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一
、
仕
事
と
家
庭
―
女
性
の
二
つ
の
困
難

昼
間
は
外
に
働
き
に
出
、
夜
は
家
に
帰
る
と
食
事
を
作
り
子
供
を
抱
え
て
家
事
を
す
る
。
こ
れ
は
多
く
の
職
業
婦
人
の
一
日
の
生
活

を
描
写
し
た
も
の
で
、
彼
女
た
ち
は
仕
事
と
家
庭
の
二
つ
を
受
け
持
つ
た
め
に
実
に
慌
た
だ
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
社
会
学
者
ア
ー

リ
ー
・
ラ
ッ
セ
ル
・
ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
は
女
性
が
仕
事
か
ら
家
に
帰
っ
て
さ
ら
に
家
事
労
働
に
従
事
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、｢

第

二
の
勤
務｣

と
呼
び
、
女
性
は
労
働
市
場
に
参
入
し
た
後
却
っ
て
有
償
労
働
と
家
事
労
働
と
い
う
二
つ
の
仕
事
に
同
時
に
従
事
せ
ね
ば

な
ら
な
い
状
況
に
直
面
し
た
と
説
明
し
て
い
る

(

１)

。

女
性
が
主
と
し
て
家
事
労
働
を
担
う
と
い
う
性
別
分
業
が
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
難
の
主
た
る
原
因
を
作
り
出
し
て
い
る
。
ま
た
こ

の
た
め
、
こ
れ
は
女
性
の
両
立
難
と
な
り
、
男
性
の
両
立
難
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
男
性
は
通
常
仕
事
と
家
庭
の
間
で
選
択
を

す
る
必
要
は
な
く
、
二
つ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
女
性
は
仕
事
と
家
庭
の
間
で
選
択
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
家
庭
の
た

め
に
仕
事
を
犠
牲
に
す
る
か
、
或
い
は
仕
事
の
た
め
に
家
庭
を
犠
牲
に
す
る
か
で
、
も
し
二
つ
と
も
や
り
た
い
と
思
う
な
ら
、
仕
事
と

家
庭
の
間
を
駆
け
回
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
学
者
の
ジ
ョ
ア
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

｢

男
性
を
理
想
と

し
た
労
働
者｣

と
い
う
言
い
方
で
、
職
場
の
規
範
は
な
ぜ
世
話
の
責
任
を
受
け
持
つ
労
働
者

(

＝
女
性)

に
不
利
で
あ
っ
て
仕
事
と
家

庭
の
両
立
難
を
生
み
出
す
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
。
つ
ま
り
労
働
市
場
は
家
事
労
働
を
受
け
持
つ
必
要
の
な
い
労
働
者

(

＝
家

族
を
養
う
男
性)

を
予
定
し
て
お
り
、
世
話
を
す
る
責
任
は
個
々
の
家
庭

(

＝
家
事
を
担
当
す
る
女
性)

に
負
わ
せ
て
お
り
、
且
つ
こ

の
よ
う
な
職
場
の
男
性
的
規
範
も
ま
た
階
級
化
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
た
め
中
・
下
層
の
女
性
を
さ
ら
に
不
利
に
し
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る

(

２)

。

労
働
市
場
へ
の
参
入
は
女
性
の
負
担
を
増
す
だ
け
で
、
女
性
の
解
放
を
促
さ
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
女
性
の
仕
事
と
家
庭
の
間
の
両
立

仕事と家庭の両立難を超えて
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難
に
い
か
に
向
き
合
う
か
は
、
こ
の
た
め
工
業
化
さ
れ
た
社
会
の
中
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
重
要
課
題
と
な
る
。
女
性
の
労
働
の
価
値
が

認
め
ら
れ
ず
或
い
は
低
く
み
ら
れ
、｢

愛
の
労
働｣

と
し
て

｢

無
償
労
働｣

と
さ
れ
た
た
め
に
、
一
部
の
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
は

｢
家
事
の
公
共
化
／
社
会
化｣

で
女
性
の
家
事
労
働
の
重
荷
を
取
り
除
こ
う
と
主
張
す
る
。
し
か
し
ま
た

｢

家
事
有
給
制｣

で
女

性
の
家
事
労
働
の
価
値
を
認
め
よ
う
と
主
張
す
る
も
の
も
い
る

(

３)

。

母
性
保
護
制
度
に
関
す
る
論
争
は
、
家
事
の
公
共
化
或
い
は
有
給
化
の
外
に
、
女
性
の
仕
事
と
家
庭
の
両
立
難
に
対
応
し
た
も
の
が

あ
る
。
母
性
保
護
制
度
―
女
性
の
妊
娠
・
出
産
に
基
づ
い
て
保
護
す
る
制
度
―
は
長
い
歴
史
を
も
ち
、
一
九
一
九
年
に
世
界
労
働
機
構

(

Ｉ
Ｌ
Ｏ)

が
母
性
保
護
条
約
を
締
結
し
て
以
来
、
何
度
も
の
変
更
を
経
、
最
新
の
母
性
保
護
条
約
は
健
康
保
護
、
産
休
、
授
乳
、
病

気
休
暇
或
い
は
そ
の
他
の
休
日
、
現
金
と
医
療
の
受
益
、
就
業
保
障
と
反
差
別
と
い
う
六
つ
の
取
り
組
み
を
含
ん
で
い
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、

母
性
保
護
制
度
は
女
性
を

｢

そ
の
母
性
の
役
割
を
満
足
さ
せ
る
と
同
時
に
、
こ
の
た
め
に
労
働
市
場
の
中
で
周
辺
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

は
な
い｣

こ
と
を
可
能
に
す
る
と
考
え
て
い
る

(

４)

。
つ
ま
り
女
性
に

｢

母
親
と
し
て
の｣

保
護
を
与
え
て
仕
事
と
家
庭
を
両
立
さ
せ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
母
性
保
護
制
度
の
直
面
す
る
典
型
的
な
疑
問
は
、
こ
れ
は
保
護
か
、
そ
れ
と
も
制
限
か
？
な
の
で
あ
る
。
例
を
挙

げ
る
と
、
女
性
の
夜
間
就
労
の
禁
止
は
、
女
性
に
家
庭
の
世
話
を
で
き
る
よ
う
に
し
、
夜
に
外
で
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
負
担
を
免
れ
さ

