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婦人間題の解決をめざして
あらゆる分野への男女の共同参加を

国連では, 1976 年 から1985 年 まで を「婦人と開発の ための10 年」と し,

男女平等と婦人の地 位の向上をめざ して, 婦人問題 を解 消するための行動

を世界各国に呼 びかけました。

現在, 政府レ ベルで「国内行助計画」が, 都レベルで「東京都 行助 計画」

が発表さ れてい ます。

足立区 長は「足立区婦人 行動計画」の策 定に向けて, 足立区婦 人問題会

議に, 足立区の婦人問 題の 解決と女性の地 位向 上を図 るための 基本的な考

え方と施策の方向 につい て諮問しまし た。

これを受けて足立区婦人 問題会議では, 1980 年11 月から今年の3 月まで1

年5 ヵ月に わたり, 延 べ68回の審議 を重 ね, この 度, その中間 報告とし

て「 足立区婦人行動計画策 定にあたっての基 本的 な考え方 と施策の 方向に

つい て ―足立区婦人問題会 議中間答申 ―」 を発表 しました。

この「区のお知らせ」特集号では, 中間答申の内容のあらましをご紹介

します。<くわしくは, 婦人対策担当へお問い合わせください>
去る3 月31日、水嶋会長より区長に中間答申が手渡された。

「
婦
人
問
題
っ
て
何
?

」

こ
ん
な
声
を
よ
く
き
き
ま
す
。

婦
人
問
題
は
、
女
性
へ
の
差
別
や

偏
見
を
と
り
の
ぞ
き
、

女
性
の
の
び
や
か
な
生
き
方
を

実
現
す
る
こ
と

。

「
男
女
平
等
の
世
の
中
だ
か
ら
、

婦
人
問
題
な
ん
て
な
い
ん
じ
や

な
い
の
?
」

こ
ん
な
憲
見
を
言
う
人
も
い
ま
す
。

で
も
、
本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
―

家
事
、
麕
児
に
追
わ
れ
て
家
庭
に

い
る
女
性
を
、

「
だ
か
ら
女
は
視
野
が
狹
い
」

と
、
簡
単
に
決
め
つ
け
て
い
ま
せ

ん
か
。

女
性
の
貫
金
が
男
性
よ
り
安
い
の
を
、

「
女
だ
か
ら
あ
た
り
ま
え
」

と
、
無
意
識
に
思
い
込
ん
で
い
ま

せ
ん
か
。

「
女
な
ら
」「
女
の
く
せ
に
」…
…

そ
ん
な
言
葉
で
、
女
性
は
ま
だ
ま
だ

し
ば
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

「女
性
ぽ
か
り
で
な
七
E

男
性
だ
っ
て
し
い
た
げ
ゐ
れ
E

。る

よ

。
」

そ
う
で
す
。

婦
人
問
題
を
考
戈
る
こ
と
は
・

男
性
の
新
し
い
生
き
方
直

発
見
す
る
、倥

。

女
性
の
社
会
参
鴆
綫

女
性
の
目
で
社
会
の
」
c

皀

見
直
す
こ
と
。

男
性
と
女
性
が

互
い
に
理
乖
し
<
1
0
3

。

も
っ
と
地
に
足
の
つ
い
吃
畄
鬯
l

実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、

そ
れ
爿
气
婦
人
問
刪
な
の
嵋
原
″

(国際婦人年シンボルマーク)平和の象徴の鳩、生物学上の女性記号、数学の等位記号をデザイン化したものです。
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性
別
役
割
分
業
を
な
く
し
真
の
男
女
平
等
を

―
足
立
区
婦
人
問
題
会
議
中
間
答
申
の
基
本
的
な
考
え
方―

中
間
答
申
は
、
全
体
の
基
本
的
な
考
え
方
と
領
域
別
の
課
題
と
提
言
か
ら
成
り
た
っ
て
い
ま
す
。

各
領
域
は
社
会
参
加
・
教
育
・
労
働
・
家
庭
・
健
康
・
福
祉
・
全
体
に
か
か
わ
る
提
言
の
七
つ
で

す
。
こ
こ
に
ご
紹
介
す
る
の
は
、
中
間
答
申
の
基
本
的
な
考
え
方
の
全
文
で
す
。
各
領
域
別
の
要

旨
に
つ
い
て
は
次
ペ
ー
ジ
以
降
に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

―

婦
人
問
題
は
一
言
で
い
え
ば

、

男
女
差

別
の
こ
と
で
あ
る

。
し

か
も

そ

れ
は
単
な
る
男
女
差
別
の
解
消
で
終

る

問
題
で

は
な
く

、
男
女
と
も
に
人
間

と

し
て

十
全
に
生
き
る
た
め
の
鳳
爾
と
し

て

考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
し

た
が
っ
て

、
婦
人
問
題
を
解
決
す

る
た

め
の
指

標
及
び
目
標
は

、
す
べ
て
の
女

性

が
人
間
と
し
て
尊
重
さ
れ

、
自
立
し

、

主
体
的

に
生
き
る
こ
と
に
置
か
な
け
れ

れ
ば
な
ら

な
い

。
―

男

女

平

等

は

憲
法
の
基
本
理
念

(
1
)
　
足
立
区
婦
人
間
題
会
議
は
、こ
の

答
申
の
基
本

的
考
え

方
を

、
個
人
の
尊

厳

と
男
女
両

性
の
平

等
を
理
念
に
か
か

げ

た
口
本
国

憲
法

の
精
神
に
お
く

べ
き

で
あ
る

、
と
考
え
る

。
憲
法
は

、「
す

べ

て
国
民

は
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る

。

生
命
、自
由
及
び
幸
福
迫
求
に
対
す
る

国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、公
共
の
福

祉
に
反
し
な
い
限
り
、立
法
そ
の
他
の

国
政
の
上
で
、最
大
の
尊
愈
を
必
要
と

す
る
。
」(
第
1
3
条
)
と
し
、ま
た
全
て
の

公
的
機
関
は
二
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護

す
る
義

務
を
負
う

ピ

第
9
9
条
)
と
定

め
て
い
る

。

人
間
が
生
き
る
に
価
す
る
社
会
は
、

す
べ
て
の
人
び
と
が
男
女
の
別
な
く
個

人
と
し
て
尊
ば
れ
る
と
き
に
、初
め
て

実
現
す
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
、こ
の

よ
う
な
憲
法
の
精
神
は
、世
界
人
権
宣

言
と
国
際
人
権
規
約
(
昭
和
5
3
年
日
本

国
批
准
)
に
も
共
通
し
て
、明
ら
か
な

と
こ
ろ
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、憲
法

の
根
本
理
念
は
女
性
の
た

め
の
人
権
宣

言
で
も
あ
る

、
と

い
え
る

。

こ
の
よ
う
な
憲
法

が
制
定
さ
れ
て

、

す
で
に
3
0
余
年
を
催
過
し

、
そ
の

間

、

諸
法
令
や
諸
制
度
の
改
正

、
改
革

が
行

わ
れ
、た
て
ま
え
と
し
て
の
男
女
平

等
は
確
立
さ
れ
た
、と
い
え
る
。と
こ

ろ
が
、国
民
の
半
敏
以
上
を
占
め
る
女

性
に
と
っ
て
、現
実
は
決
っ
し
て
、そ
う

で
は
な
い
。い
わ
ゆ
る
「男
は
外
に

出
て
働
き
、女
は
家
で
家
事
や
育
児
を
」

の
昔
な
が
ら
の
固
定
的
な
性
別
役
割
分

業
の
意
識
・
慣
習
・
し
く
み
が
、象
庭
・

学
校
・
職
場
・
地
域
社
会
を
は
し
め
、

政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
な
ど
の
あ

ら
ゆ
る
分
野
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。こ
う
し
て
、女
性
は
、女
性

