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ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
「
ベ
ン
チ
ャ
ー
」
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
。
ほ
ど
ん
ど
が
失
敗
し
て
、
た
ま
に
は

成
功
す
る
の
が
「
ベ
ン
チ
ャ
ー
」
だ
か
ら
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
の
か
た
ま
り
の
よ
う
な
強
い
人
な
ら
ば
、

「
ベ
ン
チ
ャ
ー
」
に
挑
戦
す
べ
き
だ
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
人
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
い
。
実
際
、
独

立
開
業
す
る
人
は
決
し
て
増
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
会
社
の
都
合
だ
け
で
振
り
回
さ
れ
る
正
社
員
で
は
息

苦
し
い
。
と
は
い
え
、
夫
婦
と
も
に
契
約
社
員
や
派
遣
社
員
と
い
っ
た
非
正
社
員
て
は
、
生
活
の
見
通
し

が
立
た
な
い
。
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第2章 多様な正社員を望む人々

仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立

日
本
人
の
仕
事
と
生
活
に
つ
い
て
の
意
識
に
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。

N
H
K
放
送
文
化
研
究
所
が
五
年

お
き
に
実
施
し
て
い
る
『
現
代
日
本
人
の
意
識
構
造
』
か
ら
こ
の
変
化
を
み
た
も
の
が
次
ペ
ー
ジ
の
図
表

2
ー

1
a
、
b
で
あ
る
。
調
査
が
始
ま
っ
た
一
九
七
三
年
か
ら
み
る
と
、
仕
事
に
生
き
が
い
を
感
じ
る
「
仕

事
志
向
」
が
大
幅
に
減
り
、
仕
事
に
も
余
暇
に
も
同
じ
く
ら
い
力
を
い
れ
る
「
仕
事
・
余
暇
両
立
志
向
」
が

増
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
余
暇
志
向
」
も
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
男
女
を
問
わ
な
い
。
男
性
で
は
一

九
八

0
年
代
前
半
ま
で
半
数
を
占
め
た
「
仕
事
志
向
」
は
一
九
九

0
年
代
に
入
り
全
体
の
―
―
一
割
に
急
減
し
た
。

今
で
は
、
仕
事
志
向
と
余
暇
志
向
が
ほ
ぼ
同
じ
割
合
を
占
め
て
い
る
。
と
く
に
女
性
で
は
、
余
暇
志
向
が
四

割
を
超
え
、
仕
事
志
向
は
二
割
に
と
ど
ま
る
。
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
か
ら
す
れ
ば
、
女
性
の
仕
事
志
向
が
高
ま

っ
て
も
よ
い
は
ず
だ
が
、
む
し
ろ
こ
の
間
、
仕
事
志
向
は
大
幅
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

非
正
社
員
の
ほ
う
が
満
足
度
は
高
い

図
表
2

ー

2
は
、
職
場
で
の
満
足
度
を

D
I
(
1
)
を
基
に
正
社
員
と
非
正
社
員
で
比
較
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
全
体
と
し
て
非
正
社
員
の
ほ
う
が
満
足
度
が
高
い
。
と
も
に
満
足
度
が
高
い
の
は
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2
 00珍

9
0
8
0
7
0
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0

「
仕
事
の
内
容
・
や
り
が
い
」
で
あ
り
、
正
社
員
五
ニ
・
六
％
ポ
イ
ン
ト

(
2
)
、
非
正
社
員
五

O
・
 

1

％
ポ

イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
「
勤
務
体
制
」
（
正
社
員
対
非
正
社
員
は
三
八
・
七
対
五
五
•
五
）
や
「
労
働
時
間
・

休
日
数
」
（
二
五
・
八
対
四
九
.
0
)
、
「
賃
金
」
（
一
・
七
対
―
ニ
・
四
）
、
「
評
価
・
処
遇
」
（
九
・
八
対
一
八
・

四
）
な
ど
、
軒
並
み
非
正
社
員
の
ほ
う
が
満
足
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
正
社
員
の
満
足
度
の
ほ
う
が
大
幅
に

1 a 仕事と余暇についての意識（男性）

1973 78 83 88 93 98年

2 -1 b 

鸞
80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

゜

仕事と余暇についての意識（女性）

1973 78 83 88 

出典：「現代日本人の意識構造』

93 98年
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第 2章 多様な正社員を望む人々

2 -2 職場の満足度 (DI,単位 ％ボイソト）

正社員 非正社員 DIの差

仕事の内容・やりがい 52.6 50.1 2.5 

賃金 1 7 12.4 ~10.7 

労働時間・休日数 25.8 49.0 -23.2 

勤務体制 38.7 55.5 -16.8 

評価・処遇 9.8 18.4 -8.6 

職場の環境 24.8 29.5 -4.7 

職場の人間関係 38.0 43.3 ~5.3 

雇用の安定性 35.6 26.1 9.5 

福利厚生 52.5 44.0 8.5 

教育訓練・能力開発 1. 7 -1.3 3.0 

出典：「就業形態の多様化に関する総合実態調査j

「
雇
用
の
安
定
性
」
と
「
福
利
厚
生
」

に
と
ど
ま
っ

高
い
の
は

て
い
る
。

こ
れ
は
正
社
員
よ
り
も
非
正
社
員
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は

あ
る
ま
い
。
満
足
度
は
期
待
度
と
現
実
の
落
差
の
関
数
で
あ
る
。

多
く
を
望
ま
な
い
非
正
社
員
は
多
く
を
期
待
す
る
正
社
員
よ
り

も
仕
事
に
「
満
足
」
す
る
の
で
あ
る
し
、
い
や
な
こ
と
が
あ
れ

ば
す
ぐ
に
や
め
れ
ば
よ
い
。
賃
金
が
比
較
的
高
い
と
さ
れ
る
正

社
員
の
ほ
う
が
、
低
賃
金
だ
と
い
わ
れ
る
非
正
社
員
よ
り
も
賃

金
へ
の
不
満
が
は
る
か
に
高
い
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
が
あ
る

わ
け
で
あ
る
。

非
正
社
員
は
女
性
や
若
年
者
が
多
く
、
家
計
補
助
的
な
人
々

が
多
い
た
め
に
、
無
理
を
し
て
働
く
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、

正
社
員
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
仕
事
内
容
や
労
働
時
間
な
ど
多

く
の
点
で
重
い
負
担
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
賃
金
は
明
ら
か
に
正
社
員
の
ほ
う
が
高
い
に
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も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
に
つ
い
て
の
不
満
は
正
社
員
の
ほ
う
が
高
い
と
い
う
事
実
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め

ね
ば
な
る
ま
い
。

展
望
の
み
え
な
い
非
正
社
員
と
い
う
働
き
方

圧
倒
的
に
多
数
の
人
々
が
正
社
員
と
し
て
働
い
て
い
る
。
し
か
し
、
話
の
筋
と
し
て
、
ま
ず
、
非
正
社
員

で
生
活
が
で
き
る
か
ど
う
か
考
え
て
み
よ
う
。
た
し
か
に
、
専
門
的
な
技
術
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
十
分