せ
る
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
女
性
の
就
業
を
制
限
し
て
、
且
つ
女
性
を
家
庭
の
中
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
な
の
か
？
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
育
児
休
暇
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
女
性
に
子
供
の
世
話
の
た
め
に
仕
事
を
失
わ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
、
仕
事
と
家
庭
の
両

立
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
雇
用
者
が
育
児
休
暇
の
支
出
を
負
担
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
の
で
、
女
性
を
雇

用
し
よ
う
と
の
気
持
ち
を
弱
め
さ
せ
、
女
性
の
就
業
に
不
利
で
、
女
性
が
家
庭
に
留
ま
る
こ
と
を
迫
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
母
性
保

護
制
度
は
一
体
女
性
の
労
働
参
加
を
よ
り
平
等
と
す
る
も
の
な
の
か
、
或
い
は

｢
仕
事
と
家
庭
の
両
立｣

の
名
で
、
家
事
労
働
を
こ
れ

ま
で
通
り
女
性
の
仕
事
と
し
、
ま
た
且
つ
女
性
を
職
場
か
ら
排
除
或
い
は
周
辺
化
さ
せ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
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二
、
夜
間
就
労
の
禁
止

―
女
性
の
就
業
の
機
会
を
排
除
す
る
の
か
、
或
い
は
女
性
の
就
業
の
平
等
を
保
障
す
る
の
か

一
九
四
五
年
か
ら
、
台
湾
の
工
場
法
は
女
性
の
夜
間

(

午
後
一
〇
時
か
ら
翌
朝
六
時)

就
労
を
禁
止
し
た

(

第
一
三
条)

が
、
違
法

の
代
償
は
軽
微
で
、
一
〇
〇
元
以
上
五
〇
〇
元
以
下
の
罰
金
に
す
ぎ
な
か
っ
た

(

第
六
八
条)

。
夜
間
就
労
を
禁
止
す
る
規
定
の
目
的

は

｢

女
性
は
母
と
な
る｣

(
家
庭
と
国
家
の
母
親
に
対
す
る
出
産
の
要
求)

と

｢

女
性
は
労
働
者
と
な
る｣

(

国
家
と
市
場
の
女
性
に
対

す
る
労
働
力
の
要
求)

の
衝
突
の
均
衡
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
労
働
市
場
の
変
化
は
こ
の
衝
突
を
徐
々
に
激
し
く
し
、
こ
の
こ
と

が
夜
間
就
労
を
禁
止
す
る
法
律
の
規
定
を
ま
す
ま
す
大
き
な
試
練
に
直
面
さ
せ
た
。

第
二
次
大
戦
後
の
台
湾
工
業
化
の
発
展
の
下
で
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
女
性
は
大
量
に
製
造
業
に
参
入
し
、
と
り
わ
け
紡
織
業
と

電
子
業
の
工
場
で
は
、
そ
の
最
底
辺
の
労
働
は
女
性
の
注
意
深
く
、
器
用
な
特
質
に

｢

符
合｣

す
る

｢

女
性
の
労
働｣

と
看
做
さ
れ
、

且
つ
こ
れ
ら
の
産
業
は
機
器
が
丸
一
日
運
転
さ
れ
る
た
め
夜
間
労
働
力
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
、
廉
価
な
女
性
労
働
力
は
ま
さ
に
生
産

コ
ス
ト
を
下
げ
、
国
際
競
争
力
を
高
め
る
た
め
に
役
立
っ
た
。
こ
の
た
め
、
当
時
の
台
湾
で
は
女
性
労
働
者
が
違
法
に
夜
間
に
働
く
現

象
が
一
般
的
に
存
在
し
た

(

例
え
ば
、
半
数
を
超
え
る
紡
織
工
場
は
女
性
を
夜
間
に
働
か
せ
て
い
た)

の
で
あ
り
、
国
連
の
警
告
を
引

き
起
こ
す
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
ま
た
女
性
労
働
者
の
夜
間
就
労
を
緩
め
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
労
働
の
争
点
と
な
っ
て
も
お
か
し
く
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
女
性
の
夜
間
就
労
の
禁
止
に
賛
成
す
る
論
点
は
主
と
し
て
女
性
の
生
理
の
違
い
と
家
庭
責
任
の
必
要
に
基
づ
い
て

い
た
。
つ
ま
り
女
性
の
生
理
は
男
性
と
異
な
る
の
で
、
力
が
必
要
で
危
険
な
或
い
は
長
期
の
仕
事
に
つ
く
こ
と
は
で
き
ず
、
且
つ
さ
ら

に
母
性
の
責
任
は
子
育
て
或
い
は
子
供
の
養
育
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る

(

５)

。
女
性
の
夜
間
就
労
を
緩
め
る
こ
と

を
支
持
す
る
論
点
は
、
主
と
し
て

｢

増
産
報
国｣

に
応
じ
た
経
済
発
展
と
産
業
の
需
要
に
基
づ
き
、
あ
わ
せ
て
家
庭
責
任
に
影
響
し
な

仕事と家庭の両立難を超えて
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い
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
を
強
調
す
る

(

６)

。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
支
持
と
反
対
の
双
方
の
違
い
は
経
済
発
展
に
対
す
る
支
持
の
強

さ
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。
女
性
が
家
事
労
働
を
担
当
す
る
と
い
う
性
別
不
平
等
分
業
を
批
判
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
女
性
の
就
業
と
経

済
的
独
立
の
重
要
性
を
重
視
す
る
わ
け
で
も
な
い
。

台
湾
と
ア
メ
リ
カ
の
産
業
の
経
営
者
側
は
政
府
が
法
を
改
正
し
て
産
業
の
需
要
に
合
致
さ
せ
よ
と
説
き
続
け
た
が
、
一
九
七
〇
年
代

初
期
に
到
り
世
界
規
模
の
不
景
気
の
下
で
、
広
汎
に
存
在
し
た
違
法
状
態
と
業
界
の
説
く
と
こ
ろ
の
圧
力
が
法
の
改
正
を
促
し
た
。
一

