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こ
こ
十
五
年
ほ
ど
、
日
本
の
企
業
な
ど
で

「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
が
広
が
っ

て
い
る
。
多
様
性
と
い
う
意
味
だ
。
ダ
イ
バ
ー

シ
テ
ィ
の
必
要
な
理
由
は
、
ま
ず
人
権
と
社

会
的
包
摂
（
社
会
的
に
不
利
な
条
件
に
お
か

れ
た
人
々
の
社
会
へ
の
組
み
込
み
の
仕
組
み
）

の
必
要
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
多
様
な
差
別
や

社
会
的
排
除
の
構
造
を
変
革
し
、
あ
ら
ゆ
る

人
の
人
権
が
認
め
ら
れ
る
社
会
へ
の
転
換
が

求
め
ら
れ
た
の
だ
。
特
に
近
年
、
格
差
社
会

の
広
が
り
や
国
境
を
超
え
た
人
の
移
動
が
は

げ
し
く
な
る
状
況
の
な
か
で
、
多
様
性
・
寛

容
性
の
文
化
の
必
要
性
が
強
く
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

男
女
共
同
参
画
、
日
本
の
現
状

　
し
か
し
、
日
本
の
女
性
参
画
に
よ
る
ダ
イ

バ
ー
シ
テ
ィ
へ
の
流
れ
は
お
寒
い
ば
か
り
だ
。

世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
二
〇
〇
六
年
か

ら
グ
ロ
ー
バ
ル
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数

（
G
G
G
I
）
を
発
表
し
て
い
る
。
男
女
平
等

＝
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
と

い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
二
〇
一
八
年
十
二

月
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
、
日

本
は
世
界
百
四
十
九
カ
国
中
百
十
位
と
き
わ

め
て
低
い
ラ
ン
キ
ン
グ
に
な
っ
て
い
る
。
健

康
、
政
治
、
経
済
、
教
育
の
四
つ
の
指
標
の

う
ち
、
健
康
は
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
問
題

は
な
い
。
教
育
も
高
等
学
校
ま
で
は
世
界
第

一
位
で
あ
る
。
た
だ
し
、
今
後
の
新
た
な
産

業
社
会
の
基
盤
と
な
る
大
学
型
高
等
教
育
で

は
百
三
位
と
き
わ
め
て
低
い
（
大
学
進
学
率

全
体
で
も
O
E
C
D
︿
経
済
協
力
開
発
機
構
﹀

の
加
盟
国
の
平
均
以
下
で
あ
る
。
日
本
は
す

で
に
教
育
大
国
な
ど
で
は
な
い
こ
と
は
、
き

ち
ん
と
肝
に
命
じ
て
お
く
べ
き
こ
と
だ
ろ

う
）
。
政
治
も
女
性
の
国
会
議
員
割
合
や
閣
僚

割
合
が
低
く
百
二
十
五
位
、
経
済
も
女
性
の

管
理
職
割
合
の
低
さ
な
ど
か
ら
百
十
七
位
と

国
際
的
に
み
て
も
最
低
レ
ベ
ル
だ
。
少
な
く

と
も
女
性
の
社
会
参
画
と
い
う
視
点
か
ら
見

た
時
、
日
本
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
度
は
、
国

際
的
に
み
て
も
き
わ
め
て
低
い
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム

が
男
女
平
等
度
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
こ
こ
数
年

発
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
世
界
経
済

フ
ォ
ー
ラ
ム
が
人
権
団
体
で
な
い
こ
と
は
明

ら
か
だ
。
こ
の
団
体
が
考
え
て
い
る
こ
と
は

た
だ
一
つ
、
経
済
の
安
定
し
た
成
長
だ
。
実
際
、

こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指

数
の
分
析
で
、
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
こ

の
指
数
と
一
人
当
た
り
G
D
P
の
相
関
図
を

示
し
て
い
る
。
こ
れ
で
み
る
と
明
ら
か
に
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
傾
向
の
国
の
方
が
一
人
当
た
り