な
需
要
が
あ
り
、
営
業
力
も
あ
れ
ば
、
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
と
し
て
自
由
に
生
き
る
こ
と
も
で
き
る
。
会
社
に

せ
ん
ぽ
う

縛
ら
れ
な
い
、
こ
う
し
た
生
き
方
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
「
理
想
の
生
き
方
」
と
し
て
羨
望
の
ま
な
ざ

し
で
み
ら
れ
る
し
、
雑
誌
な
ど
で
も
そ
う
い
う
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

人
は
生
活
の
リ
ス
ク
を
自
分
で
取
ろ
う
と
決
心
し
た
人
々
で
あ
り
、
そ
の
成
功
者
た
ち
で
あ
る
。
圧
倒
的
多

数
の
失
敗
者
た
ち
は
、
再
び
何
ら
か
の
職
を
求
め
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
に
戻
っ
て
い
く
。
な
か
に
は
戻
れ

な
い
人
も
い
る
が
。

大
多
数
の
労
働
者
に
と
っ
て
、
現
実
は
き
び
し
い
。
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
や
自
営
業
、
あ
る
い
は
起
業
家
と

し
て
独
立
す
る
資
金
も
能
力
も
な
い
人
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
非
正
社
員
と
し
て
働
い
て
一
家
の

生
活
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
雇
用
の
不
安
定
性
は
別
と
し
て
も
、
時
間
給
一
五

0
0円
の

仕
事
が
恒
常
的
に
あ
っ
た
と
し
て
、
年
に
二

0
0
0時
間
働
い
て
年
収
は
三

0
0万
円
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
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第 2章 多様な正社員を望む人々

社
会
保
険
料
や
税
金
が
引
か
れ
る
と
手
元
に
は
い
く
ら
も
残
ら
な
い
。
家
賃
だ
け
で
も
馬
鹿
に
な
ら
な
い
。

元
気
な
独
身
者
な
ら
ば
、
生
活
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
て
も
一
家
を
養
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
の
う
え
、
一
般
に
非
正
規
で
は
安
定
性
に
欠
け
る
。
若
い
う
ち
な
ら
ば
、
夫
婦
二
人
で
も
フ
ル

タ
イ
ム
で
働
い
て
な
ん
と
か
な
る
が
、
子
育
て
な
ど
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
る
と
ふ
つ
う
の
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
に
と
っ
て
、
非
正
規
と
い
う
働
き
方
は
容
易
で
は
な
い
。

実
際
、
先
に
あ
げ
た
『
就
業
形
態
の
多
様
化
に
関
す
る
総
合
実
態
調
査
（
平
成
十
一
年
）
』
に
よ
れ
ば
、
非

正
社
員
の
平
均
賃
金
月
額
（
税
・
社
会
保
険
料
込
み
、
以
下
同
様
）
は
一
四
万
八

0
0
円
に
す
ぎ
ず
、
男
性
に

限
っ
て
も
ニ
―
万
一
五

0
0
円
に
と
ど
ま
る
。
手
取
り
は
二

0
万
円
を
切
る
だ
ろ
う
。
男
性
で
も
四
分
の
三

は
時
間
給
で
あ
り
月
給
と
い
う
形
で
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
は
一
四
・
五
％
し
か
な
い
。
賞
与
が
あ
る

の
は
半
分
以
下
（
四
九
・
一
％
）
で
あ
り
、
あ
っ
た
と
し
て
も
金
額
が
か
な
り
低
い
こ
と
は
容
易
に
推
測
で

き
る
。さ

ら
に
、
近
年
注
目
さ
れ
る
派
遣
労
働
者
だ
が
、
賃
金
ア
ッ
プ
の
可
能
性
が
高
い
と
は
い
い
が
た
い
。
こ

の
調
査
に
よ
れ
ば
、
正
社
員
の
平
均
賃
金
月
額
三
一
万
二
五

0
0
円
に
対
し
て
、
派
遣
労
働
者
の
う
ち
登
録

型
(
3
)

は
一
九
万
九
四

0
0
円
、
常
用
雇
用
型
は
三
二
万
七

0
0
円
に
と
ど
ま
る
。

S
E
（
シ
ス
テ
ム
・
エ

ン
ジ
ニ
ア
）
な
ど
が
多
い
と
思
わ
れ
る
男
性
で
も
派
遣
労
働
者
の
賃
金
は
二
六
万
五
一

0
0
円
な
の
で
あ
る
。

賞
与
を
支
給
さ
れ
る
の
は
全
体
で
二
八
・
八
％
、
男
性
に
限
っ
て
も
四
四

・
O
%
に
す
ぎ
な
い
。
賞
与
が
支
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給
さ
れ
て
も
お
そ
ら
く
水
準
は
正
社
員
よ
り
か
な
り
低
い
だ
ろ
う
。

も
う
―
つ
の
典
型
的
な
非
正
社
員
が
契
約
社
員
で
あ
る
。
な
か
に
は
マ
ス
コ
ミ
で
話
題
と
な
る
よ
う
な
高

額
を
稼
ぐ
契
約
社
員
も
い
る
が
、
多
数
と
は
い
え
な
い
。
平
均
賃
金
は
正
社
員
は
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
三
一

万
二
五

0
0
円
で
あ
り
、
契
約
社
員
は
二
三
万
七
九

0
0
円
に
と
ど
ま
る
。
男
性
に
限
る
と
正
社
員
一
二
四
万

八
0
0
0
円
、
契
約
社
員
二
八
万
三
二

0
0
円
と
な
る
。

賃
金
水
準
よ
り
も
深
刻
な
の
は
雇
用
保
障
で
あ
る
。
正
社
員
で
も
雇
用
は
安
心
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
が
、

雇
用
調
整
で
最
初
に
削
減
さ
れ
る
の
は
な
ん
と
い
っ
て
も
非
正
社
員
で
あ
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
一
般
に

は
満
足
度
の
高
い
非
正
社
員
と
い
え
ど
も
、
雇
用
保
障
の
点
で
は
、
正
社
員
の
満
足
度
よ
り
も
か
な
り
低
か

っ
た
。
所
得
を
失
う
リ
ス
ク
は
明
ら
か
に
非
正
社
員
の
ほ
う
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
企
業
か
ら
独
立
し
て
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

さ
つ
そ
う

プ
す
る
と
い
う
の
は
颯
爽
と
し
て
う
ら
や
ま
し
く
な
る
。
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
と
し
て
そ
う
し
た
仕
事
を
す
る

人
は
い
る
。
派
遣
と
し
て
登
録
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
う
し
た
腕
に
自
信
の
あ
る
人
は
多

く
は
な
い
。
ふ
つ
う
非
正
社
員
に
は
補
助
的
・
周
辺
的
な
仕
事
が
割
り
当
て
ら
れ
る
。
た
し
か
に
楽
で
は
あ

