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| :    |:女
性
の
活
躍
推
進
は
必
要
な
の
か
？

日
本
社
会
の
現
状
分
析
～
そ
の
１

少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、
安
倍
政
権
は

「女
性
の
活
躍
推
進
」
を
政
策
の
柱
の

一
つ
に
す
る
。
企
業
に
対
し
て
は
、

女
性
の
管
理
職
へ
の
積
極
登
用
を
呼
び
掛
け
る
な
ど
、
具
体
的
成
果
を
求
め
る
。
し
か
し
、
社
内
の
男
性
に
は
女
性
起

用
が
「不
公
正
な
人
事
」
と
映
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
り
「専
業
主
婦
」
に
憧
れ
る
若
い
女
性
も
少
な
く
な
か
っ
た
り
す
る
。

「女
性
の
活
躍
推
進
」
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
。
専
門
家
が
、
で
き
る
限
り
男
性
視
点
に
立
ち
な
が
ら
考
え
る
。
随
時
掲

載
と
し
、
１
回
日
は

「女
性
の
活
躍
が
求
め
ら
れ
る
現
状
」
を
報
告
す
る
。
（編
集
部

・
５２
歳
男
性
）

Ｍ
宇
カ
ー
プ
を
描
く

２
０
１
５
年
に
、
女
性
活
躍
推
進

法
が
成
立
し
、
労
働
者
３
０
１
人
以

上
の
企
業
は
、
女
性
の
活
躍
推
進
に

向
け
た
行
動
計
画
の
策
定
な
ど
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
多
く

の
企
業
に
は
、
女
性
の
活
躍
推
進
に

向
け
て
、
女
性
の
採
用
比
率
お
よ
び

管
理
職
比
率
の
改
善
、
就
業
継
続
し

や
す
い
職
場
環
境
の
整
備
や
、
長
時

間
労
働
の
削
減
な
ど
の
取
り
組
み
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

政
府
が
女
性
の
活
躍
を
推
進
す
る

背
景
に
は
、
主
に
二
つ
の
理
由
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。　
一
つ
目
は
、
少
子
高

