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※�詳しく知りたい方は、外務省のホームページ（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/goal5.html）をご覧ください。

・�2015年に国連で採択された「2030年までの達
成をめざす17の目標」
・�国際機関、政府、企業、学術機関、市民社会、子ど
もも含めた全ての人が、それぞれの立場から目標
達成のために行動することが求められている
・�キーワードは「誰一人取り残さない」

SDGｓとは…
（持続可能な開発目標）

前述のSDGs達成度の評価において、深刻な課題を抱えた状況であるとされた指標は「国会における女性議員の割
合」、「賃金のジェンダー格差」、「無償の家事・ケア労働時間のジェンダー格差」の３つです。それぞれの項目について
日本の現状と世界各国との比較データを見てみましょう。

日本の現状

「ジェンダー平等」について考える
人類が安定してこの地球で暮らし続けることができるように、世界の様々な問題を整理し、解決に向けて具体的な

目標を示したのが、SDGs（持続可能な開発目標）です。
国連の研究機関が毎年公表している世界各国のSDGs達成度のランキングの2022年版において、日本は前年か

ら１つ順位を落として19位と評価されました。SDGsの17の目標のうち「深刻な課題がある」と評価された目標の�
１つに「目標5：ジェンダー平等を実現しよう」があります。この目標について、日本の現状と課題を見ていきましょう。

世の中の男性と女性の社会的・文化的な役割の
違いによって形成された性別のことです。例えば、
「男性は会社で働いて女性は家で
家事をする」「男の子は青、女の子
はピンク」と決めつけること。このよ
うな先入観からジェンダーの不平等
や差別が生まれます。

ジェンダーとは…

国会における女性議員の割合
諸外国の国会議員に占める女性の割合は、この30年で大幅に上昇しています。
一方で、日本の国会議員（衆議院議員）に占める女性の割合は9.7％であり、国際的に見ても非常に低い水準と

なっています。
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（備考）1.�IPU資料（Monthly�ranking�of�women�in�national�parliaments）より作成。調査
対象国は令和4（2022）年3月現在189か国。昭和55（1980）年から平成7（1995）
年までは5年ごと、平成9（1997）年以降は毎年の数字。各年12月現在（平成10
（1998）年は8月現在、令和4（2022）年は3月現在）。
2.�下院又は一院制議会における女性議員割合（日本は衆議院における女性議員割合）。
3.�ドイツは昭和60（1985）年までは、西ドイツの数字。

出典：内閣府男女共同参画局ホームページ�
（https://www.gender.go.jp/about_
danjo/whitepaper/r04/zentai/html/
honpen/b1_s01_01.html）
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これらのデータから分かるように、日本はジェンダー平等に向けた取組が世界に比べてかなり遅れて
いる国と言えます。これらの現状を変えるために私たち一人ひとりの取組が重要です。
「男性だから」「女性だから」という先入観をなくし、一人ひとりの個性を尊重すること。家庭や職場で無
意識の思い込みによって不平等や差別が生じていないか意識し、課題に気付いた時は見直すこと。それ
がジェンダー平等を実現するために必要な第一歩だと言えます。

ジェンダー平等を実現するために私たちができること

大阪市人権啓発
マスコットキャラクター
「にっこりーな」

賃金のジェンダー格差

無償の家事・ケア労働時間のジェンダー格差

日本の男女間賃金格差は長期的に見ると縮小傾向にあり、令和3（2021）年の男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は75.2となっています【図1】。
諸外国と比較すると、日本の男女間賃金格差は国際的に見て大きい状況にあることが分かります【図2】。
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【図2】男女間賃金格差の国際比較
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【図1】男女間賃金格差の推移

出典：内閣府男女共同参画局
ホームページ
（https://www.gender.go.jp/
research/weekly_data/07.html）

（備考）1.厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。
2.�10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所における値。
3.�給与水準は各年6月分の所定内給与額から算出。
4.�一般労働者とは、常用労働者のうち短時間労働者以外の者。
5.�正社員・正職員とは、一般労働者のうち、事業所で正社員・正職員とする者。
6.�雇用形態（正社員・正職員、正社員・正職員以外）別の調査は平成17（2005）年以降行っ
ている。
7.�常用労働者の定義は、平成29（2017）年以前は、「期間を定めずに雇われている労働
者」、「1か月を超える期間を定めて雇われている労働者」及び「日々又は1か月以内の
期間を定めて雇われている者のうち4月及び5月に雇われた日数がそれぞれ18日以上
の労働者」。平成30（2018）年以降は、「期間を定めずに雇われている労働者」及び「1
か月以上の期間を定めて雇われている労働者」。
8.令和2（2020）年から推計方法が変更されている。
9.�「賃金構造基本統計調査」は、統計法に基づき総務大臣が承認した調査計画と異なる
取り扱いをしていたところ、平成31（2019）年1月30日の総務省統計委員会において、
「十分な情報提供があれば、結果数値はおおむねの妥当性を確認できる可能性は高
い」との指摘がなされており、一定の留保がついていることに留意する必要がある。