九
七
五
年
改
正
の
工
場
法
は
、
一�
労
働
組
合
或
い
は
労
働
者
の
同
意
を
以
っ
て
、
二�
主
管
官
庁
の
審
査
・
許
可
を
経
て
、
三�
三
組
で
の

昼
夜
交
替
制
を
採
り
、
安
全
衛
生
設
備
を
完
備
し
、
宿
舎
を
備
え
る
か
交
通
手
段
を
使
っ
て
送
迎
に
責
任
を
負
う
こ
と
を
、
女
性
が
例

外
的
に
夜
間
就
労
の
で
き
る
条
件
と
し
た
。
し
か
し
や
は
り
妊
娠
と
授
乳
期
の
女
性
が
夜
間
に
働
く
こ
と
は
絶
対
禁
止
と
し
た
。
法
改

正
の
理
由
は
明
白
に
、
こ
れ
は
経
済
発
展
の
需
要
に
合
わ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
例
外
条
件
を
設
け
た
こ
と
は
女
性
の
健
康
、
安
全
、
母

性
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
理
由
は
、
夜
間
就
労
の
開
放
は
国
家
経
済
の
発
展
の
利
益
・
経
営
者
側
の
利
益
を

守
る
た
め
で
あ
り
、
女
性
の
就
業
の
機
会
を
広
め
る
目
的
で
は
な
い
と
隠
す
と
こ
ろ
な
く
暴
い
た
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
家
庭
の
性
別

分
業
を
変
え
る
つ
も
り
で
は
な
く
、
女
性
の
直
面
し
て
い
る
低
賃
金
現
象
も
当
然
な
が
ら
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
法
改

正
の
重
点
は
安
い
女
性
労
働
力
を
産
業
に
用
い
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
女
性
の
給
料
を
高
め
て
雇
用
者
の
生
産
コ
ス
ト
を
増
す
こ
と
に

あ
る
の
で
は
な
い
。
製
造
業
の
労
働
女
性
は
よ
っ
て
二
種
類
に
区
分
さ
れ
る
。
つ
ま
り
妊
娠
や
授
乳
期
間
の
者
と
妊
娠
や
授
乳
期
間
で

は
な
い
者
で
あ
り
、
第
一
の
も
の
は
暫
時
出
産
を
優
先
し
、
第
二
の
も
の
は
仕
事
を
優
先
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー

の
女
性
労
働
者
は
国
の
た
め
に
命
を
か
け
経
済
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
妊
娠
・
授
乳
期
は
出
産
し
て
国
に
尽
く
し
、

家
庭
を
維
持
す
る
こ
と
を
優
先
す
る
。
工
場
法
の
改
正
は
、
女
性
労
働
者
の
労
働
権
を
拡
大
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
女
性
の
国
や
資
本

主
義
へ
の
サ
ー
ビ
ス
義
務
を
強
化
し
た
と
言
う
方
が
よ
い
。

女
性
の
夜
間
就
労
禁
止
の
規
定
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
到
っ
た
後
は
、
ま
た
も
や
さ
ら
に
緩
和
さ
れ
た
。
一
九
八
四
年
に
制
定
さ
れ
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た
労
働
基
準
法
で
は
、
女
性
の
夜
間
就
労
の
禁
止
を
適
用
す
る
職
業
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
表
面
的
に
は
女
性
が
例
外
的
に
夜
間
就
労

の
で
き
る
条
件
に
対
し
て
は
工
場
法
に
比
べ
る
と
厳
格
に
な
っ
た
も
の
の
、
実
際
上
は
行
政
機
関
は
積
極
的
に
産
業
の
要
求
に
合
わ
せ

て
お
り
、
特
に

｢

国
家
の
重
大
な
経
済
利
益｣

を
理
由
に
、
紡
織
・
電
子
等
の
産
業
が
例
外
規
定
を
適
用
で
き
る
と
指
定
し
た
。
こ
の

法
改
正
は
経
済
発
展
を
主
と
す
る
考
え
方
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
こ
の
後
労
働
基
準
法
の
関
連
す
る
改
正
は
女
性
の
夜
間
就
労
を
緩
和

す
る
と
規
制
す
る
の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
た
。
但
し
制
限
の
緩
和
を
最
も
中
心
の
目
標
と
し
、
一
九
九
一
、
一
九
九
六
、
一
九
九

八
、
二
〇
〇
二
年
に
四
回
の
改
正
を
行
な
っ
た
。
最
終
的
に
、
中
央
主
管
機
関
の
指
定
す
る
職
種
で
は
、
雇
用
者
が
必
要
な
安
全
衛
生

措
置
を
提
供
し
、
労
働
組
合
或
い
は
労
資
会
議
の
同
意
を
と
り
さ
え
す
れ
ば
、
例
外
的
に
女
性
に
夜
間
就
労
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
た
。
但
し
妊
娠
・
授
乳
期
の
女
性
は
依
然
と
し
て
絶
対
に
夜
間
就
労
を
禁
止
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

法
改
正
の
大
き
な
方
向
は
安
価
な
女
性
の
労
働
力
を
利
用
す
る
経
済
発
展
と
産
業
の
要
求
に
合
わ
せ
る
も
の
だ
と
は
い
え
、
軽
視
し

て
な
ら
な
い
の
は
、
性
別
平
等
の
観
点
か
ら
提
起
さ
れ
る
女
性
の
夜
間
就
労
を
許
す
べ
き
だ
と
の
主
張
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
〇

〇
二
年
の
制
限
を
緩
和
す
る
法
改
正
の
主
導
的
女
性
労
働
委
員
会
主
任
委
員
の
陳
菊
は
女
性
の
夜
間
就
労
の
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
は

女
性
の
就
業
選
択
権
を
保
障
す
る
た
め
だ
と
強
硬
に
主
張
し
た
。
彼
女
は
女
性
の
夜
間
就
労
を
制
限
す
る
こ
と
は
女
性
を
弱
者
と
す
る

現
わ
れ
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
台
湾
民
主
化
の
一
九
八
〇
年
代
後
期
か
ら
、
女
性
労
働
権
の
議
論
は
徐
々
に
増
加
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
の
中
に
は
夜
間
就
労
が
害
す
る
の
は
女
性
或
い
は
男
性
に
よ
ら
な
い
差
別
だ
と
主
張
す
る
も
の
が
い
て
、
こ
の
た
め

