象

本
稿
は
、
以
上
に
概
観
し
た

「
女
性
と
貧
困
」
を
め
ぐ
る
新
た
な
問
題
状
況
と
先
行
研
究
の
問
題
提
起
に
基
づ
き
、
わ
が
国
の
離

別
母
子
家
族
が
直
面
す
る

「貧
困
化
」
の
要
因
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
以
下
の
分
析
視
角
に
よ
り
明
か
に
し
た
い
。

第

一
は
、
母
子
家
族
の
貧
困
化
を
現
代
的
な
女
性
問
題
の
視
角
か
ら
、

つ
ま
り
女
性
の
性
役
割
と
そ
れ
を
構
造
化
し
た
社
会
シ
ス

テ

ム
が
い
か
に
貧
困
化
に
関
連
し
て
い
る
か
を
具
体
的
に
明
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
貧
困
は
第

一
に
家
族
の
物
質
的
基
盤
に
関
わ

る
問
題
で
あ
る
。
従

っ
て
家
族
内
で
は
誰
が
、
ど
の
様
に
稼
得
の
役
割
を
果
た
す
か
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
稼
得

の
責
任
者
が
労
働
市
場
内
で
ど
の
様
な
位
置
に
属
し
て
い
る
か
に
よ

っ
て
第

一
義
的
に
は
規
定
さ
れ
る
。
今
日
の
核
家
族
に
お
け
る

夫
と
妻
の
役
割
分
担
の
あ
り
方
と
個
別
家
族
を
こ
え
た
労
働
市
場
内
の
男
女

の
階
層
的
地
位

の
あ
り
方
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ

と
は
先
に
見
た
ご
と
く
で
あ
る
が
、
男
性
の
扶
養
者
を
有
し
な
い
母
子
家
族
に
お
い
て
そ
れ
は
い
か
な
る
問
題
と
し
て
現
れ
る
か
を

分
析
す
る
。

し
か
し
第
二
に
、
貧
困
問
題
は
す

べ
て
性
の
問
題
に
還
元
さ
れ
な

い
の
は
当
然
で
あ
る
。
高
齢
者
、
傷
病
者
、
失
業
者
、
そ
し
て

多

く
の
W
o
rk
ing
 P
o
v
e
rty
―
働
く
貧
民
が
存
在
す
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
黒
人
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
―
の
男
性
の
貧
困
化
は
深

刻
で
あ
る
。
従
来
の
貧
困
層

の
研
究
に
お
い
て
、
低
階
層
↓
低
学
歴

・
無
資
格
↓
低
賃
金

・
不
安
定
労
働
↓
貧
困
層
と
い
う

「貧
困

の
再
生
産
」
が
発
見
さ
れ
た
。

こ
の
メ
カ

ニ
ズ

ム
は
ま
た
貧
困
↓
家
族
解
体
↓
単
親
家
族
と
子
供
た
ち
↓
貧
困
層
↓

家
族
解
体
と
い

う

「家
族
解
体

の
再
生
産
」
に
重
な
る
。
逆
に
い
え
ば
、

こ
の
悪
循
環
の
鎖
を
断
ち
切
る
主
要
な
キ
ー
は
高
学
歴

・
教
育

・
有
効
な
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資
格
な
ど
の

「人
的
資
本
」
の
獲
得

で
あ
る
と
い
う
論
を
生
み
出
す
。
し
か
し
、
こ
と
女
性
に
か
ん
し
て
は
、
同
学
歴
が
男
性
と
同

賃
金
で
あ
る
、
と
は
言
い
難

い
実
態
に
あ
る
こ
と
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
本
論
で
は
母
親
の
出

生
家
族
や
創
出
家

族

の
階
層
が
、
学
歴
や
資
格
、
別
れ
た
夫
か
ら
の
経
済
援
助
や
困

っ
た
時
の
サ
ポ
ー

ト
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
保
有
状

況
を
介
し
て
、
「貧

困
化
」
や
そ
こ
か
ら

の
脱
却
と
ど
う
関
連
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。

第
三
に
、
今
日
の
社
会
福
祉
そ
の
他
の
公
的
な
施
策
が
、
わ
が
国

で
は
ま
だ
小
数
な
離
別
母
子
家
族

の
危
機
に
対
し
ど
の
よ
う

に

機
能
し
て
い
る
の
か
。
貧
困
化

の
歯
止
め
に
な

っ
て
い
る
か
、
自
立
を
求
め
る
母
子
の
福
祉
要
求
に
マ
ッ
チ
し
て

い
る
の
か
、
と
言

う

点
を
明
か
に
す
る
。
以
上
の
三
つ
の
側
面
は
相
互
に
関
連
し
あ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

分
析
に
用
い
る
デ
ー
タ
は
、
札
幌
市
の
全
母
子
寮

(六
ケ
所
)
の
入
寮
者

(母
親
)
を
対
象

に

一
九
八

九
年
と

一
九
九
〇
年
に
行

っ

た
調
査
か
ら
得
た
も

の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
主
に

一
九
九
〇
年

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

で
得

た
七
〇
名

の
う
ち
母
子
家
族
に
な

っ

た
理
由
が
不
明
な
二
名
を
除

い
た
六
八
名
を
対
象
と
し
て
考
察
を
行
う
(
1
2
)

。

分
析
に
入
る
前
に
対
象
者
の
基
本
的
特
徴
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
調
査
時
点
で
の
母
親
の
年
齢
は
三
六

・
三
歳
、
末
子

の
平
均

年
齢
は
五

・
六
歳
で
あ
る
。
三
割
近
く
が
複
数
の
結
婚
経
験
を
持

つ
が
、
最
終
的
に
配
偶
者
を
失

っ
た
年
齢
は
平

均
二
八
歳
で
、
当

時

の
末
子
の
平
均
年
齢
は
二
・
九
歳
で
あ

っ
た
。
子
供
全
体

の
五
三
%
が
○
～
二
歳

の
乳
幼
児
で
、
三
～
五
歳
も
合

わ
せ
る
と
九
三

・
六
%
で
あ

っ
た
。
九
二
・
三

%

の
母
親
が
親
権
者
と
な
る
が
、
夫
か
ら
の
慰
謝
料
の
支
払

い
は
九
二
・

五
%
が
無
し
、
財
産
分
与
も

九
入

・
一
%
が
無
し
、
養
育
費

の
取
り
決
め
も
七
五
・

五
%
が
無
し
で
あ

っ
た
。
母
子
寮

へ
の
入
寮

の
理
由

・
き

っ
か
け
の
主
な
も

の
は

(複
数
回
答
)
、
住
む
所
が
無

い
四
四

･
六
%
、
早
く
自
立

の
条
件
を
見

つ
け
た
い
四
四
・
六
%
、
子
供
が
小
さ
い
四
三
・
一
%
、

子
供

の
世
話
を
頼
む
人
が
い
な
い
四
〇
・
四
%
、
経
済
的
に
頼
れ
る
人
が
い
な
い
四
〇
・
Ｏ
%
等
で
あ
る
。
住
む
家

も
仕
事
も
無
く
、

幼

い
子
を
抱
え
て
い
わ
ば
絶
対
的
貧
困

の
危
機
に
直
面
し
公
的
サ
ボ
ー
ト
と
し
て
の
母
子
寮

の
利
用
に
至

っ
て
い
る
。
調
査
時
点
で

は
、
平
均
入
寮
期
間
は
三
・

七
年
で
あ
り
、
母
子
家
族
と
し
て
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
め
最
大

の
危
機
を
乗
り
切
り
、
対
象
者

の
多
く
は
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自

立

へ
の
プ

ロ
セ
ス
を
歩
み
始
め
て
い
る
。
調
査
時
点
で
の
有
職
率
は
八
四
・
三
%

で
あ
る
。
雇
用
形
態
は
、
常
雇
二
四
名

(四

一
%
)、

臨
時

・
パ
ー
ト
三
五
名

(五

一
%
)
、
無
職
九
名
で
あ
り
、
ま
だ
自
立
の
基
本
条
件
で
あ
る
常
雇
が
少
な
い
。
従

っ
て
、
対
象
者

の
収

入
構
成
は
、
常
雇
は
賃
金
と
児
童
扶
養
手
当
、
臨
時

・
パ
ー
ト
は
賃
金
と
児
童
扶
養
手
当
に
生
活
保
護

(四
八
・
六
%
が
受
給
)、

無

職
も
児
童
扶
養
手
当
と
生
活
保
護

(五

一
%
)
が
主
な
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
母
子
寮
入
寮
者
は
、
「貧
困
な
母
子
家
族
」
の

