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︻
要
旨
︼

　
本
稿
で
は
、
女
性
の
大
卒
者
に
お
い
て
、
理
工
系
出
身
者
の
収
入
が
文
系
出
身
者
に
く
ら
べ
て
低
い
こ
と
を
問
題
と
し
、
専
攻
間
賃
金
格

差
が
ど
こ
で
生
じ
て
い
る
の
か
を
、
二
〇
〇
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
︵
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
︶
の
デ
ー
タ
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
ま

ず
、
労
働
行
列
︵Labor Q

ueue

︶
モ
デ
ル
に
よ
る
議
論
に
も
と
づ
い
て
、
理
工
系
出
身
の
女
性
は
人
的
資
本
に
マ
ッ
チ
し
た
専
門
職
に

つ
き
に
く
く
、
ま
た
そ
の
人
的
資
本
が
雇
用
者
に
よ
っ
て
特
殊
的
と
み
な
さ
れ
や
す
い
た
め
に
、
非
専
門
職
に
お
い
て
文
系
出
身
の
女
性
よ

り
も
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
る
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
そ
し
て
、
女
性
大
卒
者
サ
ン
プ
ル
の
賃
金
を
被
説
明
変
数
と
し
、
文
系
・
理

工
系
の
区
別
と
職
種
や
雇
用
形
態
な
ど
職
業
に
関
す
る
変
数
を
お
も
な
説
明
変
数
と
し
て
、H

eckm
an

の
二
段
階
推
定
に
よ
っ
て
分
析
を

お
こ
な
っ
た
。
分
析
結
果
は
仮
説
を
支
持
し
て
お
り
、︵
１
︶
理
工
系
と
文
系
の
賃
金
格
差
は
非
専
門
職
に
お
い
て
と
く
に
大
き
い
こ
と
、︵
２
︶

専
門
職
で
は
そ
の
格
差
は
縮
小
す
る
も
の
の
、
僅
か
な
格
差
が
残
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、︵
３
︶
失
業
回
数
が
賃
金
を
押
し
下
げ

る
効
果
は
理
工
系
に
お
い
て
と
く
に
強
い
こ
と
、
お
よ
び
、︵
４
︶
人
的
資
本
に
関
わ
ら
な
い
変
数
は
文
系
と
理
工
系
の
格
差
を
説
明
し
な

い
こ
と
、
に
よ
っ
て
労
働
行
列
モ
デ
ル
の
前
提
と
な
る
人
的
資
本
論
の
妥
当
性
を
確
認
し
た
。
以
上
の
結
果
か
ら
、
雇
用
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格

差
が
あ
る
と
い
う
文
系
・
理
工
系
共
通
の
要
因
と
、
男
性
が
相
対
的
に
多
い
と
い
う
理
工
系
の
要
因
に
よ
っ
て
、
人
的
資
本
に
マ
ッ
チ
し
た

専
門
職
に
つ
け
な
い
女
性
が
多
く
︵
ま
た
、
専
門
職
に
つ
い
て
も
男
性
と
の
賃
金
差
が
大
き
く
︶、
結
果
と
し
て
非
専
門
職
に
つ
い
た
場
合

に
は
、
文
系
出
身
者
の
一
般
的
人
的
資
本
と
の
競
合
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
工
系
女
性
が
大
き
な
損
失
を
被
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
、
と
論
じ
た
。

︻
キ
ー
ワ
ー
ド
︼
女
性
と
理
工
系
専
攻
、
性
別
専
攻
分
離
、
労
働
行
列

大
卒
女
性
に
お
け
る
専
攻
間
賃
金
格
差
の
分
析

―
―
理
工
系
出
身
女
性
の
賃
金
抑
制
要
因
に
注
目
し
て
―
―

山
本 
耕
平

安
井 

大
輔
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１　

研
究
の
背
景
と
問
題

　
女
性
の
進
学
率
や
労
働
市
場
参
加
率
が
上
昇
す
る
一
方
で
、
い
ま
だ

賃
金
や
職
階
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
学
問

的
に
も
政
策
的
に
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
︵England 2005; 

川
口 

二
〇
〇
八
︶。
こ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
を
象
徴
す
る
現
象
と
し
て

多
く
の
先
進
国
で
観
察
さ
れ
る
の
が
、
性
別
職
域
分
離
で
あ
る

︵Charles and G
rusky 2004; 

真
鍋 

一
九
九
八; Reskin and Ross 

1990

︶。
性
別
職
域
分
離
と
は
、
同
一
の
職
業
に
お
け
る
地
位
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
差
を
指
す
垂
直
的
分
離
と
、
就
職
す
る
職
種
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差

を
指
す
水
平
的
分
離
と
の
総
称
で
あ
り①
、
社
会
経
済
的
地
位
の
低
い
職

や
昇
進
の
機
会
が
乏
し
い
仕
事
な
ど
に
女
性
が
つ
く
こ
と
で
、
賃
金
や

権
力
な
ど
の
不
平
等
な
分
配
が
帰
結
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
性
別
職
域
分
離
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い

る
の
が
、
高
等
教
育
に
お
け
る
専
攻
分
野
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
︵
性
別
専

攻
分
離
︶
で
あ
る
︵Cech 2013a; Charles and Bradley 2002; 

Joy 2006

︶。
工
学
部
を
始
め
と
す
る
理
系
の
専
攻
に
は
男
性
が
多
く
、

人
文
系
な
ど
文
系
の
専
攻
に
は
女
性
が
多
い
、
と
い
う
男
女
比
の
偏
り

は
多
く
の
先
進
国
で
共
通
し
て
い
る
︵Barone 2011; 

木
村 

二
〇
〇
二
︶。
こ
う
し
た
性
別
専
攻
分
離
と
性
別
職
域
分
離
と
が
ど
う

関
連
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
女
性
の
比
率
が
高
い

専
攻
の
出
身
者
は
賃
金
︵Arcidiacono 2004; O

chsenfeld 2014

︶

や
従
業
上
の
地
位
︵
高
松 

二
〇
〇
八
︶
に
お
い
て
不
利
な
立
場
に
立
た

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
理

系
学
部
に
進
学
す
る
女
性
を
増
や
し
、
理
系
の
人
的
資
本
を
持
つ
女
性

を
増
や
す
こ
と
が
政
策
と
し
て
も
重
要
視
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
る
と
、
専
攻
分
離
か
ら
職
域
分
離