（備考）1.OECD“OECD.Stat”より作成。
2.�ここでの男女間賃金格差とは、フルタイム労
働者について男性賃金の中央値を100とした
場合の女性賃金の中央値の水準を割合表示
した数値。
3.�イスラエル、フランスは平成30（2018）年、イ
タリア、デンマーク、ドイツは令和元（2019）
年、それ以外の国は令和2（2020）年の数字。

平成28年における6歳未満の子供を持
つ夫の家事・育児関連に費やす時間（1日
当たり）は83分であり、ほかの先進国と
比較して低水準にとどまっています。
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（備考）1.�総務省「社会生活基本調査」（平成28年）,Bureau�of�Labor�Statistics�of�the�U.S.�“American�Time�Use�Survey"（2016）及びEurostat�“How�
Europeans�Spend�Their�Time�Everyday�Life�of�Women�and�Men"（2004）より作成。
2.�日本の値は,「夫婦と子供の世帯」に限定した夫と妻の1日当たりの「家事」,「介護・看護」,「育児」及び「買い物」の合計時間（週全体平均）。

出典：内閣府男女共同参画局ホームページ�
（https://www.gender.go.jp/
about_danjo/whitepaper/
h30/zentai/html/honpen/b1_
s03_02.html）
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◆
ケ
ア
す
る
人
は「
他
律
」さ
れ
て
い
る

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現
す
る
上
で
、ケ
ア
責

任
の
偏
り
を
正
す
こ
と
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。小

さ
な
子
ど
も
や
高
齢
者
の
よ
う
に
、誰
か
の
支

え
が
な
い
と
生
活
す
る
こ
と
・
生
存
す
る
こ
と

が
難
し
い
誰
か
に
対
し
、そ
の
手
助
け
を
日
常

的
に
行
う
こ
と
は
代
表
的
な
ケ
ア
の
１
つ
で
す

が
、こ
の
ケ
ア
に
携
わ
る
と
私
た
ち
は「
自
律
」、

す
な
わ
ち
、自
分
で
自
分
の
生
活
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。ケ
ア
を
す

る
人
は
、ケ
ア
す
る
相
手
に
合
わ
せ
て
生
活
を

組
み
立
て
ざ
る
を
え
な
く
な
る
か
ら
で
す
。例
え

ば
、自
分
に
い
ま
時
間
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

相
手
に
２
食
も
３
食
も
ま
と
め
て
ご
は
ん
を
あ

げ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
し
、オ
ム
ツ
を
換
え

な
け
れ
ば
い
け
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
も
、相
手
の
排

泄
に
あ
わ
せ
て
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。相
手

の
機
嫌
や
体
調
に
応
じ
て
、す
る
こ
と
・
や
り
方

を
変
え
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。要

す
る
に
自
分
の
生
活
は
、ケ
ア
す
る
相
手
次
第

に
な
る
。こ
う
し
て「
他
者
」が
自
分
の
生
活
を

左
右
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、ケ
ア
す
る
人
の

生
活
は「
他
律
」さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

そ
の
よ
う
に「
他
律
」さ
れ
て
い
る
と
き
、私
た

ち
は
就
業
が
困
難
に
な
り
ま
す
。例
え
ば
、職
場

の
始
業
時
刻
を
見
越
し
て
起
き
る
時
間
や
出
か

け
る
時
間
を
調
整
し
よ
う
に
も
、ケ
ア
す
る
相
手

は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。逆
に
言
え
ば
、誰
か
を
ケ
ア
す
る
責
任
が

軽
減
さ
れ
、「
他
律
」の
程
度
が
少
な
く
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
、職
場
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
合
わ
せ
て