る
の
だ
が
、
責
任
の
あ
る
仕
事
を
ま
か
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
し
、
か
り
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
と
し
て
も

そ
れ
に
応
じ
た
賃
金
が
も
ら
え
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
か
な
わ
な
い
。

専
門
職
的
な
契
約
社
員
で
あ
っ
て
も
派
遣
社
員
で
あ
っ
て
も
、
い
つ
も
同
じ
よ
う
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
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第 2章 多様な正社員を望む人々

な
り
が
ち
で
あ
る
。
複
数
の
会
社
に
勤
め
る
と
キ
ャ
リ
ア
の
幅
は
一
定
程
度
は
広
が
る
が
、
責
任
の
あ
る
仕

事
は
正
社
員
に
任
さ
れ
る
か
ら
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
は
頭
打
ち
に
な
る
。
日
常
業
務
を
通
じ
て
の
キ
ャ
リ
ア
ア

ッ
プ
は
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
企
業
の
寿
命
が
そ
う
長
く
な
い
と
す
る
と
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
安
心
し
て
企
業
に
ま
か
せ
る

の
は
不
安
で
あ
る
。
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
に
こ
だ
わ
る
と
す
れ
ば
、
正
社
員
の
専
門
職
と
し
て
働
く
こ
と
で
、

転
社
リ
ス
ク
を
減
ら
す
道
が
考
え
ら
れ
る
。
正
社
員
に
と
っ
て
も
昇
進
だ
け
が
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
で
は
な
い
。

い
ろ
い
ろ
な
正
社
員
が
あ
っ
て
よ
い
。

や
は
り
正
社
員
に
な
り
た
い

い
つ
の
時
代
で
も
、
若
者
の
就
業
意
識
が
変
わ
っ
て
会
社
に
縛
ら
れ
な
い
生
き
方
を
し
よ
う
と
思
う
人
が

増
え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
当
で
あ
ろ
う
か
。

図
表
2

ー

3
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
二
十
一
世
紀
職
業
財
団
『
新
規
大
卒
者
の
就
職
活
動
等
実
態
調
査

（
平
成
十
二
年
）
』
（
二

0
0
一
年
発
表
）
に
よ
れ
ば
、
大
学
を
卒
業
し
て
半
年
後
の
意
識
と
し
て
、
「
正
社
員
」

と
し
て
慟
き
た
い
と
す
る
者
は
男
性
で
九
割
を
超
え
て
お
り
、
女
性
で
も
八
割
以
上
い
る
。
性
別
に
み
る
と
、

女
性
の
な
か
に
「
派
遣
・
契
約
社
員
」
や
「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
と
し
て
働
き
た
い
と
い
う
人
が
若
干

い
る
が
、
そ
れ
は
ご
く
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
若
者
の
多
く
は
正
社
員
と
い
う
働
き
方
を
望
ん
で
い
る
。
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2 -3 どういう働き方をしたいか

就職活動中 現在

100% 80 60 40 20 0 0% 20 40 60 80 100 

|93,、14年制大卒女性
191.6 4年制大卒男性

0.8 

0.5 

0.9 

1.0 

゜1. 4 

2. 2 

I 3 

1.8 

2.9 

4.9 

3.2 

A
 

7.8 

5

3

9

 

．． 

l

1

0

 

―

―

 
E
 

84 

91.6 

83.5 

出典：「新規大卒者の就職活動等実態調査』

注： （A)正社員として働きたい

CB)派遣・契約社員として働けるときだけ働きたい

CC)パート・アルバイトとして働けるときだけ働きたい

(D)決めていない

(E) その他
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第 2章 多様な正社員を望む人々

も
ち
ろ
ん
、
好
ん
で
。
ハ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
る
若
者
も
い
る
。
神
奈
川
県
『
若
年
者
就
業
実
態

調
査
』
（
二

0
0
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
フ
リ
ー
タ
ー
を
し
て
い
る
若
者
に
、
定
職
に
つ
い
て
い
な
い
理
由
に
つ

い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
や
り
た
い
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
、
今
の
ほ
う
が
都
合
が
よ
い
か
ら
」
(
―

1
0
•

0
%
)
が
最
も
多
く
、
つ
い
で
「
正
社
員
と
し
て
雇
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
見
つ
か
ら
な
い
か
ら
」
（
一
六
．

九
％
）
と
「
ど
う
い
う
仕
事
が
自
分
に
向
い
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
」
(
-
―
―
-
•
五
％
）
が
一
割
台
半

ば
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
労
働
省
『
若
年
者
就
業
実
態
調
査
』
(
-
九
九
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
現
に
。
ハ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
を
し

て
い
る
二

0
代
以
下
の
若
者
の
う
ち
、
今
後
も
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
を
つ
づ
け
た
い
と
す
る
の
は
、
男
性

で
一
五

・
O
％
、
女
性
で
四
ニ
・
四
％
に
と
ど
ま
る
。
逆
に
、
正
社
員
と
し
て
働
き
た
い
の
は
、
男
性
で
五

三
・
五
％
、
女
性
で
も
三
五
・
九
％
に
の
ぽ
る
。
男
性
で
は
正
社
員
希
望
が
圧
倒
的
に
多
い
。

女
性
で
今
後
も
。
ハ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
で
生
活
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
人
が
比
較
的
多
い
の
は
、
正

社
員
の
仕
事
が
少
な
い
と
い
う
き
び
し
い
現
実
と
、
い
ず
れ
結
婚
や
出
産
で
仕
事
を
や
め
る
の
で
あ
れ
ば
、

何
も
無
理
を
し
て
正
社
員
に
な
る
必
要
は
な
い
と
い
う
考
え
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
先
に
み

た
よ
う
に
、
企
業
は
正
社
員
採
用
を
抑
制
し
て
い
る
。
そ
し
て
正
社
員
に
対
し
て
高
い
意
欲
と
能
力
を
要
求

し
て
い
る
。
正
社
員
に
な
る
に
は
私
生
活
を
あ
る
程
度
犠
牲
に
す
る
覚
悟
が
い
る
。
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2 -4 女性の就叢についての意識（単位'%)