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、差
別
さ

れ
、偏
見
を
持
た
れ
、不
溽
な
扱
い
を

受
け

、
自
ら
の
責
質

と
能
力
を
発
揮
す

る
機
会
を
奪
わ
れ
て

い
る
の
で

あ
る

。

し
か
も

、
女
性
自
身

を
ふ
く

め

、
多

く
の
人
び
と
は
こ
の
よ
う
な

男
女
差
別

に
無
自
覚
で
あ
り

、
「
女
は
お
と
な
し
く

、

う
ち
の
こ
と
に
向

い
て

い
る
」
と
い
う

偏
見
が
温
存
さ
れ

、
女

性
の
就
労

が
増

加
し
て

い
る
中
で
補
助
的

労
働

や
パ
ー

ト
労
働
が
多

い
こ
と
に

も
見

ら
れ
る
よ

う
に

、
助
長
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
少

な

く
な
い
の
で
あ
る

。

婦
人
問
題
の
解
決

の
た
め
に
は

、
ま

ず
第
一
に

、
こ
の
よ
う

な
歴

史
的

に
つ

く
ら
れ
た
男
女
の
性
別
役
割
分
業
の

考

え
方
を
否

定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

【足立区女性の男女平等観】

<社会全体>

<家庭生活>

<職場生活>

<余暇活動>

<学校生活>

―足立区婦人問題アンケート調査( 昭和56年) ―

婦

人

問
題
の
解
決
は

大
き

な
歴
史
の
流
れ

(
2
)
　
一
九
七
五
年
(
昭
和
5
0
年
)
の
国

際
婦
人
年
世
界
会
議
で
採
択
さ
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
〝メ
キ
シ
コ
宣
言
〟は
、女

性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
は

自
然
に
解
消
す
る
も
の
で
は
な
く
、そ

れ
を
除
去
す
る
た
め
に
特
別
の
努
力
を

は
ら
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
鯛
し
て

い
る

。

そ
し
て
、一
九
八
〇
年
(
昭
和
5
5
年
)

の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
世
界
会
議
で
、

日
本
政
府
が
署
名
し
た
「
婦

人
に
対
す

る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
撤
廃

条
約
に

は
、
「
婦
人
に
対
す
る
差
別

は
権
利
の
平

等
と
人
間
の
尊
厳
、
尊
一

の
原
則
に
違

反
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会

及
び
家
族

の
繁
栄
の
増
進
を
障
害

」
す

る
、
と
宣

言
し
て

い
る
。

国
際
婦
人
年
を
き
っ

か
け
に
し
て
、

男
女
平
等
の
促

進
、
経
済
・
社
会
・
文

化
の
発
展
へ
の
婦

人
の
参
加
、
国
際
平

和
へ
の
婦
人
の

貢
献
は
世
界
中
の
人
び

と
が
期
待
す
べ
き
最
大
の
課
題

に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
課
町
の
実

現
の
た

め
に
、
日
本
政
府
は
「
国
内

行
動
計
画
」

を
策
定
し
、「
東
京
都
行
動
計
画

」
を
は

じ
め
、
全
国
の
地
方
自
治
体

が
つ
ぎ
つ

ぎ
と
行
動
計
画
を
策
定
し
て

い
る
。

さ
ら
に
、
政
府
は
〝
国
連
婦
人
の
1
0

年
〟
の
後
半
期
5
ヵ
年
の
目
標
と
し
て
、

「
婦
人
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別

撤
廃
条
約
」
の
「
国
会
の
批
准
を
う
る

た
め
の
教
育
、
雇
用
、
国
籍
な
ど
関
係

法
令
の
整
備
を
す
す
め
る

こ
と
」
を
表

明
し
、
す
で
に
後
期
目
標
を

簾
定
し

た

の
で
あ
る
。
今
や
、
婦
人
問
題
の
解

決

は
大
き
な
歴
史
の
流
れ
と
な
っ
て

進
ん

で
い
る
。

こ
う
し
た
世
界
と
日
本
の
助
き
の
中

で
、
当
婦
人
問
題
会
議
は
〝
国
連
婦
人

の
1
0
年
〟
の
後
半
期
行
動
計
画
に
注
目

し
、
本
答
申
の
基
本
的
考
え
方
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
の
検
討
課
題
に
し
た
。

総 会 風 景
― 足立 区 婦 人問 題 会 議―

女
性
が
人
間
と
し
て

生

き

る

た

め

に

(
3
)
　
こ
こ
で
、
女
性
が
人
間
と
し
て
生

き
る
た
め
に
働
く
権
利
を
完
全
に
行
使

す
る
こ
と
が
、
女
性
に
た
い
す
る
あ
ら

ゆ
る
差
別
を
な
く
し
て
い
く
根
本
問
題

で
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
べ
て
の
人
び
と
が
男
女
の
別
な
く
、

個
人
の
尊
厳
を
確
立
す
る
こ
と
は
あ
ら

ゆ
る
意
味
で
自
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
と
く
に
女
性
に
お
い
て
は
働
く

櫓
利
が
完
全
に
行
使
で
き
る
こ
と
が

不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
は
「
す

べ
て
国
民
は
、
助
労
の
権
利
を
有
し
、

義
務
を
負
ふ
。
」
(
第
2
7
条
)
と
規
定
し
、

働
く
権
利
を
社
会
権
と
し
て

保
障
す

る

と
と
も
に
、
す
べ
て
の
国
民

が
負
う

べ

き
義

務
で
あ
る
、
と
宣
言
し
て

い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
国
民

は
職
業

の
選
択
に
お
い
て
自
由
で
あ
り

。
そ
の

自
由
は
男
女
の
別
な
く
保
障

さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と

が
女
性
の
働
く
権
利
の
意
識
を
弱

め
、

い
わ
ゆ
る
「
家
庭
に
入
る

」
だ
け

の
自

由
に
な
っ
て
は
な
ら
な

い
。
女
性

だ
け

が
「
家
庭
か
職
業
か
」
を
迫

ま
ら
れ
、

「
家

庭
と
職
業
の
両
立
」
に
苦
し

ん
で

い

る
現
実
を
直
視
し
、
母
性
を
持
つ

女
性

が
働
く
権
利
を
完
全
に
行
使
で
き

る
よ

う
に
、
特
別
な
社
会
的
措

置
が
保
障
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

次
の
世
代
を
生
み
育
て

る
こ
と
は
、

た
ん
に
家
庭
内
の
問
題
で

は
な
く
、
社

会
に
と
っ
て
必
嬰
不
可
欠
の

問
題
で

あ

る
。
こ
う
し
て
、
女
性

は
自
ら
の
資
質

と
能
力
を
十
分
に
発
揮
し

、
あ
ら
ゆ
る

分
野

へ
の

社
会
参

加
を

行

い
、
真

の

男
女
平
等
を
実
現
す

る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

平
和
が
な
け
れ
ば

平

等

も
な

し

(
4
)
　
す
べ
て
の
国
民
が
男
女
の
別
な
く
、

人
間
ら
し
く
働
き

、
自
由
で

豊
か
な
生

活
を
礎

い
て
ゆ
く
こ

と
は
、
平

和
な
社

会
に
お
い
て
し
か
央
現

さ
れ
な
い
。
憲

法
は
佃
人
の

尊
厳

と
男

女
両

性
の
平
等

の
理
念
に
立
っ
て
、「
全
世
界
の
国
民
が
、

等
し
く
恐
怖

と
欠
乏

か
ら
免
が
れ
、
平

和
の
う
ち
に
生
存
す

る
権
利
を
有
す
る

こ
と
を
確
昭
」
し
て
、
戦
争
の
放
棄
を

宣
言
し
て

い
る
。
(
憲
法

前
文
)