G
D
P
が
高
い
傾
向
を
示
す
の
だ
。
つ
ま
り
、

経
済
成
長
に
男
女
共
同
参
画
は
不
可
欠
な
要

因
な
の
だ
。

　
実
は
、
こ
う
し
た
女
性
の
社
会
参
画
に
失

敗
し
た
の
は
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
南
欧
（
イ

タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
）
と

韓
国
（
法
制
度
等
の
改
革
は
日
本
を
は
る
か

に
超
え
て
充
実
し
て
い
る
が
、
実
態
は
い
ま

だ
男
性
主
導
だ
）・
日
本
の
東
ア
ジ
ア
地
域
が
、

経
済
の
発
展
し
た
国
々
の
中
で
特
に
女
性
参

画
の
少
な
い
社
会
だ
。
こ
れ
ら
の
国
々
は
、

少
子
化
傾
向
も
強
い
。
イ
タ
リ
ア
の
社
会
学

者
キ
ア
ラ
・
サ
ラ
チ
ェ
ー
ノ
の
い
う
「
家
族

主
義
の
パ
ラ
ド
ク
ス
（
逆
説
）
」
（
南
欧
と
東

ア
ジ
ア
は
自
称
「
家
族
主
義
」
社
会
だ
。
し

か
し
、
福
祉
を
家
族
＝
女
性
に
依
存
し
、
家

族
政
策
を
怠
っ
た
こ
と
が
少
子
化
を
招
い
た

と
い
う
）
で
あ
る
。
お
ま
け
に
、
こ
れ
ら
女

性
の
社
会
参
画
の
弱
い
社
会
ほ
ど
、
今
や
経

済
的
危
機
が
深
ま
り
つ
つ
あ
る
社
会
に
な
っ

て
い
る
の
も
偶
然
と
は
思
え
な
い
。

男
性
が
変
わ
る
、

　男
性
を
変
え
る
必
要
性

　
日
本
社
会
が
も
う
一
度
活
気
を
と
り
も
ど

し
、
少
子
高
齢
社
会
に
対
応
す
る
た
め
に
も

男
女
共
同
参
画
は
必
須
の
課
題
だ
。
そ
の
意

味
で
、
今
、
男
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

変
化
を
怖
が
る
こ
と
な
く
、
「
勇
気
」
を
も
っ

て
現
代
の
変
化
の
波
を
冷
静
に
見
つ
め
直
し
、

自
分
自
身
を
変
革
す
る
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ

こ
そ
「
男
ら
し
く
」
、
古
い
「
男
ら
し
さ
」
の

鎧
（
よ
ろ
い
）
か
ら
脱
皮
す
る
こ
と
が
問
わ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　
な
か
で
も
重
要
な
の
は
、
男
性
の
生
活
の

面
で
の
自
立
と
精
神
的
な
自
立
な
の
だ
と
思

う
。
こ
れ
ま
で
、
男
性
た
ち
は
、
生
活
の
面

で
女
性
に
徹
底
し
て
依
存
し
て
き
た
。
「
男
に

料
理
が
で
き
る
か
」
「
洗
濯
物
を
干
す
な
ん

て
男
に
は
無
理
だ
」
「
育
児
は
女
の
仕
事
だ
」

と
、
生
活
面
で
「
何
も
で
き
な
い
」
こ
と
を

誇
り
に
し
て
い
る
男
性
さ
え
い
る
。
こ
れ
は

見
方
を
変
え
る
と
き
わ
め
て
「
変
」
な
こ
と

だ
。
と
い
う
の
も
、
自
分
が
生
活
面
で
「
無
能
」

で
あ
る
こ
と
を
い
ば
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
家
事
・
育
児
・
介
護
を
め
ぐ
る
作
業
は
、

た
い
て
い
の
男
性
に
は
「
で
き
る
」
こ
と
だ
。

そ
も
そ
も
料
理
や
洗
濯
な
ど
は
職
業
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
男
性
が
担
う
場
合
も
多
い
。

「
男
に
は
料
理
が
で
き
な
い
」
と
い
う
な
ら
、

シ
ェ
フ
と
い
わ
れ
る
人
に
女
性
が
少
な
い
こ

と
を
ど
う
説
明
す
る
の
だ
ろ
う
。
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男
性
の
女
性
へ
の
依
存
は
生
活
面
だ
け
で

は
な
い
。
男
性
は
身
近
な
女
性
に
精
神
面
で

も
「
甘
え
」
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

六
十
歳
代
以
上
で
妻
に
先
立
た
れ
た
男
性
の

平
均
寿
命
が
短
く
な
る
こ
と
は
、
デ
ー
タ
的

に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
（
読
者
の
多
く
は
、

身
近
に
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
を
経
験
さ
れ
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
）
。
こ
こ
に
は
、
妻
を
失
う
こ