へ
と
い
う
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ッ
ク
﹂︵
尾
嶋
・
近
藤 

二
〇
〇
〇
︶
に

関
す
る
知
見
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ッ
ク

か
ら
外
れ
る
こ
と
―
―
女
性
が
理
系
を
専
攻
す
る
こ
と
―
―
の
帰
結
に

つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
分
析
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
問
題
が
指
摘
で
き

る
。
理
系
進
学
を
希
望
す
る
女
性
が
少
な
い
の
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
適
合
し
た
専
攻
を
選
び
や
す
い
か
ら
な
の
か
、
将
来

的
に
理
系
の
人
的
資
本
を
活
か
す
見
込
み
が
な
い
か
ら
な
の
か
、
と
い

う
議
論
は
現
在
も
継
続
中
だ
が
、
理
系
女
性
に
は
ど
の
よ
う
な
将
来
が

あ
り
得
る
の
か
が
不
透
明
な
ま
ま
で
は
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
修
正
す

る
こ
と
も
、
人
的
資
本
を
活
か
す
見
込
み
を
立
て
る
こ
と
も
や
り
よ
う

が
な
い
。
い
わ
ゆ
る
﹁
リ
ケ
ジ
ョ
﹂
言
説
の
な
か
で
は
、
理
系
の
人
的

資
本
を
活
か
す
女
性
の
姿
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
理
系
女
性

の
ご
く
一
部
で
し
か
な
く
、﹁
憧
れ
の
的
に
な
る
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
を

定
性
的
な
参
考
事
例
と
し
て
挙
げ
た
と
し
て
も
定
量
的
な
事
実
が
つ
い

て
こ
な
け
れ
ば
説
得
力
は
弱
い
﹂︵
三
浦 

二
〇
〇
九：

五
四
︶。
ま
た
、

定
量
的
な
分
析
を
抜
き
に
成
功
事
例
を
一
般
化
し
て
し
ま
え
ば
、
問
題

は
よ
り
深
刻
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
理
系
の
専
門
的
な
知
識
や
ス
キ

ル
は
希
少
で
あ
り
、
理
系
出
身
者
は
そ
の
希
少
性
に
見
合
っ
た
賃
金
を
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得
ら
れ
る
と
期
待
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
そ
う
で
あ
る
と
い
う
見
解
も

あ

る
︵Arcidiacono 2004; Beede et al. 2011; 

浦

坂

ほ

か 
二
〇
一
一
︶
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
人
的
資
本
に
マ
ッ
チ
し
た

職
が
十
分
に
存
在
す
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
職
の
内
部
で
労
働
者
に
均

等
な
処
遇
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
仮
定
が
満
た
さ
れ
て
初

め
て
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
労
働
市
場
の
現
状
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
仮
定
は
疑
わ
し
い
。
実
際
、
山
本
耕
平
ほ
か
︵
二
〇
一
五
︶
は
、

二
〇
〇
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
︵
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
︶
の
デ

ー
タ
か
ら
、男
性
で
は
文
系
出
身
者
と
理
工
系
︵
医
学
系
を
除
く
理
系
︶

出
身
者
に
年
収
の
差
が
な
い
の
に
た
い
し
、
女
性
で
は
文
系
に
比
べ
て

理
工
系②
の
年
収
が
顕
著
に
低
い
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
述
の
山
本
ほ
か
︵
二
〇
一
五
︶
の
分
析
結
果

を
受
け
て
、
理
工
系
女
性
の
賃
金
抑
制
要
因
を
、
文
系
女
性
と
の
比
較

を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　
な
お
、
文
系
と
理
工
系
と
い
う
大
ざ
っ
ぱ
な
区
分
に
よ
っ
て
専
攻
間

比
較
を
行
な
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
。
専
攻
を
ど
う

分
類
す
る
か
は
研
究
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
た
と
え
ば
日
本
で
は
、

高
松
︵
二
〇
〇
八：

八
〇
︶
が
日
本
で
は
一
般
的
と
い
う
理
由
で
人
文
・

社
会
・
理
系
の
三
分
類
を
用
い
て
い
る
が
、
学
卒
時
と
現
在
の
キ
ャ
リ

ア
意
識
の
関
連
を
分
析
し
た
大
沢
真
知
子
と
馬
欣
欣
︵
二
〇
一
五
︶
は
、

人
文
・
社
会
・
理
工
・
医
療
薬
学
・
福
祉
・
そ
の
他
と
い
う
六
分
類
を

用
い
て
い
る
︵
理
由
は
述
べ
て
い
な
い
︶。
海
外
で
は
、
獲
得
さ
れ
る

人
的
資
本
に
よ
っ
て
文
化
・
対
人
・
経
済
・
技
術
の
四
分
類
を
構
成
す

る
例
も
あ
る
︵van de W

erfhorst 2002

︶。
類
似
し
た
分
類
と
し
て
、

﹁
人
文
・
科
学
﹂
と
﹁
ケ
ア
・
技
術
﹂
と
い
う
二
軸
で
四
分
類
を
構
成

す
る
例
も
あ
る
︵Barone 2011

︶。
他
に
も
、イ
タ
リ
ア
の
研
究
で
は
、

人
文
学
と
科
学
を
両
端
に
と
り
、
実
務
志
向
の
専
攻
と
し
て
経
済
学
や

医
学
を
中
間
に
位
置
づ
け
る
、
と
い
う
三
分
類
を
使
う
例
も
あ
る

︵Argentin 2010

︶。
こ
れ
は
、
イ
タ
リ
ア
の
労
働
市
場
に
お
い
て
各

専
攻
の
学
位
が
持
つ
重
要
性
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
渡
し

て
言
え
る
こ
と
は
、
専
攻
の
適
切
な
分
類
は
研
究
の
目
的
や
対
象
の
性

質
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の
場
合
、
女
性
を
増

や
す
こ
と
が
課
題
と
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
そ
の
キ
ャ
リ
ア
が
不
透

明
な
専
攻
の
出
身
者
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、そ
の
よ
う
な
文
脈
で
は
、

本
稿
で
い
う
理
工
系
が
そ
れ
以
上
細
分
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め

③
、
理
工
系
と
文
系
と
い
う
区
別
を
用
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。

２　

先
行
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー
と
仮
説
の
提
示

２
・
１
　
人
的
資
本
の
有
用
性
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
差

　
前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
山
本
ほ
か
︵
二
〇
一
五
︶
は
二
〇
〇
五

