
意
識
を
変
え
よ
う

　
共
働
き
や
核
家
族
化
が
進
み
、
女
性

の
社
会
進
出
や
男
性
の
家
事
育
児
へ
の

参
画
は
少
し
ず
つ
進
ん
で
い
ま
す
。
し

か
し
、
以
前
は
「
女
性
だ
か
ら
家
庭
に

入
る
べ
き
だ
」
と
、
性
別
を
理
由
に
女

性
が
仕
事
を
選
択
で
き
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
中
に
は
、
女
性
が
家
庭
以

外
の
様
々
な
場
面
で
活
躍
す
る
こ
と
に

対
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象
を
持
つ

人
も
い
ま
し
た
。
今
も
残
念
な
が
ら
、

そ
の
よ
う
な
風
潮
が
家
庭
や
職
場
な
ど

で
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　
家
庭
を
例
に
挙
げ
て
み
ま
す
。
自
分

の
身
の
回
り
の
こ
と
は
自
分
で
や
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。女
性
や
パ
ー
ト
ナ
ー

に
任
せ
き
り
に
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ

う
か
。
家
庭
内
の
仕
事
は
、
誰
が
何
を

や
る
か
決
ま
り
は
な
い
は
ず
で
す
。
思

い
や
り
の
心
を
も
ち
、
性
別
に
関
わ
ら

ず
家
族
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
や
る
。

そ
れ
が
結
果
的
に
、
男
性
の
家
庭
内
で

の
自
立
と
女
性
活
躍
推
進
に
つ
な
が
っ

て
い
く
は
ず
で
す
。

　
誰
も
が
自
分
ら
し
く
生
き
て
い
け
る

よ
う
、
一
人
ひ
と
り
が
意
識
を
変
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

三宅　裕貴さん

仕事と家庭を両立するパパにインタビュー

家事や育児を経験したことで、仕事との両立がいかに大変なことか実感しました。

　
皆
さ
ん
の
ご
家
庭
で
は
ど
な
た
が
家

事
や
育
児
を
し
て
い
ま
す
か
？

　
左
記
の
グ
ラ
フ
は
、
総
務
省
が
毎
月

実
施
し
て
い
る
「
労
働
力
調
査
」
の
結

果
を
基
に
作
成
し
た
も
の
で
す
。
昭
和

50
年
に
お
け
る
女
性
の
15
歳
か
ら
64
歳

ま
で
の
就
業
率
の
平
均
値
が
48
・
８
％

で
あ
る
の
に
対
し
、
令
和
２
年
の
平
均

値
は
70
・
６
％
と
21
・
8
％
も
上
昇
し

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
半
世
紀

の
間
に
女
性
の
社
会
進
出
が
著
し
く
進

ん
だ
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　
一
方
、
左
下
の
表
を
見
る
と
、
共
働

き
夫
婦
の
間
で
も
、
女
性
が
男
性
の
２

倍
以
上
家
事
や
育
児
を
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
家
事
や
育
児
に
縛
ら

れ
る
こ
と
は
、
女
性
が
家
庭
外
で
個
性

や
能
力
を
発
揮
で
き
な
い
原
因
の
一
つ

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
働
く
お
母
さ
ん
が
、
職
場
や
地
域
な

ど
で
自
分
の
個
性
や
能
力
を
発
揮
で
き

る
よ
う
、家
事
や
育
児
を
「
分
担
す
る
」

と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
家
族
で
、
家

族
み
ん
な
の
仕
事
を
「
共
有
す
る
」
と

い
う
シ
ェ
ア
マ
イ
ン
ド
を
持
つ
こ
と
が

解
決
へ
の
第
一
歩
で
す
。ま
ず
は
、パ
ー

ト
ナ
ー
と
一
緒
に
家
事
や
育
児
に
つ
い

て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

市男女共同参画推進市民会議委員
落合美恵子さん

　
子
ど
も
の
頃
は
男
女
と
い
う
性
別
を

意
識
す
る
こ
と
な
く
、
男
の
子
も
女
の

子
も
一
緒
に
遊
ん
だ
り
、
一
緒
に
ご
飯

を
食
べ
た
り
と
男
女
で
分
け
隔
て
な
く

生
活
を
送
り
ま
す
。
し
か
し
年
齢
を
重

ね
て
社
会
に
出
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
日
本
の
社
会
で
は
、
古
く
か
ら
男
性

が
働
き
に
出
て
、
女
性
が
家
庭
で
家
事

や
育
児
を
こ
な
す
と
い
う
形
態
が
当
た

り
前
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
政
治
や
社

会
の
主
要
な
役
割
も
男
性
が
担
い
、
女

性
が
要
職
に
就
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
代
社
会
で
も
、

こ
う
し
た
考
え
や
習
慣
が
い
ま
だ
に
根

強
く
残
り
、
女
性
が
自
分
ら
し
く
、
個

性
や
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
の
実
現

の
障
害
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
男
か
女
の
ど
ち
ら
か
の

生
物
学
的
な
性
別
を
授
か
り
生
ま
れ
て

き
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
分
で
選
ぶ
こ
と

の
で
き
な
い
運
命
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

そ
の
生
物
学
的
な
性
別
に
よ
っ
て
、
そ

の
後
の
生
き
方
が
決
め
ら
れ
て
し
ま
う

よ
う
な
社
会
は
な
く
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
平
成
11
年
６
月
23
日
に
「
男
女
共
同