と
で
生
じ
た
生
活
面
で
の
男
性
の
困
難
が
あ

る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
精
神
的
な
面
で
妻
に
「
甘
え
」

て
き
た
男
性
た
ち
の
問
題
も
あ
る
は
ず
だ
。

女
性
た
ち
に
対
し
て
「
い
ば
り
な
が
ら
甘
え

て
き
た
」
男
性
で
あ
る
ほ
ど
、
妻
の
不
在
（
喪

失
）
は
ダ
メ
ー
ジ
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
と
思

う
。
そ
れ
は
男
性
の
寿
命
を
変
え
て
し
ま
う

ほ
ど
の
力
を
秘
め
て
い
る
の
だ
。

　
日
本
社
会
の
安
定
と
活
気
の
た
め
に
も
、

今
こ
そ
「
男
が
変
わ
る
、
男
を
変
え
る
」
こ

と
が
必
須
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も
、

男
性
た
ち
は
、
ま
ず
こ
の
問
題
に
気
づ
く
こ

と
が
必
要
だ
。
そ
の
上
で
、
現
状
に
つ
い
て

の
冷
静
な
認
識
を
も
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
「
男
で
あ

る
自
分
が
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
考
え
て

き
た
こ
と
を
、
積
極
的
に
体
験
し
て
も
ら
う
。

そ
こ
か
ら
、
新
た
な
気
づ
き
も
生
ま
れ
て
い

く
と
思
う
。

　
男
性
の
変
化
は
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
、
地
域
、

家
庭
の
新
し
い
活
気
の
一
つ
の
重
要
な
課
題

な
の
だ
。

　大阪大教授、京大教授（いずれも名誉教授）を経て 2017 年度から

現職。専門は社会学的文化現象論やメディア論、ジェンダー論。現在、

日本学術会議会員、京都、滋賀両府県の男女共同参画審議会会長など

を務める。「できない男」から「できる男」へ、「男らしさ」のゆくえ

～男性文化の文化社会学など著書多数。
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他
方
で
、
近
年
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
を
め
ぐ
っ

て
新
し
い
位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
社
会
や
組
織
の
活
性

化
の
た
め
に
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
が
不
可
欠
だ
、

と
い
う
声
が
広
が
っ
て
い
る
の
だ
。
確
か
に
、

第
一
次
か
ら
第
二
次
産
業
革
命
の
時
代
（
つ
ま

り
蒸
気
機
関
の
発
明
か
ら
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
よ
る
産
業
の
発
展
の
時
代
）、
重
厚
長
大
型

の
工
業
社
会
は
、
均
質
で
安
定
し
た
労
働
力

が
産
業
の
基
盤
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇

年
前
後
か
ら
始
ま
っ
た
第
三
次
産
業
革
命
（
情

報
社
会
）、
さ
ら
に
二
十
一
世
紀
以
後
の
第
四

次
産
業
革
命
（
A
I
と
I
o
T
の
時
代
）
に
お

い
て
は
、
む
し
ろ
多
様
な
人
々
の
ア
イ
デ
ア
の

交
流
を
通
じ
た
新
た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
こ

そ
が
、
産
業
の
軸
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　

　
実
は
、
第
二
次
産
業
革
命
＝
も
の
づ
く
り

産
業
の
時
代
、
国
際
的
に
も
経
済
力
を
発
揮

し
た
日
本
社
会
が
、
今
や
大
き
く
停
滞
し
て

い
る
こ
と
の
大
き
な
理
由
は
、
中
央
集
権
的

で
均
質
型
の
組
織
を
、
分
権
型
で
多
様
性
を

担
保
す
る
組
織
へ
と
転
換
で
き
な
か
っ
た
点

に
あ
る
、
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
も
、
基
幹
部

分
を
、
男
性
だ
け
で
担
っ
て
い
た
の
も
大
き
な

問
題
だ
っ
た
と
思
う
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
二
十
一
世
紀
の
日
本
社
会

の
安
定
し
た
成
長
、
社
会
や
組
織
の
活
性
化

を
目
指
す
な
ら
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
戦
略
は
、

私
た
ち
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
に

な
る
だ
ろ
う
。
特
に
日
本
社
会
の
場
合
、
ま
ず

求
め
ら
れ
る
の
が
、
女
性
の
参
画
で
あ
る
こ
と

も
、
様
々
な
デ
ー
タ
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
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　阪
神
・
淡
路
大
震
災
（
平

成
七
年
一
月
）
か
ら
「
災

害
の
時
代
」
と
い
わ
れ
て

い
る
。
昨
年
（
平
成
三
十
年
）

も
大
阪
府
北
部
地
震
、
西

日
本
豪
雨
、
北
海
道
胆
振

東
部
地
震
と
大
災
害
が
相

次
ぎ
、
こ
の
間
八
万
二
千

人
余
り
が
避
難
所
生
活
を
強
い
ら
れ
た
。
大
雨
が

降
り
続
け
ば
対
応
で
き
な
い
都
市
構
造
に
な
っ
て
お

り
、
人
々
は
い
つ
災
害
に
遭
う
か
分
か
ら
な
い
時
代

と
な
っ
て
い
る
。
今
回
は
男
女
共
同
参
画
の
視
点
か

ら
お
話
し
ま
す
。

　
　高
い
女
性
の
死
亡
率

　
大
き
な
災
害
が
発
生
し
た
際
、
男
女
の
違
い
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
の
か
。
チ
リ
地