年
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
の
デ
ー
タ
か
ら
大
卒
者
の
分
析
を
行
な
い
、
男
性
で
は

文
系
と
理
工
系④
と
の
間
に
年
収
の
差
が
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
女

性
で
は
年
齢
・
職
階
・
雇
用
形
態
・
企
業
規
模
を
統
制
し
て
も
理
工
系

の
年
収
が
文
系
の
そ
れ
を
下
回
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
男
女
賃

金
格
差
は
文
系
に
も
理
工
系
に
も
存
在
す
る
が
、
理
工
系
女
性
の
収
入
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が
顕
著
に
低
い
た
め
、
女
性
の
間
で
見
て
も
文
系
と
理
工
系
の
間
で
格

差
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
傾
向
を
示
唆
す
る
研
究
と
し
て
、
高
等
教
育
に
お
い
て
獲

得
さ
れ
る
人
的
資
本
を
活
用
で
き
る
か
ど
う
か
に
は
グ
ル
ー
プ
差
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
一
連
の
研
究
が
あ
る
。M

. K
alm

ijn

と

T. van der Lippe
︵1997: 12

︶
は
、専
攻
を
四
つ
の
人
的
資
本
︵
文

化
・
経
済
・
対
人
・
技
術
︶
へ
の
投
資
と
捉
え
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る

家
計
調
査
デ
ー
タ
の
分
析
か
ら
各
々
の
投
資
へ
の
見
返
り
を
比
較
し

た
。
そ
の
結
果
、
男
性
の
場
合
は
、
見
返
り
が
大
き
い
も
の
か
ら
順
に

経
済
・
技
術
・
文
化
・
対
人
、
女
性
の
場
合
は
経
済
・
対
人
・
文
化
・

技
術
と
な
り
、
二
位
以
降
の
順
序
が
逆
転
し
て
い
た
。
女
性
は
文
系
的

な
資
本
に
投
資
し
た
ほ
う
が
、賃
金
へ
の
見
返
り
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
大
卒
者
全
国
調
査
の
分
析
か
ら
、
女
性
は
教
育
や

社
会
福
祉
を
専
攻
す
る
と
専
攻
と
関
連
の
あ
る
職
に
つ
き
や
す
い
が
、

農
学
や
工
学
、
数
学
な
ど
を
専
攻
す
る
と
、
男
性
と
は
逆
に
専
攻
と
関

連
の
あ
る
職
に
つ
き
に
く
い
、
と
い
う
結
果
が
示
さ
れ
て
も
い
る

︵Shaum
an 2009: 551- 2

︶⑤
。
専
攻
に
近
い
職
に
つ
け
ば
必
ず
賃

金
が
高
く
な
る
と
は
言
え
な
い
が
、
職
業
に
近
い
専
攻
の
出
身
で
あ
る

こ
と
が
訓
練
可
能
性
を
高
め
、
賃
金
を
上
昇
さ
せ
る
と
考
え
る
こ
と
に

無
理
は
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
理
工
系
女
性
が
文
系
女
性
よ
り
も
低
賃
金
に
な

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
人
的
資
本
へ
の
見
返
り
の

差
が
な
ぜ
生
じ
る
の
か
は
議
論
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
次
節
以
降
で
、

そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
、
本
稿
で
検
証
す
る
仮
説
を
提
示
す
る
。

２
・
２
　
労
働
行
列
モ
デ
ル
と
人
的
資
本
の
競
合

　
理
工
系
女
性
が
人
的
資
本
を
活
か
す
機
会
に
恵
ま
れ
に
く
く
、
人
的

資
本
へ
の
見
返
り
が
文
系
女
性
に
比
べ
て
小
さ
く
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
、
労
働
行
列
︵Labor Q

ueue

︶
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
検
討
す
る
。

　
労
働
行
列
モ
デ
ル
は
、B. F. R

eskin

とP. A. Ross

︵1990

︶

が
性
別
職
域
分
離
の
分
析
枠
組
と
し
て
用
い
た
も
の
で
、
そ
れ
以
降
、

性
別
や
人
種
に
よ
る
賃
金
格
差
を
説
明
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
他
の
研
究

者
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
︵Fernandez and M

ors 2008; Penner 
2008; 

脇
坂 

一
九
九
八
︶。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
被
雇
用
者
が
自
ら
の
望

む
職
に
対
し
て
雇
用
を
求
め
て
行
列
を
作
り
、
雇
用
者
が
自
身
の
選
好

に
も
と
づ
い
て
被
雇
用
者
を
ラ
ン
ク
付
け
す
る
。
あ
る
職
を
望
む
被
雇

用
者
が
過
多
で
あ
れ
ば
、
雇
用
者
に
よ
る
ラ
ン
ク
付
け
に
お
い
て
下
位

に
位
置
づ
け
ら
れ
た
被
雇
用
者
は
望
む
職
を
得
ら
れ
な
い
。
こ
の
ラ
ン

ク
付
け
に
お
い
て
不
平
等
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
被
雇
用
者
に
つ
い
て
い
く
つ
か
仮
定
を
置
く
。
文
系
・
理
工

系
出
身
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
対
応
し
た
分
野
特
殊
的
人
的
資
本

︵van de W
erfhorst 2002

︶
を
持
つ
と
す
る
。
人
的
資
本
の
獲
得
に

ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
理
由
は
な
い
の
で
、
同
一
分
野

内
で
は
人
的
資
本
の
量
に
男
女
差
は
な
い
も
の
と
し
よ
う
。
文
系
も
理

工
系
も
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
職
行
列
で
競
争
し⑥
、
そ
の
後
、
文
系
と

理
工
系
が
と
も
に
非
専
門
職
行
列
で
競
争
す
る
と
す
る
。
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次
に
、
雇
用
者
の
選
好
に
つ
い
て
の
仮
定
を
述
べ
る
。
被
雇
用
者
の

人
的
資
本
は
出
身
の
専
攻
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
だ
が
、
雇
用
者
か

ら
見
る
と
、
文
系
の
人
的
資
本
の
ほ
う
が
よ
り
一
般
的
で
あ
り
、
理
工

系
の
人
的
資
本
の
ほ
う
が
特
殊
的
だ
と
み
な
さ
れ
る
と
す
る
。こ
れ
は
、

文
系
で
比
較
的
専
門
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
法
律
や
経
済
に
関
わ
る
人

