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●市役所ロビーや公民館
などでさしあげています

な
が
ら
幸
せ
に
生
き
て
い
く
た
め
に

は
、
今
ま
で
の
意
識
を
変
え
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
、

だ
れ
か
の
生
き
に
く
さ
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
男
は
た
く

ま
し
く
、
女
は
や
さ
し
く
…
。
気
が
付

か
な
い
う
ち
に
、
性
別
で
生
き
方
や
性

格
、
行
動
を
決
め
つ
け
て
は
い
ま
せ
ん

か
。
そ
れ
は
、
そ
の
人
が
発
揮
で
き
る

個
性
や
能
力
を
奪
う
こ
と
に
も
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
男
、
女
で
は
な
く
て
、

一
人
の
人
間
と
し
て「
そ
の
人
ら
し
さ
」

に
目
を
向
け
る
こ
と
が
大
事
な
の
で

す
。男

女
雇
用
機
会
均
等
法
や
育
児
・
介

護
休
業
法
の
改
正
、
学
校
で
も
家
庭
科

を
男
女
一
緒
に
勉
強
す
る
な
ど
、
社
会

の
制
度
も
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

家
事
で
も
仕
事
で
も
男
女
を
問
わ

ず
、
や
り
た
い
人
が
や
り
た
い
こ
と
を

選
べ
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
な
か
な
か

難
し
い
の
も
現
実
で
す
。
ま
ず
は
自
分

の
家
庭
か
ら
見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

夫
婦
の
一
方
だ
け
の
負
担
が
大
き
く
な

い
か
、
家
族
の
一
人
だ
け
が
犠
牲
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
か
と
考
え
る
こ

と
が
、男
女
共
生
社
会
の
第
一
歩
で
す
。

夫
婦
や
家
庭
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
形
が

あ
り
ま
す
。
何
が
良
く
て
、
何
が
悪
い

と
い
う
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
男
性

と
女
性
が
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
尊
重
し

支
え
合
っ
て
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
力

を
発
揮
で
き
る
基
盤
を
少
し
ず
つ
つ
く

っ
て
い
く
こ
と
が
、
二
十
一
世
紀
の
大

き
な
課
題
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

市
で
は
、
男
女
共
生
社
会
の
実
現
に

向
け
て
、
市
民
参
加
型
の
男
女
フ
ォ
ー

ラ
ム
や
男
女
共
生
行
政
学
習
会
を
開
い

て
い
る
ほ
か
、
情
報
誌
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
も
発
行
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
か
ら

市
の
審
議
会
の
委
員
に
登
用
す
る
女
性

人
材
リ
ス
ト
の
作
成
に
も
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

ま
た
、
諮
問
機
関
で
あ
る「
秋
田
市

男
女
共
生
社
会
に
関
す
る
懇
話
会
」の

提
言
を
受
け
、
平
成
八
年
に
策
定
し
た

市
民
行
動
計
画「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
・
プ
ラ
ン
」を
見
直
し
、
十
三
年
度

に
ス
タ
ー
ト
す
る
新
し
い
プ
ラ
ン
を
策

定
中
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

男
女
共
生
政
策
室
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制度の整備も
すすんでいます

男女共同参画社会基本法

「男は仕事」｢女は家庭｣といった

性別からくる役割分担にとらわれ

ず、家庭、職場、地域、学校など

のあらゆる場面において、それぞ

れの個性と能力を発揮できる社会

をめざすための法律。①男女の人

権の尊重　②社会における制度ま

たは慣行についての配慮　③政策

等の立案および決定への共同参画

④家庭生活における活動と他の活

動の両立　⑤国際的協調

の５本柱をかかげています。そし

て、行政と国民が果たさなければ

ならない責任や義務も定めていま

す。平成11年６月施行。

男女雇用機会均等法

募集・採用、配置・昇進・教育

訓練、一定の福利厚生、定年・退

職・解雇について、女性というこ

とを理由に、男性と差別した扱い

をすることを禁止しています。ま

た、セクシュアルハラスメントに

ついては、事業主の配慮義務が課

されています。平成11年４月から

改正施行。

労働基準法

職場における男女の均等取り扱

いと、女性の職域を拡大する観点

から、男女雇用機会均等法の改正

とあわせて見直しました。女性労

働者のみを対象とした、時間外・

休日労働・深夜業の規制がなくな

りました。

育児・介護休業法

育児休業は、子どもを養育する労

働者が、子どもが満１歳になるまで

連続した期間とることができます。

介護休業は、要介護状態にある家族

を介護する労働者がとることがで

き、対象家族１人につき１回で、３

か月が限度。どちらも男女を問わず、

事業主に申し出ることにより取得で

きます。また、育児や介護している

労働者の深夜業を制限する措置も設

けられています。

男女共生行政学習会修了生のみなさんが移

動市役所に参加。除排雪や市バス運営につ

いて、するどい質問が出されました。

男女という性別に縛られな
い社会を築いていこうと、法
律や制度も整備されていま
す。

●
男
女
共
生
社
会

女
性
、
男
性
だ
け
で
な
く
、
高
齢

者
・
若
年
者
・
健
常
者
・
障
害
者
の
誰

も
が
お
互
い
の
個
性
・
人
権
を
認
め
合

い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
主
体
的
な
生
き
方
を

選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
こ
と
。

●
ジ
ェ
ン
ダ
ー

「
女
ら
し
く
」「
男
ら
し
く
」と
い
う
社

会
的
、
文
化
的
に「
作
り
上
げ
ら
れ
た
性

別
」の
こ
と
。

男女共生キーワード

家
事
で
も
仕
事
で
も

や
り
た
い
こ
と
を

市
も
男
女
共
生
の

お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
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