A B C D E F 

1992年11月 4.1 12.5 12. 9 42. 7 23.4 1.5 

1995年 7月 4.3 9.0 11. 7 38. 7 30.2 2.8 

2000年 2月 4.1 7.8 10.4 37.6 33.1 2.7 

女

性

男

性

A B C D 

20-29歳 6 3 11.5 46.2 
30-39歳 2.1 5.2 5.8 43.4 

40-49歳 2.4 4.8 6.6 38.1 

50-59歳 4.8 4.6 9.6 41.3 

60-69歳 6.0 9.4 9.1 37.3 

70歳以上 7.3 13.5 15.9 32.2 

全体 3.9 6.9 9.4 39.8 

20-29歳 2.5 7.6 16. 7 37.4 

30-39歳 2.7 5.9 11. 4 36.1 

40-49歳 2.4 5.7 9.0 40.8 

50-59歳 4.0 8.5 9.1 31.4 

60-69歳 6.8 11.1 12.0 35.8 

70歳以上 6.1 14.3 14.3 28.6 

全体 4.2 8.9 11. 7 35.0 

出典：「男女共同参画社会に関する世論調査』

注： （A)女性は職業をもたない方がよい

E F 

30.3 2.9 

36.1 3.1 

40.2 3.0 

35.8 2.1 

35.1 0.9 

24.5 2.4 

34.4 2.4 

26.8 2.0 

37.0 5.0 

35.5 2.0 

36.0 4.3 

28.1 1. 9 

23.5 3.1 

31.5 3.0 

(B)結婚するまでは職業をもつ方がよい ＝専業主婦型

（C)子どもができるまでは職業をもつ方がよい］

CD)子どもができたら職業をやめ，大きくなっ

たら再び職業をもつ方がよい
］＝再就職型

CE)子どもができてもずっと職業を続ける方がよい＝継続就労型

CF)その他

(G)わからない

G 

2.9 

3.4 

4.3 

G 

2.9 

4.3 

4.8 

1 8 

2 2 

4.1 

3.3 

7.1 

1.8 

4.5 

6.7 

4.3 

10.2 

5.6 
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第 2章 多様な正社員を望む人々

2 -5 女性の就集についての意識の変化（単位： ％） 

A B C D E F G 

1972 7.8 18.6 12.3 39 5 11.5 10 3 
女 1984 6.1 11.1 10.6 45.3 20. l 6 9 

性 1995 4.1 7 4 10.8 39.8 32.5 2.4 2.1 

2000 3.9 6.9 9.4 39.8 34.4 2.4 3.3 

1972 15.9 26.2 15.6 20.9 9.7 11.6 
男 1984 9.8 16.4 13.4 36.1 15. 7 8.6 

性 1995 4.6 11. l 12. 7 37.1 27.2 3.3 3.9 

2000 4.2 8.9 11. 7 35.0 31.5 3.0 5.6 

出典： ［婦人に関する意識調査J,『婦人に関する世論調査J,［男女共同参画

社会に関する世論調査j

注： 1972年は18歳以上，それ以外は20歳以上のものを対象として調査してい

る．（A）～ (G)は図表 2-4と同様

女
性
の
就
業
と
労
働
時
間

日
本
人
は
女
性
の
就
業
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
識
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
一
度
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
図
表
2
I
4
、
図
表
2
I
5
は
世
論
調
査
の

結
果
で
あ
る
。
ま
ず
、
女
性
で
は
「
子
ど
も
が
で
き
た
ら
職

業
を
や
め
、
大
き
く
な
っ
た
ら
再
び
職
業
を
も
つ
方
が
よ

い
」
と
い
う
再
就
職
型
が
約
四
割
を
占
め
、
最
も
支
持
が
多

い
。
つ
い
で
、
「
子
ど
も
が
で
き
て
も
ず
っ
と
職
業
を
続
け

る
方
が
よ
い
」
と
い
う
継
続
就
労
型
が
三
四
・
四
％
を
占
め

る
。
専
業
主
婦
が
望
ま
し
い
と
す
る
「
女
性
は
職
業
を
も
た

な
い
方
が
よ
い
」
「
結
婚
す
る
ま
で
は
職
業
を
も
つ
方
が
よ

い
」
「
子
ど
も
が
で
き
る
ま
で
は
職
業
を
も
つ
方
が
よ
い
」

の
合
計
は
、
二

0
・
ニ
％
を
占
め
る
。
ご
く
大
ま
か
に
い
え

ば
、
専
業
主
婦
型
二
割
強
、
再
就
職
型
四
割
強
、
継
続
就
労

型
四
割
弱
と
な
る
（
「
わ
か
ら
な
い
」
「
そ
の
他
」
を
除
く
）
。

こ
れ
を
、
そ
う
し
た
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
る
中
心
世
代
で
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あ
る
二

0
代
で
み
る
と
、
専
業
主
婦
型
二
割
弱
、
再
就
職
型
五
割
弱
、
継
続
就
労
型
三
割
強
と
な
る
。
専
業

主
婦
型
だ
け
で
な
く
継
続
就
労
型
も
支
持
が
少
な
い
。
再
就
職
型
が
多
い
の
は
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
は
き

び
し
い
が
、
専
業
主
婦
に
も
魅
力
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
仕
事
と
育
児
の
折
り
合
い

の
つ
け
方
と
し
て
再
就
職
型
が
支
持
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
他
方
で
再
就
職
で
は
バ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
し
か
な
い
と
い
う
意
識
は
強
い
だ
ろ
う
。

男
性
で
は
、
や
や
専
業
主
婦
型
へ
の
支
持
が
多
く
、
再
就
職
型
や
継
続
就
労
型
の
支
持
が
少
な
い
。
と
は

い
え
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
で
は
な
い
。
ま
た
‘
―

1
0代
と
六

0
代
以
上
で
継
続
就
労
型
へ
の
支
持
が
低
く

出
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

図
表
2
_
5
か
ら
み
て
と
れ
る
よ
う
に
、
「
結
婚
や
出
産
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
を
持
ち
つ
づ
け
た
ほ
う

が
よ
い
」
と
す
る
女
性
が
増
え
て
い
る
。
実
際
、
ま
す
ま
す
結
婚
や
出
産
後
も
仕
事
を
つ
づ
け
よ
う
と
す
る

女
性
は
増
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。
男
性
は
自
分
だ
け
の

稼
ぎ
で
一
家
を
賄
う
自
信
を
ど
ん
ど
ん
失
い
つ
つ
あ
る
。
収
入
額
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
雇
用

の
安
定
性
も
揺
ら
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
男
性
も
女
性
も
ま
す
ま
す
雇
用
の
安
定
性
を
も
ち

家
庭
生
活
と
両
立
す
る
仕
事
を
希
望
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
無
理
な
く
働
け
る
正
社
員
を
求
め
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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第 2章 多様な正社員を望む人々

息
苦
し
く
な
っ
て
き
た
正
社
員
と
い
う
生
き
方

マ
ス
コ
ミ
で
語
ら
れ
る
正
社
員
モ
デ
ル
は
、
出
世
・
昇
進
を
め
ざ
し
て
競
争
し
て
い
る
人
た
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
当
に
そ
う
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
は
ど
の
程
度
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
労
働
研
究
機
構

『
構
造
調
整
下
の
人
事
処
遇
制
度
と
職
業
意
識
に
関
す
る
調
査
』
(
-
九
九
八
年
）
（
4

）
の
勤
労
者
調
査
に
よ

れ
ば
、
六

O・
七
％
が
「
管
理
・
監
督
職
の
ボ
ス
ト
に
つ
け
な
く
て
も
構
わ
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。
理

由
と
し
て
は
、
「
管
理
職
の
仕
事
に
魅
力
が
な
い
か
ら
」
が
最
も
多
く
全
体
で
は
三
一
・
三
％
を
占
め
て
お