典

型
と
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

母
子
家

族

の

「貧

困
化

」

の
要
因

と

メ
カ

ニ
ズ

ム

(1)

母
親

の
職
歴
に
見
る
性
役
割
分
業
と
労
働
市
場
の
関
係

表
1
は
、
対
象
者

の
こ
れ
ま
で
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
に
お
け
る
イ
ヴ
ェ
ン
ト
毎
の
就
労
率
と
有
業
者

の
雇
用
形
態

の
変
化
を
示
す
。

結
婚

・
同
棲
前
に
は
全
員
が
就
労
経
験
を
持

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
結
婚
時
に
五
割
が
、
出
産
時
に
残
り
の
四
割

が
退
職
し
、
職
業

を
継
続
し
た
の
は

一
割
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
背
景
に
は
経
済
的
自
立
や
キ
ャ
リ
ア
達
成
を
目
標
に
お
か
な

い
彼
女

た
ち
の
「
社
会
化
」

の
過
程
が
あ
り
、
結
婚
当
初
、
対
象
者
は
強
い
性
役
割
分
業
意
識
を
持

っ
て
い
た
た
め
で
あ
る

(「夫
は
仕
事
、
妻
は
家
事

・
育
児
」

に
賛
成
六
〇
%
、
反
対
は
二

一
%
)。
従

っ
て
結
婚
前
の
就
労
は

一
般
事
務
や
店
員
な
ど
他

の
人
と
代
替
可
能
な
職

が
多
く
、
し
か
も
、

そ

の
就
労
先

の
多
く
が
出
産
休
暇
や
育
児
休
業
な
ど
を
行
使
し
に
く
い
小
零
細
企
業
で
あ

っ
た
こ
と
が
働
き
続
け

る
こ
と
を
困
難
に

し
た
原
因
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
女
た
ち
の
大
部
分
は
仕
事
を
や
め
て
家
庭
に
は
い
る
が
、
そ
の
家
庭
生
活
は
当
初
よ

り
波
乱
含
み
で
あ

っ
た
。
何
よ
り
も
経
済
生
活

の
破
綻
で
あ
る

(結
婚
の
期
間
中
ず

っ
と
苦
し
か

っ
た
が
六
割

で
、
問
題
が
な
か
っ

た

の
は
三
割
弱
に
す
ぎ
な
い
)。
従

っ
て
七
割
が
結
婚
期
間
中
再
就
労
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、
専
業
主
婦
が
可
能

で
あ

っ
た
の
は
二
六
%

に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
家
事
や
育
児
の
責
任
は
ほ
と
ん
ど
妻

一
人
に
任
さ
れ
、
夫
の
協
力
や
話
合

い
は
少
な

い
(「家
事
・育
児
」
:

か
な
り
協
力
三
・
六
%
、
あ
る
程
度
協
力

一
六
・
四
%
、
た
ま
に
協
力
三
六
・
四
%
、
協
力
な
し
四

一
・八
%
、
「子
育
て
の
話
合
い
」
:
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(表1)ラ イフイヴェン ト毎の就業率 と雇用形態の変化

(注1)結 婚期 間中の有業者の雇用形態は最長職 の雇用形態 であ る

(注2)雇 用形態の 「その他 」には臨時 ・派遣労働者が含 まれ る

話
し
合

っ
た
二
〇
・
四
%
、
母
親
ま
か
せ
三
八
・
八
%
)
。
こ
の
よ
う
な
中
で
の

就
労
は
、,
彼
女
達
に
と
っ
て
は
、
本
来
夫
が
な
す

べ
き
役
割

に
対
す
る
補
充
で

あ
り
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
役
割
取
得
に
失
敗
し
た
夫

は
次
第
に
家
庭
を
省
み
な
く
な
り
、
幼

い
子
を
抱
え
て
働
く
妻
を
サ
ボ
ー
ト
し

よ
う
と
は
し
な

い
。
む
し
ろ
自
ら
の
地
位
喪
失
の
ス
ト
レ
ス
を
酒
や
異
性
で
解

消
し
よ
う
と
し
た
り
、
意
見
を
す
る
妻
に
暴
力
を
ふ
る
う
等
、
夫
婦

の
情
緒
的

絆
を
断
ち
切
る
行
為
を
重
ね
る
。
そ
し
て
離
婚
に
い
た
る
ス
ト

レ
ス
の
高
ま
り

は
妻

の
就
労
を
も
不
可
能
に
す
る
こ
と
が
多
く
、
離
婚
時
に
お
い
て
は
妻

の
就

労
は
二
〇
%
に
す
ぎ
ず
八
○
%
は
無
職
と
な
る
。
そ
も
そ
も
、
経
済
問
題
が
発

端
に
よ
る
家
族
解
体

の
ケ
ー

ス
が
大
部
分
ゆ
え
、
離
別
時
に
は
、
先
述
の
よ
う

に
夫
か
ら
の
金
銭
的
援
助
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
仕
事
も
無
く
、
住
む
家
さ
え
な

い
よ
う
な
貧
困
状
態

に
突
き
落
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
従
来
最
も
現
代
社

会
に
適
合
的
と
さ
れ
て
い
た
性
役
割
分
業
家
族
は
、
ど
ち
ら

か
が
役
割
期
待
を

果
た
し
得
な
い
時
、
家
族
解
体
の
要
因
と
も
な
り
、
ま
た
夫
婦
が
共
同
し
て
危

機
を
乗
り
越
え
る
際

の
妨
げ
に
も
な
る
こ
と
が
判
明
し
た

(対
象
者
の
離
婚
に

い
た
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
詳
し

い
分
析
は
加
藤
喜
久
子
・笹
谷
春
美
、

一
九
九
二
、

参
照
)
(
1
3
)

。
ま
た
、
妻
が
子
の
養
育

の
責
任
を
第

一
義
的
に
負

っ
て
い
る
性
役
割

分
業
家
族
に
お
い
て
は
、
そ
の
婚
姻
の
破
綻
に
お

い
て
も
親

権
者
や
扶
養
者

に

な
る
の
は
圧
倒
的
に
母
親
で
あ
る

(対
象
者

の
場
合
九
二
・

三
%
が
親
権
者
)。

こ
の
よ
う

に
し
て
貧
し
く
諸
困
難
を
抱
え
た
母
子
家
族
が
生

み
出
さ
れ
る
。
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離
別
後
、
女
性
達
は
従

っ
て
子
育
て
と
仕
事
に
、
育
児
の
役
割
と
家
計
維
持

の
役
割
の
双
方
に
第

一
義
的
責
任
を
負
う

こ
と
を
強

い
ら
れ
る
。
入
寮
時
六
三
%
、
調
査
時
点
八
五
%
と
い
う
就
労
率

の
回
復
は
、
母
親
た
ち
の
家
計
維
持
の
た
め
の
努
力
を
反
映
し
て

い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
イ
ヴ

ェ
ン
ト
毎

の
就
労
率

の
変
化
に
対
応
す
る
雇
用
形
態

の
変
化
で
あ
る
。

彼

女
た
ち
の
就
労
時
の
雇
用
形
態
は
、
常
雇
は
未
婚
時
で
七
割
以
上
、
結
婚
期
間
中
は
二
割
、
離
別
後
三
割

で
あ

る
の
に
対
し
、
パ
ー

ト
的
雇
用
は
未
婚
時

一
割
、
結
婚
期
間
中
四
割
、
離
別
後
六
割
で
あ
る
。
結
婚
後
の
再
就
労
は
そ
の
大
半
が
常
雇

か
ら
パ
ー
ト
的
不

安
定
雇
用

へ
の
階
層
低
下

の
道
筋
を
辿
る
。

こ
の
デ
ー
タ
は
、
特
に
既
婚
女
性

の
場
合
、
常
雇

の
仕
事
を

一
旦
中
断
し
た
ら
、
再
就

労

に
お

い
て
、
資
格
で
も
な
い
か
ぎ
り
常
雇
の
仕
事
に

つ
く
の
は
容
易
で
は
無

い
こ
と
を
明
快
に
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
常
雇
と
は
い
え
、
仕
事
内
容
も
零
細
企
業