｢

男
女
を
分
け

ず｣

夜
間
就
労
を
減
ら
す
か
禁
止
す
る
か

(

７)

、
或
い
は
女
性
の
夜
間
就
労
の
制
限
を
取
消
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る

(

８)

。
し
か
し

ま
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
中
に
は
、
夜
間
就
労
と
は
資
本
家
へ
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
労
働
者
の
利
益
で
は
な
い
と
の
疑
問
を
も
つ
も
の
も

い
て

(

９)

、
さ
ら
に
は
二
分
法
的
に
制
限
は
差
別
で
あ
り
、
制
限
の
廃
止
は
平
等
と
な
る
と
す
べ
き
で
な
く
、
性
別
分
業
と
労
資
関
係
の
下

で
、
女
性
労
働
者
の
夜
間
就
労
の
禁
令
を
廃
止
す
る
と
同
時
に
、
い
か
に
夜
間
労
働
の
環
境
と
権
利
の
保
障
を
強
化
し
併
せ
て
濫
用
さ

れ
る
可
能
性
を
避
け
る
か
を
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
も
の
も
い
る

(

�)

。
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台
湾
民
主
化
の
後
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
議
論
の
中
で
、｢

女
性
の
生
理
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ｣

或
い
は

｢

女
性
の
家
庭
責
任｣

は
女
性

の
夜
間
就
労
の
制
限
に
対
す
る
正
当
化
と
は
な
ら
ず
、
且
つ

｢

権
利｣

が
す
で
に
最
も
主
要
な
討
論
の
枠
組
み
と
な
っ
て
い
た
。
リ
ベ

ラ
ル
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
こ
れ
は
女
性
の
労
働
に
参
加
す
る
権
利
を
妨
害
す
る
と
考
え
る
傾
向
に
あ
り
、
し
か
し
労
働
権
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

は
制
限
を
取
り
消
す
こ
と
は
雇
用
者
が
さ
ら
に
女
性
の
労
働
力
を
搾
取
し
、
女
性
の
就
業
の
平
等
権
を
害
す
る
だ
ろ
う
と
憂
え
た
。
彼

女
た
ち
は
い
ず
れ
も
家
庭
責
任
を
以
っ
て
女
性
の
就
業
の
機
会
を
排
除
し
、
女
性
に
仕
事
と
家
庭
の
両
立
難
の
間
で
家
庭
を
選
ば
せ
る

こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
搾
取
さ
れ
る
仕
事
を
も
つ
こ
と
は
、
仕
事
が
な
い
よ
り
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
の

問
題
と
い
う
の
は
、
た
と
え
女
性
の
夜
間
就
労
の
権
利
が
拡
大
し
た
と
し
て
も
、
家
事
労
働
の
負
担
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
、
例
え

ば
育
児
の
要
求
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
育
児
休
暇
の
提
供
―
女
性
の
育
児
要
求
を
受
け
入
れ
る
の
か
、
或
い
は
性
別
分
業
を
固
定
化
す
る
の
か

す
で
に
一
九
五
〇
年
代
に
台
湾
が
女
性
の
夜
間
就
労
を
開
放
す
べ
き
か
ど
う
か
を
議
論
し
た
時
か
ら
、
女
性
の
育
児
要
求
は
常
に
提

起
さ
れ
、
こ
れ
を
女
性
の
夜
間
労
働
者
を
制
限
す
る
理
由
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
多
く
は
託
児
所
或
い
は
育
児
施
設
を
設

け
る
や
り
方
で
、
女
性
に
仕
事
と
家
庭
を
両
立
し
て
も
ら
う
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
一
九
七
五
年
に
工
場
法
を
改
正
し
た
時
、
女
性
の

立
法
委
員
が
託
児
所
設
置
に
関
す
る
規
定
を
増
や
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
提
起
し
た
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
後
に
工
場
法

の
施
行
細
則
で
女
性
労
働
者
を
雇
用
す
る
工
場
は
授
乳
室
を
設
け
る
べ
き
だ
と
定
め
た
の
で
、
可
能
な
範
囲
内
で
託
児
所
を
設
置
し
、

看
護
・
保
母
を
�
う
こ
と
が
行
き
届
い
た
配
慮
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
明
ら
か
に
育
児
を
女
性
の
責
任
と
み
て

お
り
、
こ
の
た
め
適
用
範
囲
を
女
性
労
働
者
を
雇
う
工
場
だ
け
に
限
り
、
ま
た

｢
〜
す
る
を
得｣

の
方
式
の
規
範
は
、
強
制
的
要
求
を

す
る
こ
と
で
産
業
界
の
負
担
を
増
す
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
は
既
に
あ
る
性
別
分
業
枠
組
み
の
下
で
、
強
制
力
の
な
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い
提
案
的
な
規
範
で
女
性
の
育
児
の
責
任
を

｢

割
当
て
る｣

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
七
〇
年
代
の
台
湾
の
新
し
い
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
男
性
も
家
事
と
育
児
に
参
加
す
べ
き
だ
と
主
張
し
、
且
つ
低
価
格
な
託
児
所
を
広
く
設
け
る
こ
と
は
女
性
の
育
児

休
職
の
た
め
の
停
職
賃
金
を
与
え
る
よ
り
有
用
で
、
女
性
が
こ
れ
に
よ
っ
て
職
場
を
離
れ
て
、
家
庭
に
縛
り
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ

る
と
考
え
た

(
�)

。

一
九
八
四
年
に
労
働
基
準
法
を
制
定
し
た
時
、
育
児
要
求
に
関
す
る
主
張
が
再
び
提
起
さ
れ
た
が
、
や
は
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
民
主
化
の
後
の
性
別
平
等
労
働
立
法
の
運
動
の
中
で
は
、
職
場
の
育
児
責
任
が
主
た
る
争
い
の
一
つ
と
な
り
、
且
つ
育

児
休
暇
が
重
視
さ
れ
る
程
度
は
民
主
化
前
の
議
論
が
重
視
し
た
託
児
所
よ
り
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
。
雇
用
者
側
の
多
く
は
補
充
式
福

