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家
事
労
働
が
大
き
く
女
性
に
し
わ
寄
せ
さ
れ
て
い
ま
す
。

女
性
の
経
済
的
自
立
の
自
由
と
権
利
が
圧
迫
さ
れ
、
男
性
の

能
力
の
発
達
も

一
面
的
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
問
題
の
現
状
と
是
正
の
展
望
を
、
社
会
と
人
の
発

達
と
い
う
角
度
か
ら
考
え
て
み
ま
す
。

本
来
な
ら
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
の
み
な
さ
ん
の
場
合
も
論
ず
る
べ

き
で
す
が
、
必
要
な
デ
ー
タ
が
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
パ
ー
ト

ナ
ー
、
家
族
を
め
ぐ
る
デ
ー
タ
づ
く
り
に
あ
た
り
、
性
を
男

と
女
の
み
に
分
類
す
る
古
い
考
え
方
を
乗
り
越
え
る
に
は
、

も
う
少
し
時
間
が
か
か
る
よ
う
で
す
。
以
下
で
は
対
象
を

「
男
女
」
に
限
定
し
ま
す
。
ジ

ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
そ
も
そ
も

論
に
つ
い
て
は
、

２２
ペ
ー
ジ
の

「最
新
の
科
学
の
下
で
の
ジ

ェ
ン
ダ
ー
平
等
」
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

灘
闇
本
女
性
の
家
事
時
間
は
、

朧
聯
螂
男
性
の
な
ん
と
５
ｏ
５
倍

躙1家事労働の分担と女性のはたらく自由・権利

図表1 男女別に見た生活時間 (週全体平均)(1日当たり、国際比較)
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1 0ECD BalanCing pald work.unpaid work and leisure(2020)を もとに、内閣府男女共同参画局にて作成。
2有償労働は、「paid wOrk Or stud」 に該当する生活時間。無償労働は「unpaid wOr劇 に該当する生活時間。

「有償労働」は、「有償労働 (すべての仕事)」 、「通勤・通学」、「授業や講義・学校での活動等」、「調査・宿題」、
「求職活動」、「その他の有償労働・学問関連行動」の時間の合計。
「無償労働」は、「日常の家事」、「買い物」、「世帯員のケア」、「非世帯員のケア」、「ポランティア活動」、「家事
関連活動のための移動」、「その他の無償労働」の時間の合計。

3.調査は、2009年～2018年 の間に実施している。

内閣府『男女共同参画白書・令相2年版」「コラム1 生活時間の国際比較」より。
http:〃 WWW.gendengO」 p/abOut_danio/whitepapeノ r02/zenta1/hmt1/zuhyo01-c01-01.html

(備考)

[出所]

日
本
社
会
で
の
家
事
労
働
分
担
の
実
際
を
確
か
め
る
と
こ

ろ
か
ら
始
め
ま
す
。
図
表
１
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
デ
ー
タ
を
内
閣

府
の

『男
女
共
同
参
画
白
書

［令
和
２
年
版
］』
が
ま
と
め

た
も
の
で
、
男
女
の

「有
償
労
働
」
時
間
と

「無
償
労
働
」

時
間
を
国
際
比
較
し
た
も
の
で
す
。
有
償

。
無
償
の
定
義
に

つ
い
て
は
、
図
表
下
の
備
考
欄
を
見
て
く
だ
さ
い
。
対
象
年

令
が
１５
～
６４
歳
な
の
で
有
償
労
働
に
は
学
業
に
か
か
わ
る
時

間
が
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
無
償
労
働
の
方
は
、

い
わ
ゆ
る
家
事
労
働
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
考
え
て
い
い
で
し