的
資
本
で
あ
っ
て
も
、
企
業
の
基
幹
的
な
業
務
に
関
わ
る
の
で
、
雇
用

者
か
ら
す
れ
ば
相
対
的
に
一
般
的
と
見
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め

で
あ
る⑦
。
人
的
資
本
を
ど
の
程
度
一
般
的
と
み
な
す
か
は
実
際
に
は
程

度
の
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
簡
単
の
た
め
、
雇
用
者
は
文
系
の
人
的

資
本
を
﹁
一
般
的
﹂、
理
工
系
の
そ
れ
を
﹁
特
殊
的
﹂
と
区
別
す
る
と

し
よ
う
。
そ
し
て
、
事
務

職
な
ど
の
非
専
門
職
に
お

い
て
は
︵
雇
用
者
か
ら
見

て
︶
一
般
的
な
人
的
資
本

を
持
つ
者
を
採
用
に
お
い

て
優
遇
す
る
と
す
る
。
こ

れ
は
、
少
な
く
と
も
日
本

の
場
合
、
職
務
を
限
定
せ

ず
に
従
業
員
を
雇
用
す
る

こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
人
的
資
本
が

同
程
度
な
ら
女
性
よ
り
も

男
性
が
行
列
の
前
に
並
ぶ

と
仮
定
す
る
。
こ
れ
の
要
因
と
し
て
は
、
雇
用
者
側
の
統
計
的
差
別
に

よ
っ
て
男
性
が
選
好
さ
れ
て
い
る
可
能
性⑧
と
、
女
性
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
内
面
化
す
る
こ
と
で
男
性
と
対
等
に
競
争
す
る
こ

と
を
避
け
、
自
ら
行
列
の
下
位
に
並
ん
で
い
る
、
と
い
う
自
己
選
抜

︵self-selection

︶
の
可
能
性⑨
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
要
因

に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
経
験
的
な
証
拠
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
両
方

が
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
か
ら
次
の
二
点
が
帰
結
す
る
︵
図
１
に
、
理
工
系
の
専
門
職
行

列
と
、
非
専
門
職
行
列
の
み
図
示
し
た
︶。

⑴
理
工
系
女
性
の
一
部
は
専
門
職
に
つ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
非
専
門
職

の
行
列
の
最
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
た
め
、
非
専
門
職
に
お
い
て

文
系
女
性
よ
り
も
不
利
に
な
る
。

⑵
専
門
職
に
つ
い
た
女
性
は
、
専
門
職
の
男
性
よ
り
も
下
位
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
。

２
・
３
　
仮
説

　
前
節
で
論
じ
た
労
働
行
列
モ
デ
ル
を
ベ
ー
ス
に
、
本
稿
で
検
討
す
る

仮
説
を
提
示
す
る
。
ま
ず
、
労
働
行
列
モ
デ
ル
か
ら
直
接
的
に
導
か
れ

る
仮
説
を
述
べ
た
後
、
労
働
行
列
モ
デ
ル
自
体
の
妥
当
性
を
検
討
す
る

た
め
の
仮
説
も
提
示
す
る
。

　
労
働
行
列
モ
デ
ル
か
ら
直
接
的
に
導
か
れ
る
仮
説
と
し
て
、
前
節
の

帰
結
１
よ
り
、非
専
門
職
に
お
け
る
専
攻
間
賃
金
格
差
が
予
測
さ
れ
る
。

仮
説
１：

非
専
門
職
に
お
い
て
、
理
工
系
女
性
は
文
系
女
性
よ
り
低

M F専門職
の行列 M M M F F F

M F非専門職
の行列 M M F FF

特殊的人的資本

一般的人的資本

雇用

図 1　労働行列モデル
※ M は男性、F は女性
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賃
金
に
な
る
。

　
専
門
職
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
労
働
行
列
モ
デ
ル
か
ら
考
え
る
と
、

異
な
る
人
的
資
本
を
持
つ
文
系
と
理
工
系
が
競
合
す
る
こ
と
が
な
く
、

文
系
専
門
職
内
で
も
理
工
系
専
門
職
内
で
も
女
性
は
相
対
的
に
下
位
に

置
か
れ
る
た
め⑩
、
賃
金
の
格
差
は
生
じ
な
い
、
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
文
系
は
女
性
の
比
率
が
高
い
た
め
、
同
じ
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ

ー
格
差
が
あ
る
と
し
て
も
、
文
系
女
性
は
理
工
系
女
性
に
比
べ
れ
ば
行

列
の
上
位
を
占
め
る
︵
図
２
︶。
そ
こ
で
、
専
門
職
内
に
お
け
る
専
攻

間
賃
金
格
差
は
次
の
よ
う
に
予
測
さ
れ
る
。

仮
説
２：

非
専
門
職
に
比
べ
て
、
専
門
職
で
は
文
系
と
理
工
系
の
賃

金
差
は
縮
ま
る
が
、
専
門
職
で
も
理
工

系
の
ほ
う
が
文
系
よ
り
も
賃
金
が
低
い
。

　
次
に
、
労
働
行
列
モ
デ
ル
自
体
の
妥
当

性
を
検
討
す
る
た
め
の
仮
説
に
つ
い
て
述

べ
る
。
本
稿
の
モ
デ
ル
は
、
専
攻
に
よ
っ

て
獲
得
さ
れ
る
人
的
資
本
の
違
い
が
賃
金

格
差
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
前
提
を
置
い

て
い
る
が
、
仮
説
１
と
２
を
用
い
て
こ
の

前
提
自
体
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
こ
で
、
人
的
資
本
論
に
よ
る
専
攻

間
賃
金
格
差
の
説
明
と
、
そ
れ
に
対
抗
す

る
説
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
モ
デ
ル
の
妥

当
性
を
主
張
し
た
い
。
人
的
資
本
論
に
よ

れ
ば
、
女
性
は
出
産
等
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
の
中
断
を
見
越
し
て
、
他
の

