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片
働
き
シ
ス
テ
ム
の
ゆ
が
み
と

隠
さ
れ
て
き
た「
女
性
の
貧
困
」

給与階級別 給与所得者数構成比

男 女

200 万円以下 200 万円超～400 万円以下
600 万円超～800 万円以下400 万円超～  600 万円以下

1000 万円以上800 万円超～1000 万円以下
国税庁「民間給与実態統計調査」（平成 24 年）より作成

43.5％32.7％

30.1％

14.1％

6.4％
5.8％ 10.8％

38.5％

13.1％

1.0％ 0.8％3.1％

※ 貧困率：国民一人ひとりの所得（等価可処分所得）を順番に並べた時、中央の
値の半分に満たない人の割合。（OECD（経済協力開発機構）の指標に基づく「相
対的貧困率」）

困
は
か
つ
て
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ

な
ど
外
国
の
問
題
だ
と
思
わ
れ
が

ち
で
し
た
が
、
６
～
７
年
前
か
ら
日
本
に

も
あ
る
と
言
わ
れ
始
め
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
ひ
と
り
親
の
貧
困

率（
※
）は
、
す
で
に
何
十
年
も
50
％
を
上

回
っ
て
お
り
、
10
年
前
に
は
60
％
を
超
え
て

い
ま
し
た
。
不
安
定
な
日
雇
い
の
仕
事
を
し

て
い
る
労
働
者
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
そ

れ
で
も
多
く
の
方
は「
自
分
は
中
流
で
、
な

ん
と
か
暮
ら
し
て
い
け
る
」と
考
え
、「
問
題

は
な
い
」と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
年
、
非
正
規
労
働
者
が

増
え
、
多
く
の
問
題
が
表
面
化
し
て
き
ま

し
た
。

女
性
で
は
50
％
以
上
、
男
性
で

も
約
20
％
が
非
正
規
で
働
い
て
お

り
、
年
収
200
万
円
以
下
の
方
が
１
０
０
０

万
人
以
上
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

深
刻
な
状
況
の
背
景
に
あ
る
非
正
規
労

　
リ
ス
ト
ラ
や
就
職
難
、
非
正
規
雇
用
と
い
っ
た
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
不
安
定
な
社
会
情
勢
の
中
、

女
性
は
経
済
的
な
面
な
ど
で
と
て
も
生
き
づ
ら
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
困
難

は
長
い
間
見
過
ご
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
多
く
の
女
性
が
懸
命
に
生
き
る「
い
ま
」。
背
景
に
あ
る
社
会
の
仕
組
み
や
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
労

働
・
生
活
・
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
た
少
し
で
も
生
き
や
す
く
な
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
な
ど
を
、
主

に
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
を
対
象
と
し
た
支
援
活
動
を
さ
れ
て
い
る
赤あ

か

石い
し

千ち

衣え

子こ

さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
。

専
業
主
婦
に
な
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
府
・
西
東
京
市

の
調
査
で
若
い
年
代
の
専
業
主
婦
志
向
は

強
ま
っ
て
い
る
と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
。

「
い
ま
」

「
い
ま
」をを
生
き
ぬ
く
た
め

生
き
ぬ
く
た
め
のの
メ
ッ
セ
ー
ジ

メ
ッ
セ
ー
ジ

　
　
　
　
〜
非
正
規
と
貧
困
の
時
代
に
〜

〜
非
正
規
と
貧
困
の
時
代
に
〜

  

女
性
は
昔
か
ら
ず
っ
と

 

貧
困
を
抱
え
て
き
た

　

派
遣
村
が
あ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
た
の
は
、

「
妻
子
を
養
っ
て
働
く
は
ず
」と
思
わ
れ
て

い
た
男
性
の
不
安
定
な
職
と
住
居
の
実
態

が
明
ら
か
に
な
り
、
世
間
に「
男
性
が
こ
の

ま
ま
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
」と
い
う
シ
ョ
ッ

ク
を
与
え
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
が
、
女
性
は
昔
か
ら
ず
っ
と
貧

困
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
男
性
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
場
合
は
問
題
が
覆
い
隠
さ
れ
る

の
で
す
が
、
女
性
の
困
難
な
状
況
は
様
々

な
デ
ー
タ
が
示
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
賃

金
は
非
常
に
低
い
ま
ま
で
推
移
し
て
い
ま

す
し
、貧
困
率
は
ほ
ぼ
全
年
代
で
男
性
よ
り

も
高
い
数
値
で
す
図
１ 

。
非
正
規
雇
用
の

割
合
も
女
性
の
ほ
う
が
何
十
%
も
高
く

図
２
、
年
代
や
世
帯
別
で
は
母
子
世
帯
及

び
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
層
で
特
に
貧
困

が
深
刻
で
す
。

　

女
性
の
貧
困
は
あ
ま
り
問
題
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
は「
女
性
は