よ
つヽ
。

こ
れ
ら
の
比
較
を
行

っ
て

『白
書
』
は
日
本
の
特
徴
を
次

の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

①

「
以
前
は
短
か

っ
た
女
性
の
有
償
労
働
時
間
が
伸
び
、

男
性
も
女
性
も
有
償
労
働
時
間
が
長
い
が
、
特
に
男
性
の
有

償
労
働
時
間
は
極
端
に
長
い
」
。

②

「無
償
労
働
が
女
性
に
偏
る
と
い
う
傾
向
が
極
端
に
強

い
」
。

③

「
男
女
と
も
有
償

・
無
償
を
あ
わ
せ
た
総
労
働
時
間
が

長
く
、
時
間
的
に
は
す
で
に
限
界
ま
で

「労
働
』
し
て
い

る
」
。

労
働
の
密
度
や
賃
金
の
高
低
、
雇
用
の
形
態
な
ど
、
有
償

労
働
の
労
働
条
件
を
比
較
で
き
な
い
限
界
は
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
デ
ー
タ
の
範
囲
で
は
お
お
よ
そ
的
確
な
特
徴
づ
け
だ
と

思
い
ま
す
。

際
立

っ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
女
性
が
男
性
の
５

・
５
倍

も
の
無
償
労
働

（家
事
労
働
）
を
行

っ
て
い
る
と
い
う
数
字

で
す
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
各
国
の
平
均
は
、
女
性
が
男
性
の
２
倍
程

度
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
飛
び
抜
け
て
大
き
な
格
差
で
す
。

少
し
補
足
す
れ
ば
、
有
償

・
無
償
を
合
計
し
た
総
労
働
時

間
で
日
本
女
性
は
日
本
男
性
よ
り
長
く
な
り
、
睡
眠
や
食
事

の
時
間
は
各
国
女
性
の
中
で
最
も
短
く
な

っ
て
い
ま
す
。
日

本
の
女
性
は
、
た
い
へ
ん
な
長
時
間
労
働
を
行

っ
て
い
る
と

==十
有償労働  1鰯置無償労働 →‐有償労働の男女比  ・・ ¨無償労働の男女比

(男性/女性)    (女 性/男性 )

`
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い
う
こ
と
で
す
。

第
二
次
大
戦
後
、
グ
ラ
フ
で
比
較
さ
れ
た
多
く
の
国
で
は

有
償
労
働
時
間
が
短
縮
し
、
他
方
で
女
性
の
労
働
力
率
が
上

が

っ
て
、
「男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
か
ら

「
男
も
女
も
仕

事
と
家
庭
」
と
い
う
労
働
分
担
の
ジ

ェ
ン
ダ
ー
平
等
が
前
進

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
で
は
男
性
の
異
常
な
長
時
間
有

償
労
働
が
改
善
さ
れ
ず
、
そ
れ
が
男
性
に
無
償

（家
事
）
労

働
を
分
担
さ
せ
る
条
件
を
せ
ば
め
、
家
事
労
働
を
女
性
に
し

わ
寄
せ
す
る
社
会
を
継
続
さ
せ
ま
し
た
。
同
じ
傾
向
が
お
隣

り
の
韓
国
に
も
見
え
て
い
ま
す
。

一一解
決
を
さ
ま
た
げ
る
財
界
の

も
う
け
第

一
主
義

家
事
労
働
の
分
担
の
不
均
衡
に
こ
う
し
た
社
会
的
な
背
景

が
あ
る
と
な
れ
ば
、
問
題
の
解
決
に
は
個
人
の
努
力
と
と
も

に
次
の
よ
う
な
社
会
制
度
の
改
革
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

Ａ

ｏ
と
り
わ
け
長
い
正
規
雇
用
者
の
有
償
労
働
時
間
の
短

縮

（時
短
）

Ｂ

。
残
業
し
な
く
て
も
生
活
で
き
る
賃
金
水
準
の
実
現

（最
低
賃
金
１
５
０
０
円
か
ら
）

Ｃ

上
屋
用
形
態
に
左
右
さ
れ
な
い
同

一
労
働
へ
の
均
等
待

②
そ
の
た
め
男
性
労
働
力
の
維
持

（食
事
の
世
話
な
ど
）

や
次
世
代
の
労
働
力
の
育
成

（子
育
て
）
な
ど
の

「家
事
」

は
も

っ
ぱ
ら
女
性
に
や
ら
せ
る

③
そ
の
上
で
、
い
つ
で
も
解
雇
で
き
る
便
利
な
低
賃
金
労

遇
Ｄ

・
採
用

・
賃
金

・
昇
進
か
ら
退
職
ま
で
の
雇
用
に
お
け

る
性
差
別
の
撤
廃
、
な
ど
な
ど
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
加
え
て
、