り
、
「
責
任
が
重
く
な
る
か
ら
」
(
-
五
・
ニ
％
）
、
「
今
の
仕
事
に
満
足
し
て
い
る
か
ら
」
(
-
三
•
-
＝
-
%
)
が

こ
れ
に
つ
づ
く
。

他
方
、
仕
事
に
生
き
が
い
・
や
り
が
い
を
求
め
る
人
は
多
い
。
『
国
民
生
活
に
関
す
る
世
論
調
査
』
(
―

1
0

0
一
年
九
月
）
に
よ
れ
ば
、
「
ど
の
よ
う
な
仕
事
が
理
想
的
だ
と
思
う
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
収
入

が
安
定
し
て
い
る
仕
事
」
を
あ
げ
た
者
の
割
合
が
四
八
・
九
％
と
最
も
高
く
、
以
下
、
「
自
分
に
と
っ
て
楽

し
い
仕
事
」
（
四
六
・
七
％
）
、
「
自
分
の
専
門
知
識
や
能
力
が
い
か
せ
る
仕
事
」
（
二
七
・
七
％
）
な
ど
の
順

と
な
っ
て
い
る
（
二
つ
ま
で
の
複
数
回
答
）
。
―
-
年
前
の
調
脊
と
比
べ
て
、
「
自
分
に
と
っ
て
楽
し
い
仕
事
」

が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
現
実
の
仕
事
の
き
び
し
さ
を
反
映
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
回
答
は
、
一

般
に
女
性
や
二

0
代
の
男
性
に
多
い
。
ま
た
管
理
・
専
門
技
術
・
事
務
職
で
は
、
「
自
分
の
専
門
知
識
や
能

力
が
い
か
せ
る
仕
事
」
の
比
率
が
高
い
。
と
く
に
四

0
代
ま
で
の
男
性
で
高
い
。
ど
の
よ
う
な
仕
事
が
理
想
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的
か
と
い
う
設
問
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
が
、
人
々
の
多
く
は
、
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
を
求
め
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
職
業
生
活
で
の
充
実
は
人
生
に
お
い
て
大
き
な
位
置
を
占
め
る
か
ら
で
あ

る
。
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
は
非
正
社
員
に
ど
の
程
度
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
非
正
社

員
で
よ
い
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
非
正
社
員
的
な
働
き
方
で
は
、
お
も
し
ろ
い

仕
事
を
す
る
こ
と
は
少
な
そ
う
だ
。
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
い
く
に
は
、
同
一
企
業
内
に
せ
よ
企
業
を
渡
り
歩

く
に
せ
よ
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
よ
う
な
仕
事
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
や
は
り

正
社
員
で
な
い
と
そ
の
チ
ャ
ン
ス
は
少
な
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
正
社
員
に
な
れ
ば
人
生
は
ば
ら
色
か
と
い
え
ば
、
残
念
な
が
ら
、
そ
う
も
言
い
切
れ
な
い
。

正
社
員
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
お
も
し
ろ
い
仕
事
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
忍
耐
の
い
る
仕
事
や
き

び
し
い
仕
事
が
待
っ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。
賃
金
が
低
い
非
正
社
員
に
は
と
て
も
頼
め
な
い
よ
う
な

仕
事
が
正
社
員
に
ま
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。

さ
ら
に
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
正
社
員
と
し
て
会
社
に
入
る
と
、
転
勤
や
配
置
転
換
、
長
時
間
残
業
、

休
日
出
勤
な
ど
、
会
社
が
求
め
る
こ
と
に
す
べ
て
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
社
会
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
れ
に
は
裁
判
所
の
判
例
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
神
戸
営
業
所
勤
務
の
営
業

担
当
者
が
名
古
屋
営
業
所
へ
転
勤
命
令
を
受
け
た
ケ
ー
ス
（
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
、
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
、

一
九
八
六
年
七
月
十
四
日
）
で
は
、
最
高
裁
は
、
母
親
、
妻
、
長
女
と
の
別
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
家
庭
の
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第2章 多様な正社員を望む人々

事
情
を
「
通
常
甘
受
す
べ
き
程
度
」
と
し
て
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
に
よ
る
懲
戒
解
雇
を
有
効
と
し
た
。

ま
た
業
務
上
必
要
で
あ
れ
ば
、
三
六
協
定
に
よ
っ
て
残
業
に
つ
い
て
使
用
者
は
包
括
的
な
命
令
権
を
も
っ
と

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
残
業
を
拒
否
し
た
労
働
者
に
対
す
る
懲
戒
解
雇
が
有
効
と
さ
れ
た
事
例
が
あ
る

（
日
立
製
作
所
武
蔵
工
場
事
件
、
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
、
一
九
九
一
年
十
一
月
二
十
八
日
）
。
つ
ま
り
、
現
在

で
は
会
社
が
必
要
と
認
め
た
異
動
や
残
業
を
拒
否
す
れ
ば
、
解
雇
さ
れ
か
ね
な
い
。
ま
た
、
労
働
基
準
法
は

週
四

0
時
間
労
働
を
定
め
る
け
れ
ど
も
、
残
業
の
な
い
会
社
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
部
下
も
い
な
い

の
に
労
働
基
準
法
第
四
一
条
に
い
う
「
管
理
監
督
者
」
と
い
う
こ
と
で
残
業
手
当
の
な
い
人
も
多
い
。
い
わ

ゆ
る
管
理
職
相
当
職
の
人
た
ち
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
生
き
方
を
望
む
人
も
い
る
か
ら
、
す
べ
て
が
ダ
メ
だ
と
は
い
わ
な
い
が
、
望
ま
な

い
人
に
も
そ
れ
が
強
要
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
正
社
員
と
い
う
生
き
方
は
実
に
息
苦
し
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
ニ
ー
―

1

一
年
お
き
に
各
地
を
転
々
と
す
る
仕
事
が
家
族
に
と
っ
て
よ
い
わ
け
が
な
い
。
か
り
に
賃
金
が
高

く
て
も
。

一
週
四

0
時
間
し
か
働
か
な
い
人
（
つ
ま
り
五
時
に
会
社
を
退
社
で
き
る
人
）
は
、
正
社
員
と
は
認
め
ら
れ
な

い
の
が
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
の
が
現
代
日
本
社
会
な
の
だ
。
さ
ら
に
最
近
で
は
。
ハ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

で
も
残
業
を
拒
否
し
に
く
い
。
こ
の
息
苦
し
さ
は
家
庭
の
経
済
的
責
任
を
一
方
的
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
男
性

に
と
っ
て
は
、
た
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
も
と
で
こ
う
し
た
男
性
と
同
等
の
要
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求
を
突
き
つ
け
ら
れ
、
か
つ
圧
街
的
な
男
性
社
会
の
な
か
で
強
い
精
神
的
圧
迫
を
受
け
つ
づ
け
て
き
た
女
性

に
と
っ
て
も
た
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
の
多
く
が
仕
事
を
や
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
、
こ