で
の
事
務
、
清
掃
、
介
護
、
店
貝
等

い
わ
ゆ
る

「女
性

の
仕
事
」
が
多
く
、
そ

の
た
め
賃
金
も
表
2
の
よ
う

に
退
寮
し
て
民
間
の
貸
賃
住
宅
に
住
み
自
立
す
る
に
は
到
達
し
な
い
低
賃
金
で
あ
る
。
ま
し
て
や
パ
ー

ト

の
労
働
条
件
は
、
は
る
か
に
自
立
ラ
イ

ン
を
下
回
る
。
パ
ー
ト
の
時
給
平
均
は
五
六
九
円
、

一
ケ
月
平
均
手
取

り
は
八
五
、
六
〇

〇
円
で
あ
る
。
平
均
拘
束
時
間
は
七
・
四
六
時
間
で
常
雇
の
八
・
四
七
時
間
と
大
差
は
な
い
。
常
雇
の
平
均
手
取

り

一
二
四
、
○
○

○
円
と
比
べ
極
め
て
低
賃
金
で
あ
る
。
ボ
ー
ナ

ス
支
給
が
あ
る
の
は
三
二
%

(常
雇
九
二
%
)
、
有
給
休
暇
が
あ

る
の
は
二
八
%

(常

雇

七
五
%
)
に
し
か
す
ぎ
ず
、
健
康
保
険

の
加
入
や
年
金

の
加
入
も
ほ
と
ん
ど
保
障
さ
れ
ず
将
来
的
に
も
非
常
に
不
安
定

で
あ
る
。

パ
ー
ト
就
労
を
選
択
せ
ざ
る
を
え
な

い
背
景
の

一
つ
に
、
子
育
て
と
の
両
立
の
問
題
が
あ
る
。
表
3
の
よ
う
に
、
最
も
気
が
か
り

な

の
は
他
に
保
護
者

の
い
な

い
こ
ど
も
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
特
に
対
象
者
の
場
合
、
そ
の
多
く
が
離
死
別
時
の
下
の
子
の
年
齢
は

二
歳
以
下
が
五
三
%
、
三
―

五
歳
が
四
〇
%
と
手
の
か
か
る
乳
幼
児
を
抱
え
て

い
た
。

一
九
九
〇
年
時
点
で
も
二
歳
以
下

一
五
%
、

三
―
五
歳
三
四
%
、
小
学
生
三
三
%
、
中
学
生

一
一
%
、
高
校
生
五
%
と
ま
だ
半
数
が
乳
幼
児
で
あ
る
。
従

っ
て
、
場
合
に
よ

っ
て

は
労
働
時
間
が
長
く
、
仕
事
の
責
任
も
重

い
常
雇
を
避
け
て
短
時
間
の
パ
ー
ト
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

多

く
の
母
は
な
る
べ
く
早
く
少
し
で
も
高
賃
金

の
安
定
し
た
仕
事
を
確
保
す
る
の
に
必
死
で
あ
る
。
入
寮
後
の
転
職
回
数
は
平
均
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(表2)常 雇の職種及び収入(事 例)

(表3)母 子世帯になって最 も困ったこと(%)(MA)
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二
・
五
回
、

一
年
間
で
最
高

一
四
回
の
人
も

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
就
職
の
面
接
で
子
ど
も
の
小
さ
い
母
子
家
庭
の
親
は
仕
事
を
瀕
ぱ

ん
に
休
む
と
決
め
つ
け
ら
れ
採
用
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
数
回
あ
る
」
「子
ど
も
を
持
ち
な
が
ら
働
か
ね
ば
生
き
て
ゆ
け
な
い
母
親
に

理
解
を
示
す
雇
用
者
は
少
な

い
。
面
接

の
時
に
差
別
を
感
じ
る
」
と
い
う
訴
え
に
見
る
よ
う
に
、
最
も
切
実
に
安
定
し
た
仕
事
を
必

要

と
し
て

い
る
母
子
家
族
の
母
親
に
対
し
、
今
日
の
労
働
市
場
は
極
め
て
閉
鎖
的
で
あ
る
。

再
就
職
の
既
婚
女
性
に
は
不
安
定

・
低
賃
金
の
差
別
的
労
働
市
場
し
か
開
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
先
行
研
究

で
明
ら
か
に
さ
れ

て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
母
親
で
あ
る
こ
と
、
離
別
単
親
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
二
重
三
重

の
ハ
ー
ド

ル
が
設
け
ら
れ

て

い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
享
た
、
職
場
の
上
司
に
ホ
テ
ル
に
誘
わ
れ
た
女
性
は

「夫
と
い
う
貭
が
無

い
女
性
に
は
何
を
し
て
も
良

い
と
い
う
露
骨
な
態
度
」
に
我
慢
が
な
ら
ず
退
職
を
し
た
。
男
性
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は

弱
い
立
場
に
あ
る
女
性
を
ま
す
ま
す
窮
地

に
追

い
や
る
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
根
強
い
性
役
割
家
族
及
び
離
別
に
対
す
る
偏
見

・
差
別
が
、
労
働
市
場

に
お
け
る
離
別

・

母
親
労
働
者
に
対
す
る
閉
鎖
性
と
低
い
位
置
づ
け
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
貧
困
化

の
基
底
要
因

で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
。

(2)

母
子
家
族

の

「貧
困
化
」
と
階
層
的
要
因

表
4
は
父
親

の
職
業
階
層
で
あ
る
。
対
象
者
の
出
身
地
は
札
幌

一
七
%
、
そ
の
他
道
内
七

一
%
、
道
外
九
%
と
広
く
道
内
市
町
村

に
分
布
し
て
お
り
、
農
業
自
営
層
や
炭
鉱
労
働
者
、
国
鉄
労
働
者
等
そ
の
地
域
に
特
徴
的
な
職
業
が
多

い
。
仕
事
内
容
で
も
土
木
作

業

員
や
古
物
商
等
の
不
安
定
就
労
者
も
い
る
が
、
教
員
や
国
鉄
駅
長
等
も
お
り
、
必
ず
し
も
低
階
層
に
集
中
し
て

い
な

い
の
が
特
徴

的

で
あ
る
。
従

っ
て
本
人
の
学
歴
も
中
学
卒
業
が

一
六
%
、
高
校
終
了

(中
退
者
も
含
む
)
五
七
%
、
専
門
学
校
・
短
大
・

大
学
終

了

(中
退
者
も
含
む
。
四
年
制
大
卒
は
四
名
)
二
七
%
と
低
学
歴
に
集
中
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
階
層
的

に
は
必
ず
し
も
低

階
層

に
偏

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
家
族
的
特
色
と
し
て
義
務
教
育
終
了
ま
で
の
親
の
離
死
別
が
四
割
と
極

め
て
多

い
こ
と
が

あ

げ
ら
れ
る
。
父
母
ど
ち
ら
か
の
離
死
別
そ
し
て
再
婚
あ
る
い
は
単
親
と

い
っ
た
家
族
変
化
は
、
そ
れ
に
反
発
し

て
早
期
に
家
を
出
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(表4)出 身階層(父 の職業)

た
ケ
ー
ス
も
あ
る
等
、
結
婚
後
の
様
々
な
危
機

に
対
す

る
親
や
親
族

の
サ

ポ
ー
ト
の
低
下
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
見
た
よ
う
に
対
象
者