Ｅ

・
家
事
労
働
に
よ
り
積
極
的
に
取
り
組
む
た
め
の
意
識

改
革
が
男
性
に
は
必
要
で
す
。

労
働
者
の
時
短
や
賃
上
げ
の
実
現
は
、

コ
ン
ビ

ニ
、
ス
ー

パ
ー
と
と
も
に
そ
の
買
い
物
先
と
な

っ
て
い
る
小
売
店
な
ど

自
営
業
者
の
営
業

（労
働
）
時
間
を
縮
め
る
こ
と
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。

じ
つ
は
先
の

『自
書
』
も
、
各
国
で
も

つ
と
も
有
償
労
働

時
間
が
長
い
日
本
男
性
に
は
時
短
が
必
要
で
、
そ
れ
に
よ
る

収
入
減
を
避
け
る
に
は
男
女
と
も
に
時
間
あ
た
り
の
収
入
を

ふ
や
す
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
た
め

に
政
府
が
何
を
す
る
か
に
つ
い
て
は
ま
る
で
方
針
が
示
さ
れ

ま
せ
ん
。
急
に
他
人
事

の
よ
う
な
文
章
に
か
わ

っ
て
い
ま

す
。こ

の
論
理
の
腰
く
だ
け
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
日
本
経
団

連
は
じ
め
財
界
団
体
が
政
府
に
行

っ
て
い
る
次
の
よ
う
な
要

望
で
す
。

①
男
性
を
中
心
と
し
た
世
界

一
の
長
時
間

（し
か
も
過

密

・
低
賃
金
）
労
働
の
継
続

働
者
と
し
て
女
性
を
活
用
す
る

（実
際
に
も
コ
ロ
ナ
禍
で
非

正
規
の
女
性
が
大
量
解
雇
さ
れ
、
自
殺
が
急
増
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
）
な
ど
な
ど
で
す
。

日
本
経
団
連
は
１
５
０
０
人
ほ
ど
の
大
企
業
経
営
者
が
集

ま

っ
た
運
動
団
体
で
す
が
、
か
れ
ら
は
要
望
と
と
も
に
自
民

党
な
ど
に
企
業

・
団
体
献
金
を
渡
し
て
い
ま
す
。
カ
ネ
で
政

治
を
買

っ
て
お
り
、
財
界
と
財
界
い
い
な
り
の
自
民
党
政
治

が
、
家
事
労
働
の
公
正
な
分
担
に
と

つ
て
も
大
き
な
障
害
と

な

っ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
図
表
２
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
女
性
の
労

働
参
加
率
が
高
い
国
ほ
ど
経
済
の
効
率
も
良
く
な

っ
て
い
ま

す
。
財
界
の
時
代
遅
れ
の
考
え
方
は
、
日
本
経
済
そ
の
も
の

の
活
力
も
奪

っ
て
い
ま
す
。

:辮家事労働の分担と女性のはたらく自由・権利

図表2 女性参加が進めば経済は活性化する

「1」 に近いほと平等
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[出所]WEF『Gtobat Gender Gap Report 2021」 女性の経済参加データとIMFの
GDPデータ(2021年)にもとづき丼上伸氏 (国公労連)作成。

■
日
曲

先
の
Ａ
～
Ｅ
を
あ
ら
た
め
て
見
て
く
だ
さ
い
。
Ａ
～
Ｃ

は
、
男
性
に
も
女
性
に
も
同
じ
く
労
働
や
生
活
の
改
善
を
も

た
ら
す
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
Ｄ
は
社
会
や
家
庭
で
の
男
性
の

「優
位
」
を
覆

す
も
の
と
も
な

っ
て
い
ま
す
。
女
性

の
賃
金
の
上
昇
は
、

籠

格
”
旧
ほ

Ｅ
Ｉ
に
１

１ｉ
Ｉ
ｌｉ
に

■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
＝
＝
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ
ｌ

■
■
＝
＝
Ⅲ

と
権
利
の
平
等
へ
、

男
性
の
理
解
の
深
ま
り
も
必
要
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「誰
の
お
か
げ
で
生
活
で
き
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
セ
リ
フ