震
や
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
サ
イ
ク
ロ
ン
（
台
風
に
よ

る
高
波
の
被
害
）
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
等
の
今
ま

で
の
災
害
に
よ
る
調
査
か
ら
、
女
性
は
男
性
よ
り

も
死
亡
率
が
高
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
バ
ン
グ

ラ
デ
シ
ュ
の
サ
イ
ク
ロ
ン
で
は
、
結
婚
を
し
た
女
性

は
、
一
人
で
避
難
所
に
行
か
ず
に
、
夫
や
義
理
の
父

親
が
自
分
を
安
全
な
所
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
の

を
待
っ
て
い
る
間
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
ケ
ー

ス
が
目
立
っ
た
。
社
会
の
中
に
女
性
が
何
か
を
決
め

る
権
利
が
な
か
っ
た
り
、
教
育
を
受
け
ら
れ
な
か
っ

た
り
と
い
う
国
は
、
災
害
時
に
女
性
が
多
く
亡
く
な

る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
兵
庫

県
で
は
六
千
四
百
二
人
が
亡
く
な
り
、
そ
の
う
ち
女

性
が
三
千
六
百
八
十
人
（
五
七
・
五
％
）
で
、
男
性

　平
成
三
十
年
七
月
の

西
日
本
豪
雨
で
岡
山
市

東
区
を
流
れ
る
砂
川
の

堤
防
が
決
壊
し
、
流
域

の
民
家
な
ど
二
千
二
百

戸
余
り
が
浸
水
し
た
。

特
に
同
区
平
島
学
区
で

は
数
多
く
の
家
屋
が
浸

水
、
市
民
生
活
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
平
島

学
区
に
隣
接
す
る
同
区
瀬
戸
町
江
西
、
千
種
両
学
区

を
中
心
に
、
幼
い
子
ど
も
を
持
つ
母
親
ら
が
「
助
け

合
う
お
母
さ
ん
の
会
」
（
代
表
枝
広
真
祐
子
さ
ん
＝

東
区
瀬
戸
町
旭
ヶ
丘
）
を
素
早
く
結
成
。
支
援
活
動

を
手
が
け
、
現
在
も
週
一
回
、
親
子
が
過
ご
せ
る
居

場
所
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
の
ユ
ニ
ー
ク

な
一
連
の
活
動
に
市
民
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

　
活
動
の
き
っ
か
け
は
、
枝
広
さ
ん
に
よ
る
友
人
の

救
助
だ
っ
た
。
集
中
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
た
平
成
三
十

年
七
月
六
日
の
翌
七
日
朝
、
枝
広
さ
ん
が
平
島
学
区

の
友
人
宅
に
支
援
物
資
を
届
け
に
駆
け
付
け
た
。
し

か
し
、
砂
川
の
堤
防
が
決
壊
し
水
が
あ
ふ
れ
、
一
帯

の
民
家
が
浸
水
し
て
近
づ
け
ず
、
す
ぐ
自
宅
に
戻
り

ゴ
ム
ボ
ー
ト
を
用
意
。
友
人
親
子
を
や
っ
と
救
出
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