利
の
観
点
を
採
り
、
育
児
を
家
庭
の
責
任
と
し
た
。
労
働
者
側
と
婦
人
運
動
団
体
は
育
児
を
国
家
と
市
場
の
責
任
と
し
、
育
児
に
関
連

す
る
給
付

(

休
暇
、
施
設
サ
ー
ビ
ス)
を
獲
得
す
る
の
は
労
働
者
の
権
利
だ
と
主
張
し
た
。
福
利
か
権
利
か
の
争
い
は
、
明
ら
か
な
の

は
育
児
責
任
は
家
庭
・
市
場
と
国
家
の
間
の
分
配
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に

｢

誰
の
責
任
を
分
担
す
る
の
か｣

｢

誰
の
要

求
を
満
足
さ
せ
る
の
か｣

と
い
う
性
別
分
業
の
問
題
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
八
年
に

｢

婦
女
福
利
法｣

の
提
案
が

あ
り
、
育
児
を
女
性
の
要
求
と
み
て
、
女
性
に
専
属
す
る
育
児
休
暇
に
よ
っ
て
女
性
労
働
者
に
育
児
責
任
を
負
わ
せ
た
。
し
か
し
、
一

九
八
九
年
よ
り
、
各
種
の
就
労
平
等
法
の
草
案

(

�)

が
い
ず
れ
も
性
を
分
け
な
い
育
児
休
暇
を
定
め
、
育
児
は
女
性
個
人
の
責
任
で
は
な
く
、

両
性
の
共
同
の
任
務
で
あ
る
と
強
調
し
、
男
性
育
児
の
要
求
を
認
め
た
の
だ
が
、
し
か
し
ま
た
男
性
が
育
児
に
参
加
す
る
こ
と
に
対
す

る
積
極
的
期
待
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
育
児
休
暇
を
推
進
す
る
主
張
は
、
要
求
に
従
っ
て

｢

女
性
の
権
利｣

か
ら

｢

男
女
同
一
の
権

利｣

へ
と
変
わ
り
、
両
性
の
共
同
育
児
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
。

法
改
正
を
推
進
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
団
体
は

｢

育
児
は
女
性
だ
け
の
責
任
と
す
べ
き
で
な
い｣

と
主
張
し
た
が
、
立
法
の
議
論
の
中

で
は
、
や
は
り
常
に
育
児
休
暇
を

｢

女
性
の
責
任
と
要
求
を
担
う
も
の｣
と
み
て
、
女
性
労
働
者
に
仕
事
と
家
庭
を
兼
ね
さ
せ
る
と
い

う
声
が
あ
が
っ
て
い
た
。
十
年
以
上
の
棚
上
げ
を
経
て
、
つ
い
に
二
〇
〇
一
年
の
末
に
採
択
さ
れ
た
両
性
工
作
平
等
法

(

現
在
は
性
別
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工
作
平
等
法
と
名
を
改
め
て
い
る)

の
中
で
は
、
男
女
を
分
か
た
ず
二
年
の
育
児
休
暇
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
育
児
休
暇
の
設
計
も

共
働
き
家
庭
の
予
定
の
上
に
立
っ
て
お
り
、
こ
の
た
め
原
則
と
し
て

｢

配
偶
者
が
仕
事
に
つ
い
て
い
な
い｣

被
雇
用
者
の
育
児
休
暇
の

権
利
を
排
除
し
て
お
り
、
そ
れ
は
正
当
理
由
が
あ
っ
て
初
め
て
休
暇
を
願
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
背
後
に
あ
る
の
は
な
お

｢

家
族
を

養
う
者｣
と

｢
家
を
守
る
者｣

と
い
う
分
業
を
抜
け
出
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
専
業
主
婦
が
専
業
主
夫
よ
り
は
る
か
に
多
い

社
会
の
中
で
、
こ
の
形
は
妻
が
働
い
て
い
な
い
夫
は
原
則
と
し
て
育
児
休
暇
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
な
お
女

性
が
家
を
守
る
と
い
う
世
話
の
責
任
を
こ
れ
ま
で
通
り
固
定
化
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
況
や
、
当
時
の
立
法
で
採
択
さ
れ
た
育
児
休

暇
は
無
給
の
職
で
あ
っ
た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
早
く
か
ら
立
法
過
程
の
中
で
憂
慮
を
示
し
、
無
給
の
育
児
休
暇
は

｢

中
産
階
級
条

項｣

と

｢

女
性
条
項｣

の
結
果
を
生
む
と
考
え
た

(

�)

。
確
か
に
、
法
律
施
行
の
後
、
育
児
休
暇
の
利
用
者
は
極
端
に
少
な
く
且
つ
多
く
は

中
産
階
級
の
女
性
で
あ
り
、
職
場
を
離
れ
て
の
育
児
は
主
と
し
て
女
性
の

｢

選
択｣

で
あ
り
、
こ
れ
は
育
児
休
暇
権
を
与
え
る
方
式
と

は
異
な
る
も
の
で
な
く
、
女
性
の
世
話
の
義
務
を

｢

更
新｣

し
た
の
で
あ
り

｢

廃
止｣

し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
現
象
は
二
〇
〇

九
年
の
就
業
保
険
法
改
正
で
就
業
保
険
が
半
年
の

｢

育
児
休
職
手
当｣

を
提
供
し
て
後
も
、
明
ら
か
な
改
善
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
使

用
者
は
増
加
し
た
も
の
の
、
し
か
し
女
性
に
よ
る
利
用
の
現
象
は
依
然
と
し
て
存
在
し

(

八
割
が
女
性)

、
そ
れ
は
男
性
の
手
当
の
申

請
者
も
微
増
す
る
中
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
で
あ
る

(

�)
。
そ
し
て
ま
た
、
女
性
は
出
産
の
た
め
に
職
を
離
れ
、
且
つ
職
場
に
戻
っ
て
こ
な
い

比
率
が
微
増
さ
え
す
る
中
で
、
職
場
に
復
帰
す
る
平
均
復
職
の
間
隔
が
い
っ
そ
う
長
く
な
る
傾
向
に
も
あ
っ
た
。