の
息
苦
し
さ
に
原
因
の
一
端
が
あ
る
。

実
際
、
こ
う
し
た
仕
事
の
仕
方
を
望
ま
な
い
人
は
少
な
く
な
い
。
先
に
み
た
『
構
造
調
整
下
の
人
事
処
遇

制
度
と
職
業
意
識
に
関
す
る
調
査
』
に
よ
れ
ば
、
「
勤
務
地
を
希
望
地
方
に
限
定
で
き
れ
ば
昇
進
・
昇
格
に

こ
だ
わ
ら
な
い
」
者
が
約
三
分
の
二
を
占
め
、
「
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
専
門
的
知
識
を
生
か
す
ポ
ス
ト
に
つ
き

た
い
」
と
す
る
者
も
約
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
（
図
表
2

ー

6
)
。
他
方
、
「
会
社
の
た
め
な
ら
自
分
の
生

活
を
多
少
犠
牲
に
す
る
の
は
当
た
り
前
」
「
単
身
赴
任
も
会
社
の
た
め
な
ら
や
む
を
得
な
い
」
と
思
う
者
の

割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
三
九
・
七
％
、
四
七
・
六
％
い
る
。
こ
れ
を
会
社
へ
の
忠
誠
心
が
強
い
と
み
る
か
否
か
は

評
価
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
、
自
分
の
生
活
を
犠
牲
に
し
な
い
と
す
る
者
が
六
割
お
り
、

単
身
赴
任
を
「
や
む
を
得
な
い
」
と
は
考
え
な
い
人
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
か
な

り
の
人
々
は
正
社
員
を
望
み
つ
つ
も
、
窮
屈
な
従
来
の
正
社
員
モ
デ
ル
と
は
違
っ
た
働
き
方
を
求
め
て
い
る
。

日
本
社
会
が
求
め
る
、
あ
る
い
は
判
例
が
求
め
る
よ
う
な
正
社
員
の
生
き
方
を
望
ま
な
い
人
は
多
い
。
し

か
し
、
非
正
社
員
で
は
、
と
て
も
安
定
し
た
生
活
は
維
持
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
正
社
員
と
い
う
生
き
方
に

す
が
る
。
非
正
規
で
は
定
年
ま
で
の
生
活
の
展
望
は
な
く
、
家
庭
生
活
を
お
く
る
う
え
で
も
、
き
び
し
い
企

業
の
要
求
が
あ
る
。
夫
婦
二
人
と
も
恒
常
的
な
残
業
や
数
年
お
き
の
転
勤
を
強
い
ら
れ
る
の
で
、
子
育
て
な
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第 2章 多様な正社員を望む人々

2 -6 望ましい働き方（単位： ％） 

「はい」 「いいえ」 不明

昇進などで同期に遅れを取りた
48. 7 50 6 0. 7 

くない

能力が発揮できる機会があれば
78.8 20.4 0.8 

地 昇進にこだわらない

位 勤務地を希望地方に限定できれ
64.5 34 4 1.1 

ば昇進・昇格にこだわらない

スクッフとして専門的知識を生
67 8 30 9 1. 2 

かすボストにつきたい

家でも会社の仕事をすることが
17.2 82.3 0 5 

多い

会社のためなら自分の生活を多
39. 7 59.5 0. 7 

少犠牲にするのは当たり前

仕 単身赴任も会社のためならやむ
47.6 51.5 0 9 

事 を得ない

仕事だけの人間なんて魅力がな
89.5 10.0 0.6 

し‘

会社を離れて趣味や勉強，社会
53. 7 45.6 0. 7 

活動を行っている

そ 人一倍努力してもいい仕事をし

たい
74.0 25.2 0.8 

の
退職金等で優遇されるなら定年

69. 7 29.4 0.9 
他 前に退職してもいい

出典：「構造調整下の人事処遇制度と職業意識に関する調査j
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ど
で
き
る
わ
け
も
な
い
。
二
四
時
間
保
育
な
ど
は
悲
壮
感
が
漂
っ
て
い
て
、
ふ
つ
う
の
人
に
は
負
担
が
重
す

ぎ
る
。
保
育
施
設
の
充
実
は
必
要
だ
が
、
そ
れ
で
解
決
す
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。

性
別
役
割
分
巣
の
今

男
女
間
の
性
別
分
業
の
不
平
等
観
を
示
す
デ
ー
ク
と
し
て
、
時
事
通
信
社
・
中
央
調
査
社
「
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
意
識
調
査
』
（
二

0
0
0
年
の
四
回
に
わ
た
る
調
査
）
を
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
一
回
目
の

調
査

(
5
)

で
は
、
性
分
業
意
識
、
女
性
問
題
関
連
用
語
の
認
知
な
ど
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で

興
味
深
い
点
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。

「
女
性
が
家
事
・
育
児
・
介
護
の
大
部
分
を
担
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
」
と
考
え
る
人
で
も
、
「
育
児
は

母
親
（
女
性
）
の
天
職
で
あ
る
」
と
す
る
人
が
六
割
に
及
び
、
「
共
働
き
家
庭
で
も
家
事
は
女
性
が
中
心
に

な
っ
て
や
る
ほ
う
が
よ
い
」
「
女
性
は
家
事
を
手
抜
き
し
て
ま
で
仕
事
を
す
る
必
要
は
な
い
」
「
男
性
の
育
児

休
業
に
は
抵
抗
が
あ
る
」
と
す
る
人
も
半
数
近
く
に
の
ぽ
る
。

四
人
に
三
人
（
七
五
・
八
％
）
は
「
男
だ
か
ら
、
女
だ
か
ら
、
と
い
っ
た
考
え
方
は
な
く
す
べ
き
だ
」
に

賛
成
だ
が
、
同
時
に
「
甲
斐
性
（
経
済
力
）
の
な
い
男
は
だ
め
だ
」
も
七
割
以
上
、
「
結
婚
し
た
ら
妻
が
夫

の
姓
を
名
乗
る
も
の
だ
」
も
半
数
以
上
を
占
め
、
四
人
に
一
人
は
「
女
性
を
採
用
す
る
と
き
は
容
姿
も
評
価

の
ボ
イ
ン
ト
だ
」
「
デ
ー
ト
の
費
用
は
男
性
が
払
う
も
の
だ
」
と
考
え
て
い
る
。
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第 2章 多様な正社員を望む人々

2 -7 各クラスターの回答傾向

1g9 蒻 ・ ゲ,../（旧・ •t生分業意識〉クラスター
.... 
ヽ ヽ ,.......... 