の
九
割
が
結
婚

や
出
産
で
仕
事
を

や
め
夫

の
被
扶
養
者
と
な

っ
て
い
る
。
背
景
に
は
強

い
性

役
割
分
業
意
識
も

存
在
し
て

い
た
。

こ
の
よ
う
な
女
性
と
子
供

の
生
活
水
準
は
当
然
夫
の
職
業

階
層
や
経
済
力
に
規
定
さ
れ
る
。

表
5
は
、
夫
た
ち
の
職
業
で
あ
る
。
父
の
職
業
に
比
較
し
、
セ
ー
ル
ス
や

不
動
産
関
係
な
ど
都
市
的
・競
争
主
義
的
な
サ
ー
ビ
ス
業
的
職
種
が
多

い
が
、

総
じ
て
事
務
職

の
割
合
が
少
な
い
も
の
の
、

ご
く

一
般
的

に
男
性
が
し
て
い

る
職
種
で
あ
り
、
特
別
な
も
の
に
偏

っ
て
る
と
は
い
え
な

い
。
し
か
し
、
炭

鉱
や
漁
業
等
地
域

の
地
場
産
業

の
解
体
に
伴
う
転
職
等

の
社
会
的
に
強
制
さ

れ
た
イ
ヴ

ェ
ン
ト
に
よ

っ
て
、
ま
た
浪
費
癖
や
犯
罪
等

の
性
格
上
の
問
題
等

が
引
金
と
な
り
転
職
を
重
ね
、
労
働

の
不
安
定
化
、
失
業
に
至

っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な

い
。
離
婚
時
で
は
、
二
三
%

の
夫
が

無
職
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
夫
の
ラ
イ

フ
コ
ー

ス
の
危
機
が
家
族

の
機
能
障
害
を
媒
介
と
し
て
妻
の
ラ
イ
フ
コ
ー

ス
の
危
機
を
も
も

た
ら
す
。
九
割
が
仕
事
を
い
っ
た
ん
止
め
て
性
別
分
業
家
族

に
は

い
り
、
夫
の
被
扶
養
者
と
な

っ
た
対
象

ケ
ー

ス
の
場
合
、
夫
の
ラ

イ

フ
コ
ー
ス
の
危
機

に
伴
う
、
特

に
経
済
的
機
能
障
害

へ
の
対
応
に
は
、
妻
の
学
歴

・
階
層
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
。
何
故

な

ら
、
夫
婦
に
ど

っ
て
性
役
割
分
業

へ
の
拘
り
の
方
が
強
く
、
そ

の
失
敗

へ
の
失
望
感
が
そ
れ
ぞ
れ
が
所
有
す
る
資
源
を
出
し
合

っ

て
共
同
で
危
機

へ
対
処
し
よ
う
と
い
う
方
向
よ
り
も
夫
婦

の
情
緒
的
機
能

の
喪
失
に
向
か

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る

(加
藤
・笹
谷
、

前

掲
論
文
)

し
か
し
、
対
象
者

が
離
婚

・
母
子
家
族
と
し
て
の
ラ
イ
フ
コ
ー

ス
を
選
択
し
、
自
ら
が
稼
得

の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
過
程
に
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(表5)前 夫の職業

(表6)学 歴別雇用形態

お
い
て
、
学
歴

・
階
層
要
因

の
関
連
が
少
な
か

ら
ず
見
ら
れ
る
。
家
計
維
持
者
に
と
っ
て
、
雇

用
関
係
が
安
定
し
比
較
的
賃
金
の
高

い
常
雇
の

職
を
獲
得
す
る
こ
と
は
男
女
ど
ち
ら
に
と

っ
て

も
必
須
の
課
題
で
あ
る
。
表
6
の
よ
う
に
対
象

ケ
ー

ス
に
お
い
て
も
現
在
常
雇
に
就

い
て
い
る

の
は
高
学
歴
、
有
資
格
者
が
相
対
的
に
多

い
。

逆
に
言
え
ば
、
わ
が
国

の
よ
う
な
高
学
歴
社
会

に
お

い
て
、
義
務
教
育
ま
で

の
学
歴
取
得
者
は

そ
れ
だ
け
で
多
様
な
就
業
チ

ャ
ン
ス
を
阻
ま
れ

る
。
従

っ
て
将
来
自
立
可
能

な
職
業
獲
得
に
向

け
て
、
看
護
学
校
に
再
入
学
、
職
安
の
ワ
ー
プ

ロ
講
座
、
医
療
事
務
の
通
信
教
育
、
職
場

の
情

報
処
理
資
格
を
取
得
す
る
た
め
の
勉
強
等
に
取

り
組
む
母
も
い
る
。
し
か
し
、
幼
児
を
抱
え
働

き
な
が
ら
こ
れ
ら
の
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
は

極
め
て
厳
し
い
。
そ
の
際
、
親
族
や
友
人
等
の

サ
ポ
ー
ト
ネ

ッ
ト
は
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
だ

ろ
う
か
。
表
7
は
、
離
別
時

や
、
母
子
家
族
に

な

っ
て
か
ら
の
困
難
時
の
サ
ポ
ー
ト
の
有
無
と
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(表7)雇 用形態別困難時のサポー ト

*「 親」をサポー トの量と関係別に見ると、「常雇」は(母36.4、 父18.2),「 パー ト」は(母33.3,父6.71)、 「無職」は(母

12.5、 父0.0)と 格差が見られ る

そ
の
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
常
雇

の
獲
得
者
に
は
パ
ー
ト
に
比
べ
、
必
要
な
時
に
身
近
な

親
族
の
サ
ポ
ー
ト
が
得
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
母
子
の
場
合
、
仕
事
を
継
続
確
保
す
る
た
め
に
は

子
供
の
病
気
や
夜
勤
、
休
日
出
勤
等
公
的
保
育
で
カ
バ
ー
仕
切
れ
な
い
部
分

へ
の
援
助
が
必
須
で

あ
る
が
、
と
く
に
こ
の
面
で
は
母
や
姉
妹
等
女
性
を
中
心
と
し
た
サ
ポ
ー
ト
ネ

ッ
ト
が
機
能
し
て

い
る
。
逆
に
パ
ー
ト
や
無
職
で
は
出
身
家
族
の
家
族
解
体
の
た
め
こ
れ
ら

の
サ
ポ
ー
ト
資
源
を
持

た
な
い
割
合
が
高

い
。
こ
の
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
資
源
の
有
無
は
直
接
的
に
で
は
な

い
が
間
接
的
に

貧
困
か
ら
の
脱
却
に
関
係
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
個
別

・イ

ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
対
応
で
あ
り
、
女
性
の
貧
困
化
そ
の
も

の
を
防
止
す
る
の
は
限
界
が
在

る
こ
と
は
当
然
で

あ
る
。

(3)

福
祉
施
策

の
二
面
性

貧
困

へ
の
対
策
は
今
日
で
も
福
祉
施
策
の
大
き
な
ウ

ェ
イ
ト
を
占
め
、
生
活
保
護
等

の
公
的
扶

助
が
そ
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
。
対
象
者
に
お
い
て
も
先
述
し
た
よ
う
に
生
存
ラ
イ

ン
を
下
回
る

低
賃
金
の
パ
ー
ト
労
働
者
を
中
心
と
し
て
、
生
活
保
護
と
子
ど
も

へ
の
扶
助
で
あ
る
児
童
扶
養
手

当

へ
の
依
存
は
構
造
的
に
不
可
欠
で
あ
る
。
生
活
保
護
は
現
在
、
パ
ー
ト
の
四
九
%
、
無
職
の
五

六
%
が
受
給
し
て
い
る
(常
雇
は
ゼ
ロ
)
。
し
か
し
今
日
の
生
活
保
護
制
度
は
女
性
に
と
っ
て
抑
圧

的
な
側
面
も
持

っ
て
い
る
。

一
つ
は
、
厳
し
い
ミ
ー

ン
ズ
テ
ス
ト
が
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
最
低
の

レ
ヴ

ェ
ル
の
補
助
で
あ
り
、
確
か
に
生
存

の
危
機
か
ら
守
る
機
能
は
有
す
る
が
、
同
時
に

「貧
困

層
」

の
レ
ッ
テ

ル
を
貼
る
機
能
も
有
し
て
い
る
。
特
に
女
性
の
場
合
、
母
子
イ

コ
ー

ル
保
護
さ
れ

る
対
象
と

い
う
伝
統
的
観
念

の
た
め
、
他

の
親
族
や
前
夫
の
扶
養
能
力
が
無
い
と
い
う

こ
と
が
明
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ら

か
に
さ
れ
る
限
り
で
支
給
さ
れ
る
。
そ
の
た
め

「
別
れ
た
夫
と
の
関
係
な
ど
言
い
た
く
な
い
こ
と
を
根
ほ
り
葉

ほ
り
聞
か
れ
た
」

「自
分
勝
手
に
離
婚
し
た
か
ら
生
活
で
き
な
く
な

っ
た
ん
だ
、
と
自
分
の
責
任
に
さ
れ
た
」
「と
て
も
言
葉
で
は
表

せ
な

い
屈
辱
を
受

け
悔
し
く
て
泣

い
た
」
な
ど
三
割
が
受
給
の
際
の
窓
口
と
の
ト
ラ
ヴ
ル
を
訴
え
て
い
る
。

ま
た
、
対
象
者
は
、
こ
の
よ
う
な
公
的
扶
助
と
併
せ
て
母
子
寮
入
寮
に
よ
り
最
低
限
の
生
活
条
件
を
確
保
す
る
。
母
子
寮
は
児
童