表
面
的
に
は
、
育
児
休
暇
の
権
利
は
中
性
的
な
も
の
で
、
男
女
い
ず
れ
も
が
選
択
で
き
る
。
主
と
し
て
育
児
責
任
は
女
性
が
負
う
と

す
る
説
に
対
し
て
は
、
こ
の
権
利
は
そ
の
育
児
の
要
求
を
受
け
入
れ
て
、
家
庭
と
仕
事
の
両
立
難
を
解
決
で
き
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

男
性
も
ま
た
こ
の
権
利
の
行
使
を
選
択
で
き
、
家
庭
の
中
の
性
別
分
業
を
積
極
的
に
改
変
で
き
る
。
し
か
し
、
中
性
的
権
利
は
世
話
の

女
性
化
、
階
級
化
、
家
庭
化
の
現
象
を
大
幅
に
改
変
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
同
じ
育
児
休
暇
の
権
利
が
、
極
度
の
差
異
化
の
選

択
に
も
な
る
。
即
ち
、
多
数
の
被
雇
用
者
は
育
児
休
暇
を
申
請
せ
ず
、
育
児
休
暇
を
申
請
す
る
被
雇
用
者
の
多
数
は
母
親
な
の
で
あ
る
。
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研
究
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
仕
事
と
育
児
の
選
択
は
、
性
別
割
当
て
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
高
度
の
階
級
化
と
も
な
る
。

即
ち
、
高
所
得
の
母
親
は
最
も
多
く
の
選
択
肢
を
も
つ

(

自
分
で
世
話
を
す
る
、
保
母
が
世
話
を
す
る
、
祖
父
母
或
い
は
そ
の
他
の
親

族
が
世
話
を
助
け
る)

が
、
低
収
入
の
母
親
は
七
割
以
上
が
皆
自
分
で
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)

。
こ
の
た
め
、
低
収
入
の
女
性

労
働
者
は
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
難
で
最
も
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
し
て
も
と
も
と
仕
事
と
家
庭
の
両
立
難
に
直
面
し
て
い
な
い
男
性
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
も
育
児
へ
の
参
加
を
改
変
す
る
こ
と
は
稀
な
の
で
あ
る
。

今
日
か
ら
み
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
の
台
湾
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
疑
問

(

低
価
格
の
託
児
所
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
比
べ
て
、
育
児

休
暇
は
こ
れ
に
よ
っ
て
女
性
を
職
場
か
ら
離
れ
さ
せ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い)

、
そ
し
て
一
九
九
〇
年
代
の
立
法
過
程
の
中
の
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
の
育
児
休
暇
に
対
す
る
憂
慮

(

中
産
階
級
条
項
、
女
性
条
項)

は
、
ほ
ぼ
予
言
が
的
中
し
た
よ
う
で
あ
る
。
性
別
の
な
い
育
児

休
暇
と
育
児
施
設
は
、
表
面
的
に
は
女
性
の
育
児
要
求
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
実
際
上
は
女
性
が
育
児
を
す
る
性
別
分
業
を
固
定
化

す
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
。
ま
さ
に
デ
ボ
ラ
・
Ｌ
・
ロ
ー
ド
の
言
う
通
り
の
、
女
性
が
母
親
に
な
る
に
便
利
な
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
制

度
で
、
往
々
に
し
て
女
性
を
母
親
と
い
う
役
割
の
陥
井
に
落
ち
込
ま
せ
る
の
で
あ
る

(

マ
マ
の
道
は
し
ば
し
ば
マ
マ
の
落
と
し
穴
と
な

る

(

�))

。
さ
ら
に
憂
慮
さ
れ
る
の
は
、
台
湾
は
近
年
少
子
化
現
象
に
対
応
す
る
た
め
に
手
当
を
出
す
等
の
方
式
で
出
産
を
奨
励
す
る
政
策

を
と
っ
て
い
る
が
、
却
っ
て
積
極
的
な
世
話
の
公
共
化
措
置
を
と
ら
ず
に
世
話
の
性
別
割
当
て
、
階
級
化
、
家
庭
化
を
行
な
っ
た
こ
と

に
な
る
。
そ
の
結
果
は
つ
ま
り
、
ま
す
ま
す
女
性
に
出
産
を

｢

割
当
て｣

そ
し
て

｢

奨
励｣

す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
す
ま
す
女
性
の
出

産
の
義
務
と
不
平
等
な
性
別
分
業
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、｢

出
産
を
選
択
す
る
権
利｣

は
い
と
も
た
や
す
く

｢

国
の

た
め
に
出
産
す
る
義
務｣

の
促
進
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

仕事と家庭の両立難を超えて
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四
、
両
立
難
を
超
え
て
―
普
遍
的
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

台
湾
で
は
性
別
平
等
の
法
律
改
革
の
過
程
の
中
で
、
家
庭
の
責
任
と
い
う
理
由
で
女
性
を
仕
事
に
就
け
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

す
で
に
徐
々
に
法
律
上
は
正
当
性
を
失
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
法
律
は
明
文
で
妊
婦
差
別
を
禁
止
し
、
徐
々
に
女
性
の
夜
間
就
労
の
制
限

を
緩
め
て
い
る
。
女
性
に
仕
事
と
家
庭
を
両
立
さ
せ
る
法
的
措
置
が
、
次
第
に
現
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
労
働
者
は
育
児
休
暇
を
申
請
す

る
権
利
を
も
ち
、
雇
用
者
と
政
府
は
共
同
負
担
で
育
児
手
当
と
育
児
措
置
を
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
。｢

男
性
を
理
想
と
す
る
労
働
者｣

の
職
場
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
は
修
正
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
し
か
し
女
性
は
こ
れ
に
よ
っ
て
仕
事
と
家
庭
の
両
立
難
か
ら
抜
け
出
る
こ

と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
職
場
で
は
こ
れ
ま
で
通
り
低
賃
金
、
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
の
仕
事
で
の
差
別
に
直
面
す
る

(

搾
取

さ
れ
て
も
失
業
よ
り
は
良
い
の
か
？)
一
方
で
、
他
方
家
庭
の
中
で
こ
れ
ま
で
通
り
主
た
る
世
話
の
責
任
を
負
う
の
は
、
と
り
わ
け
低