を
口
に
し
た
い
男
性
に
は
、
そ
の
重
要
な
カ
ー
ド
を
失
わ
せ

ま
す
。
ま
た
昇
進
格
差
の
是
正
は
女
性
の
上
司
を
増
や
し
ま

す
。
男
性
の
中
に
は
、
そ
れ
を
つ
ら
い
と
思
う
人
も
い
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
Ｅ
は
、
「
家
事
は
女
が
す
る
も
の
」
と
い
う
考
え

方
か
ら
抜
け
出
し
、
リ
ア
ル
な
生
活
習
慣
の
変
更
を
男
性
た

ち
に
求
め
る
も
の
で
す
。
長
時
間
労
働
の
男
性
と
短
時
間
労

働
の
男
性
を
比
べ
て
も
、
家
事
の
時
間
に
大
き
な
差
は
な
い

と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
男
性
に
時
間
の
ゆ
と
り
が
生

ま
れ
て
も
、
そ
れ
は
睡
眠
と
趣
味
の
時
間
に
消
え
て
お
り
、

女
性

の
家
事
労
働
時
間
は
ま

つ
た
く
減

っ
て
い
な

い
の
で

す
。家

事
労
働
の
し
わ
よ
せ
は
、
女
性
か
ら
経
済
的
自
立
の
自

由
や
権
利
を
う
ば
う
大
き
な
要
因
に
な

っ
て
い
ま
す
。
多
く

の
男
性
に
は
そ
の
自
由
や
権
利
が
あ
る
の
に
、
女
性
に
は
そ

れ
が
部
分
的
に
し
か
満
た
さ
れ
な
い
。
そ
う
い
う
格
差
、
不

平
等
を
放
置
し
て
よ
い
の
か
。
こ
れ
は
男
性
の
行
動
の
変
化

な
し
に
は
解
決
し
な
い
問
題
で
す
。
そ
れ
は

「離
婚
し
た
い

の
に
別
れ
ら
れ
な
い
」
「
Ｄ
Ｖ
に
も
耐
え
る
し
か
な
い
」
と

い
っ
た
女
性
た
ち
の
特
別
に
深
刻
な
苦
難
の
是
正
に
も
直
結

し
ま
す
。

の
発
展
に
よ

っ
て
で
し
た
。
封
建
制
の
時
代
に
は
、
多
く
が

農
業
な
ど
の
第

一
次
産
業
で
、
家
族
み
ん
な
で
は
た
ら
き
ま

し
た
。
家
は
生
活
の
場
と
同
時
に
仕
事
の
場

（職
場
）
で
も

あ
り
、
仕
事
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

「女
は
家
庭
」
は
あ
り
え

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
資
本
主
義
に
よ
る
工
業
の
発
展

が
、
家
が
職
場
で
な
い
家
庭
を
都
市
に
生
み
だ
し
ま
す
。
資

本
家
に
雇
わ
れ
、
工
場

へ
通
勤
し
、
家
で
は
も

つ
ぱ
ら
休
息

を
と
る
労
働
者
家
庭
が
広
ま
り
ま
す
。
豊
か
な
資
本
家
も
職

場
に
通
勤
し
ま
す
。
こ
う
し
た
変
化
の
中
で
、
資
本
家
や
政

治
家
な
ど
富
裕
層
か
ら

「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
の
１９
世

紀
型
近
代
家
族
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
執
事
や
女
中
な
ど
何
人