福
祉
施
設
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
児
童

の
健
全
な
発
育
と
成
長

の
条
件
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
扶
養
者
で
あ
る
母

親

へ
の
生
活
指
導
も
含
ま
れ
る
。
現
場

で
は
伝
統
的
な

「良
き
母
親
」
観
に
基
づ
く
指
導

の
も
と
、
前
夫
や
他
の
男
性
と
関
係

・
接

触

を
持

つ
こ
と
は

「母
子
」
と
し
て
の
生
活
確
立
を
妨
げ
る
と
し
て
母
親

の
行
動
に
様

々
な
制
約
が
加
え
ら
れ
る

こ
と
が
多

い
。
入

寮

に
よ

っ
て
母
子
の
生
活

の
立
て
直
し
の
め
ど
が
拓
け
た
こ
と
を
メ
リ

ッ
ト
と
あ
げ
る

一
方
、
規
則

・
制
約
が
厳
し

い
こ
と
を
対
象

者
全
貝
が
デ
メ
リ

ッ
ト
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
た
め
自
立
条
件
を
十
分
確
保
し
な

い
う
ち
に
退
寮
す
る
母
子
も
見
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な

「
母
は
子
を
育
て
る
も

の
、
子
は
母
に
育
て
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
根
強

い
母
子

一
体
論
は
、

一
人
の
女
性
と
い
う
よ
り

子

の
た
め
に
の
み
生
き
る
母
役
割
を
強
調
し
、

一
方
で
子

の
扶
養
に
対
す
る
父
親
の
責
任
を
不
問
に
ふ
す

こ
と
に
も
な
る
。
現
実
に

対
象
者
の
子
ど
も
の
七
八
%
が
離
別
後

一
度
も
父
と
会

っ
て
い
な
い
。
は
た
し
て
こ
の
こ
と
は
子
に
と

っ
て
良

い
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
。

ケ
ー

ス
バ
イ
ケ
ー

ス
に
よ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
子
に
会

い
た
い
と
訪
ね
て
く
る
父
ま
で
を
機
械
的
に
シ
ャ
ッ
ト
ア

ウ
ト
す
る
こ
と
は
ど
う
な
の
か
。
ま
た
、
指
導
員
の
中
か
ら
も
、
「
母
子
」
と
い
う
だ
け
で
心
身
に
障
害
を
持

つ
等
複
雑
な
問
題
を
抱

え

た
ケ
ー
ス
が

一
緒
く
た
に
措
置
さ
れ
、
個
々
の
母
と
子

へ
の
適
切
な
指
導
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
な

い
ま
ま
母
子
寮
に
そ
の
責
任
が
負
わ

さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
悩
み
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
今
日
の
母
子
福
祉
施
策
は
現
代
社
会
に
お
け

る
性
役
割
シ
ス
テ

ム
を
む
し
ろ
補
完

・
補
強
す
る

一
面
を
有
し
、
自
立
を
求
め
る
母
達

の
要
求
と
の
間
に
き
し
み
が
生
じ
て
い
る
部

分
も
あ
る
。

五

結

語

「貧

困

」

か
ら

の
脱

却

は
可
能

か
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以
上
、
母
子
家
族

の
貧
困
化

の
要
因
と
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
、
離
婚
に
よ
る
母
子
家
族
が
大
部
分
を
占
め
る
母
子
寮

入
寮
者
を
対
象
に
、

女
性
問
題
の
視
点
か
ら
考
察
を
行

っ
た
。
最
後
に
本
考
察
の
フ
ァ
イ

ン
デ
ィ
ン
グ
の
ま
と
め
と
、
そ
こ
か
ら
見
通
さ
れ
る
貧
困
か
ら

の
脱
却
の
方
向
性
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
。

「
子
供
を
抱
え
て
、
女
性

が
社
会
に
出
て
仕
事
を
す
る
の
は
大
変
。
正
社
員
と
同
等
の
厳
し

い
仕
事
を
し
て
も

パ
ー
ト
の
私
た
ち

は
生
活
費
が
足
り
ず
、
結
局
足
り
な

い
分
を
役
所

の
保
護
費
で
カ
バ
ー
し
て
も
ら

っ
て
る
。
そ
の
分
、
精
神
的
に
負

い
目
を
感
じ
、

事
あ
る
ご
と
に
卑
屈
な
気
持
ち
に
た
び
た
び
な
り
ま
す
。
裕
福
と
い
わ
れ
る
日
本
経
済

の
中
で
、

一
人

一
人
の
賃

金
の
安
さ
、
特
に

女
性
労
働
者

の
賃
金
の
安
さ
に
は
矛
盾
を
感
じ
ま
す
」
。
パ
ー
ト
を
し
な
が
ら
子
供
三
人
を
扶
養
す
る
四
〇
才

の
対

象
者
の
こ
の
言
葉

は
今
日
の
貧
困
な
母
子
家
族

の
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
不
安
定

・
低
賃
金
労
働
に
よ
る
経
済
的
自
立
の
不
十

分
さ
、
そ
れ
を
補
完
す
る
公
的
扶
助
に
よ
る

一
方
で
の
精
神
的
自
立
の
抑
圧
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
態
は
以
下

の
よ
う
に
個

々
人

の
私
的
問
題
で
は
な
く
、
広
く
社
会
シ
ス
テ
ム
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。

対
象
者
の
職
歴
の
フ
ォ
ロ
ー
に
よ
り
、
明
ら
か
に
既
婚
女
性

に
対
す
る
差
別
的
労
働
市
場
の
存
在
が
見
ら
れ
、
加
え
て
、
配
偶
者

の
い
な

い
離
別
母
子
に
た
い
し
て
は
、
「よ
く
休
み
信
用
で
き
な

い
」
と
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
、
夫
が
い
な

い
こ
と
に
対
す
る
偏
見
や
嫌

が
ら
せ
等
様

々
な
理
由
で
、
労
働
市
場

へ
の
参
入
自
体
が
排
除
さ
れ
る
様
が
見
ら
れ
た
。
従

っ
て
彼
女
た
ち
は
女

性
労
働

の
中
で
も

よ
り
条
件
の
悪

い
低
賃
金

・
不
安
定
三

K
の
仕
事
に
追

い
や
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
特
に
経
済
の
サ
ー
ビ
ス
化
と

い
わ
れ
る
経
済
構

造

の
変
化
に
よ
り
、
「二
重
労
働
市
場
」

の
格
差
は
拡
大
傾
向
に
あ
り
、
二
次
的

・周
辺
的
市
場
に
追

い
や
ら
れ
て

い
る
限
り
女
性
は

貧
困
か
ら
脱
却
で
き
な
い
。
確
か
に
対
象
者
に
お
い
て
、
学
歴
や
資
格
、
所
有
す
る
サ
ポ
ー
ト
資
源
な
ど
階
層
的

地
位
に
付
随
す
る

要
因
が
、
よ
り
有
利
な
職
業
獲
得

に
少
な
か
ら
ず
関
係
し
て
い
る
側
面
も
見
ら
れ
た
が
、
現
実
の
分
析
で
は
そ
れ
以

上
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー

に
よ
る
差
別
的
労
働
市
場
の
論
理
が
第

一
義
的
に
機
能
し
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
対
象
者
自
身
は
貧
困
か
ら
抜
け
出
し
、
避
渡
的
施
設
で
あ
る
母
子
寮
か
ら
退
寮
す
る
為
の
条
件
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て

い
る
だ
ろ
う
か
。
表
8
に
見
る
よ
う
に
、
自
立
可
能
な
労
働
条
件
を
確
保
し

つ
つ
あ
る
常
雇
層
と
ま
だ
確
保
し
え
て
い
な

い
パ
ー
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(表8)雇 用形態別 「自立」条件の要求(MA)(%)

*対 象者68人 がそれぞれの項目を選択した割合(%)

卜
層
、病
弱
な
無
職
層
に
よ
り
重
点
の
置
き
方

が
若
干
異
な
る
が
、

全
体
の
六
―
七
割
が

「低
賃
金

の
改
善
」
と

「住
宅
の
確
保
」
を

挙
げ
、
「
職
業
訓
練
の
充
実
」
「
児
童
扶
養
手
当

の
充
実
」
が
次
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
見
こ
れ
ら
の
要
求
は
当