国
際
婦
人
年
と
〝
国
連
婦
人
の
1
0
年
〟

は
「
平
等
・
発
展
・
平

和
」
を
三
大
目

標
と
し
て
か
か
げ
た
。
「
女
性
に
対
す
る

あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
撤

廃
粂
約
」
も
、

そ
の
前
文
で
「
国

の
完

全
な
発
展
、
世

界
の
福
祉
及

び
平
和

の
大
義
は
、
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
お

い
て
婦

人
が
男
子

と
同

等
の
条
件
で
最
大
限
に

参
加
す

る
こ
と

を
必
要
」
と
宣
言
し
、
人
頬
の
発
展
と

平
和
は
裏
の
男
女
平
等

の
上
に
初
め
て

実
現
さ
れ
る

。
と
表

明
し
て

い
る
。

平
和
は
男
女
の
平
等

と
人
間
ら
し
い

社
会
の
発
展
を
実
現
す

る
大
前
提
で
あ

る
。
と
同
時
に
、
こ

の
平

等
と
発
展
を

遼
め
る
目
的
は
平
和
を

社
会
を
実
現
す

る
こ
と
に
あ
る
。
し

た
が
っ
て

、
男
女

平
等
を
実
現
す
る
こ

と
は
、
い
わ
ゆ
る

大
国
に
た

い
し
て
小
国

の
立
場
を
尊
重

し
、
諸
国
民

の
正
義

と
公
平

に
基
づ
く

平
和
な
国
際
秩
序
を
生

み
だ
す

も
の
で

あ
る
こ
と
も
、
深
く
認

識
す

る
必
要
が

あ
る
。

平
和
の
実

現
の
た
め
に
、
こ
ん
に
ち

は
ど
女
性

の
果
す

役
創
が
期
待
さ
れ
て

い
る
時
代

は
な
い
。
平
等
・
発
展
・
平

和

は
一
体

の
も
の
で
あ
り
、
婦
人
問
題

の
解
決

は
今
や
、
全
世
界
の
課
腿
に
な

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ

る
分
野
へ
の

男
女
共
同
参
加
を

(
5
)
　
す
べ
て
の
人
が
男
女
の
別
な
く
、

佃
人
と
し
て
自
由
に
豊
か
に
生
き
る
た

め
に
、
憲
法
は
「
す
べ
て
の
国
民
は
健

康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営

む
権
利
を
保
証
し
、
そ
の
た
め
に
国
は

す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社

会
福
祉
と
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生

の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
」
(
第
2
5
条
)
と
し
て
い
る
。

と
同
時
に
、
人
間
ら
し
く
自
由
に
豊

か
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に

「
与
え
ら
れ
る
も
の
」
で
は
な
く
、
個
人

と
し
て
自
由
に
も
の
を
考
え
、
判
断
し
、

家
庭
、
地
域
社
会
、
労
働
の
場
、
政
治

の
場
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
場
に
参
画
し
、

自
由
に
自
己
を
表
現
し
、
自
ら
の
生
き

方
を
実
現
し
て
ゆ
く
こ
と
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
憲
法
は
男
女
の
別
な
く
基

本
的
人
権
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
「
こ

の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
ぴ

権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ

て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
(
第
1
2
条
)
と
規
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
女
性
が
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域