も
の
召
使
を

つ
か

つ
て
家
政
を
指
揮
す
る

「奥
様
」
（専
業

主
婦
）
も
誕
生
し
ま
す
。
そ
れ
は
当
時
の
お
金
持
ち
の
象
徴

で
し
た
。

２０
世
紀
に
入
る
と
、
労
働
者
運
動
の
発
展
に
よ
る

一
定
の

生
活
向
上
に
よ
り
、
労
働
者
の
中
に
も

「男
は
仕
事
、
女
は

家
庭
」
の
家
族
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
ち
ら
の

家
に
召
使
は
お
ら
ず
、
「奥
様
」
は
家
事
労
働
を

一
手
に
引

き
受
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た

（
２０
世
紀
型
近
代
家

族
）
。し

か
し
、
そ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
軍
需
産
業

へ
の
女
性
の
動
員
、
１
９
６
０
年
代
の
高
度
成
長
に
よ
る
労

労
働
時
間
の
短
縮
と
並
行
す
れ
ば
、
生
活
習
慣
の
変
更
は

男
性
に
と

っ
て
必
ず
し
も
大
変
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

反
対
に
女
性
の
経
済
的
自
立
は
家
族
の
く
ら
し
を
豊
か
に
し

ま
す
し
、
男
性
に
は

「仕
事
人
間
」
の
せ
ま
さ
を
こ
え
て
、

家
族
の
健
康
や
団
栞
、
子
ど
も
の
発
達
を
支
え
る
新
し
い
力

が
養
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
互
い
の
能
力
を
拡
げ
た
パ
ー
ト

ナ
ー
同
士
の
関
係
に
も

一
段
の
成
熟
が
生
ま
れ
、
そ
の
下
で

く
ら
す
子
ど
も
の
育
ち
に
も
プ
ラ
ス
の
影
響
が
及
ぶ
で
し
ょ

う
。人

は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平
等
で
、
誰
も
が
等
し
い
人

権
を
も

つ
。

１７
～
１８
世
紀
以
降
、
人
間
社
会
は
こ
の
理
想
の

実
現
に
向
け
、
社
会
的
な
身
分
、
経
済
的
な
階
級
や
階
層
、

人
種
や
民
族
、
思
想
や
宗
教
な
ど
と
と
も
に
、
性
に
よ
る
差

別
や
格
差
の
是
正
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア

革
命
は
そ
の
大
き
な
転
機
と
な
る
も
の
で
し
た
。
家
事
労
働

の
公
正
な
分
担
に
よ
る
女
性
の
自
由
と
権
利
の
拡
充
は
、
こ

う
し
た
社
会
発
展
の
重
要
な
内
容
を
な
す
も
の
で
す
。

颯家事労働の分担と女性のはたらく自由・権利
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鞭
嚇勢
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」

酬灘
〕岬

の
歴
史
を
ふ
り
か
え
れ
ば

「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
が
広
ま
る
の
は
、
資
本
主
義

働
力
不
足
が
、
女
性
を
職
場
に
引
き
出
し
ま
す
。
特
に
北
欧

で
は
、
そ
の
た
め
に
男
女
共
通
の
労
働
時
間
の
短
縮
と
、
育

児
や
介
護
な
ど
社
会
保
障
の
拡
充
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た

「
は
た
ら
き
た
い
」
「女
性
に
も
社
会
に
活
躍
の
場
を
」
と
い

う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
考
え
方
と
運
動
の
新
し
い
高
ま
り
も
あ

り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
世
界
史
は

「
男
も
女
も
仕
事
と
家

庭
」

へ
と
進
み
始
め
た
の
で
し
た
。

ジ

ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ツ
プ
指
数
世
界
１
１
６
位
の
日
本
で

は
、
先
に
も
ふ
れ
た

「男
は
超
長
時
間
労
働
、
結
婚
し
た
ら

女
は
家
庭
」
「育
児
も
介
護
も
女
に
お
し
つ
け
」
と
い
う
財

界
の
要
望
や
、
そ
れ
に
応
え
る
自
民
党
政
治
に
よ

っ
て
、
ま

た
そ
れ
に
対
応
し
た
社
会
的
な
意
議
の
形
成
に
よ

っ
て
、
ヨ

ー
ロ
ツ
パ
の
先
進
諸
国
と
は
大
き
な
落
差
が
生
ま
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
取
り
も
ど
す
こ
と
の
で
き
な

い
宿
命
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ジ

ェ
ン
ダ
ー
平
等
社
会
の
ビ
ジ

ョ
ン
を
し

っ
か
り
か
か
げ
、
そ
の
実
現
に
必
要
な
施
策
を
実

行
す
る
政
治
を
つ
く

っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
努
力
の
積
み
重

ね
は
、
日
本
社
会
に
も
確
実
に
変
化
を
生
み
だ
し
ま
す
。
そ

の
取
り
組
み
と
変
化
の
実
現
は
、
個
人
と
家
族
、
社
会
と
経

済
を

一
段
と
豊
か
に
発
展
さ
せ
る
も
の
と
な
る
で
し
よ
う
。
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