ど
う
せ
結
婚
す
る
か
ら
い
い
で
し
ょ
」と
い

う
考
え
が
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
男
性

に
扶
養
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
収
入
が
低
く

て
も
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
目
線
で
す
。
し

か
し
、
今
、
高
収
入
で
雇
用
が
安
定
し
て

い
る
男
性
は
少
数
で
す
。
希
望
し
て
も
、

背
景
に
は
お
そ
ら
く
仕
事
と
生
活
の
両
立

が
も
の
す
ご
く
大
変
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
現
実
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

日
本
は
高
度
経
済
成
長
期
に「
正
社
員

の
夫
、
専
業
主
婦（
補
助
的
な
パ
ー
ト
を
含

む
）、
２
人
の
子
ど
も
」と
い
う「
モ
デ
ル
世

帯
」を
設
定
し
、
税
金
や
年
金
、
そ
の
他
の

社
会
保
障
の
シ
ス
テ
ム
の
基
準
に
し
て
き
ま

し
た
。
政
策
的
に
夫
の
片
働
き
を
前
提
と

し
た
社
会
を
あ
え
て
作
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
男
性
が
外
で
働
き
、
女
性
が

扶
養
さ
れ
る
と
い
う
形
に
は
、
も
は
や
無

理
が
あ
り
ま
す
。

働
者
の
問
題
を
一
気
に
可
視
化
し
た
の
は
、

２
０
０
８
年
末
か
ら
の「
派
遣
村
」で
し
た
。

　

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
、
派
遣
切
り
に
遭

い
、
次
の
派
遣
先
も
以
前
の
よ
う
に
は
見

つ
か
ら
ず
、
住
む
寮
も
お
金
も
な
く
な
っ
た

方
な
ど
が
、「
派
遣
村
」に
500
人
以
上
押
し
寄

せ
、
貧
困
問
題
が
日
本
に
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
目
に
見
え
る
形
で

表
れ
た
の
で
す
。
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出典：内閣府「平成 23 年度版 男女共同参画白書」

図 1　男女別・年齢階層別相対的貧困率

（歳）
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も
っ
と
働
き
た
い
女
性
が
、

 

あ
ま
り
働
け
ず
に
い
る

　

か
つ
て
女
性
の
働
き
方
の
主
流
だ
っ
た

パ
ー
ト
は
、
企
業
に
と
っ
て
も
保
険
料
な

ど
の
面
で
便
利
な
補
助
的
労
働
力
で
し
た
。

で
も
今
、
補
助
的
で
は
な
い
働
き
方
を
望

む
女
性
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　

西
東
京
市
の
市
民
意
識
調
査
で
は
、
育

児
・
出
産
時
に
一
旦
仕
事
を
辞
め
て
そ
の

後
ま
た
働
く
と
い
う
中
断
再
就
職
型
ラ
イ

フ
コ
ー
ス
を
希
望
す
る
方
が
最
も
多
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
再
就
職
を

希
望
す
る
年
齢
は
実
感
と
し
て
明
ら
か
に

下
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
待
機
児
童
の

増
加
か
ら
も
読
み
取
れ
ま
す
が
、
早
く
働

か
な
け
れ
ば
夫
の
収
入
だ
け
で
は
家
計
が

維
持
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
起
き
て
い

る
の
で
す
。

　

専
業
主
婦
世
帯
は
二
分
化
し
て
い
る
と

言
わ
れ
ま
す
。
夫
の
年
収
が
高
く
、
専
業

主
婦
で
や
っ
て
い
け
る
層
と
、
仕
事
と
家
事

や
育
児
等
を
両
立
で
き
ず
、
希
望
通
り
に

働
け
な
い
層
で
す
。
低
賃
金
で
保
障
の
な
い

働
き
方
を
し
て
い
る
人
の
底
上
げ
を
全
体

的
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
問

題
は
改
善
し
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。　　
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図 2　非正規の職員・従業員の割合の推移

出典：総務省「労働力調査（詳細集計）」（平成 24年）
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貧

今

——
 

日
本
は
貧
困
を
抱
え
て
い
る
の
か
？——

●Prof i le
赤石千衣子  （あかいし ちえこ）　

非婚のシングルマザー。1980年代
児童扶養手当が削減されるときに
母子家庭のグループに出会う。現
在しんぐるまざあず・ふぉーらむ理
事長。当事者としてシングルマザー
の状況を変えようと活動してきた。
反貧困ネットワーク副代表。社会
的包摂サポートセンター運営委員。
元東日本大震災女性支援ネットワー
ク世話人。
編著に『母子家庭にカンパイ！』『シ
ングルマザーのあなたに　暮らし
を乗り切る53の方法』（いずれも現
代書館）、『災害支援に女性の視点
を！』（岩波ブックレット）ほかがある。
2012年10月～12月に放送された、 
NHKテレビドラマ「シングルマザー
ズ」で取材協力を行った。
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