に
参
加
し
、
社
会
の
発
展
の
た
め
に
発

言
し
、
行
助
す
る
こ
と
は
、
女
性
の
地

位
向
上
に
必
要
な
ぽ
か
り
で
な
く
、
男

性
を
ふ
く
め
す
べ
て
の
人
ぴ
と
の
生
活

の
向
上
に
と
っ
て
も
必
要
な
こ
と
で
あ

る
。す

な
わ
ち
、
男
女
が
と
も
に
健
康
で

文
化
的
な
生
活
を
礎
く
た
め
に
は
、
男

女
を
ふ
く
め
て
職
場
の
し
く
み
を
変
え

て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
女
が
と
も
に
働

き
、
家
事
・
育
児
の
責
任
を
協
同
し
て
担

い
、
地

域
社
会

に
も
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
粂

件
が
保
障
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
の
一

際
助

向

に
も
一
致
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
家
庭
は
夫
婦
・
親
子
の

協
同
の
生
活
の
場
と
し
て
、
お
互
い
の

人
格
と
個
性
を
認
め
合
い
、
共
同
の
責

任
を
持
ち
、
相
互
の
愛
情

と
僧
頼
を

通

し
て

、
人
間
ら
し
く
働
き
、
生
き
て

ゆ

く
た
め
の
活
力
を
養
う

と
こ
ろ
に
な

る

の
で
あ
る
。

望
ま
れ
る
行
政
の

積
極
的
な
施
策

(
6
)
　
以
上
、
婦
人
間
題
の
解
決
は
、
こ

ん
に
ち
最
も
緊
急
を
要
す
る
課
題
で
あ

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
男
女
平
等
を

推
進
す

る
た

め
に
、
行
政
の
禎
極
的
施

策
が
実
行

さ

れ
、
必
要
な
条
件
整
備

と
制
度
改
革

が

早
急
に
行
な
わ
れ
る
必
要

が
あ

る
。

こ
れ
ら
の
行
政
の
諸
施

策
等

は
、
い

わ
ゆ
る
「
行
助
計
画
」
と
し
て

策
定

さ

れ
る
が
、
行
政
の
任
務

は
、
国
・

都
道

府
県
、
区

市
町
村
と
し
て
の
各

々
の
役

創
を
通
し
て
遂
行
さ
れ

る
。

し
た
が
っ
て
、
各
々
の
行
敢
が
相
互

に
一
致
協
力
し
、
各
自
の
役
割
を
積

極
的
に
果
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
か

い
。と

く
に
、
区
は
人
び
と
に
も
っ
と
も

身
近
な
地
方
自
冶
体
で
あ
り
、
そ
の
行

政
施
策
も
人
ぴ
と
の
日
常
生
活
に
密
着

し
て
、
き
め
こ
ま
か
く
遂
行
し
て
ゆ
く

役
創
を
担
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら

れ
た
答
申
の
基
本
的

考
え
方
が
、
各
催

域
別
の
基
本
的
考
え
方

、現
状
と
課
題
、

提
甘
を
通
し
て
、
足
立
区

の
行
動
計
画

に
生
か
さ
れ

、
施

策
の
遂
行
の
根
本
蚰

神
に
な
る
こ

と
を

期
待
す
る
。

【広聴会のお知らせ】

足立 区 婦 人 問 爾 会 議 中 間 答 申 の広 聴 会 を

開 催し ま す 。ぜ ひ お 誘 い 合 せ の う え、ご 参 加

下 さい 。あ な たの ご 意見 をお 待 ち し てい ま す 。

<第一回>
日時　5月12日( 水) 午後7時～8時30分
会場　東部区民福祉センター

<第二回>
日時　5月15日( 土) 午後2時～4時
会場　足立区青年館
<第三回>
日時　5月19日( 水) 午後7時～8時30分
会場　竹の塚社会教育館

<第四回>
日時　5月21日( 金) 午後7時～8時3心分
会場　産業振興館

社
会
参
加
と
は

「
生
き
る
」
こ
と

社
会

参
加

今
日
、
女
性
は
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
に

進
出
し
、
そ
の
役
割

は
少
し

づ
つ
高
ま

っ
て
い
ま
す
が
、
女
性
の
社
会

参
加
は

ま
だ
多
く
の
制
約
を
受
け
て

い
ま
す
。

地
域
活
動
の
場
で

足
立
区
は
昔
か
ら
下
町
の
人
情
豊
か

な
町
と
曾
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
近
年

の
都
市
化
の
影
響
を
受
け
て
地
域
と
の

つ
な
が
り
が
薄
れ
て
き
て
ぃ
ま
す
。
し

か
し
、
日
常
的
な
挨
拶
か
ら
ゴ
ミ
の
当

籥
や
各
種
の
行
事
な
ど
、
私
達
の
生
活

は
地
域
活
動
を
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
ま

せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
活
動
の

中
に
、
今
で
も
男
女
の
仕
事
の
偏
り
や
、

男
性
優
位
の
風
潮
が
み
ら
れ
る
こ
と
は

大
変
残
念
な
こ
と
で
す
。

足
立
区
の
町
会

・
自
冶
会

長
の
九
七
%

は
男
性
で
占

め
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ

う
し
た
町
会
・
自
活
会
の

活
動
を
み
る

と
、
女
性
の
働
き

は
大
抵

男
性
の
陰
に

隠
れ
て

い
て
、
「
内

助
の
功
」は
評
価
さ

れ
て
も
、
対
等
の

立
鳩
や
役
割
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
は

め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。

対
外
的
な
事
の
ほ

と
ん
ど
を
男
性
が
行

っ
て
い
て
、
女
性

が
会
合

や
催
し
物
の

時
等
に
、
お
茶
を

出
し
て

い
る
風
景

が

当
り
前
の
よ
う

に
み
ら
れ
ま
す
。

P
T
A

の
活
動

は
、
ほ
と
ん
ど
女
性

の
手
で
行
わ
れ
て

い
て

、
男
性
の
参
加

は
と
て
も
少
な

い
の
で

す
が
、
P
T
A

会
長
の
八
五
%

は
男
性

な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な

地
域
活
動
の
あ
り
方
を

反
省
し
、
ま
ず

地
域
の
人
達
が
「
家
庭

貴
任
は
全
て
女
性

に
あ
る
」
と
い
う
意

識
か
ら
抜
け
出
し

、
女
性
が
家
の
外
で

積
極
的
に
居
動
す

る
こ
と
を
評
価
し
、

支
え
て

い
く
こ

と
が
必
要

で
す
。
そ
し

て
地
域
活
助
に

お
い
て
も
、
男
女
の
対

等
な
力

が
発
押

さ
れ
る
よ
う
努
力
し
て

い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

政
策
決
定
の
場
で

婦
人
問
題
の
解
決
と
、
平
等
な
社
会

参
加
を
実
現
す

る
た
め
に
最
も
重
要
な

こ
と

は
、
女
性

自
身
が
政
策
決
定
の
場

へ
参
加
し
、
そ
の
当
事
者
と
な
る

こ
と

で
す
。

足
立
区
の
現
状
を
み
る
と
、
政
策
決

定
の
場
は
男
性
中
心
に
行
わ
れ
て
い
て

区
議
会
議
員
の
九
六
%
は
男
性
で
す
。

ま
た
、
小
学
杖
の
先
生
の
六
七
%
、
中

学
校
の
先
生
の
三
七
%
が
女
性
な
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
杖
長
は
小
学
杖
で
五

%
、
中
学
杖
で
は
一
人
も
い
な
い
の
が

現
状
で
す
。

さ
ら
に
、
区
民
参
加
の
審
議
会
や
各

種
委
員
に
占
め
る
女
性
の
役
割
は
き
わ

め
て
低
く
、
特
に
法
令
上
の
権
限
を
持

っ
て
い
る
行
政
委
員
会
(
教
育
委
員
、

選
挙
管
理
委
員
等
)
に
女
性
が
ま
っ
た

く

い
な

い
こ
と
は
、
足
立
区
に

お
け

る

女
性

の
社
会

参
加
の
状
況
を
端
的

に
示

し
て

い
ま
す

。

文
化
の
場
で

今
日
の
文
化
的
状
況
は
、
男
性
中
心

に
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
一
般

へ
の
影
響
が
と
て
も
大
き
な
マ
ス
コ
ミ

は
、
ほ
と
ん
ど
が
男
性
の
手
で
作

ら
れ

流

布
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
文
化
活
動
の
担

い
手
の

ほ
と
ん
ど
が
男
性
で
あ
る
た

め
に
、
男

性

の
頭

で
考
え
ら
れ
た
男
性

に
都
合
の

良
い
女
性
像
や
女
性
心
理
が
押
し
つ
け

ら
れ
が
ち
で
す
。
特
に
女
性
の
性
は
、

興
味
本
位
の
対
象
と
さ
れ
、
単
な
る
観

賞
物
や
、
商
品
と
し
て
落
と
し
め
ら
れ

た
り
し
て
い
ま
す
。
買
春
や
ス
ト
リ
ッ

プ
な
ど
の
盃
ん
だ
性
風
俗
の
蔓
延
は
、

女
性
を
苦
し
め
、
少
年
少
女
に
暗
い
彫

を
落
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
女
性
の
人
格

を
無

視
し

た
文
化
の
あ
り
方

が
改

め
ら

れ
な
い
か

ぎ
り
。
婦
人
間
題
の
解
決
も
無

い
と
い

え
ま
す
。

同
時
に
女
性
も
一
人
の
文
化

の
担
い

手

と
し

て
活
一

し
て
い
け
る
土

壌
を
宵

て

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

女
性
で
も
、
男
性
で
も

、
人
間
で
あ

る
以
上
、
自
分
の
持
っ
て

い
る
能
力
や

適
性
を
、
杜
会
の
あ
ら
ゆ

る
金場
で
発
揮

し
て
み
た
い
と

い
う
の

は
自

然
な
こ
と

で
す
。

社
会
参
加
と
は
、
人
間

と
し

て
社
会

の
中
で
自
立
し
て
生
き
て

い
く
こ
と
で

す
。
女
性
の
真
の
社
会
参
加

は
、
同
時

に
男
性
の
真
の
社
会
参
加

な
の
で
す
。

今
ま
で
の
あ
ら
ゆ

る
社
会
的

な
活
動
の

あ
り
方
を
問
い
直
す
こ

と
が
、
男
女
の

真
の
生
き
方
を
き
り

ひ
ら
く
こ
と
に
通

じ
る
の
で
す
。

真
の
男
女
平
等
教
育
を

教
育

学
校
教

育

近
年
、
学
校
教
育
の
状
況
は
大
き
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
社
会
全

体
の
学
歴
主
義
を
反
映
し
て
、
学
力
偏

重
の
受
験
体
制
に
振
り
ま
わ
さ
れ
、
親

も
先
生
も
成
績
や
偏
差
値
に
関
心
が
集

中
し
、
子
ど
も
の
基
本
的
な
自
立
の
能

力
を
養
う
た
め
の
指
導
が
で
き
に
く
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
「
男

は
外
・
女
は
内
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
男
性
観
・
女
性
観
に
と
ら
わ
れ
な
い

主
体
的
な
生
き
方

を
、
子
ど
も

が
選

べ

る
よ
う
な
積
極
的

指
導
も
充
分
な
さ

れ

て
い
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
多
く

の
親
は
、
男
の
子

は

安
定
し

た
職
業
人

に
、
女
の
子
は
幸
福

な
家
庭
人

に
な

る
こ
と
を
期
待
し
て

い

ま
す
。
そ
の

た
め
子
ど
も
自
身
も
こ
う

し
た
観

や
周
囲

の
期
待
に
添
っ
た
考
え

方
を
身
に

つ
け
て

進
路
を
選
択
し
て

ゆ

き
ま
す
。
そ
の
結

果
、
子
ど
も
も
ま

た

今
ま
で

の
男
女
の
社
会
参
加
の
あ

り
方

を
く

り
か
え
す

こ
と
に
な
り
ま
す
。

足
立
区
の
調
壷
に
よ
れ
ば
、
学
校
教

育
の
中
で
男
女
で
差
が
あ
る
の
は
当
然

と
し
て
い
る
人
が
六
二
・
二
%
も
い
て

性
別
役
創
分
業
観
が
根
強
く
み
ら
れ
ま

す
。ま

た
教
科
の
中
に
も
問
題
か
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
家
庭
科
教
育
に
つ
い