60‘ . ．． .r 、,9 ヽ• 9 

40 
、ゾ,・......,

く新・性分業意識）クラスター
20 

く男女共同参画志向〉クラスター

゜力性考男う女甲事男ン女事家ま代つデ妻
を別えだの性斐が女卜性を事く表も 1 か
発にはかはが性あそだはすをい者の卜夫
揮関やらお家のるれ 容る手く 1よ のの
す係め女か事な ぞ 姿必抜男費姓
べなるだしのい れ も要き 性用を
きく かい大男 1こ評はしのは名
個ら部は向価な てほ男乗
人と分だいのいまう性る
の いをめたポでががも
能う 担た仕イ 仕うもの

出典：「バートナーシップ意識調査j

女
性
は
管
理
職
に
向
か
な
い

共
働
き
家
庭
で
も
家
事
は
女

性
中
心

男
性
の
育
児
休
業
に
は
抵
抗

が
あ
る

仕
事
相
手
は
男
性
の
ほ
う
が

信
用
で
き
る

育
児
は
女
性
の
天
職

「
性
別
に
関
係
な
く
個
人
個
人
の
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会

を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
に
は
九
ニ
・
三
％
の

人
が
賛
成
し
て
い
る
が
、
同
時
に
八
割
以
上
の
人
が
「
男
性

に
は
男
性
、
女
性
に
は
女
性
に
向
い
た
仕
事
が
あ
る
」
、
半

数
近
く
が
「
町
内
会
や
自
治
会
の
代
表
者
は
男
性
の
ほ
う
が

う
ま
く
い
く
」
に
同
意
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
調
査
は
因
子
分
析
を
用
い
て
回
答
者
を
三
グ

ル
ー
プ
に
分
類
し
て
い
る
（
図
表
2

ー

7
)
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

第
一
ク
ラ
ス
タ
ー
（
集
団
）
は
、
全
般
に
性
分
業
意
識
の
弱

い
、
逆
に
い
え
ば
平
等
意
識
の
高
い
〈
男
女
共
同
参
画
志

向
〉
ク
ラ
ス
タ
ー
、
第
ニ
ク
ラ
ス
タ
ー
は
全
般
的
に
性
分
業

意
識
の
強
い
、
乎
等
意
識
の
低
い
〈
旧
・
性
分
業
意
識
〉
ク

ラ
ス
タ
ー
、
第
三
ク
ラ
ス
タ
ー
は
、
多
く
の
項
目
で
は
第
二

ク
ラ
ス
ク
ー
と
似
た
り
寄
っ
た
り
だ
が
、
「
女
性
は
管
理
職

に
向
か
な
い
」
「
仕
事
相
手
は
男
性
の
ほ
う
が
信
用
で
き
る
」

「
デ
ー
ト
費
用
は
男
性
が
払
う
も
の
」
と
い
っ
た
意
識
は
相

,7 



対
的
に
低
い
、
つ
ま
り
仕
事
面
で
の
み
意
識
が
乎
等
な
〈
新
・
性
分
業
意
識
〉
ク
ラ
ス
ク
ー
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
最
も
興
味
深
い
の
は
〈
男
女
共
同
参
画
志
向
〉
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
全
体
で
は

約
四
割
を
占
め
る
が
、
四

0
代
ま
で
の
女
性
で
は
主
流
の
考
え
方
で
あ
り
、
四

0
代
ま
で
の
男
性
で
も
最
も

一
般
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
に
注
目
す
る
と
、
現
在
の
典
型
的
な
考
え
方
が
み
え
て
く
る
。

つ
ま
り
、
「
女
性
が
家
事
・
育
児
・
介
護
の
大
部
分
を
担
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
」
「
男
だ
か
ら
、
女
だ
か

ら
、
と
い
っ
た
考
え
方
は
な
く
す
べ
き
だ
」
「
性
別
に
関
係
な
く
個
人
個
人
の
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
を

目
指
す
べ
き
」
と
い
っ
た
こ
と
を
圧
倒
的
に
支
持
し
、
旧
来
の
性
別
役
割
分
業
を
全
面
的
に
否
定
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
「
甲
斐
性
（
経
済
力
）
の
な
い
男
は
だ
め
だ
」
「
男
性
に
は
男
性
、
女
性
に
は
女
性
に
向
い
た

仕
事
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
一
「
経
済
力
の

な
い
女
性
は
だ
め
だ
」
と
い
う
質
問
項
目
が
な
い
た
め
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く

家
計
責
任
は
夫
が
も
っ
と
い
う
意
識
は
現
在
で
も
強
力
に
維
持
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
世
間
で
は
、
夫
の
家
事
・
子
育
て
参
加
（
な
い
し
は
責
任
）
ば
か
り
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、

妻
の
家
計
責
任
に
つ
い
て
は
、
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
夫
に
家
計
責
任
を
全
面
的
に
負
わ
せ
て
い

て
は
、
夫
が
家
事
・
子
育
て
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。

次
に
、
四
回
目
の
調
査
で
あ
る
「
男
女
観
・
家
庭
観
に
関
す
る
意
識
調
査
」
か
ら
、
興
味
深
い
項
目
を
あ

げ
よ
う
。
ま
ず
、
「
生
ま
れ
変
わ
る
な
ら
男
女
ど
ち
ら
？
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
今
の
性
を
好

， も
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ん
で
い
る
。
男
性
で
「
男
に
生
ま
れ
た
い
」
と
答
え
た
人
は
八
割
、
女
性
で
は
「
女
に
生
ま
れ
た
い
」
が
六

割
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
、
女
性
で
は
「
男
に
生
ま
れ
た
い
」
が
二
六
•
四
％
お
り
、
男
性
の
「
女
性
に
生

ま
れ
た
い
」
は
わ
ず
か
五
・
五
％
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
「
今
の
世
の
中
、
男
女
ど
ち
ら
が
ト
ク
か
？
」
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
「
女
の
ほ
う
が
ト
ク
を
し
て

い
る
」
は
男
性
よ
り
女
性
に
多
く
（
男
性
二
五
・
一
％
、
女
性
三
四
・
三
％
）
、
「
男
の
ほ
う
が
ト
ク
を
し
て
い

る
」
と
す
る
の
は
男
性
の
ほ
う
が
多
い
（
男
性
三

0
．
七
％
、
女
性
二
八
・
九
％
）
。
双
方
と
も
自
分
の
性
の

ほ
う
が
ト
ク
だ
と
思
っ
て
い
る
。
平
和
な
結
果
で
あ
る
。

夫
婦
共
稼
ぎ
だ
け
が
モ
デ
ル
で
は
な
い

家
庭
と
の
両
立
は
女
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
男
性
に
も
同
じ
こ
と
は
あ
て
は
ま
る
。
高

失
業
時
代
を
考
え
れ
ば
、
共
稼
ぎ
(
6
)

は
失
業
リ
ス
ク
の
分
散
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
。
片
稼
ぎ
で
は
、

稼
ぎ
手
が
失
業
し
た
と
き
の
打
撃
は
決
定
的
で
あ
る
。
雇
用
不
安
の
な
か
で
、
こ
の
リ
ス
ク
分
散
は
今
後
ま

す
ま
す
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
私
は
共
稼
ぎ
絶
対
主
義
者
で
は
な
い
。
生
活
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
一

0
0
パ

ー
セ
ン
ト
仕
事
に
集
中
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
経
済
的
に
評
価
さ
れ
る
仕
事
に
は
時
間