齢
化
に
伴
う
人
手
不
足
で
す
。
出
生

数
の
減
少
は
、
生
産
年
齢
人
口
に
ま

で
影
響
を
及
ぼ
し
、

１３
年
に
７
９
０

１
万
人
に
い
た
生
産
年
齢
人
口
は
、

３０
年
に
６
７
７
３
万
人
、

６０
年
に
は

４
４
１
８
万
人
に
ま
で
減
少
す
る
こ

と
が
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
前
、
あ
る
外
食
チ

ェ
ー
ン
が
人

手
不
足
で
、
い
く

つ
か
の
店
舗
を
開

店
す
る
報
道
が
流
れ
ま
し
た
が
、
人

手
不
足
は
、
既
に

一
部
の
業
界
や
中

堅

。
中
小
企
業
に
と

っ
て
差
し
迫
る

課
題
で
す
。
と
り
わ
け
、
国
内
の
女

性
の
労
働
力
率
を
年
齢
階
級
別
に
着

日
し
て
み
る
と

（図
表
①
）
、

３０
代

を
底
と
し
た
い
わ
ゆ
る
Ｍ
字
カ
ー
ブ

を
描

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
第
１

子
の
出
産
を
機
に
過
半
数
が
退
職
す

る
こ
と
が
原
因
の

一
つ
で
、
女
性
の

活
躍
が
進
む
諸
外
国
で
は
見
ら
れ
な

い
現
象
で
す
。

結
婚

。
出
産
な
ど
の
ラ
イ
フ
イ
ベ

ン
ト
を
理
由
に
離
職
し
た
女
性
の
中

で
も
、
就
業
を
希
望
し
て
い
る
女
性

は
多
く
、
現
在
、
非
労
働
人
口
の
う

ち
、
国
内
で
就
業
を
希
望
し
て
い
る

女
性
は
３
０
３
万
人
に
上
り
ま
す
。

再
就
職
を
希
望
す
る
女
性
、
あ
る
い

は
、
現
在
就
業
し
て
い
る
女
性
に
就

業
継
続
を
し
続
け
て
も
ら
う
こ
と

が
、
人
手
不
足
の
課
題
を
解
消
す
る

た
め
に
は
必
要
で
す
。

多
様
な
価
値
観
を
持
つ
人
材

二
つ
日
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴

う
競
争
力
の
激
化
で
す
。
現
在
は
、

新
興
国
の
台
頭
を
中
心
に
世
界
の
経

済
環
境
が
大
き
く
変
貌
し
、
競
争
力

の
向
上
の
た
め
に
は
、
多
様
な
消
費

者
に
向
け
た
製
品

・
サ
ー
ビ
ス
の
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、
従
来
の
同
質
的
な

価
値
観
を
持
つ
人
材
で
構
成
さ
れ
た

組
織
で
は
勝
ち
続
け
る
こ
と
が
難
し

く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

ま
す
。
管
理
職
人
材
の
多
様
性
と
い

う
点
で
女
性
の
管
理
職
比
率
に
着
目

し
て
み
る
と
、
管
理
的
職
業
従
事
者

に
占
め
る
女
性
の
比
率
は
■

・
８
％

に
す
ぎ
ず
、
ア
ジ
ア
を
含
め
諸
外
国

に
比
べ
て
、
非
常
に
低
い
水
準
で
す

（図
表
②
）。

国
内
の
企
業
が
競
争
力
を
つ
け
て

い
く
た
め
に
は
、
女
性
を
は
じ
め
と

し
た
多
様
な
価
値
観
を
持
つ
人
材
が

意
思
決
定
を
行
え
る
役
職
で
活
躍
で

き
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

社
会
進
出
へ
の
男
性
の
本
音

で
は
、
世
の
中
は
、
女
性
の
活
躍

推
進
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を

見
せ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

内
閣
府
の
１４
年

「女
性
の
活
躍
推

進
に
関
す
る
世
論
調
査
」
に
よ
れ
ば
、

政
治

。
経
済

・
地
域
な
ど
の
各
分
野

で
、
女
性
の
参
加
が
進
み
、
女
性
の

リ
ー
ダ
ー
が
増
え
る
と
、
ど
の
よ
う

な
影
響
が
あ
る
と
思
う
か
と
い
う
設

問
に
つ
い
て

「男
女
問
わ
ず
優
秀
な

人
材
が
活
躍
で
き
る
よ
う
に
な
る
」

（６５

・
０
％
）
と
回
答
し
た
人
の
割

合
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
続

い
て

「女
性
の
声
が
反
映
さ
れ
や
す

く
な
る
」
（
５５

。
９
％
）、
「多
様
な

視
点
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た

な
価
値
や
商
品

・
サ
ー
ビ
ス
が
創
造

さ
れ
る
」
（４２
・
８
％
）
と
な
っ
て

い
ま
す
。お

お
む
ね
女
性
の
活
躍
推

進
を
通
じ
て
組
織
に
プ
ラ
ス

の
効
果
を
生
む
と
考
え
ら
れ

て
い
る
状
況
が
う
か
が
え
ま

す
。一

般
的
に
女
性
が
職
業
を

持

？

」
と
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
設

問
に
つ
い
て
は

「
子
ど
も
が

で
き
て
も
ず

っ
と
働
き
続
け

る
方
が
よ
い
」
と
回
答
し
た

人

の
割
合
は
軽

・
８
％
で
、

１
９
９
２
年

（
２３

・
４
％
）

に
比
べ
て
約
２
倍
の
水
準
に

変
化
し
て
い
ま
す
。
社
会
の

中
で
、
女
性
が
仕
事
と
家
庭

を
両
立
さ
せ
る
こ
と
に
対
す

る
理
解
は
浸
透
し
て
き
て
い

る
と
い
え
ま
す
。

女
性

の
活
躍
推
進
が
社
会

で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
理
由

は
は

っ
き
り
し

て

い
ま
す
。

た
だ
、
女
性

の
活
躍
を
推
進

し
て
い
く
こ
と

へ
の
理
解
は

浸
透
し
て
き
て
い
る
と
は

い

う
も

の
の
、
本
音

の
部
分

で

は
、
特
に
男
性
を
中
心
に
自

分
は
メ
リ

ッ
ト
が
得
ら
れ
る

の
か
、
逆
に
デ
メ
リ

ッ
ト
を

被
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
持

つ

人
は
少
な
く
な

い
よ
う

に
感
じ
ま

す
。そ

れ
で
も
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、

平
均
寿
命
が
男
性
約
８０
歳
、
女
性
約

８６
歳
と
い
わ
れ
る

一
方
、
定
年
延
長

が
実
現
す
る
と
い
っ
て
も
、
職
場
に

い
つ
ま
で
も
居
場
所
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
が
現
実
で
す
。
女
性

活
躍
推
進
に
違
和
感
を
持

つ
の
で
は

な
く
、
む
し
る
こ
れ
を
機
会
に
家
事

を
引
き
受
け
る
訓
練
を
始
め
れ
ば
、

定
年
後
に
、
そ
れ
が
役
立

つ
こ
と
は

ス
ト

ラ
リ

ア

０１５

ッ
　
　
　
　
　
豊
爾

リ

ス

　

　

　

陥

リカ
　
　
　
鰺

ウ

ェ
ー

　

　

象

エ
ー
デ
ン
　
明府

ン
ス
　
　
　
爛

日
本

間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

定
年
後

や
老
後

の
楽
し
み
が
あ

り
、
元
気
に
し
て
い
る
男
性
の
多
く

は
、
夫
婦
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
良

い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
女
性

活
躍
推
進
を
素
直
に
受
け
入
れ
て
、

い
ま
の
う
ち
に
家
事
分
担
に
慣
れ
て

お
く
こ
と
が
、
男
性
に
も
将
来
き

っ

と
メ
リ
ッ
ト
を
生
む
と

い
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（日
本
総
合
研
究
所

創
発
戦
略
セ
ン
タ
ー

Ｅ
Ｓ
Ｇ
ア
ナ
リ
ス
ト

小
島

明
子
）

図表① 主要国における女性の年齢ll占級別労働力率
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図表② 主要国の女性管理職比率
%
50

40

30

20

10

0
マ
レ
ー

シ

ア

フ
イ
リ
ピ

ン

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

年版」

工
~

042016718迎報‐Weekly

出典

05 週報・Weekly 2016.7.刊 8