職
に
も
移
動
可
能
な
一
般
的
人
的
資
本
を
獲
得
し
や
す
い
た
め
、
文
系

を
選
択
す
る
傾
向
が
あ
る
︵Polachek 1981

︶。
言
い
換
え
れ
ば
、
理

工
系
を
専
攻
し
て
特
殊
的
人
的
資
本
を
得
る
こ
と
は
女
性
に
と
っ
て
リ

ス
キ
ー
な
選
択
で
あ
る⑪
。
よ
っ
て
、
人
的
資
本
論
が
正
し
け
れ
ば
、
失

業
を
経
験
す
る
こ
と
の
賃
金
抑
制
効
果
が
文
系
女
性
よ
り
も
大
き
く
な

る
は
ず
で
あ
る
。

仮
説
３：

失
業
経
験
が
賃
金
を
下
げ
る
効
果
が
、
文
系
に
比
べ
て
理

工
系
で
強
い
。

　
一
方
、
人
的
資
本
論
に
疑
義
を
呈
す
る
の
が
価
値
切
下
げ

︵devaluation

︶
説
で
あ
り
︵B

obbitt-Zeher 2007

︶、
賃
金
格
差

は
人
的
資
本
の
違
い
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
女
性
比
率
の
高
い
職
業
が

社
会
的
に
低
く
評
価
さ
れ
る
た
め
に
生
じ
る
と
す
る
。
こ
の
説
に
よ
れ

ば
、専
攻
間
賃
金
格
差
は
職
業
の
女
性
比
率
を
媒
介
し
て
生
じ
て
い
る
、

と
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
中
井
美
樹
︵
二
〇
〇
九
︶
に
よ
る

二
〇
〇
五
年
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
デ
ー
タ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
女
性
の
場
合
に

は
、
女
性
比
率
九
〇
％
以
上
の
職
業
に
つ
い
て
い
る
ほ
う
が
、
男
女
比

が
均
等
な
職
業
に
つ
い
て
い
る
場
合
よ
り
も
管
理
的
位
置
へ
の
接
近
機

会
が
増
す
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
、
価
値
切
下
げ
説
が
ス

ト
レ
ー
ト
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
価
値
切
下
げ
説
を
支

持
す
る
研
究
に
対
し
て
は
人
的
資
本
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
い
と
い

う
批
判
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︵G

erber and Cheung 2008

︶、

こ
の
説
に
よ
っ
て
文
系
と
理
工
系
の
賃
金
格
差
は
説
明
さ
れ
な
い
と
予

M M理工系
専門職 M M M F F F

文系
専門職

雇用

M FM M F F F F

図 2　専門職行列の男女比
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測
さ
れ
る
。

仮
説
４：

女
性
に
お
け
る
理
工
系
の
賃
金
抑
制
効
果
は
、
職
業
の
女

性
比
率
を
媒
介
せ
ず
に

0

0

0

0

0

賃
金
に
影
響
し
て
い
る
。

３　

分
析
枠
組
、
デ
ー
タ
、
変
数

３
・
１
　
分
析
枠
組

　
デ
ー
タ
の
概
要
を
述
べ
る
に
先
立
っ
て
、
本
稿
の
分
析
モ
デ
ル
に
つ

い
て
説
明
す
る
。
山
本
ほ
か
︵
二
〇
一
五
︶
は
年
収
の
対
数
値
を
被
説

明
変
数
と
し
てO

LS

に
よ
っ
て
回
帰
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
よ
り
正
確
な
推
定
を
行
な
う
た
め
、
被
説
明
変
数
の
年
収
を
時

給
換
算
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
異
な
る
分
析
枠
組
を
用
い
る
。
個
人
年

収
が
あ
る
者
だ
け
を
サ
ン
プ
ル
に
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
セ
レ
ク
シ
ョ

ン
・
バ
イ
ア
ス
が
生
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
あ
る
個
人
に
と
っ
て
の
市
場
賃
金
が
留
保
賃
金
を
上
回
る
と
き

に
そ
の
個
人
は
労
働
市
場
に
参
加
す
る
、
と
労
働
経
済
学
的
に
想
定
す

る
な
ら
ば
、
あ
る
個
人
に
現
在
収
入
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
個

人
の
市
場
賃
金
を
ゼ
ロ
と
み
な
す
こ
と
は
分
析
結
果
を
歪
め
る
。
そ
こ

で
、
こ
う
し
た
選
択
バ
イ
ア
ス
の
補
正
を
含
め
た
推
定
方
法
が
い
く
つ

か
考
案
さ
れ
て
い
る
︵
筒
井
ほ
か 

二
〇
一
一：

七
章
︶。
こ
こ
で
は
、
そ

の
な
か
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
るH

eckm
an

の
二
段
階
推
定
を
行

な
う⑫
。
こ
れ
は
、
第
一
段
階
と
し
て
職
業
の
有
無
を
被
説
明
変
数
と
す

る
プ
ロ
ビ
ッ
ト
分
析
を
行
な
っ
た
上
で
、
そ
の
結
果
を
加
味
し
て
第
二

段
階
と
し
て
賃
金
の
回
帰
分
析
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

３
・
２
　
デ
ー
タ
と
変
数

　
本
稿
で
用
い
る
デ
ー
タ
は
、
二
〇
〇
五
年
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
の
デ
ー
タ
で

あ
る
。
同
調
査
は
、
二
〇
〇
五
年
九
月
三
〇
日
時
点
で
全
国
に
居
住
し

て
い
た
満
二
〇
～
六
九
歳
の
男
女
か
ら
層
化
二
段
無
作
為
抽
出
に
よ
り

選
出
さ
れ
た
一
万
四
一
四
〇
人
を
対
象
と
し
、
五
七
四
二
人
か
ら
回
答

を
得
て
い
る
︵
有
効
回
収
率
四
四
％
︶。
こ
こ
か
ら
、
過
去
に
短
大
・

大
学
・
大
学
院
の
い
ず
れ
か
に
通
っ
た
こ
と
が
あ
る⑬
女
性
か
ら
保
健
系

︵
医
学
・
薬
学
・
歯
学
・
看
護
学
︶
出
身
者
を
除
い
た
サ
ン
プ
ル
を
作

成
し
、
リ
ス
ト
ワ
イ
ズ
除
去
に
よ
っ
て
欠
損
値
を
処
理
し
た
。
二
段
階

推
定
の
第
一
段
階
で
は
現
在
職
業
が
あ
る
者
と
な
い
者
を
統
合
し

︵N
= 516

︶、
第
二
段
階
で
は
職
業
が
あ
る
者
の
み
に
つ
い
て
分
析
す

る
︵N

= 344

︶。

　
第
一
段
階
で
は
、
対
象
者
が
有
職
で
あ
る
か
ど
う
か
を
被
説
明
変
数

と
し
、
説
明
変
数
に
は
、
と
く
に
女
性
に
お
い
て
労
働
市
場
か
ら
の
退

出
に
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
配
偶
者
と
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
関
す