自
分
の
生
活
を
組
み
立
て
、就
業
を
続
け
ら
れ
る

可
能
性
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

多
く
の
方
が
身
を
も
っ
て
ご
存
じ
の
よ
う

に
、家
族
を
ケ
ア
す
る
責
任
の
多
く
を
抱
え
、

ど
っ
ぷ
り「
他
律
」さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る

の
は
大
抵
の
場
合
、女
性
で
す
。就
業
し
、お
金

を
稼
ぐ
こ
と
は
、そ
の
人
が
自
分
で
自
分
の
生

活
を
回
す
こ
と
、い
わ
ば
自
立
の
資
源
を
得
る

た
め
の
大
切
な
方
法
の
１
つ
で
す
が
、ど
っ
ぷ
り

「
他
律
」さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
就
業
が
ま
ま

な
ら
な
い
女
性
は
、そ
の
意
味
で
の
自
立
を
妨

げ
ら
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

他
方
で
ケ
ア
は
、人
が
生
き
、社
会
が
続
く
た

め
に
不
可
欠
な
し
ご
と
で
す
。今
こ
う
し
て
生

活
を
送
っ
て
い
る
私
た
ち
も
、誰
か
の
ケ
ア
を
受

け
て
き
た
か
ら
こ
そ
こ
こ
ま
で
生
き
延
び
ら
れ

た
は
ず
な
の
で
す
か
ら
。し
た
が
っ
て
ケ
ア
と
い

う
営
み
自
体
を
な
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
、ケ
ア
す
る
責
任
が

特
定
の
誰
か
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

そ
れ
ゆ
え
、現
在
女
性
に
偏
っ
て
い
る
ケ
ア
責
任

が
、男
性
に
も
っ
と
分
け
持
た
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
サ
ー
ビ
ス
を
使
え
ば
解
決
す
る
？

こ
の
よ
う
に
言
う
と
、「
い
や
、家
庭
の
な
か
で

ケ
ア
責
任
を
も
っ
と
分
け
持
と
う
と
す
る
の
で

は
な
く
、家
庭
外
の
ケ
ア
で
あ
る
保
育
や
介
護
の

サ
ー
ビ
ス
を
も
っ
と
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を

目
指
す
べ
き
」と
い
う「
解
決
策
」が
提
案
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。た
し
か
に
、家
族
だ
け
で
ケ
ア

を
担
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
は
問
題
で
す
し
、そ

れ
自
体
は
何
と
か
す
べ
き
こ
と
な
の
で
す
が
、こ
の

「
解
決
策
」に
は
落
と
し
穴
が
あ
り
ま
す
。

第
１
に
、保
育
や
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
人

に
も
家
族
が
い
ま
す
。サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
だ

け
の
人
に
と
っ
て
は
、そ
れ
が
使
い
や
す
く
な
る

こ
と
は
メ
リ
ッ
ト
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、そ
の
分
の
し
わ
寄
せ
が
サ
ー
ビ
ス
の
担
い

手
に
集
中
し
て
は
、社
会
の
な
か
の
ケ
ア
責
任
の

偏
り
は
単
に
別
の
と
こ
ろ
に
移
っ
た
に
過
ぎ
ま

せ
ん
。さ
ら
に
い
え
ば
、こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
の

担
い
手
の
多
く
も
現
状
女
性
な
の
で
す
か
ら【
※

１
】、そ
の
し
わ
寄
せ
は
、女
性
に
ケ
ア
責
任
が
偏

る
状
況
を
ま
っ
た
く
変
え
て
い
ま
せ
ん
。

第
２
に
、家
族
が
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め

に
発
生
し
て
い
る
し
ご
と
も
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、

子
ど
も
や
高
齢
者
の
預
け
先
を
選
び
、そ
の
た
め

の
手
続
き
を
行
う
の
は
、サ
ー
ビ
ス
を
使
う
際
に

最
初
に
必
要
に
な
る
し
ご
と
で
す
。ま
た
、サ
ー
ビ

ス
を
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、向
こ
う

の
職
員
さ
ん
と
定
期
的
に
連
絡
を
取
り
合
う
必

要
が
出
て
き
ま
す
。保
育
園
や
介
護
施
設
か
ら
の

呼
び
出
し
に
応
じ
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す
。オ
ム
ツ
や
替
え
の
衣
類
、そ
の
他
、預
け
先

で
必
要
な
も
の
を
揃
え
た
り
補
充
し
た
り
す
る

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。要
す
る
に
、サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、子
ど
も
や
高
齢