然
過
ぎ
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
そ

こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
よ
り
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
こ
に
は
、
男
性
や
常
雇
労
働
者
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な

い
時
間
を
身
を
粉
に
し
て
働

い
て
も
な
お
厳
然

と
あ
る
差
別
、
母

子
寮
と
い
う
特
殊
な
施
設
に

「措
置
」
さ
れ
ざ
る
を
え
な

い
不
自

由
さ
、
等
に
対
す
る
強
い
憤
り
が
あ
る
。
彼
女
達

の
約
入
割
は
離

婚
を
後
悔
せ
ず
、
親
権

・
子
の
扶
養
と

い
う
家
族
解
体
の
後
始
末

を

一
身
に
引
き
受
け
て
き
た
。
個
別
的
サ
ポ
ー

ト
の
ネ

ッ
ト
が
相

対
的
に
弱

い
た
め
入
寮
に
至

っ
た
が
彼
女
た
ち

の
求
め
て
い
る
生

き
方
は

「欠
損
家
族
」
と
し
て
処
遇
さ
れ
た
り
、
特
別
視
さ
れ
る

こ
と
で
は
な
く
、
多
様
な
家
族

の

一
形
態
と
し

て
地
域
の
中
で
子

ど
も
と
と
も
に
生
き
、

一
人
前

の
労
働
者
と
し

て
家
計
責
任
を
自

立
的
に
果
た
す

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
女
性
労
働
政
策
や
家

族
政
策
、
福
祉
政
策
は
こ
の
よ
う
な
女
性
や
単
親
家
族
の
子
ど
も

の
自
立
要
求
を
積
極
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
視
点

に
立
つ
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
低
賃
金

・
不
安
定
労
働
の
解
決
は
、
雇
用
機
会
均
等

法

の
充
実

・
企
業

へ
の
罰
則
規
定
の
強
化
、
内

実
の
あ
る
パ
ー
ト
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労
働
法

の
成
立
等
女
性
労
働

一
般

の
改
善
と
共
通
す
る
が
、
特
に
家
計
維
持
者
で
あ
る
母
に
は
ア
フ
ァ
ー

マ
テ
イ
ブ
ア
ク
シ

ョ
ン
的

な
自
治
体
や
企
業

の
積
極
的
雇
用
が
求
め
ら
れ
る
(
1
4
)

。

こ
れ
は
、
夫

の
老
齢
年
金
も
遺
族
年
金
も
無
い
女
性
が
老
後
を
自
立
的
に
生
き

る

た
め
に
も
必
須
で
あ
る
。
家
族
・福
祉
面
で
は
父
子
家
族
も
含
め
て

一
人
親
の
子
育

て
が
仕
事
や
そ
の
他

の
社
会
生
活

の
ハ
ン
デ
ィ

に
な
ら
な
い
よ
う
な
柔
軟
な
保
育
制
度
や
休
暇
制
度
等
子
育
て
支
援
の
多
様
な
プ

ロ
グ
ラ

ム
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
地
域
で
ノ
ー

マ
ル
に
暮
ら
す
た
め
の
公
的
住
宅
政
策

の
充
実
は
無
論

の
こ
と
、
特
に
子
ど
も
に
対
し
て
は
単
親
で
あ
る
こ
と
が
不
利

に
な
ら
な
い

よ
う
、
児
童
扶
養
手
当
等
の
金
額
や
支
給
期
間

の
見
直
し
、
養
育
や
教
育

へ
の
チ
ー
ム
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
、
母
子

一
体
論
を
排
し
、

子

ど
も
個
人
の
発
達
を
保
障
す
る
視
点
に
立

っ
た
独
自

の
公
的
扶
養
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
要
請
さ
れ
て
い
よ
う
(
1
5
)

。
ま
た
、
福
祉
現
場

の
官

僚
主
義
的
姿
勢
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
る
が
、
地
域
の
相
談
窓

口
の
創
設
や
職
員
や
サ
―
ビ
ス
の
デ
リ
ヴ
ァ
リ
ー

(地
域

へ
出
向

く
)
な
ど
、
公
的
施
策

へ
の
ア
ク
セ
ス
が
よ
り
容
易
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
れ
ら
自
立
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
基

本
的

に
は
行
政
が
責
任
を
持

つ
べ
き
で
あ
る
が
、
民
間

・
個
人
の
多
様
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ

っ
て
補
強
さ
れ
る

の
が
望
ま
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
主
要
な
論
点
で
あ
る
、
女
性
問
題
か
ら
の
貧
困

の
要
因
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
に
お

い
て
、
社
会
的
に

要
請
さ
れ
実
際

に
個
別
家
族
の
中
で
女
性
が
は
た
し
て
い
る

「家
事
育
児
」
の
役
割
が
、
労
働
市
場
に
お
け
る
「
二
次
的
」
「
周
辺
的
」

と
呼
ば
れ
る
低

い
労
働
力
の
価
値
付
け
と
密
接
に
関
連
し
、
男
性
の
扶
養
者
を
有
し
な
い
女
性
は
半
ば
必
然
的
に
貧
困
化
す
る
構
造

が
析
出
さ
れ
た
。
従

っ
て
、

一
方

の
家
庭
内
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
再
生
産
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
、
労
働
の
場
に
お
け
る
平
等
を
叫

ん
で
も
貧
困
化
の
根
本
解
決
に
は
な
ら
な

い
。

表
9
は
対
象
者
の
結
婚
時
と
離
婚
後

の
性
役
割
意
識
の
変
化
で
あ
る
。
確
か
に
離
婚
後

「反
対
」
は
多
く
な

っ
て
い
る
も
の
の
、

ま
だ

「賛
成
」
も
少
な
く
は
な

い
。
扶
養
責
任

の
あ
る
夫
に
さ
ん
ざ
ん
裏
切
ら
れ
た
対
象
者
で
さ
え
性
役
割
意
識

は
払
拭
さ
れ
て
い

な

い
よ
う
に
、
こ
の
問
題
は
簡
単
に
善
悪
が
つ
け
ら
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
教
育
や
し
つ
け
、
法
律
な
ど
多
様
な

側
面
か
ら
長
期
的

に
解
決
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
パ
ー
ト
や
病
弱
で
働
け
な

い
無
職
層

に

「賛
成
」
や

「わ
か
ら
な

い
」
が
多

い
の
は
、
必
ず
し
も
積
極
的
支
持
で
は
な
く
、
女

一
人
が
家
族
を
扶
養
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
厳
し

い
現
状
を
反
映
し
た
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(表9)性 役割分業意識の変化(%)

(注)「 夫 は仕事 、妻 は家事 ・育 児」 の考 え方 に対 す る賛否 で あ る。

も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
、
労
働
条
件

の
改
善
等
に
よ
る
貧
困
問
題

へ
の
対
応

と
性
役
割
分
業
の
見
直
し
に
よ
る
女
性
の
自
立
は
車

の
両
輪
の
よ
う
に
同
時
的
に
解
決
し
て

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
、
母
子
家
族
と
ジ

ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ

っ
て
特
に
問
わ
れ
て
い

る
の
は
、
前
章
で
示
し
た
福
祉
行
政
に
お
け
る
母
子

一
体
論
の
問
題
と
離
婚
制
度

で
あ
る
。

特

に
、
離
婚
に
お

い
て
は
そ
の
リ
ス
ク
を
母
の
み
が
負
う
こ
と
な
く
、
父
親
も
平
等
に
負
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
慰
謝
料
や
養
育
費
等
の
経
済
的
責
任
だ
け
で
な
く
、
子
の
成
長
発
達

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
精
神
的
責
任
を
も
制
度
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
裏

返
せ
ば
、
子
育
て
の
楽
し
み
の
部
分
を
母
の
み
が
占
領
す
る
の
で
は
な
く
父
も
享
受
し
う
る

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
働
く
女
性
を
中
心
に
性
役
割
分
業
の
見
直
し
と
男
女
が
共