参
画
社
会
基
本
法
」
が
公
布
、
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
同
法
で
は
、
男
性
も
女
性

も
、
意
欲
に
応
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
分
野

で
活
躍
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め

の
基
本
理
念
と
、
行
政
と
国
民
そ
れ
ぞ

れ
が
果
た
す
べ
き
役
割
（
責
務
、
基
本

的
施
策
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
す
べ
て
の
人
が
、職
場
で
、学
校
で
、

地
域
で
、
家
庭
で
、
個
性
と
能
力
を
発

揮
で
き
る
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
皆
さ
ん
一
人
ひ

と
り
の
意
識
改
革
が
必
要
で
す
。

仕
事
や
学
校
、
家
庭
で
の
生
活
を

あ
な
た
ら
し
く
過
ご
せ
て
い
ま
す
か
？

６
月
23
日
～
29
日
は
男
女
共
同
参
画
週
間

照
会　

企
画
政
策
課　

０
５
３
７
�
１
１
６
１

性
別
に
関
わ
ら
ず
、
一
人
ひ
と
り
が
持
っ
て
い
る

個
性
や
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
、

と
も
に
夢
や
希
望
を
実
現
で
き
る
社
会
の
こ
と
で
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
…

・性別やジェンダーにとらわれず、お互いの個性や違いを認め合い、尊重しよう
・性別に関わりなく、家庭や仕事、地域活動に参画しよう
・みんなで協力して、家事・育児をしよう　

男女共同参画社会の実現に向けて、今からできること
Point

家族で協力して、家事や育児をすることから始めましょう
Point

▼昭和 50年～令和２年における 15～ 64歳までの就業率の推移
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83.5
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（総務省「労働力調査」のデータを基に作成）

６時間 42分

９時間 09分

２時間 29分

０時間 50分

２時間 13分

０時間 55分

女性

男性

女性

男性

女性

男性

仕事時間

家事時間

育児時間

内閣府「令和３年版男女共同参画白書」より引用

▼夫婦と子供から成る世帯の１日の家事・育児時間（有業者）

Interview

女性男性

　調査結果を見ると、「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」と
いう人の割合は、全体で 34.1％にとどまっており、まだまだ個性や
能力を発揮する機会が確保されていないことがうかがえます。

Q,性別に関わりなく個性と能力を発揮する機会が確保されていると思いますか

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらかといえばそう思わない そう思わない
どちらともいえない、わからない 無回答

（令和３年度御前崎市市民意識調査より）

女性（510人）

男性（419人）

0 20 40 60 80 100

8.2％ 17.3％26.5％ 19.4％ 27.1％ 1.6％

1.7％9.1％ 24.1％ 16.9％ 21.7％ 26.5％

8.6％ 25.5％ 17.1％ 20.4％ 26.7％ 1.7％全体（952人）
※性別無回答者を含む

　
上
司
か
ら
育
児
休
業
を
取
っ
て
み
な

い
か
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
思
い

切
っ
て
取
得
し
ま
し
た
。
職
場
も
理
解

が
あ
り
不
安
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

育
児
休
業
中
に
大
変
だ
っ
た
こ
と

は
、
限
り
あ
る
時
間
の
中
で
家
事
と
育

児
を
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、

一
日
中
、
一
人
で
子
ど
も
の
面
倒
を
み

た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
子
ど

も
は
思
う
ま
ま
に
行
動
す
る
の
で
、
目

を
離
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
家
事
は
後

回
し
に
な
り
ま
す
。
あ
っ
と
い
う
間
に

時
間
が
過
ぎ
、
自
分
の
時
間
は
全
く

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
作
業
を
仕
事
に
行

く
前
や
帰
っ
て
き
た
後
に
す
る
こ
と
が

ど
れ
だ
け
大
変
な
こ
と
か
気
付
き
ま
し

た
。
家
事
と
育
児
の
大
変
さ
を
身
を

も
っ
て
感
じ
、
仕
事
と
家
庭
を
両
立
す

る
妻
の
こ
と
を
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
家
事
や
育
児
の
大
変
さ
を
痛
感
し
た

こ
と
も
あ
り
、
家
に
い
る
と
き
は
で
き

る
だ
け
家
事
を
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。「
家
事
や
育
児
は
女
性
だ
け
が
や

る
も
の
じ
ゃ
な
い
」。
こ
れ
か
ら
も
夫

婦
で
協
力
し
な
が
ら
家
事
と
育
児
を
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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