者
の
こ
と
を
ま
っ
た
く
気
に
せ
ず
、他
の
こ
と
だ

け
に
集
中
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に（
利
用
す
る

が
ゆ
え
に
）必
要
と
な
る
こ
れ
ら
の
し
ご
と
も
ま

た
、子
ど
も
や
高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る
上
で

不
可
欠
の
し
ご
と
な
の
で
す
か
ら
、ケ
ア
の
１
つ

に
含
ま
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
し
ご
と
も
ま
た
、女
性
が
そ
の
多
く
を

担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す【
※
２
】。

ケ
ア
責
任
か
ら
見
た

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

平ひ
ら

山や
ま 

亮り
ょ
う 

さ
ん
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こ
の
部
分
を
そ
の
ま
ま
に
、今
以
上
に
保
育

や
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
だ
け
を
使
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
し
て
も
、子
ど
も
や
高
齢
者
の
ケ
ア
に

か
か
る
負
担
が
女
性
に
偏
る
状
況
は
変
わ
ら
な

い
で
し
ょ
う
。サ
ー
ビ
ス
を
ど
れ
だ
け
使
え
る
よ

う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、サ
ー
ビ
ス
利
用
に
関
わ

る
し
ご
と
を
男
性
が
き
ち
ん
と
認
識
し
、そ
れ

を
女
性
と
足
並
み
を
揃
え
て
積
極
的
に
分
け
持

と
う
と
し
な
い
限
り
、ケ
ア
責
任
の
偏
り
を
正

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

◆
男
に
ケ
ア
は
難
し
い
？

と
こ
ろ
で
、女
性
に
ケ
ア
責
任
が
偏
る
の
は
、

男
性
が
そ
れ
を
担
う
の
が
難
し
い
状
況
に
あ
る

か
ら
だ
、と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。大
き

く
分
け
る
と
そ
の
理
由
は
２
つ
あ
り
、１
つ
は
、

男
性
は
育
て
ら
れ
る
過
程
で
ケ
ア
に
必
要
な
素

養
を
身
に
着
け
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、と
い
う
も

の
。も
う
１
つ
は
、長
時
間
労
働
を
慣
行
と
す
る

就
業
シ
ス
テ
ム
が
、男
性
が
ケ
ア
に
関
わ
ろ
う
と

す
る
の
を
妨
げ
る
か
ら
、と
い
う
も
の
で
す
。

１
つ
め
の
ケ
ア
に
必
要
な
素
養
と
い
う
の
は
、

相
手
が
何
を
必
要
と
し
て
い
る
か
を
察
し
、そ
れ

に
応
え
よ
う
と
す
る
配
慮
や
気
遣
い
が
で
き
る
こ

と
で
す
。こ
う
し
た
配
慮
や
気
遣
い
は
、「
女
ら
し

さ
」の
１
つ
と
し
て
女
の
子
は
積
極
的
に
身
に
着

け
る
よ
う
促
さ
れ
て
育
つ
一
方
、男
の
子
に
は
そ
れ

を
求
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。そ
れ
ゆ
え
、こ
の
相

手
に
は
い
ま
何
が
必
要
か
に
細
や
か
に
気
づ
く
と

い
う
、ケ
ア
に
必
要
な
素
養
が
男
性
に
は
相
対
的

に
不
足
し
て
い
る
、と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。そ

れ
ゆ
え
に
、よ
く
気
づ
く（
気
づ
い
て
し
ま
う
）女

性
た
ち
が
そ
れ
を
担
う
よ
う
に
な
る
の
だ
、と
。

し
か
し
、こ
れ
は
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
お
か
し
な

説
明
で
す
。例
え
ば
、営
業
マ
ン
と
い
う
言
葉
が
あ

る
よ
う
に
、お
客
さ
ん
や
取
引
先
の
ニ
ー
ズ
を
的

確
に
汲
み
取
り
、そ
れ
に
す
す
ん
で
応
え
る
仕
事

は
、会
社
な
ど
で
は
男
性
が
多
く
行
っ
て
い
ま
す
。

相
手
の
必
要
に
細
や
か
に
気
づ
く
ス
キ
ル
が
男
性

に
は
欠
け
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、男
性
が
こ
う
い

う
仕
事
に
就
い
て
い
て
は
い
け
な
い
は
ず
で
す
。逆

に
、相
手
の
必
要
に
気
づ
き
、あ
る
い
は
考
え
、そ

れ
に
応
え