に
仕
事

・
家
庭
忙
参
加
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム

へ
向
け
て
、
労
働
条
件
や
保
育
制
度
、
教
育
内

容
の
改
善
が

一
歩

一
歩
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
現
段
階
で
は
男
性

の

一
層

の
参
加

・
協
力
が

課
題
と
な

っ
て

い
る
。
女
性
の
貧
困
化
の
基
本
的
阻
止
も
こ
の
よ
う
な
方
向
に
よ

っ
て
の
み

可
能
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
女
性
は
男
性
の
扶
養
者
が

い
な
く
て
も
経
済
的
に
も
自
立

し
え
、
子
ど
も
は
逆
に
た
と
え
親
が
離
婚
し
て
も
父
母
の
責
任
と
公
的
サ
ポ
ー
ト
の
組

み
合

わ
せ
で
本
人
の
発
達
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
男
性

の
扶
養
者
を
必
要
不

可
欠
と
し
な

い
女
性
と
女
性
に
よ
る
世
話
を
必
要
不
可
欠
と
し
な

い
男

性
と
の
共
同
生
活

は
、
固
定
的
役
割
に
よ

っ
て
相
互
に
依
存
し
あ
う
場
合
よ
り
、
よ
り
自
由

で
豊
か
な
夫
婦
関

係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
安
易
な
結
婚
と
不
幸
な
離
婚
を
減
少
さ
せ
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
家
族
に
お

い
て
は
子
ど
も
た
ち
は
個
人
と
し
て
自
立
す
る

こ
と
を
学
び
ジ

ェ
ン
ダ
ー

の
再
生
産
も
阻
止
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う

に
、
「
女
性
と
貧
困
」
(性
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と
階
層
)
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る
媒
介
項
と
し
て
、
新
し
い
男
女
の
関
係
及
び
家
族

の
あ
り
方
も
ま
た
求
め
ら
れ
て
い
る
。

注(
1
)
H
a
r
m
a
n
,
 
L
.
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.
 
1
9
9
2
,
 
"
T
h
e
 
F
e
m
i
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
P
o
v
e
r
t
y
,
"
 
C
a
n
a
d
i
a
n
 
W
o
m
e
n
 
S
t
u
d
i
e
s
,
 
V
o
l
.
1
2
,
 
N
o
.
4
,
 
A
 
Y
o
r
k
 
U
n
i
v
.
 
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
p
.
6
.

(2
)

マ
ー

サ

・
N

・
O

一
九

九

〇
、

「
ア

メ
リ

カ
に
お
け

る
貧

困

の
女

性
化
」

季

刊

『社

会
保

障

研
究
』

第

二
六
巻

第

三
号
、

二

二
八

頁
。

(
3
)
A
x
i
n
n
,
 
J
.
,
 
1
9
9
1
,
 
"
J
a
p
a
n
 
A
 
S
p
e
c
i
a
l
 
C
a
s
e
,
"
 
i
n
 
G
o
l
d
b
e
r
g
,
 
G
.
S
.
 
a
n
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E
.
K
r
e
m
e
n
 
e
d
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.
,
 
T
h
e
 
F
e
m
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n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
P
o
v
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r
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:
 
O
n
l
y
 
A
m
e
r
i
c
a
?
,
 
P
r
e
a
g
e
r
,
 
p
p
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9
1
-
1
0
7
.

こ
の
論
文

は
、

一
、

労
働

市
場

に

お
け

る
地
位

二

、
労
働

分

野

に
お
け

る
男

女

平

等

の
た

め

の
政
策

三
、

社
会
福

祉

給
付

あ

る

い
は
政
府

の
所

得
移

転

四
、
離

婚

・
結
婚

・
非

婚
等

の
人

口
学

的

動
向

の
四

つ

の

フ
レ
ー

ム
ワ
―

ク
を

も
ち

い
た

「
貧

困

の
女
性

化
」

に
関

す

る
国
際

比
較

研
究

(七

ケ
国

)

の

一
つ
で
あ

る

が
、

J

・
ア

ス
キ

ン

は

日
本

で
は

「
貧

困

の
女

性
化

」
は
目

に
見

え
る
形

で
現

れ

て

い
な

い
、
と
述

べ
て

い
る
。

そ

の
理
由
を

以

下

の
よ
う

に
分
析

す

る
。

日
本

に
お

い
て
も

女
性

の
就

労
化

は
進

展
し

て

い
る

が
、
そ

の
労

働

は

パ
ー

ト
労
働

が
多

く

、
き

わ

め
て
低

賃
金

で
あ

る
。

そ

の
背

景

に
は
他

の
発
展

し

た
国

々
と

は
異
な

る
女

性

の
家
族

に

お
け

る
役
割

が
あ

る
。

日
本

の
女

性

は
、

こ
ま

ご
ま

と
し

た
家
事

の

い

っ

さ

い
の
責

任

を
負

っ
て

い
る

(子
供

や
夫

の
家

事
参

加

は
ま

れ

で
あ

る
)
。

ま

た
、

子
供

の
教
育

に
対
す

る
母
親

の
責

任

も
重

い
。

更

に
、
年

寄

り

の
世
話

・
介
護

者

と
し

て
も
期

待

さ
れ
、

た

と
え
就

労
し

て

い
て
も
介

護

の
た
め

に
仕
事

を
止

め

る
こ

と
を
強

い
ら

れ

る
。

パ
ー
ト

労
働

の
大

量
化
、

M

字
型

労
働

力
率

は

こ
の
よ
う

な
家

族
役

割

と
関
連

し

て
お

り
、
雇

用
者

と
被

雇
用

者

と

の
双
方

に

適

合
す

る
雇

用
形

態

と
し

て
今
後

も
拡

大
す

る

で
あ

ろ

う
。

男
女
平

等

の
た
め

の
政
策

も
実
行

性

に
乏
し

く
、

ま

た
児
童

扶
養

手
当

等

の
福

祉
給
付

も
最

低

額

で
あ

る
。
従

っ
て
、
離
婚

は
女
性

に

と

っ
て
は
経
済

的

リ

ス
ク

が
大
き
す

ぎ
、

ま

た
、
根

強

い
離
婚

に

た

い
す

る
道
徳

規
制

は
男

性
や

子
供

に
も

不
利

な

た
め
、

日
本

の
離
婚

率

は
発

展
し

た
国

々
の
う

ち
最

低

で
あ
り

、
皮

肉

に
も
そ

の
こ

と

が
貧

し

い
母

子
家
族

の
大

量
創

出
を

セ
―
ブ

し

「貧

困

の
女
性

化
」

の
顕

在
化

を
妨

げ

て

い
る
、

と
指

摘
す

る
。

(4
)

Pearce, Diana, 1978, "Feminization of Poverty: Women, Work and Welfare," Women and Social Change Review, Vol.11,pp.28-36.

(
5)

Duncan, G.J. and S.D. Hoffman, "A Reconsideration of the Ecomomic Conesquences of Marital Disruption," Demography, Vol.22, pp.485-498.
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(6

)
G
a
r
f
i
n
k
e
l
,
 
I
.
 
e
t
.
 
a
l
l
.
 
1
9
8
9
,
 
"
D
i
v
o
r
e
c
,
 
F
e
m
a
l
e
 
H
e
a
d
s
h
i
p
 
a
n
d
 
C
h
i
l
d
 
S
u
p
p
o
r
t
,
"
 
i
n
 
O
z
a
w
a
 
N
.
M
.
 
e
d
.
,
 
W
o
m
e
n
'
s
 
L
i
f
e
 
C
y
c
l
e
 
a
n
d
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
I
n
s
e
c
u
r
i
t
y
,
 
G
r
e
e
n
w
o
o
d
 
P
r
e
s
s
,
 
p
p
.
1
0
1
-
1
3
1
.