て
は
、
現
竃
中
学
校
の
「
技
術
家
庭
」

は
男
女
同
一
の
教
科
書
を
使
っ
て
い
ま

す

が
、
男
子
は
「
技
術
」を
、
女
子

は
「
家

庭
」を
中

心
に
履

修
し
て

い
ま
す
。
き
ら

に
高

校
で
は
、
家
庭
科
は
女
子

の
み
必

修

と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ

つヽ
に
依

然

と
し

て
家
庭
科
の
男
女
共
修

は
解
決

さ

れ
て

い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
男
女
の

固

定
的
な
役
割
分
業
を
助
長
す

る
こ
と

に

も
な
り
ま
す
。
そ
の
他
の
級
科

に
つ

い
て

も
。
真
の
男
女
平
等
教

育
を
実
現

す

る
と
い
う
観
点
か
ら
、
見

直
し

が
必

要

で
す
。

家庭科の男女必修について
<52年都政モニターアンケート>社

会

教

育

女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
の
変
化
に

よ
っ
て
、
子
育
て
・
再
就
職

・
老
後
の

こ
と
な
ど
、
新
し

い
問
題

が
多

く
な
っ

て
い
る
時
、
社
会
教
育
の
果

た
す
役
創

は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て

い
ま
す
。

特
に
、
女
性
の
就
労
の

道
を
広
げ
る

た
め
の
職
業
訓
練
や

、
男
性
の
家
事
・

育
児
へ
の
参
加
を
促
す
講

座
や
奥
習
な

ど
が
欠
け
て
い
て

、
今

後
の
社
会
教
育

に
期
待
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。

社
会
教
宵
は
、
婦

人
問
題
解
決
の
社

会
的
基
盤
づ
く
り
の
柱

と
も
な
る
重
要

な
幼
で
す
。

な
お
一
層
の
き
め
細
か
い
取
り
組
み
が

望
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
子
ど
も
の
成
長
に
と
っ
て
、

家
庭
を
取
り
ま
く
地
域
の
大
人
遠
の
言

動
も
大
き
な
彫
響
を
持
っ
て
い
ま
す
。

近
所
の
大
人
達
が
、
性
別
役
創
分
担
意

識
に
よ
っ
て
、
不
用
意
な
曹
葉
で
働
く

母
親
を
批
判
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と

に
よ
っ
て
、
子
ど
も
に
も
そ
う
し
た
意
識

が
植
え
つ
け
ら
れ
か
ね
ま
せ
ん
。

地
城
の
子
ど
も
は
、
地
域
で
育
て
て

い
く
こ
と
を
、
男
女
が
共
に
自
覚
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

働
く
人
の

三
人
に
一
人
は
女
性

労
働

労

働

働
く
女
性
に

と
っ
て

、
男
女
差
別
は

今
も
な
お
解
決

さ
れ
て

は
い
ま
せ
ん
。

募
集
・
採
用
の
段
階

か
ら
定
年
に
い
た

る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る

分
野
で
、
女
性
と

男
性
で
は
、
異
っ
た

さ
ま
ざ
ま
な
取
り

扱
い
を
受
け
て

い
ま
す

。

私
達
は
働
か

な
け

れ
ば
生
き
て
ゆ
け

ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
働

く
権
利
は
、
全

て
の
人
間
に
平
等
の

も
の
で
す
。
女
性

だ
か
ら
と

い
っ
て
差

別
さ
れ
て
は
な
ら

な

い
で
し
ょ
う
。

働
く
場
で
の
男
女
差
別
を
な
く
し
、

女
性
も
男
性
も
平
等
に
働
け
る
よ
う
な

条
件
を
つ
く
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

今
日
ま
で
、
女
性
は
い
つ
も
半
人
前

に
し
か
扱
わ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

何
故
な
ら
私
達
の
意
餓
の
中
に
は
、
「
男

は
外
・
女
は
内
」
と
い
う
伝
続
的
な
性

別
役
割
分
業
観
が
根
強
く
あ
り
、
女
が

働
く

こ
と

は
家

計
の
補
助
程
度
と
し
か

み
ら

れ
な

か
っ

た
か
ら
で
す
。
こ
の
よ

う
な
性
別
役

割
意
識
や
慣
行
を
な
く
し

て

い
か
な

い
か
ぎ
り
、
女
性
は
い
つ
ま

で
も
一
人
前

と
は
み
な
さ
れ
ず
、
自
ら

の
働
く
権
利

を
自
ら
の
も
の
と
し
て
ゆ

く
こ

と
は
で

き
な
い
と
い
え
ま
す
。

足
立
の
働
く
女
性
は
六
八
%

女
性
の
一
生
が
長
く
な
り
、
家
事
・

育
児
の
負
担

が
少
く
な
っ
た
こ
と
な
ど

に
よ
っ
て
、
最
近
、
働
く
女
性
が
大
変

増
え
て
き
ま
し
た
。
昭
和
五
六
年
の
国

勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
働
く
女
性
は
一
三

〇
五
万
一
千
人
で
、
全
労
働
者
の
三
四
%

と
な
り
ま
し
た
。

女
性
の
有
業
率

は
昭
和
五
四

年
の
全

国
平
均
で
四
三

こ
二
%

に
も
な
り
、
足

立
区
の
五
六
年
の
調
査

で
は
、
な
ん
と

六
八
%

の
女
性

が
何

ら
か
の
形
で
仕
事

を
し
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
働
く

場
で
女
性
の
労
働
金は
大

き
な
役
剤
を
果

た
し
て

い
る
の

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
秤
価

が
大
変
低

い
こ
と
が
問
題
で
す
。

採

用

現
状
で
は
、
募
集
・
探
用
の
段
階
か

ら
、
女
性
の
門
戸
は
狭
く
、
昭
和
五
六

年
の
労
働
力

調
査

に
よ
る
と
、
男
女
共

に
探
用
し

た
企
業

は
、高
卒
で
五
四
%

、

大
卒
で
二
四
%

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

ま
た
男
女
共
探
用
し
て
も
、
同
一
条

件
で
探
用
し
た
企
業
は
、
高
卒
で
七
五

%
、
大
卒
で
六
二
%
で
す
。
探
用
す
る

と
は
い
っ
て
も
、
「
男
子
百
名
・
女
子
若

干
名
」
と
い
う
企
業
も
珍
ら
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
特
に
大
学
を
卒
業
し
た
女
性