る
変
数
を
加
え
る
︵
中
井 

二
〇
〇
九
︶。
具
体
的
に
は
未
婚
・
管
理
職

も
し
く
は
専
門
職
の
配
偶
者
が
い
る
・
そ
れ
以
外
の
配
偶
者
が
い
る
、

と
い
う
婚
姻
状
況
お
よ
び
配
偶
者
の
属
性
を
表
す
変
数
︵
管
理
・
専
門

以
外
の
配
偶
者
あ
り
、
が
基
準
カ
テ
ゴ
リ
︶⑭
と
、
六
歳
未
満
の
末
子
が

い
る
か
ど
う
か
の
ダ
ミ
ー
変
数
で
あ
る
。
ま
た
、
初
職
に
よ
っ
て
労
働

市
場
か
ら
の
退
出
の
確
率
に
違
い
が
あ
る
か
も
確
認
し
た
い
の
で
、
初
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職
の
変
数
も
投
入
す
る
。
職
業
は
、
高
松
︵
二
〇
〇
八
︶
に
な
ら
い
、

Ｓ
Ｓ
Ｍ
八
分
類
を
専
門
・
事
務
︵
管
理
と
事
務
︶・
販
売
・
マ
ニ
ュ
ア

ル
の
四
つ
に
再
分
類
し
た
。
販
売
を
基
準
カ
テ
ゴ
リ
と
す
る
。
も
う
少

し
細
か
い
分
類
を
用
い
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
サ
ン
プ
ル
サ
イ
ズ

が
小
さ
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
分
類
を
用
い
て
い
る
。

　
第
二
段
階
で
は
、
日
あ
た
り
・
週
あ
た
り
の
労
働
時
間
に
も
と
づ
い

て
時
給
換
算
し
た
年
収
の
対
数
値
を
被
説
明
変
数
と
す
る
。
説
明
変
数

の
文
系
・
理
工
系
の
区
別
は
、
文
部
科
学
省
学
校
基
本
調
査
の
学
科
系

統
分
類
に
も
と
づ
い
て
出
身
学
部
を
人
文
・
社
会
・
理
学
・
工
学
・
農

学
・
家
政
・
芸
術
・
そ
の
他
に
分
類
し
、
理
学
・
工
学
・
農
学
を
理
工

系
、
そ
れ
以
外
を
文
系
と
し
た⑮
。
文
系
を
基
準
カ
テ
ゴ
リ
と
す
る
。

　
現
職
の
職
業
に
つ
い
て
は
、
初
職
と
同
様
に
専
門
・
管
理
事
務
・
販

売
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
四
分
類
を
用
い
る
。
さ
ら
に
現
職
に
関
す
る
統
制

変
数
と
し
て
、
雇
用
形
態
︵
正
規
・
非
正
規
・
自
営
、
基
準
カ
テ
ゴ
リ

は
非
正
規
︶、
職
階
︵
役
職
な
し
・
課
長
以
下
の
中
間
管
理
職
・
部
長

以
上
の
管
理
職
、
基
準
カ
テ
ゴ
リ
は
役
職
な
し
︶、
企
業
規
模
︵
一
～

二
九
人
の
小
規
模
・
三
〇
人
～
九
九
九
人
の
中
規
模
・
一
〇
〇
〇
人
以

上
の
大
規
模
、基
準
カ
テ
ゴ
リ
は
小
規
模
︶⑯
を
投
入
す
る
。
年
齢
︵
一
〇

で
除
す
︶
お
よ
び
年
齢
の
二
乗
項
と
大
都
市
圏
ダ
ミ
ー⑰
も
含
め
る
。

　
さ
ら
に
、
仮
説
検
証
の
た
め
に
、
失
業
回
数
と
職
業
の
女
性
比
率
を

投
入
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
七
年
国
勢
調
査
の
抽
出
詳
細

集
計
︵
総
務
省
統
計
局 

二
〇
〇
五
︶
か
ら
職
業
の
女
性
比
率
を
求
め
、

Ｓ
Ｓ
Ｍ
職
業
分
類
と
対
応
さ
せ
、
中
井
︵
二
〇
〇
九
︶
に
な
ら
っ
て
、
女

1545 (1191.5) 980.5 (721.1)
41 (11.4) 37 (11.6) 108 (34.8%) 11 (32.4%)

99 (31.9%) 11 (32.4%)
310 (67.1%) 34 (63.0%) 103 (33.2%) 12 (35.3%)
152 (32.9%) 20 (37.0%)

162 (52.3%) 16 (47.1%)
157 (34.0%) 17 (31.5%) 119 (38.4%) 14 (41.2%)
226 (48.9%) 28 (51.9%) 29 (9.4%) 4 (11.8%)

52 (11.3%) 5 (9.3%)
27 (5.8%) 4 (7.4%) 271 (87.4%) 32 (94.1%)

22 (7.1%) 1 (2.9%)
145 (31.4%) 24 (44.4%) 17 (5.5%) 1 (2.9%)
116 (25.1%) 10 (18.5%) 130 (41.9%) 15 (44.1%)
201 (43.5%) 20 (37.0%) 0.57 (0.84) 0.74 (1.19)
100 (21.6%) 17 (31.2%)

18 (5.8%) 5 (14.7%)
108 (34.8%) 12 (35.3%) 198 (63.9%) 22 (64.7%)
136 (43.9%) 12 (35.3%) 55 (17.7%) 3 (8.8%)

36 (11.6%) 6 (17.6%) 39 (12.6%) 4 (11.8%)
30 (9.7%) 4 (11.8%)

(

表 1　変数の平均値と度数分布
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性
比
率
三
〇
％
未
満
の
男
性
職
、
三
〇
～
七
〇
％
の
統
合
職
、
七
〇
～