　
そ
の
時
、
平
島
学
区
の

水
害
の
大
き
さ
に
驚
き
、

少
し
で
も
被
災
者
の
力
に

な
り
た
い
と
思
っ
た
。
そ

し
て
無
料
通
信
ア
プ
リ
を

利
用
し
て
〝
マ
マ
友
グ
ル
ー

プ
〟
に
支
援
物
資
や
支
援

▲東区南古都の家屋浸水の様子

▲被災した子どもたちへの
　支援活動

▲活動のメンバー

特 集 いつ遭うか分からない「災害の時代」

よ
り
女
性
が
千
人
近
く
多
く
亡
く
な
っ
た
。
女
性
は

非
正
規
で
の
雇
用
が
多
く
、
年
金
額
も
低
く
年
老
い

て
独
り
暮
ら
し
に
な
っ
た
時
、
住
居
の
建
て
替
え
や

修
繕
費
の
ね
ん
出
が
難
し
く
、
住
居
の
耐
震
性
の
問

題
か
ら
、
特
に
高
齢
女
性
の
被
害
が
多
い
と
い
わ
れ

て
い
る
。
災
害
時
に
女
性
の
方
が
多
く
亡
く
な
る
背

景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
男
女
に
よ
る
生
涯
賃
金
な
ど

の
格
差
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　強
ま
る
性
別
役
割
分
担

　
避
難
所
生
活
で
は
、
男
女
の
違
い
に
よ
る
問
題
が

顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
避
難
所
の
運
営
は
主
に
男
性

が
行
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
そ
こ
に
参
画
す

る
女
性
は
極
め
て
少
数
で
あ
る
。
そ
の
結
果
女
性
の

更
衣
室
や
洗
濯
物
の
干
し
場
、
授
乳
ス
ペ
ー
ス
な
ど

男
性
で
は
気
付
き
に
く
く
、
女
性
や
乳
幼
児
へ
の
対

応
に
反
映
さ
れ
に
く
い
。

　
ま
た
男
性
は
が
れ
き
の
撤
去
の
よ
う
な
日
雇
い
の

仕
事
が
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
女
性
は
避
難
所
に

残
っ
て
炊
き
出
し
や
掃
除
、
高
齢
者
や
子
ど
も
の
ケ

ア
と
い
っ
た
無
償
労
働
を
強
い
ら
れ
、
男
女
間
に
よ

る
性
別
役
割
分
担
が
強
化
さ
れ
る
。
非
正
規
職
と
し

て
働
く
女
性
た
ち
は
解
雇
の
リ
ス
ク
が
高
く
な
り
、

仕
事
を
持
っ
て
い
る
女
性
た
ち
も
預
け
先
が
な
か
っ

た
り
で
、
職
場
に
駆
け
つ
け
る
の
に
時
間
が
か
か
り
、

人
事
に
影
響
が
出
た
り
す
る
。

　
た
だ
熊
本
地
震
（
平
成
二
十
八
年
四
月
）
の
時
、

最
大
の
避
難
所
（
熊
本
県
益
城
町
）
で
は
、
女
性
が

リ
ー
ダ
ー
を
し
て
お
り
、
女
性
や
子
ど
も
の
ス
ペ
ー

ス
が
確
保
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
働
い
て
い
る
母
親
や
、

仕
事
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
務
員
な
ど
へ
の

互
助
的
サ
ポ
ー
ト
も
う
ま
く
い
っ
て
い
た
。

活
動
の
協
力
を
呼
び
か
け
、
「
助
け

合
う
お
母
さ
ん
の
会
」
の
発
足

と
な
っ
た
。

　
最
初
、
自
宅
を
拠
点
に
し

て
支
援
物
資
の
仕
分
け
や
炊

き
出
し
な
ど
を
続
け
て
い

た
。
し
か
し
、
支
援
物
資
が

次
々
と
届
け
ら
れ
、
子
ど
も

が
夏
休
み
に
入
り
手
狭
と
な

り
、
二
週
間
後
に
市
か
ら
東
区

瀬
戸
町
江
尻
の
「
江
尻
レ
ス
ト

パ
ー
ク
」
を
無
償
で
借
り
受
け
、

活
動
拠
点
に
し
た
。
特
に
幼
い
子
ど

も
を
持
つ
母
親
た
ち
が
災
害
後
の
後
片
付

け
な
ど
復
旧
活
動
に
追
わ
れ
、
子
ど
も
の
世
話
が
で

き
ず
困
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
被
災
者
の
子
ど
も
た
ち

の
た
め
に
「
自
由
あ
そ
び
の
ひ
ろ
ば
」
を
開
設
し
た
。

　
夏
休
み
期
間
中
を
中
心
に
午
前
十
時
か
ら
午
後
四

時
ま
で
子
ど
も
の
一
時
預
か
り
や
教
育
関
連
企
業
の

協
力
に
よ
っ
て
専
門
の
講
師
を
招
い
て
学
習
支
援
な

ど
も
行
っ
た
。
子
ど
も
と
母
親
の
居
場
所
に
も
な
り
、

乳
幼
児
か
ら
小
学
生
が
利
用
し
た
。

　
平
島
学
区
か
ら
同
パ
ー
ク
ま
で
の
約
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
区
間
の
送
迎
に
は
、
地

元
の
タ
ク
シ
ー
会
社
が
無
料

バ
ス
を
提
供
し
た
。

当
初
は
平
島
学
区
に
隣
接
の

瀬
戸
町
江
西
、
千
種
両
学
区

を
中
心
に
幼
い
子
ど
も
を
持

つ
母
親
約
六
十
人
で
支
援
活

　
　女
性
へ
の
暴
力

　
女
性
に
対
す
る
性
被
害
や
配
偶
者
か
ら
の
暴
力

（
D
Ｖ
）
な
ど
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
夫
が
離
職
に

よ
り
酒
を
飲
み
始
め
、
身
体
的
暴
力
が
始
ま
る
。
そ

し
て
義
援
金
や
支
援
金
は
世
帯
主
の
夫
に
渡
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
を
妻
に
渡
さ
な
い
と
い
う
経
済
的
暴
力

も
起
き
て
い
る
。
さ
ら
に
女
性
が
避
難
所
で
の
リ
ー

ダ
ー
的
立
場
の
男
性
や
住
ま
い
を
提
供
す
る
親
類
男

性
ら
か
ら
見
返
り
と
し
て
体
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う

ケ
ー
ス
も
あ
る
。
体
を
触
ら
れ
た
り
、
着
替
え
を
の

ぞ
か
れ
る
、
と
い
っ
た
セ
ク
ハ
ラ
の
事
例
も
報
告
さ

れ
て
い
る
。
セ
ク
ハ
ラ
に
あ
っ
て
も
リ
ー
ダ
ー
に
「
あ

な
た
だ
け
が
不
幸
な
の
で
は
な
い
」
と
被
害
者
の
苦

し
み
が
過
小
評
価
さ
れ
、
〝
二
次
的
災
害
〟
に
も
つ

な
が
っ
て
い
る
。

　
　東
日
本
大
震
災
の
教
訓

　
東
日
本
大
震
災
で
得
た
多
く
の
教
訓
に
よ
っ
て
、

国
の
防
災
基
本
計
画
に
、
避
難
所
運
営
へ
の
女
性
の

参
画
や
更
衣
室
・
授
乳
室
の
設
置
、
生
理
用
品
の
備

え
と
い
っ
た
細
か
な
部
分
ま
で
配
慮
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
で
も
女
性
の
参
画
は
未
だ
不
十
分
で