の
就
職
は
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
ま

す
。

労
働

条
件

労
働
基
準
法
第
四
条
に
「
性
に
よ
る

賃
金
差
別

の
禁
止
」
が
明
配
さ
れ
て

い

ま
す
。
し

か
し
現
実
に
は
、
女
性
で
あ

る
こ
と
を
理
由
に
、
初
任
給
の
差
別
、

賃
金
表
に
よ
る
差
別
、
住
宅
手
当
や
各

欖
の
手
当
の
差
別
な
ど
が
数
多
く
あ
り

ま
す
。
女
性
の
専
門
職
の
賃
金
水
準
も

低
く
押
え
ら
れ
て
い
て
、一
九
七
九
年

の
男
女
の
質
金
格
差
は
右
図
に
見
ら
れ

る
と
お
り
、
男
性
一
〇
〇
に
対
し
て
女

性
は
そ
の
五
四
・
九
%
に
す
ぎ
な
い
の

で
す
。

男
女
の
賃
金
格
差
は
、
労
働
の
場
に

女
性
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
、
象
徴

的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

昇
進
や
昇
格
に
つ
い
て
も
、
女
性
と

男
性
と
で
は
大
き
な
差
が
あ
り
ま
す
。

女
性
に
は
、
ま
っ
た
く
昇
進
の
機
会
の

な
い
企
業
が
四
五
%
も
あ
り
、
機
会
は

あ
っ
て
も
、
男
性
と
同
一
の
道
が
開
か

れ
て
い
る
企
業
は
七
九
%
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。

仕
事
上
で
の
研
修
教
育
の
機
会
も
男

女
の
差
は
大
き
く
、
女
性
の
職
業
能
力

の
向
上
を
阻
客
す
る
大
き
な
原
因
と
も

な
っ
て
い
ま
す
。

平均月間賃金の男女格差

( 注 ) 1969年以前はサービス業を含まない。

資料: 労働省「毎月勤労統計調査」

母
性
保
護

職
場

の
母
性
保
霞
の
実
態
は
、
労
働

基
準
法

の
最
低

基
単
さ
え
守
ら
れ
て

い

な
い
現
状
に
あ
り
ま
す
。

昭
和

五
六
年
の
足
立
区
調
査
で
も

、

産
前

産
後
の
休
暇
の
な

い
人

が
二
六

・

一
%

、
育
児
時
間
の
な

い
人

が
三
九
一

六
%

、
生
理
休
暇
を
取
れ
な

い
人

が
三

八

・
一
%

も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

こ

と
か
ら
も
、
い
か
に
女
性

が
一
生
を
通

じ
て
働

く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か

が
わ

か
り
ま
す

。

最
近
、
「
日
本
の
働
く
女
性
は
過
保

護
だ
」
と
か
「
母
性
保
護
が
男
女
差
別

の
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
、
か
ら

保
護
の
撤
廃
や
緩
和
を
言
わ
れ
る
こ
と

が
多

く
な
り
ま
し
た
。
し

か
し

、
最
低

基
準
を
定
め
て
い
る
労
働
基
準
法

さ
え

守
ら
れ
ず
に
働
い
て
い
る
女
性

が
多

く

い
る
こ

と
や
、
残

業
や
深
夜
業
に
制
限

が
な
く
、
長
時
間

労
働
を
し
て
い
る
男

性
の
実
態
を

考
え
て

み
る
と
、
保
硬
の

搬
廃
は
そ
の
ま

ま
女
性
の
健
康
破
壊
へ

と
つ
な

が
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
女
性

が

一
生
を
通
じ
て
働

き
続
け
る
こ
と
は
、

ま
す
ま
す
困
難

と
な
り
ま
す
。

「
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
の
撤
廃
に
関

す
る

条
約

」
で
は
、
母
性
は
社
会
的

な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
、
母
性

保
護
を
目
的

と
す

る
特
別
捨
置
を
差
別

し
て
は

な
ら

な
い
と
し
て
い
ま
す
。

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
で
働
く
女
性
が
増

え
て

い
ま
す

。
女
性
の
有
業
率
が
高
く

な
っ

た
の
も

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
増
加

が
大
き

な
要
因

と
な
っ
て
い
て
、
そ
の

主
流

は
中
高
年
の
女
性
達
で
す
。

パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
と
は
、
本
来
、
一

般
従
業

員
よ

り
労
働
時
間

が
短
か

い
勤

務
形
態

の
こ
と
を
い
い
、
法
律
上
は
、

一
般
従
業
員
と
少
し
も
異
な
る
取
り
扱

い
を
受

け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、現
実
に
は
労
働
条
件
は
悪

く

、
賃

金
も
低
く
、
雇
用
も
不
安
定
で

実
態

と
し
て
は
ま
っ
た
く
の
無
権
利

状

態

に
お
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、多
く
の
主

婦
が
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
働
く
の
に
は

理
由
が
あ
り
ま
す
。家
庭
責
任
が
一
方

的
に
女
性
の
肩
に
か
か
っ
て
い
て
、フ

ル
タ
イ
ム
で
働
き
続
け
る
こ
と
が
難
し

い
現
在
、
「女
性
に
望
ま
し
い
働
き
方
」

と
し

て
パ
ー
ト
を
希
望
し

。
無
権
利

状

態

に
甘
ん
じ
て
い
る
女
性

が
多

い
こ
と

も
問
題
で
す
。

全
国
で
、す
で
に
二
五
〇
万
人
を
越

え
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
労
働
条

件
の
改
善
の
た
め
、企
業
側
の
指
導
を

強
め
る
と
共
に
、パ
ー
ト
で
働
く
女
性

の
意
識
・
職
業
能
力
を
高
め
る
た
め
の
施
策

が
必
要
で
す
。
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女
性
の
社
会
参
加
を

支
え
る
福
祉
の
実
現

福
祉

女
性
を
取
り
ま
く
福
祉
問
題
に
は
、

保
育
、
老
人
、
病
人
等
の
介
・
看
護
、

母
子
家
庭
、
生
活
保
鏝
家
庭
、
中
高
年

独
身
女
性
の
問
題
な
ど
数
多
く
の
複
雑

な
問
題
か
あ
り
ま
す
。
社
会
保
障
の
面

で
は
、
年
金
、
生
活
保
護
基
準
額
の
男

女
差
な
ど
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

私
達
か
普
通
「
福
祉
」
と
呼
ん
で
い

る
圧
倒
的
な
部
分
を
女
性
が
占
め
て
い

る
の
で
す
。

女
性
の
肩
に
重
い
福
祉

現
在

、
子
育
て
や
老
人

、
病
人
等
の

介
・
看
護
が
ほ
と
ん
ど
女
性
の
手
で
行

わ
れ
て
い
る
現
状
か
あ
り
ま
す
。
足
立

区
の
寝
た
き
り
老
人
の
介
・
看
護
の
九

割
近
く
を

、
妻
・
嫁
・
娘
と

い
っ
た
立

場
の
女
性
が
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
こ

れ
ら
の
女
性
の
四
八
%

が
睡
眠
不
足
を

。

六
五
%

が
疲
れ
の
ひ
ど
さ
を
訴
え
て
い

ま
す

。
(
参
考
・
表
4
-
2

、
4
-
3
)
　

こ
の
よ
Iつ
な
仕
事
が
す
べ
て
女
性
の
手

だ
け
で
行
わ
れ
る
結
果
お
こ
る
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
を
解
決
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
行
政

的
、
地
域
的
な
面
か
ら
対
策
が
考
え
ら
れ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
家
庭
で
も