九
〇
％
の
女
性
的
職
、
九
〇
％
以
上
の
女
性
職
に
分
類
し
た
︵
基
準
カ

テ
ゴ
リ
は
統
合
職
︶。各
変
数
の
平
均
値
や
度
数
分
布
は
表
１
に
示
し
た
。

４　

分
析
結
果

４
・
１
　
文
理
の
賃
金
格
差
と

労
働
市
場
へ
の
参
入

　
ま
ず
は
山
本
ほ
か
︵
二
〇
一
五
︶
で

指
摘
さ
れ
た
、
理
工
系
女
性
の
年
収

の
低
さ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
表
２

に
よ
れ
ば
、
年
齢
と
専
攻
の
み
を
投

入
し
たM

odel 1

で
も
、
職
種
と
統

制
変
数
を
投
入
し
たM

odel 2

で

も
、
理
工
系
の
効
果
は
負
で
有
意
で

あ
り
、
職
業
に
関
す
る
変
数
を
統
制

し
て
も
、
理
工
系
女
性
は
文
系
女
性

に
比
べ
て
賃
金
が
低
い
こ
と
が
分
か

る
。
分
析
枠
組
が
異
な
る
た
め
係
数

の
値
に
違
い
が
あ
る
が
、
山
本
ほ
か

︵
二
〇
一
五
︶
の
結
果
と
類
似
し
た
結

果
で
あ
る⑱
。

　
ま
た
、
職
業
の
有
無
を
被
説
明
変

数
と
し
た
第
一
段
階
の
分
析
結
果
を
見
る
と
︵
以
降
の
分
析
結
果
で
は

省
略
︶、
末
子
６
歳
未
満
ダ
ミ
ー
の
効
果
が
有
意
で
、
係
数
の
値
も
大

き
い
。
こ
の
変
数
と
専
攻
と
の
交
互
作
用
は
有
意
で
な
く
︵
結
果
は
非

表
示
︶、
女
性
が
育
児
に
よ
っ
て
労
働
市
場
か
ら
退
出
し
が
ち
で
あ
る

こ
と
は
文
系
と
理
工
系
に
共
通
し
た
傾
向
だ
と
言
え
る
。
初
職
の
効
果

表 2　文系女性と理工系女性の年収比較（時給換算、対数値）

(
0.42 * (0.21)

0.31 (0.21)
0.12 (0.20)
−0.04 (0.29)

0.24 (0.17)
−0.11 (0.15)
−0.68 *** (0.15)

6.54 *** (0.57) 5.52 *** (0.46)
0.32 (0.30) 0.34 (0.24)

( −0.03 (0.04) −0.03 (0.03)
−0.44 *** (0.13) −0.38 *** (0.11)

0.32 ** (0.11)
0.08 (0.11)

−0.21 (0.14)

0.24 ** (0.08)
0.35 *** (0.09)

0.54 *** (0.08)
0.17 (0.13)

0.24 (0.13)
0.39 * (0.15)
0.19 ** (0.06)

0.06 0.38
344 344

Model 1 Model 2
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は
ど
れ
も
有
意
で
は
な
い
が
、
専
門
職
の
係
数

は
値
が
大
き
く
、
初
職
が
専
門
職
で
あ
れ
ば
就

労
を
継
続
し
や
す
く
な
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ

る
。４

・
２
　
仮
説
の
検
証

　
仮
説
１
と
２
の
検
証
の
た
め
に
、M

odel 2

に
職
業
と
専
攻
の
交
互
作
用
項
を
投
入
し
た
の

がM
odel 3

︵
表
３
︶
で
あ
る
。
交
互
作
用
項

を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
理
工
系
の
主
効
果

が
顕
著
に
大
き
く
な
っ
て
お
り
、
専
門
職
以
外

の
職
業
は
理
工
系
と
の
交
互
作
用
が
有
意
で
な

い
︵
値
も
相
対
的
に
小
さ
い
︶
こ
と
か
ら
、
専

門
職
以
外
の
職
業
に
お
い
て
専
攻
間
賃
金
差
が

大
き
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
は
仮
説

１
を
支
持
す
る
。
さ
ら
に
、
専
門
職
と
理
工
系

の
交
互
作
用
は
正
で
有
意
で
あ
り
、
販
売
と
他

の
非
専
門
職
の
間
で
は
有
意
な
差
が
な
い
が
、

販
売
に
比
べ
て
専
門
で
は
理
工
系
と
文
系
の
賃

金
格
差
が
縮
ま
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
理
工
系
と
専
門
職

の
主
効
果
を
含
め
て
考
え
る
と
、
専
門
職
に
お
い
て
も
理
工
系
よ
り
文

系
の
ほ
う
が
わ
ず
か
な
が
ら
高
い
賃
金
を
得
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
仮

説
２
を
支
持
す
る
。

　
人
的
資
本
論
の
検
討
の
た
め
に
、M

odel 2

に
失
業
回
数
お
よ
び

失
業
回
数
と
専
攻
の
交
互
作
用
項
を
投
入
し
た
の
がM

odel 4

︵
表

３
︶
で
あ
る
。
失
業
回
数
と
理
工
系
の
交
互
作
用
は
負
の
値
で
有
意
で

あ
り
、
そ
の
効
果
は
主
効
果
に
比
べ
て
大
き
い
。
こ
れ
は
、
理
工
系
女

5.56 *** (0.46) 5.37 *** (0.46)
0.32 (0.24) 0.41 (0.24)

( −0.02 (0.03) −0.03 (0.03)
−0.72 ** (0.26) −0.22 (0.16)

0.24 ** (0.12) 0.34 ** (0.11)
0.04 (0.11) 0.12 (0.11)

−0.23 (0.14) −0.18 (0.13)

0.25 ** (0.08) 0.25 ** (0.08)
0.35 *** (0.09) 0.35 *** (0.09)

0.54 *** (0.08) 0.49 *** (0.08)
0.19 (0.13) 0.12 (0.13)

0.27 * (0.13) 0.26 * (0.13)
0.39 * (0.15) 0.39 ** (0.15)
0.19 ** (0.06) 0.18 ** (0.06)

0.66 * (0.31)
0.27 (0.31)
0.08 (0.40)

−0.04 (0.04)
−0.19 * (0.09)

0.39 0.39
344 344

Model 4Model 3

*** p<.001, ** p<.01, * p<.05 

表 3　職業および失業回数と専攻の交互作用を投入した分析
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性
に
お
い
て
失
業
に
よ
る
賃
金
へ
の
負
の
影
響
が
相
対
的
に
大
き
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
的
資
本
論
か
ら
導
か
れ
る
仮
説
３
を
支
持
す
る

結
果
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
理
工
系
の
主
効
果
も
有
意
で
な
く
な
っ
て
お

り
︵
10
％
水
準
で
は
有
意
︶、
理
工
系
に
お
い
て
失
業
に
よ
る
負
の
影

響
が
大
き
い
こ
と
が
専
攻
間
賃
金
格
差
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
る
。