(7
)

こ

の
よ
う

な

「
二
重

労
働

市
場

論
」
、
「
人

的
資
本

論
」
、
労
働

市
場

を

め
ぐ

る

フ

ェ
ミ

ニ
ス
ト
理
論

に

つ
い
て
は
、
ト

ン
プ

ソ

ン

一

九
九

〇
、

「
も
う

一
つ
の
分
業

」
成

瀬
龍

夫
他

訳

『
労
働

と
管

理
』

啓

文
社
、

七
章

一
七

五
頁

。

ホ
ー

ン

・
川
嶋
瑤

子

一
九

八
五
、

『
女
子

労
働

と
労
働

市

場

の
分
析

』

日
経
評

論
社

、
九

頁
等

参
照

の
こ
と
。

(
8
)

マ
ル
ク

ス

フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム

の
立

場

に
立

つ
N

・
ソ

コ

ロ
フ
は
、

こ
の
よ
う

な
女

性

が
家
庭

内

で
無
償

で

は
た
し

て

い
る
役

割
と

労

働

市
場

に
お
け

る
低

い
地
位

は
弁

証
法

的
な

関
係

に
あ

り
、

こ
れ

に
よ

っ
て
妻

に
対

し
て
経

済
的

支
配
者

た
り
得

る
男
性

と

女
性

労

働

を
安

価

に
使

用
す

る

こ
と

に
よ
り
利

益
を

得

る
資
本

家

の
双
方

の
利

害

は
合

致
し
、

こ
の
構
造

を

「
家
父

長
制
的

資
本

主
義

」

と

規

定

し

た

(
ソ

コ
ロ
フ

・
N

一
九
八

七
、

江
原

由
美

子
他

訳

『
お
金

と
愛
情

の
間
』
、

勁
草
書

房
参

照

)
。
し

か
し

、
極

め

て
シ

ャ
ー

プ

で
は
あ

る

が
、

こ

の
理

論

で
は
弁
証

法

と

は
言
う

も

の

の
実

際

は

「
家
庭

と
労
働
市

場
」

の
関

係

は
振
り

子

の
よ
う

な
相

互
連
関

で
あ

り
、
女

性

に
対

す

る
男
性

と
資
本

に
よ

る
支
配

を
断

ち
切

る
方

向
制

が
見

え

て
来
な

い
の
が
欠
点

で
あ

る
。

(
9
)

マ
ー
サ

・
N

・
オ
ザ

ワ
、
前

掲
論

文
、
p
p
.
2
3
5
-
2
3
7
.

(
10
)E
h
r
e
n
r
e
i
c
h
,
B
.
 
a
n
d
 
F
.
F
.
P
i
v
e
n
,
 
"
T
h
e
 
F
e
m
i
n
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
P
o
v
e
r
t
y
 
:
 
W
h
e
n
 
t
h
e
 
f
a
m
i
l
y
 
w
a
n
g
 
s
y
s
t
e
m
 
b
r
e
a
k
 
d
o
w
n
,
"
 
D
i
s
s
e
n
t
,
 
V
o
l
.
3
1
,
 
p
p
.
1
6
2
-
1
6
8
.

(11
)
G
o
l
d
b
e
r
g
,
 
G
.
S
.
 
e
d
s
.
,
 
1
9
9
1
,
 
T
h
e
 
F
e
m
i
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
P
o
v
e
r
t
y
 
:
 
O
n
l
y
 
i
n
 
A
m
e
r
i
c
a
?
,
 
P
r
a
e
g
e
r
.

(
12
)

一
九

八
九

年
度

は
全

入
寮
者

九

入
名

の
ケ
ー

ス
記
録

調
査

を
行

っ
た
。
翌

年

は
入
寮
者

個

々
に
対
す

る
ア

ン
ケ
ー

ト
調

査
を

行

い

七

〇
名

の
回
答

を

得

た
。
七

〇
名

の
母

子
世

帯

と
な

っ
た

理
由

は
離
婚

五
四

名

(
七
七
・

一
%

)
、

別
居
中

一
(
一
・
四
%

)
、
遺

棄

・

行

方
不

明
五

(七
・

一
%

)
、

未
婚

の
母

七

(
一
〇
・

一
%
)
、

死
亡

一
(
一
・
四
%

)
、
不

明

二

(二
・

九
%

)
で
あ

る
。

別
居

、
遺

棄
、

未

婚

の
母
も

実
質

的

に
は
同

棲
生

活
を

経
験

し

て
お

り
、
広

い
意

味

で
離
別

母
子

と

し
て
扱
う

。

(
13
)

加
藤

喜
久

子

・
笹
谷

春
美

、

一
九
九

二
、

「
離

婚
発

生

の
メ

カ

ニ
ズ

ム
と
離
婚

の

コ
ス
ト
」

『現

代
社
会

学

研
究
』

第
五

巻
、

北
海

道

社
会

学
会

。

こ

の
論

文

は
本
稿

と

同
じ
対

象

で
、

母
子
家

族

に

い
た

る
前

段

の
離
婚

を

テ
ー

マ
と
し

て
考

察
を
行

っ
て

い
る
。

(
14
)

現
在

で
も

例
え

ば
、

母

子
世
帯

の
母

の
積

極
的

採

用
と

し

て
市

の
給
食

調
理

員
、
電

力
会

社

の
検
針

貝

(母
子

寡
婦

福
祉

連
合

会

に
よ

る
職
業

紹
介

)
等

が

あ
る

が
数

も
限

ら

れ
、

そ
れ

に
採

用
さ

れ
る

の
は

ほ
ん

の

一
部

で
あ

る
。

(
15
)

今

日

の
児
童
扶

養

手
当

は
子

ど
も

が

一
八
歳

の
誕
生

日
を

迎
え

た
時

点

で
受
給

が
切

ら
れ

る
。

し

か
し
高
校

進
学

率

が
九

〇
%
を

超
え

た
現
在

、

誕
生

日

の
時
点

で
ま

だ
多

く

の
子

は
在
学

中

で
あ

る
。
低

賃
金

の
母
子
家

族

に

お

い
て
は

こ

の
手
当

は
教

育
費

に
お

129



お

い
に
寄

与
し

て
お
り

、
子

ど
も

の
発
達

権

の
保
障

と

い
う

点
か

ら

み
れ

ば
せ
め

て
高
校

卒
業

ま

で
支

給
さ

れ

る

べ
き

で
あ

る
。

ま

た
、

精
神
障

害

等
養
育

能

力

に
問
題

を
有

す

る
親

を
持

つ
子

の
発
達

を

ど
う
保

障
す

る

か
、

あ
る

い
は
母
子
密

着

に
よ

り
発

生

し
や
す

い
虐

待

を
ど
う

防
ぐ

か
、

こ

の
よ

う
な
複

雑

な

問
題
を

専
門

家

が
協
議

し
指

導

に
あ

た
る
場

・組

織

が
必
要

と

さ
れ

て

い
る
。

現

状

で

は
、

数

と
し

て
も

絶
対
的

に
欧
米

に
比

べ
少

な

い
専
門

機
関

を
、

母

子
寮

の
指
導

員

が
個
別

に
訪

れ
相

談
を

お

こ
な

っ
て

い

る

が
、
総

合
的

判
断

を
す

る

の
が
困

難

で
適
切

な
対

応

が

で
き
な

い
こ
と
も
あ

る
。

最
近

の
母
子
寮

は
、

こ
の
よ
う

な

ケ
ー

ス
が
長

期

滞

留
す

る
傾
向

に
あ

る
。
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Women and poverty : New problems relevant with 

gender,family and social class

Harumi SasataniHokkaido University of Education
Kikuko KatoHokkaido Information University

The recent increase in the divorce rate, although viewed as women's 
liberation and independence, has created the paradox of producing a large 
number of poverty mother-child families. This phenomenon called the "

 feminization of poverty", presents a new focus on issues concerning the 

poverty problem within not only the social class perspective but also 
 gender perspective.

This article will identify the maim causes of poverty for the divorced 
 mother's families in Japan.

The study sample consisted of divorced mothers(N=68) living in 
homes for fatherless family.

We found the maim causes of their poverty to start with their low 
status in the labor market as connected with the gender role which 
women perform within the families. Especially,for the mother-child 
household without a male supporter, the escape from poverty is difficult 
as long as they are kept in the low wage and unstable jobs. Secondly, 
even for mothers having important social class advantages, such as a high 
level of education, good qualifications and strong support resources, re
-employment is difficult , because of suffering the prejudice against 

 divorced women and discrimination against hiring mothers with small 
children that still conspicuously exist in Japan.

In addition, today's social welfare policy for women and single parent 
families is not consistent with their demand for independence because of 
the policy's severe means test or traditional thinking treating mother and 
her child as one body.

These findings demonstrate that for solving the poverty of mother
-child families , it must be reevaluated considering today's prejudiced 
gender system, family, labor market, etc., in order to create a new policy 
to support the independence of men, women and children, while at the 
same time encouraging their equality.

As a result, people will be able freely choose their family situation : 
not only traditional nuclear family. Such will make possible the reduction 
of unhappy marriage and divorce.
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