、

家
族
全
員
が
福
祉
的
役
割
を
果
た
せ
る
よ

う
な
家
族
の
関
係
づ
く
り
が
必
要
で
す
。

<表4- 2>
足立区ねたきり老人介護者の状況

<表4- 3>

足立区 ねたきり老人介護者の健康上の訴え

き
び
し
い
女
性
の
老
後

足
立
区
の
6
5歳
以
上
の
区
民
四
万
五

四
六
人
中
、
女
性
は
五
六
・
七
%
い
ま

す
。
特
に
一
人
暮
ら
し
の
老
齢
女
性
は

男
性
の
四
倍
に
達
し
て
い
ま
す
。
寝
た

き
り
老
人
も
そ
の
六
割
が
女
性
で
す
。

女
性
に
と
っ
て
老
人
問
題
は
。
介
護

者
と
し
て
の
問
題
と
。
女
性
自
身
の
老

後
の
問
題
と
二
つ
あ
り
ま
す
。

女
性
は
今
ま
で
、
福
祉
的
な
役
割
を

担
わ
さ
れ
て
き
た
た
め
。
男
性
の
よ
う

に
ず
っ
と
働
き
続
け
ら
れ
た
人
は
少
く
、

そ
の
結
果
、
拠
出
制
の
年
金
を
受
け
て

い
る
人
は
少
く
、
あ
っ
て
も
低
い
年
金

額
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
老
齢
女
性
は
経
済
的
に
自

立
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
困
雅
な
人
が

多
く
、
生
活
保
護
の
受
給
率
も
男
性
と

比
べ
て
高
い
の
が
特
徴
と
な
っ
て
い
ま

す
。女

性
の
老
後
を
豊
か
で
実
り
あ
る
も

の
と
し
て
ゆ
く
た
め
に
も
、
女
性
の
年

金
制
度
の
見
な
お
し
や
、就
労
の
促
進
、

社
会
参
加
の
条
件
づ
く
り
、
公
的
・
地

域
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
か
考
え
ら

れ
る
必
要
か
あ
り
ま
す
。

ま
た
女
性
の
側
の
自
立
へ
の
意
欲
も

欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

高
ま
る
保
育
の
必
要
性

女
性
の
経
済
的
自
立
と
社
会
参
加
を

支
え
る
た
め
に
も
、
保
育
所
は
必
要
不

可
欠
な
も
の
で
す
。

現
在
の
保
育
の
考
え
方
は
、
母
親
の

労
働
な
ど
に
よ
っ
て
、
保
育
に
欠
け
る

子
ど
も
を
対
象
に
し
て
い
る
た
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
保
育
ニ
ー
ド
が
高
ま
っ
て
い

る
現
在
の
状
況
を
考
え
る
と
、
も
は
や

そ
れ
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。

核
家
族
化
や
、子
ど
も
の
数
の
減
少
、

地
城
社
会
の
人
間
関
係
の
弱
ま
り
、
安

全
な
遊
び
場
の
不
足
な
ど
に
よ
り
、
子

ど
も
を
取
り
ま
く
環
境
は
、
子
ど
も
の

集
団
の
中
で
の
発
達
保
証
か
で
き
に
く

く
な
っ
て
い
ま
す
。

母
親
の
社
会
参
加
を
支
え
、
子
ど
も

の
集
団
の
中
で
の
発
達
保
証
と
い
う
点

か
ら
も
、
保
育
の
考
え
方
を
見
な
お
す

必
要
が
あ
り
ま
す
。(参
考
・
表
4
-
1
)

<表4- 1> 保育所数
、
措置・ 未措置 児童の推移

充
実
が
望
ま
れ
る
学
童
保
育

最
近
、
足
立
区
で
も
3
0代
後
半
か
ら

の
母
親
の
パ
ー
ト
な
ど
の
就
労
が
増
え

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
母
親
が
安
心
し

て
慟
け
る
た
め
に
も
。
子
ど
も
達
の
心

身
の
不
安
を
と
り
除
き
、
放
課
後
の
生

活
を
安
心
し
て
過
ご
せ
る
よ
う
に
す
る

た
め
に
も
学
童
保
育
は
ま
す
ま
す
璽
要

な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
足
立
区
で

は
、
学
童
保
育
施
設
が
、
質
・
最
と
も

未
整
備
の
状
況
に
あ
り
ま
す
。

本
来
、
保
育
や
子
育
て
は
、
家
庭
。

地
域
、
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
行
わ
れ

る
べ
き
も
の
で
、
学
童
保
育
も
そ
の
例

外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

学
童
保
育
施
設
の
増
設
と
、
保
育
内

容
の
改
善
が
望
ま
れ
ま
す
。

望
ま
れ
る
男
性
の

家
庭
へ
の
参
加

家
庭

男
女
平
等
な
家
庭
づ
く
り

下
の
表
は
、
各
国
の
男
性
が
何
時
間

ぐ
ら
い
家
庭
の
仕
事
を
し
て
い
る
か
を

表
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
見
る
と
お

り
日
本
の
男
性
は
先
進
国
の
中
で
一
番

家
の
仕
事
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
ち
な
み

に
総
理
府
が
7
6年
に
と
っ
た
調
査
に
よ

る
と
、
共
働
き
以
外
の
夫
の
週
平
均
一

日
の
家
事
時
間
が
7
分
、
共
働
き
の
夫

は
6
分
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
家
庭
は
、
性
に

よ
る
役
割
の
固
定
化
が
強
く
、
家
事
や

子
育
て
を
女
性
の
み
が
行
う
伝
統
的
な

男
性
優
位
の
家
庭
が
一
般
的
で
す
。

足
立
区
の
調
査
で
も
、
男
性
優
位
の

家
庭
生
活
を
営
ん
で
い
る
人
が
六
四
・
三
%

も
い
ま
す
。
家
事
や
子
育
て
が
夫
婦

の
共
同
責
任
と
考
え
て
い
る
人
は
大
変

少
く
、
ま
だ
ま
だ
男
女
平
等
な
家
庭
づ

く
り
は
確
立
し
て
い
な
い
と
い
え
ま
す
。

足
立
区
は
、
自
営
業
や
家
内
労
働
を

し
て
い
る
人
を
含
め
て
共
働
き
を
し
て

い
る
人
が
と
て
も
多
く
、
母
子
家
庭
や

生
活
保
霞
を
受
け
て
い
る
人
の
比
率
が

他
の
区
と
比
べ
て
と
て
も
高
い
と
い
う

特
徴
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
家
庭
の
多
く
は
、
家
事

や
子
育
て
を
女
性
一
人
の
手
で
行
っ
て

い
る
こ
と
が
多
く
、
働
く
妻
や
母
親
の

負
担
か
大
き
く
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、経
済
的
な
必
要
か
ら
。働
き
に

行
き
た
く
て
も
、
家
事
や
育
児
、
老
人

や
病
人
の
介
看
護
に
追
わ
れ
て
、
働
き

に
出
ら
れ
な
い
人
も
少
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
変
え
て
ゆ
く
た

め
に
も
。
男
性
は
も
っ
と
家
庭
の
場
へ

参
加
し
て
ゆ
く
べ
き
で
す
。
男
女
が
共

に
、
家
事
、
育
児
と
職
業
を
両
立
で
き

る
よ
う
な
努
力
が
な
さ
れ
れ
ば
、
伝
統

的
な
役
割
分
担
意
識
か
ら
解
き
放
た
れ

真
の
男
女
平
等
を
創
造
す
る
大
き
な
力

と
な
る
の
で
す
。

「
男
は
男
ら
し
く
、
女
は
女
ら
し
く
」

と
い
う
「
ら
し
さ
教
育
」
は
性
別
役
割

分
業
観
を
子
ど
も
達
に
植
え
つ
け
、
と

り
わ
け
女
の
子
の
将
来
の
選
択
の
幅
を

せ
ま
く
し
、
男
女
平
等
な
家
庭
づ
く
り

は
雎
し
く
な
り
ま
す
。

主
体
的
、
自
立
的
な
男
女
に
育
て
あ

げ
る
た
め
に
も
、
ま
ず
家
庭
教
育
の
あ

り
方
を
は
っ
き
り
見
つ
め
直
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

ゆ
が
む
性
意
識
の
是
正

近
年
性
犯
罪
が
増
加
の
一
途
を
た
ど

り
、足
立
区
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

売
春
行
為
が
低
年
齢
化
し
、
男
性
の
買

春
旅
行
が
日
常
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

女
性
の
性
の
商
品
化
や
性
非
行
、
性
犯

罪
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
女
性
の
性
を
卑

め
る
男
性
本
位
の
性
の
あ
り
方
を
改
め

男
女
が
お
互
い
の
性
を
尊
重
し
、
理
解

し
あ
う
性
意
識
を
育
て
あ
げ
る
努
力
が

必
要
で
す
。

教
育
責
任
を
負
う
母
親

性
犯
罪
の
増
加
と
相
ま
っ
て
、
校
内

暴
力
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
子
ど
も
の
こ
う
し
た
行
動
は
。