あ
り
、
平
常
時
か
ら
の
防
災
会
議
へ
の
参
画
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
男
性
の
視
点
も
大
事
だ
が
、
災
害
の

教
訓
か
ら
女
性
の
視
点
も
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
分

か
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
大
き
な
災
害
で
は
い
ろ
い

ろ
な
被
災
者
が
お
り
、
ニ
ー
ズ
は
一
人
ひ
と
り
違

う
。
安
全
、
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
は
み
ん
な
が
参
画

し
、
み
ん
な
の
視
点
で
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
し
て
一
人
ひ
と
り
の
防
災
力
が
上
が
れ
ば
、

地
域
の
防
災
力
が
上
が
る
。

動
を
始
め
た
。
支
援
活
動
の
運
営
に
は
メ
ン
バ
ー

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に
し
、
毎
日

無
料
通
信
ア
プ
リ
を
利
用
し
活
動
状
況
や
連

絡
事
項
な
ど
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
共
有
し

た
。
活
動
し
て
い
く
う
ち
に
地
域
の
人
々

や
団
体
、
企
業
な
ど
も
応
援
し
始
め
、
「
支

援
の
輪
」
は
大
き
く
広
が
っ
た
。
今
は
メ

ン
バ
ー
約
八
十
人
で
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　
現
在
は
毎
週
水
曜
日
の
午
後
に
メ
ン

バ
ー
が
集
ま
っ
て
楽
し
く
活
動
し
て
お
り
、

親
子
の
居
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
も
活
動
を
繰
り
広
げ
、
子
育
て
や

防
災
を
テ
ー
マ
に
し
た
講
演
や
映
画
会
を
予
定

し
て
い
る
。
枝
広
さ
ん
は
「
一
緒
に
食
事
を
作
っ

て
食
べ
る
な
ど
地
域
の
人
々
が
集
ま
っ
て
憩
え
る

場
に
な
れ
ば
」
と
話
し
て
い
る
。

　
　地
域
や
家
族
に
感
謝

　
枝
広
さ
ん
は
、
災
害
か
ら
一
年
経
過
し
た
令
和
元

年
七
月
か
ら
市
立
一
宮
公
民
館
な
ど
で
「
七
月
豪
雨

の
時
、
マ
マ
た
ち
が
出
来
た
こ
と
」
と
の
テ
ー
マ

で
講
演
し
た
。
枝
広
さ
ん
は
「
い
く
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
い
っ
て
も
自
分
の
家
族
を
お
ろ
そ
か
に
は
で

き
ず
、
支
援
活
動
に
理
解
を
示
し
サ
ポ
ー
ト
し
て
く

れ
た
地
域
の
人
々
や
メ
ン
バ
ー
の
家
族
の
方
に
本

当
に
感
謝
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
そ
し
て
「
地
域
に

助
け
が
必
要
な
人
が
い
た
ら
迷
わ
ず
手
を
差
し
の

べ
た
い
。
そ
ん
な
事
が
当
た
り
前
の
地
域
で
あ
り
た

い
。
ま
た
、
ど
ん
な
時
で
も
子
ど
も
た
ち
が
の
び
の

び
と
育
ち
、
親
同
士
も
つ
な
が
り
を
深
め
て
一
緒
に

子
育
て
を
す
る
と
い
う
気
持
ち
で
活
動
し
て
い
き

た
い
」
と
力
強
く
語
っ
た
。

●助け合うお母さんの会 ● 関西学院大　災害復興制度研究所指定研究員　斉　藤　容　子 さん

女性視点で高める防災力

この誌面はさんかく岡山の「さん

かくカレッジ」基礎コースの講演

に基づいて編集しています。

■令和元年９月 13 日　「女性が知っておきたい防災の話」　　 岡山市立東公民館■令和元年７月 23 日　「７月豪雨の時、ママたちが出来たこと」 　 岡山市立一宮公民館

西日本豪雨
で被災した

東区平島
学区 力強かったママたちの支援活動
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さんかくウイーク2020 岡山市男女共同参画推進週間告知