収
入
の
女
性
労
働
者
と
な
る
。
或
い
は
、
彼
女
た
ち
は
こ
の
た
め
に
職
場
を
離
れ
、
家
庭
の
中
で
世
話
に
専
念
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
、
本
稿
で
は
、
我
々
は
母
親
を
以
っ
て
女
性
を
定
義
す
る
母
性
主
義
を
捨
て
、｢

普
遍
的
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム｣

を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
普
遍
的
で
特
殊
で
は
な
い
価
値
と
み
る
の
で
あ
る
。
女
性
の
夜

間
就
労
の
問
題
は
も
は
や
生
理
面
で
の
弱
者
保
護
の
問
題
で
は
な
く
、
女
性
労
働
者
の
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
保
障
の
問
題

と
な
る
時
、
我
々
が
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
い
か
に
夜
間
就
労
の
労
働
者
の
性
別
に
対
す
る
搾
取
を
避
け
、
職
業
と
階
級
の
差
異
に

注
意
し
、
労
資
双
方
の
不
平
等
な
権
力
関
係
の
下
で
労
働
者
の
自
主
的
な
有
限
性
に
注
意
す
る
か
な
の
で
あ
る
。
差
異
は
平
等
の
敵
で

は
な
く
、
平
等
の
始
ま
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
夜
間
就
労
の
搾
取
は
性
別
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
―
女
性
の
労
働
力
は
相
対
的
に
安
価

で
、
健
康
面
で
の
危
険
は
性
の
違
い
に
あ
り
、
性
侵
害
は
さ
ら
に
性
の
違
い
に
基
づ
く
現
象
で
あ
る
―
、
夜
間
就
労
の
管
理
は
も
ち
ろ

ん
性
の
違
い
の
状
況
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
違
い
が
あ
る
こ
と
へ
の
対
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
給
料
の
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不
平
等
と
低
賃
金
長
時
間
労
働
の
現
象
を
改
善
し
、
性
の
違
い
に
よ
る
健
康
面
と
性
侵
害
の
危
険
に
対
し
て
対
応
措
置
を
と
る
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
異
な
る
職
業
と
階
級(

例
え
ば
製
造
業
の
最
下
層
の
労
働
者
と
医
療
機
関
の
医
師)

の
就
労
状
態
は
異
な
る
の
で
あ
り
、

そ
の

｢
自
主
選
択
権｣

も
異
な
り
、
そ
れ
に
対
す
る
夜
間
就
労
の
管
理
方
式
も
ま
た
異
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

境
遇
の
違
い
を
文
脈
ご
と
に
考
え
、
措
置
の
反
服
従
効
果
を
重
ん
ず
る
こ
と
は
、
夜
間
就
労
の
管
理
の
難
題
に
対
応
す
る
原
則
と
な

り
う
る
だ
け
で
な
く
、
職
場
の
育
児
制
度
の
困
難
な
状
況
を
も
処
理
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
女
性
が
世
話
を
担
当
す
る
と
い
う
要

求
に
合
わ
せ
て
割
当
て
れ
ば
当
て
る
ほ
ど
、
女
性
が
世
話
を
す
る
と
い
う
現
実
を
強
固
に
す
る
の
で
あ
る
。
家
庭
と
仕
事
の
両
立
難
を

扱
う
政
策
は

｢

仕
事
の
促
進｣

(

例
え
ば
託
児)

と

｢

仕
事
の
減
少｣

(

例
え
ば
育
児
休
暇)

の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
国
際
比
較
研
究

が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、｢
仕
事
の
促
進｣

措
置
は
女
性
に
対
し
て
か
な
り
プ
ラ
ス
の
効
果
が
あ
る
が
、｢

仕
事
の
減
少｣

措
置
は
休
暇

が
長
す
ぎ
な
い
状
況
の
下
で
の
み
プ
ラ
ス
の
効
果
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

(

�)

。｢

性
を
問
わ
な
い｣

方
式
を
採
り
、
父
親
休
暇

(

北

欧
の
国
家
が
採
用
す
る
特
に
父
親
に
与
え
る
親
休
暇
も)

或
い
は
父
親
手
当
を
提
供
し
て
積
極
的
に
男
性
に
よ
る
世
話
を
奨
励
し
、
世

話
を
女
性
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
つ
ま
り
世
話
を
個
人
化
ま
た
家
庭
内
化
し
た
効
果

で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
平
行
し
て
男
性
が
世
話
を
す
る
育
児
休
暇
と
育
児
の
公
共
化
を
促
進
し
て
、
世
話
の
性
別
割
当
て
、
階
級
化
、

家
庭
化
の
現
象
を
積
極
的
に
改
変
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
は
よ
う
や
く
真
に
仕
事
と
家
庭
の
両
立
難
を
超
え
て
、

女
性
を
も
は
や

｢

国｣

や

｢

家｣

の
母
と
す
る
の
で
は
な
く
、
平
等
な
女
性
市
民
と
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

仕事と家庭の両立難を超えて
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注
(

１)
A
rlie
R
ussel

H
ochschild

w
ith
A
nne
M
achung,

T
he
Second

Shift:
W
orking

P
arents

and
the
R
evolution

at
H
om
e

(1989)

(

２)
｢

男
性
を
理
想
と
す
る
労
働
者｣

に
つ
い
て
の
議
論
は
、
以
下
を
参
照

Joan
W
illiam

s,
U
nbending

G
ender:

W
hy
F
am
ily
and
W
ork
C
onflict

A
nd
W
hat
to
D
o
about

It
(2000)

Joan
W
illiam

s,
R
eshaping

the
W
ork-F
am
ily
D
ebate:

W
hy
M
en
and

C
lass
M
atter

(2010)

(

３)

し
か
し
注
意
す
る
に
値
す
る
の
は
、
家
事
労
働
有
給
制
を
支
持
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
主
張
が
、
雇
用
者
と
政
府
で
家
事
労

働
の
給
料
を
支
払
う
べ
き
だ
と
し
て
お
り
、
個
々
の
男
性

(

夫
、
父
親
、
彼
氏
…)

と
は
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
最
終
的
に
は
資
本

は
女
性
を
搾
取
す
る
家
事
労
働
か
ら
利
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
こ
と
と
民
法
の
夫
婦
財
産
制
の
規
定
を
用
い
て
家
事
労
働
の

価
値
を
認
め
る
こ
と
は
、
異
な
る
の
で
あ
る
。

(

４)
International

L
abor

O
ffice,

E
quality

in
em
ploym

ent
and

occupation,
R
eportⅢ

(P
art4B

)
(1996),

42.