学
歴
社
会
の
厳
し
い
受
験
体
制
や
、
子

ど
も
を
取
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
、

文
化
的
条
件
で
起
き
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
責
任
か
家
事
・
育
児
の

担
当
者
で
あ
る
母
親
に
す
べ
て
負
わ
さ

れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に

多
く
の
母
親
が
勤
め
を
や
め
て
家
庭
に

入
っ
た
り
、
家
庭
に
い
る
女
性
が
社
会

参
加
で
き
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
安
易
な
押
し
つ
け
は
や

め
、
家
庭
・
学
校
・
地
域
・
行
政
か
一

体
と
な
っ
て
、
子
ど
も
の
こ
う
し
た
原

因
を
追
求
し
、
解
決
を
根
本
的
な
と
こ

ろ
か
ら
早
急
に
立
て
直
す
必
要
が
あ
り

ま
す
。

共
に
支
え
よ
う
日
常
生
活

家
庭
は
、
人
間
生
活
の
基
本
的
な
単

位
と
し
て
、
私
達
の
意
識
や
行
動
の
あ

り
方
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
家
庭
に
お
い
て
こ
そ
、
男
女
が
共
に

日
常
生
活
を
支
え
、
相
互
に
尊
重
し
あ

え
る
人
間
関
係
を
つ
く
る
こ
と
が
。
婦

人
問
題
の
解
決
に
大
き
な
力
と
な
り
ま

す
。

男子有職者の家事時間( 国際比較)

自
立
の
第
一
歩
は

健
康
か
ら

健
康

脅
か
さ
れ
る
現
代
人
の
健
康

女
性
の
平
均
寿
命
が
7
8歳
を
越
え
、

日
本
は
世
界
で
も
名
だ
た
る
長
寿
国

と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
。
反
面
、
大

気
汚
染
や
食
品
の
安
全
性
等
、
生
活

を
と
り
ま
く
環
境
は
悪
化
し
、
不
安
感

も
増
大
し
て
い
ま
す
。
足
立
区
で
は
特

に
幹
線
道
路
周
辺
の
住
民
に
と
っ
て
、

排
気
ガ
ス
は
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
環
境
の
悪
化
が
も
た
ら

す
母
性
へ
の
影
響
を
見
の
が
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
全
国
的
に
未
熟
児
や
死

産
率
は
減
っ
て
き
て
い
た
の
に
対
し
、

足
立
区
で
は
。
こ
こ
数
年
横
ば
い
状
態

に
あ
り
ま
す
。

ま
た
安
全
性
の
疑
し
い
食
品
な
ど
が

店
頭
に
並
ん
で
い
る
中
で
、
情
報
も
少

な
く
。
個
人
的
な
努
力
で
は
食
品
の
安

全
性
を
守
り
き
れ
な
い
状
態
で
す
。
区

内
に
は
安
全
性
の
高
い
食
品
を
共
同
購

入
し
て
い
る
消
費
者
グ
ル
ー
プ
も
あ
り

ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
少
な
く
、
こ
う
し

た
場
で
の
行
政
の
果
す
役
割
は
大
き
い

と
い
え
ま
す
。

過
労
と
な
り
が
ち
な
女
性

厚
生
白
書
に
よ
る
と
、
昭
和
三
十
年

の
有
病
率
は
、
千
人
に
対
し
て
三
十
八

人
だ
っ
た
の
で
す
が
、昭
和
五
十
三
年
に

は
百
九
・
四
人
と
約
三
倍
に
も
増
え
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
表
4
-
4

を
見

る
と
、
女
性
の
方
が
は
る
か
に
男
性
よ

り
有
病
率
が
高
い
の
に
気
・づ
か
れ
る
で

家
庭
の
主
婦
や
、
自
営
業
・
農
業
等

を
営
ん
で
い
る
女
性
達
は
、
定
期
健
康

診
断
の
機
会
に
恵
ま
れ
ず
、
病
気
の
発

見
も
遅
れ
が
ち
で
す
。
ま
た
家
事
・
育

児
は
女
の
仕
事
と
い
う
考
え
方
に
男
性

も
女
性
も
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
多

い
た
め
、
慟
く
女
性
は
ひ
と
り
で
全
て

を
こ
な
し
、
過
労
ぎ
み
と
な
っ
て
い
ま

す
。み

ん
な
で
守
る
家
族
の
健
康

子
供
の
健
や
か
な
成
長
は
親
の
願
い

で
あ
り
社
会
全
体
の
願
い
で
も
あ
り
ま

す
が
、
心
臓
病
や
小
児
ガ
ン
等
の
小
児

慢
性
疾
患
の
子
供
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
母
親
が
自
立
し
て
生
き
よ
う
と

す
る
時
、
自
立
し
に
く
い
状
況
を
作
り

だ
し
て
い
ま
す
。

足
立
区
の
寝
た
き
り
老
人
は
推
定
で

千
五
百
人
、
難
病
思
者
は
四
百
八
十
一

人
、
そ
れ
に
病
人
、
障
害
者
等
を
加
え

る
と
相
当
数
に
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
人
達
の
介
・
看
護
を
し
て
い
る
9

割
が
女
性
で
す
。
区
の
調
査
に
よ
れ
ば

そ
れ
ら
の
女
性
の
六
五
%
が
不
調
を
、

四
八
%
が
睡
眠
不
足
を
訴
え
て
い
拿
T
。

こ
の
よ
う
に
女
性
が
、
十
分
休
養
を
と

っ
た
り
、
睡
眠
を
と
っ
た
り
で
き
る
状

況
に
な
い
と
い
え
ま
す
。

男
女
を
問
わ
ず
人
が
健
康
で
安
定
し

た
生
活
を
送
る
に
は
、
検
診
、
治
療
体

制
か
整
う
と
同
時
に
、
栄
養
や
運
動
、

休
養
な
ど
の
調
和
が
と
れ
た
日
常
生
活

が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
女
性

に
だ
け
家
族
の
健
康
を
ゆ
だ
ね
る
の
で

は
な
く
、一
人
ひ
と
り
が
正
し
い
保
健
知

識
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
学
校
で
も
、
家
庭
で
も
正
し

い
性
教
育
の
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
な

い
中
で
、
女
性
自
ら
の
体
の
こ
と
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
望
ま
な
い
妊
娠
に
よ
る

中
絶
は
届
け
出
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
も

区
内
で
千
九
百
件
(
昭
和
五
十
五
年
)

を
超
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
不
幸
な

結
果
は
女
性
の
自
立
を
増
々
困
雛
に
し

ま
す
。

健
康
と
は
本
来
、
守
っ
て
も
ら
う
も

の
で
は
な
く
、
自
ら
管
理
し
、
保
持
、

増
進
に
努
め
る
も
の
で
す
。
そ
の
こ
と

な
く
し
て
単
に
検
診
や
治
療
だ
け
を
し

て
も
、
ま
た
痢
気
を
繰
り
返
す
こ
と
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
「
自
ら
の
手
に
よ

る
主
体
的
な
健
康
管
理
」
が
必
要
な
の

で
す
。

<表4- 4>

有病率( 人口千対) の年次推移