　一般財団法人淳風

会は、職員の子育て、

介護にかかる費用を

補助するなど福利厚

生制度の充実を図り、

仕事と育児・介護の

両立を支援するとと

もに、女性の執行役

員を女性活躍プロジェクトリーダーに選任し、職場の働き

方改革の推進や女性の健康支援などに取り組んでいます。

　さらに、子育て中の女性のために託児サービス付健診事

業を行うなど、女性の健康を守る取組を行っています。

　このように、職員の仕事と育児・介護の両立を支援する

とともに、女性の健診受診率の向上に積極的に取り組んで

いることを高く評価いたしました。

　岡山市は雇用の分野における男女共同参画の形成

の促進を図るために、積極的に取り組んでいる事業

者を表彰しています。

　女性の活躍促進や仕事と家庭の両立支援など、職

場における男女共同参画を推進している市内企業等

を、岡山市長が認証しています。

認証された企業には

「男女ともに働きやすい職場づくりを

推進している企業」である印として、

このロゴマークが付与されます。

一般財団法人 淳風会　

理事長　原　一穂　氏

テーマ▶ 「みんなが主役　個性よ翔
はばた

け　さんかく社会」
オープニングイベント▶  2020年６月７日（日）　記念イベント▶ 2020年６月21日（日）

令和元年度
受彰事業者の
ご紹介

男女共同参画社会の形成の
促進に関する事業者表彰

岡山市女性が輝く男女共同参画推進事業所の

認証ロゴマークが決定しました！

 ※さんかくウイーク期間中は、上記日程以外にさんかく岡山、公民館、図書館など市内各所で様々なイベントを開催いたします。

　令和２年６月２１日から２７日を「さんかくウイーク（男女共同参画推進週間）」と定め、前後１週間を含めた約３週間の

期間中、男女共同参画への理解を深めていただくための様々なイベントを開催します。詳しくは５月上旬に、女性が輝くま

ちづくり推進課ホームページやさんかく岡山、各区役所、公民館などで配布するチラシをご覧ください。

さんかくウイーク 2019 で開催したイベント▶ 

認証企業一覧▶ 過去に表彰された企業▶ 

　
　
一
人
ひ
と
り
が
主
体
的
に

　今
回
の
防
災
に
関
す
る
記
事
を
編
集
し
て
い
る
そ
の
最

中
に
日
本
各
地
で
大
き
な
災
害
が
発
生
し
た
こ
と
で
、
記

事
を
通
し
て
伝
え
た
い
内
容
も
大
き
く
変
わ
り
、
そ
し
て
、

ま
だ
ま
だ
他
人
事
で
あ
っ
た
と
痛
感
し
ま
し
た
。
災
害
時
、

男
女
関
係
な
く
主
体
的
に
行
動
す
る
こ
と
は
口
で
言
う
ほ

ど
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
災
害
の
時
代
に
生
き
抜

く
た
め
に
必
要
な
力
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
き
た
い
で
す
。

 

（
佃

　奈
美
子
）

　
　
災
害
時
の
教
訓
を
生
か
し
て
い
き
た
い

　今
回
、
男
女
共
同
参
画
の
視
点
か
ら
防
災
を
考
え
た
こ

と
は
と
て
も
有
意
義
で
し
た
。
災
害
の
時
代
に
生
き
る
私

た
ち
は
、
平
時
の
関
係
が
カ
ギ
に
な
る
よ
う
で
す
。
い
ざ

と
い
う
と
き
に
性
別
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
が
個
人
と

し
て
力
を
出
せ
る
共
同
体
で
あ
り
た
い
と
願
い
ま
す
。

 

（
N
）

　
　
未
来
へ
繋
げ
る
豊
か
な
社
会
へ

　男
女
共
同
参
画
社
会
は
、
家
庭
や
職
場
の
み
な
ら
ず
、

新
た
に
起
こ
る
時
代
の
変
化
や
天
災
時
に
も
必
要
不
可
欠

で
あ
り
、
男
女
の
寿
命
差
に
及
ぶ
ほ
ど
の
影
響
力
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
今
後
、
一
人
ひ
と
り
が

男
女
共
同
参
画
に
よ
り
一
層
、
問
題
意
識
を
向
け
考
え
な

が
ら
行
動
す
る
こ
と
が
豊
か
な
社
会
を
創
造
す
る
一
歩
に

つ
な
が
る
は
ず
で
す
。 

（
加
藤

　京
子
）

　
　
最
大
級
の
テ
ー
マ

　男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
︱
︱
。
少
子
高
齢
社
会
を

迎
え
、
今
世
紀
最
大
級
の
社
会
的
テ
ー
マ
と
言
え
る
。
し

か
し
、
課
題
が
山
積
。
専
門
家
の
間
で
は
「
ま
ず
男
性
の

生
活
、
意
識
改
革
が
先
決
」
と
の
指
摘
が
多
い
。
早
期
実

現
に
向
け
男
性
優
位
の
社
会
シ
ス
テ
ム
や
慣
習
を
抜
本
的

に
改
め
る
時
機
だ
と
思
う
の
だ
が
。 

（
藤
田

　学
）

編
集
委
員
の

ち
ょ
っ
と
一
言

（写真の受彰者は代理）

～性別等にかかわらず市民一人ひとりの個性が輝く

「住みよいまち、住みたいまち（＝男女共同参画社会）」を目指して～ 

（さんかく条例）改正（平成 31年４月）岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例 

＊LGBT … レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字。なお、「性的マイノリティ」とほぼ同じく、