コ
ス
ト
が
非
常
に
高
い
も
の
が
あ
る
。
い
か
に
早
く
開
発
す
る
か
が
決
定
的
に
重
要
な
研
究
開
発
な
ど
の
よ

,9 



う
な
仕
事
は
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
、
一
定
水
準
の
仕
事
は
多
く
の
人
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
高
い
価

値
は
な
い
が
、
そ
の
水
準
を
超
え
た
知
識
や
能
力
を
も
つ
人
が
生
み
出
す
生
産
物
は
、
は
る
か
に
高
い
市
場

価
値
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
。
他
の
人
に
代
替
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
代
替
す
る
と
効
率
性
が
大
幅
に
低
下
す

る
仕
事
が
あ
る
。
有
能
な
人
の
追
加
一
時
間
が
、
そ
う
で
な
い
人
の
一

0
時
間
よ
り
も
高
い
市
場
価
値
を
も

つ
ケ
ー
ス
は
ま
れ
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
い
う
分
業
の
利
益
と
は
逆
の
現
象
が
、
現
実

に
は
あ
る
。
世
の
中
に
は
分
業
を
許
さ
な
い
効
率
性
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
の
議
論
で
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
一
刻
も
早
い
開
発
や
高
度
な
技
能
が
必
要
と
さ
れ
る
仕
事
を
ワ
ー
ク
シ

ェ
ア
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
非
効
率
で
あ
る
。
同
様
に
、
男
女
が
単
純
に
同
じ
だ
け
の
家
事
・
育
児
を
す
れ

ば
よ
い
と
は
一
概
に
は
い
え
な
い
。
私
は
、
こ
の
世
間
の
ふ
つ
う
の
考
え
方
に
全
面
的
に
は
賛
成
し
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
あ
ま
り
に
も
性
的
役
割
分
業
が
固
定
化
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
し
、
こ
れ
を
今
後
さ
ら
に
減
ら
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
何
ら
異
論
は
な
い
。
性
差
別
の
是
正
も
早

急
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
企
業
が
男
性
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
が
し
ば
し
ば
暗
黙
の
う
ち
に
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
、
家
事
や
育
児
と
稼
ぎ
を

ま
っ
た
＜
夫
婦
で
折
半
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

上
記
の
よ
う
な
仕
事
が
か
な
り
あ
る
以
上
、
家
事
・
育
児
の
多
く
を
一
方
が
負
担
し
、
稼
ぎ
の
多
く
を
他

方
が
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
そ
れ
が
男
性
と
女
性
で
固
定
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化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
分
担
が
性
に
か
か
わ
り
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
な
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
現
代
社
会
は
稼
ぎ
を
重
視
し
、
家
事
・
育
児
を
軽
視
す
る
た
め
に
、
前
者
が
強

い
力
を
も
つ
こ
と
が
多
い
。
現
在
で
は
、
男
性
も
女
性
も
「
稼
ぎ
」
を
重
視
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
動
い
て

い
る
。
ま
さ
し
く
、
家
庭
に
資
本
主
義
的
市
場
経
済
を
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
現
在

で
は
「
進
歩
的
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
す
べ
て
を
夫
婦
折
半
に
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
固
定
的
な
性
別
役
割
分
業
と
い
う
硬
直
的
な

考
え
方
と
同
様
に
、
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
思
え
な
い
。
も
っ
と
柔
軟
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
多
様
な
家

庭
内
分
業
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
専
業
主
婦
を
高
く
評
価
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
キ
ャ

リ
ア
ウ
ー
マ
ン
だ
け
を
高
く
評
価
す
る
必
要
も
な
い
。
男
性
で
も
同
じ
だ
。
会
社
の
仕
事
に
ば
か
り
心
奪
わ

れ
る
人
を
評
価
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
専
業
主
夫
た
ろ
う
と
い
う
人
を
蔑
視
す
る
こ
と
は
な
い
。

現
在
、
こ
の
社
会
で
最
も
蔑
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
定
以
上
の
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
男
性
で
あ

る
。
同
様
の
女
性
に
比
べ
て
、
そ
の
社
会
的
視
線
は
き
び
し
い
。
男
性
の
な
か
で
き
び
し
い
だ
け
で
な
く
、

女
性
か
ら
も
ぎ
び
し
い
ま
な
ざ
し
で
み
ら
れ
る
。

な
ぜ
、
専
業
主
婦
と
同
じ
社
会
的
評
価
を
専
業
主
夫
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
ま
に
、

そ
う
し
た
人
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
実
社
会
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
、
男

性
は
、
収
入
の
あ
る
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
多
く
の
男
性
と
多
く
の
女
性
が
、
こ
う
し
た
男
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性
像
に
一
定
の
社
会
的
評
価
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
そ
う
し
た
男
性
が
増
え
る
道
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、

今
は
ま
だ
そ
う
し
た
考
え
を
受
け
入
れ
る
人
は
少
な
い
。
か
つ
て
、
女
性
が
結
婚
・
出
産
せ
ず
、
雇
用
労
働

者
と
し
て
働
き
つ
づ
け
る
こ
と
へ
の
社
会
的
圧
力
が
強
烈
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
。
私
た
ち
は
、
今
や
多
様

な
慟
き
方
や
生
き
方
が
無
理
な
く
で
き
る
し
く
み
を
必
要
と
し
て
い
る
。
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第 2章注

(1) Diffusion Index.それぞれの項目について，「満足」「やや満足」と回答し

た割合と，「やや不満」「不満」と回答した割合との差景気の湯合には「景気動

向指数」と呼ばれるが，一般には単にDIあるいはDI指数と呼ぶ．

(2)「満足」「やや満足」などの割合は「％」で示され， DIはその差で表され

ることから，本書では「％ボイント」と表記する．「就業形態の多様化に関する

総合実態調査Jでは単に「ボイント」としている．

(3)登録型ほ派遺会社に派遣スクッフとして登録する形態であり，常用雇用型

は派遣会社がその労働者を常用雇用者として雇用する形態である．

(4)「企業調査」は従業員規模100人以上の企業4000社，「勤労者調査」は従業

員規模100人以上の企業の事業所の従業員 2万人を対象として， 1998年 2月 1日

~20日に実施した．有効回収票数は企業調査1191票，勤労者調査5232票．調査対

象勤労者の構成比は男性74.8%，女性24.8%．年代別にみると， 20代以下29.2

%, 30代27.9%,40代25.3%, 50代以上17.2%.

(5)全国20歳以上の男女個人2000人を対象に， 2000年 4月7~10日に面接聴取

法で実施した． 1398人から回答が得られ，回収率は69.9%.

(6)本書では「共働き」という用語は使わず，「共稼ぎ」を用いる．夫婦とも

収入のある仕事をしているケースを「共慟き」としては，収入のともなわない仕

事をしている主婦（あるいは主夫）は働いていないように思われるからである．

収入のある仕事をしている人は「稼ぎ手」であり，「片稼ぎ」と「共稼ぎ」とい

う用語を使うべきである．
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