(

５)

例
え
ば
、
黎
昂

｢

正
視
女
工
保
護
問
題｣

(『

中
國
勞
工』

四
五
四
期
、
一
九
六
九
年)

五
頁
、
欒
民
生

『

勞
工
法
之
理
論
與
實
際』

(

台
北
、

一
九
五
七
年
、
自
刊)

三
七
頁
。

(

６)

例
え
ば
、
陸
嘯
�｢

女
工
的
夜
間
工
作｣

(
『

中
國
勞
工』

三
一
七
期
、
一
九
六
四
年)

一
七
頁
。
陸
光

｢

解
決
當
前
勞
工
問
題
之
新
方
向｣

(『

中
國
勞
工』

五
四
〇
期
、
一
九
七
三
年)

二
九
頁
。

(

７)

陳
惠
馨

｢

從
我
國
現
行
法
中
有
關
保
護
女
性
勞
工
規
定
之
檢
討
談
未
來
立
法
之
取
向｣

(

婦
女
新
知
基
金
會
編

『

男
女
工
作
平
等
法
草
案
及

相
關
文
獻
彙
編』

台
北
、
婦
女
新
知
、
一
九
九
〇
年)

一
〇
八
頁
。

(

８)

婦
女
新
知
基
金
會

『

一
九
九
九
催
生
男
女
工
作
平
等
法
手
冊』

(
台
北
、
婦
女
新
知
基
金
會
、
一
九
九
九
年)

三
〇
頁
。

(

９)

陳
素
香

｢

勞
基
法
與
�｣

(
『

婦
女
新
知
雜
誌』

第
一
一
二
期
、
一
九
九
一
年)

二
五
頁
。

(

�)

劉
梅
君

｢

超
越

『

保
護』

與

『

限
制』

的
女
性
主
義
爭
辯：

以

『

勞
働
基
準
法』

女
性
夜
間
工
作
及
延
長
工
時
規
定
為
例｣

(『

政
大
勞
働
�

報』

第
二
一
期
、
二
〇
〇
七
年)

五
五
―
九
〇
頁
。

(

�)

呂
秀
蓮

『

�
他
爭
取
陽
光』

(

台
北
、
拓
荒
者
、
一
九
七
六
年)

一
七
六
―
一
七
八
頁
。
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(

�)

国
民
党
立
法
委
員
提
案
の
婦
女
福
利
法
草
案
、
婦
女
新
知
の

｢

男
女
工
作
平
等
法｣
(

後
に

｢

両
性
工
作
平
等
法｣

と
改
称)

を
含
む
。

(
�)

劉
梅
君

｢『

兩
性
工
作
平
等
法』

與

『

母
性
保
護』

之
關
聯
―
淺
談

『

育
嬰
假』

・『

家
庭
照
顧
假』

等

『

促
進
工
作
平
等』

措
施
的
立
法
理

由｣
(『

律
師
雜
誌』

二
四
二
期
、
一
九
九
九
年)

四
〇
―
四
一
頁
。

(

�)
二
〇
一
四
年
に
育
児
休
職
手
当
を
申
請
す
る
者
は
二
〇
〇
九
年
に
比
べ
す
で
に
二
・
五
倍
と
な
り
、
男
性
の
申
請
件
数
も
二
〇
〇
九
年
の
五

〇
〇
〇
件
か
ら
二
〇
一
四
年
の
一
二
〇
〇
〇
件
に
増
え
た
。
但
し
女
性
の
申
請
者
が
依
然
と
し
て
八
割
に
昇
る
。
行
政
院
主
計
處

『

二
〇
一
六

年
性
別
圖
像』

(

二
〇
一
六
年)

一
一
頁
。

(

�)

王
舒
芸

『

臺
中
市
平
價
托
育
政
策
使
用
現
況
與
需
求
調
査』

、
台
中
・
台
中
市
政
府
社
會
局
、
二
〇
一
五
年
。

(

�)
R
hode,

D
eborah

L
.
(1989),

Justice
and
G
ender:

Sex
D
iscrim

ination
and
the
L
aw
,
122

(

�)
Joya

M
isra,

M
ichelle

B
udig
and
Irene

B
oeckm

ann,
"W
ork-fam

ily
P
olicies

and
the
E
ffects

of
C
hildren

on
W
om
en's

E
m
ploym

ent
H
ours
and
W
ages,"

in
Stephen

Sw
eet
E
d.,W

ork
F
am
ily
P
olicy

:InternationalC
om
parative

P
erspectives,

23-42
(2012).

補
記二

〇
一
六
年
六
月
二
四
日
に
名
城
大
学
法
学
部
と
台
湾
大
学
法
律
学
院
の
間
の
研
究
交
流
と
し
て
、
名
城
大
学
法
学
会
主
催
の
講
演
会
が
行
な
わ
れ

た
。
本
稿
は
そ
の
時
の
陳
昭
如
教
授
の
講
演
原
稿
の
翻
訳
で
あ
る
。
こ
の
報
告
に
基
づ
く
陳
教
授
の
論
文
が

｢

從
義
務
到
權
利：

新
舊
母
性
主
義
下
母

性
保
護
制
度
的
轉
向
與
重
構｣

と
し
て

『

臺
大
法
學
論
叢』

四
五
巻
特
刊

(

二
〇
一
六
年)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
当
日
は
台
湾
大
学
顔
厥
安
教
授
の
講
演

｢

家
庭
的
政
治
與
法
哲
学：

一
個
初
�
考
察｣

も
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
他
松
田
報
告

｢

日
本
の
家
事
労

働
論
争
に
つ
い
て｣

も
あ
り
、
こ
の
報
告
に
基
づ
く
同
名
の
論
文
が

『
名
城
法
学』

六
七
―
二

(

二
〇
一
七
年)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

仕事と家庭の両立難を超えて

(名城 '18) 67－4－73

七
二