この４つにあてはまらない広い意味でも用いられています。

＊SOGI … Sexual Orientation（性的指向）and Gender Identity（性自認）の頭文字。性のあり方について、すべての人を

含めたグラデーションを考えることができる概念。

㋐性別等による差別をなくし、全ての人の個人と

　しての尊厳を尊重

㋑性別による固定的な役割分担意識を解消

㋒家庭生活における活動とその他の活動との両立

㋓政策・方針の立案及び決定に、性別等にかかわらず全ての人が参画

㋔互いの性を理解し、性と生殖に関する自己決定を尊重し健康に配慮

㋕国際社会における取組との協調・連携

㋖市、市民、自治組織、事業者が、教育を含むあらゆる場において協働

　ひとの性のあり方は、「からだの性」、「こころの性（性自認）」、「好きになる性

（性的指向）」、「性役割（女らしさ、男らしさ）」など、様々な要素で構成されま

す。これらの要素は「女」「男」に二分できないグラデーションになっていて、そ

の人がどの辺りに位置するかは、一人ひとり異なります（性の多様性）。

　こうした性のあり方は人格の重要な要素で、無理に変えることはできません

し、変える必要もありません。現在の日本では「からだの性とこころの性は同

じ」「異性を好きになる」などの前提にあてはまらない人は、人生の様々な場面

で悩みを抱えることがあります。

　「さんかく条例」の目的は、「市民一人ひとりの個性が輝く」まちの創造です。

そのためには従来の「男女平等」の考え方だけではなく、「性の多様性」を尊重

する考え方を盛り込む必要があると考えて、条例を改正しました。

性の多様性について

改正ポイント

基本理念

①女性活躍及びワーク・ライフ・バランスの推進

②自治組織等における男女共同参画の推進

③性の多様性の尊重

市

協働
事業者市民

教育 自治組織
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さんかく岡山の事業

相談ほっとライン

桃太郎大通り
岡山駅

県庁通り

あくら通り

N

筋
下
城街

店
商
町
表

筋
所
役
市

り
通
ダ
ン
ラ
オ

園
公
道
緑
川
西

クレドビル
●

表町商店街

新西大寺町筋
電停

●市役所

西大寺町電停

岡山シンフォニー●
ビル　

●
天満屋バス
ステーション

さんかく岡山

住所　

）階２町表アエクスクーア（ 　　　

電話　 FAX　 

電子メール　sankaku@city.okayama.lg.jp

ホームページ　 /pj.amayako.ytic.www//:ptth 

shimin/danjo/danjo_00050.html

開館時間　月・水～土／９：30 ～ 20：00

　　　　　日・祝／９：30 ～ 17：00

休館日　 火曜日、年末年始（火曜日が祝日の場合

は開館し、次の平日が休館となります。）

岡山市男女共同参画社会推進センター

岡山市男女共同参画相談支援センター（配偶者暴力相談支援センター）

　「さんかく岡山」は、年齢や性別を問わず、どなたでも気軽にご利用いただける施

設です。岡山市の男女共同参画を推進するための活動拠点として、関連する様々な講

座やイベントも開催しています。ぜひ、お立ち寄りください。

　男女共同参画社会を目指す人材の養成や、企業での女性

活躍を目的とした講座、子ども向けの体験プログラムのほ

か、初めて利用される方も気軽に参加できる様々なイベン

トを開催しています。

あなたの秘密は守ります。

　　　安心してお電話ください。

★ 夫婦・親子・恋人・家族関係などで悩んでいる

★地域・職場・学校などで人間関係に悩んでいる（セクハラ等）

★ ）等VD（るいてけ受を力暴らか手相際交・ーナトーパ・妻・夫 

★ ）等TBGL（るいでん悩ていつにィテリアュシクセの分自 

月・水～土／10：00～19：30

　　日・祝／10：00～16：30

　　休　日／火曜日、年末年始

　DVで緊急に逃げる必要がある時は、

上記受付時間にかかわらず、相談ほっと

ラインにお電話ください（24時間対応）。

《危険が迫っている時は110番へ》

DVやセクハラなどの悩み
話してみませんか

～もっとあなたらしく生きるために～

相談窓
口の

ご案内

会議室
（有料・要予約）

最大 100 人までご利用

いただけます。

ミーティングルーム
（無料・要予約）

３人以上のグループで３時間

まで利用できます。グループで

の自主学習などにぜひどうぞ。

展示ギャラリー
（無料・要予約）

市民のみなさんへ作品を

発表できる場を無料で

提供しています。

図書
１回５冊まで。

貸出期間は２週間です。

▼「川柳作家時実新子は本当に
 悪女だったのか」

「デコ巻きずし教室」▲

託児室（有料・予約制）
生後６か月～就学前のお子さん

を３時間までお預かりします。

買い物などの際にもご利用いた

だけます。

講座・イベント等のさんかく岡山の施設情報はこちらから
http://www.city.okayama.jp/shimin/danjo/danjo_00050.html ▶ 

さんかくマルシェ講演会

子どもさんかくゼミ

●  この情報誌は、岡山市と市民公募の編集委員が協働で企画・編集しました。●

いらっしゃい さんかく岡山へ