る
こ
と
を
多
く
の
男
性
が
既
に
し
て
い

る
の
だ
と
し
た
ら
、男
性
も
本
当
は
、ケ
ア
に
必
要

な
素
養
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、あ
と
は
本
人

が
そ
れ
を
き
ち
ん
と
使
っ
て
、積
極
的
に
ケ
ア
に
関

わ
ろ
う
と
す
れ
ば
よ
い
だ
け
の
こ
と
で
す
。

も
う
１
つ
の
長
時
間
労
働
に
つ
い
て
は
ど
う

で
し
ょ
う
。就
業
に
と
ら
れ
る
時
間
が
長
く
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
ケ
ア
に
携
わ
る
こ
と
が
難
し
く

な
る
の
は
た
し
か
で
す
。相
手
の
様
子
に
あ
わ
せ

て
何
か
を
行
う
必
要
の
あ
る
ケ
ア
で
は
、相
手

の
そ
ば
に
い
る
時
間
が
ど
う
し
た
っ
て
必
要
に

な
る
か
ら
で
す
。そ
し
て
、実
際
、日
本
の
男
性

の
就
業
時
間
は
、国
際
的
に
見
て
も
異
様
に
長

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す【
※
３
】。

た
だ
し
、就
業
時
間
の
平
均
的
な
長
さ
は
地

域
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。そ
し
て
、就
業
時
間

が
平
均
的
に
長
い
地
域
で
も
短
い
地
域
で
も
、

子
ど
も
の
い
る
男
性
が
育
児
に
携
わ
る
時
間

は
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
短
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
も
わ

か
っ
て
い
ま
す【
※
４
】。統
計
を
用
い
た
研
究
か

ら
は
、就
業
時
間
の
長
さ
に
よ
っ
て
、ケ
ア
に
関

わ
る
時
間
が
左
右
さ
れ
や
す
い
の
は
む
し
ろ
女

性
の
ほ
う
で
あ
り
、男
性
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
す【
※
５
】。

誰
も
が
家
族
の
ケ
ア
に
関
わ
れ
る
よ
う
、長

時
間
労
働
を
標
準
と
す
る
就
業
体
制
は
改
め
る

べ
き
で
す
し
、そ
れ
は
男
性
だ
け
で
な
く
女
性
に

と
っ
て
も
必
要
な
こ
と
で
す
。重
要
な
の
は
、男

性
の
ケ
ア
へ
の
関
わ
ら
な
さ
は
、就
業
体
制
だ
け

で
説
明
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。男
性
自
身
に
ケ
ア
に
積
極
的
に
関
わ
る
つ
も

り
が
な
け
れ
ば
、仮
に
就
業
体
制
が
改
善
さ
れ

た
と
し
て
も
、女
性
に
ケ
ア
責
任
が
偏
る
状
況
は

変
わ
ら
な
い
、と
い
う
意
味
で
も
あ
り
ま
す
。

◆
私
た
ち
に
社
会
を
変
え
る
力
は
な
い
？

ケ
ア
責
任
の
不
均
衡
も
含
め
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー

不
平
等
は
、社
会
の
大
き
な
仕
組
み
に
よ
り
で

き
て
お
り
、私
た
ち
個
人
が
努
力
し
た
と
こ
ろ

で
簡
単
に
は
変
え
ら
れ
な
い
、と
言
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。た
し
か
に
、社
会
の
仕
組
み
を
丸

ご
と
変
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん

が
、だ
か
ら
と
い
っ
て「
社
会
を
変
え
ら
れ
な
い
」

と
言
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
す
。と
い
う
の
も
、私

た
ち
１
人
１
人
も
ま
た
社
会
の
一
部
に
ほ
か
な

ら
ず
、し
た
が
っ
て
、自
分
自
身
の
ふ
る
ま
い
や
、

周
り
の
人
と
の
関
係
を
、今
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ

た
も
の
に
す
る
こ
と
も
ま
た
、社
会
を
変
え
る

営
み
に
違
い
な
い
か
ら
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で
、誰
か
１
人
に
ケ
ア
の
負

担
が
偏
ら
な
い
よ
う
考
え
、行
動
す
る
。そ
れ
は

小
さ
く
て
も
た

し
か
な
社
会
改

革
で
あ
り
、そ
う

し
た
社
会
改
革

の
積
み
重
ね
も

ま
た
、社
会
全
体

の
あ
り
よ
う
が

変
わ
る
上
で
必

要
な
の
で
す
。
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