　
最
後
に
、
職
業
の
女
性
比
率
と
賃
金
と
の
関
係
に
関
す
る
仮
説
４
を

検
証
す
る
。
ま
ず
、
職
業
の
女
性
比
率
と
年
齢
、
お
よ
び
職
業
に
関
す

る
統
制
変
数
を
投
入
し
た
モ
デ
ル
︵
結
果
は
非
表
示
︶
で
、
男
性
職
の

効
果
は
正
の
値
で
有
意
で
あ
る
が
、
女
性
的
職
と
女
性
職
の
効
果
は
有

意
で
な
く
、
係
数
の
値
も0. 05

以
下
と
極
め
て
小
さ
い
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
職
業
の
女
性
比
率
が
高
く
て
も
賃
金
が
下
が
る
と

は
言
え
な
い
。
ま
た
、
表
４
に
よ
れ
ば
、
理
工
系
女
性
の
中
で
女
性
比

率
の
高
い
職
に
つ
い
て
い
る
の
は
む
し
ろ
専
門
職
の
女
性
で
あ
り
、
労

働
行
列
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
女
性
比
率
の
高
い
職
に
つ

く
こ
と
と
は
関
連
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
判
断
し
て
、
か

り
に
女
性
職
に
賃
金
抑
制
効
果
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
媒
介
し
て

理
工
系
の
低
賃
金
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。実
際
に
、

M
odel 2

に
職
業
の
女
性
比
率
を
加
え
たM

odel 5

︵
表
５
︶
を
見

る
と
、
職
業
の
女
性
比
率
を
統
制
し
て
も
理
工
系
の
負
の
効
果
は
残
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
仮
説
４
が
支
持
さ
れ
る
。

表 5　職業の女性比率を加えた分析

表 4　各職業における理工系女性の人数

3 4 2 3
11 0 0 1
6 0 0 0
2 1 1 0

5.43 *** (0.45)
0.37 (0.23) 0.52 *** (0.08)

( −0.03 (0.03) 0.19 (0.12)
−0.43 *** (0.10)

0.23 (0.13)
0.34 ** (0.11) 0.18 (0.16)
0.13 (0.10) 0.16 ** (0.06)

−0.20 (0.13)
0.53 *** (0.14)

0.23 ** (0.08) −0.01 (0.09)
0.36 *** (0.09) −0.02 (0.11)
0.40
344

Model 5

*** p<.001, ** p<.01, * p<.05 
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５　

ま
と
め
と
議
論

　
分
析
結
果
を
ま
と
め
よ
う
。
ま
ず
、
職
業
や
雇
用
形
態
と
い
っ
た
基

本
的
な
変
数
を
統
制
し
て
も
、
理
工
系
女
性
の
賃
金
は
文
系
女
性
の
そ

れ
を
下
回
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
格
差
は
、
非
専
門
職

に
お
い
て
特
に
大
き
い
こ
と
、
お
よ
び
専
門
職
で
は
そ
の
格
差
は
縮
小

す
る
も
の
の
、
僅
か
な
格
差
が
残
る
こ
と
を
確
認
し
た
︵
仮
説
１
と
２

を
支
持
︶。
次
に
、
失
業
回
数
が
賃
金
を
押
し
下
げ
る
効
果
は
理
工
系

に
お
い
て
と
く
に
強
い
こ
と
と
︵
仮
説
３
を
支
持
︶、
職
業
の
女
性
比

率
と
い
う
人
的
資
本
に
関
わ
ら
な
い
要
因
は
、
文
系
と
理
工
系
の
格
差

を
説
明
し
な
い
こ
と
︵
仮
説
４
を
支
持
︶
を
確
認
し
た
。
労
働
行
列
モ

デ
ル
か
ら
導
か
れ
る
仮
説
が
支
持
さ
れ
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
、

人
的
資
本
の
違
い
が
賃
金
格
差
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
を
支
持
す
る

結
果
が
得
ら
れ
た
た
め
、
専
攻
間
賃
金
格
差
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
労
働

行
列
モ
デ
ル
の
有
効
性
が
示
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い⑲
。

　
以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
専
攻
間
賃
金
格
差
が
生
じ
る
背
景
を
五

つ
に
分
け
て
整
理
す
る
。
ま
ず
、
非
専
門
職
に
お
い
て
文
系
と
の
差
が

大
き
く
開
く
点
︵
仮
説
１
︶
は
、

︵
Ａ
︶非
専
門
職
に
お
い
て
文
系
の
人
的
資
本
の
ほ
う
が
一
般
的
と
み
な

さ
れ
、
評
価
さ
れ
や
す
い
こ
と

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
専
門
職
に
お
け
る
理
工
系
女
性
の
賃
金
の
低
さ

︵
仮
説
２
︶
は
、

︵
Ｂ
︶雇
用
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
が
あ
る
と
い
う
文
系
・
理
工
系
共
通
の

要
因

︵
Ｃ
︶男
性
が
相
対
的
に
多
い
と
い
う
理
工
系
の
要
因

の
二
つ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
失
業
経
験
が
理
工
系
に
お
い
て
賃
金

を
下
げ
る
効
果
を
持
つ
こ
と
︵
仮
説
３
︶
は
、

︵
Ｄ
︶理
工
系
の
人
的
資
本
が
特
殊
で
あ
る
︵
と
雇
用
者
に
よ
っ
て
み
な

さ
れ
る
︶
こ
と

に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
。
雇
用
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
と
、
そ
れ
か
ら
派

生
す
る
人
的
資
本
と
職
業
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
と
い
う
不
利
が
累
積
し
た
と

こ
ろ
に
、理
工
系
女
性
の
低
賃
金
と
い
う
現
象
が
帰
結
す
る
と
言
え
る
。

　
さ
ら
に
、理
工
系
女
性
の
初
職
と
現
職
の
ク
ロ
ス
表
を
分
析
す
る
と
、

初
職
と
現
職
に
は
有
意
な
連
関
が
あ
り
︵p<. 01

︶、

︵
Ｅ
︶初
職
で
非
専
門
職
に
つ
く
と
そ
の
後
に
専
門
職
に
つ
く
こ
と
は
難

し
い
こ
と

が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、性
別
職
域
分
離
の
文
脈
で
言
わ
れ
る﹁
ゲ

ッ
ト
ー
効
果
﹂︵Chan 1999

︶
が
見
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ゲ
ッ

ト
ー
効
果
と
は
、
待
遇
の
悪
い
職
に
つ
い
て
い
る
た
め
に
十
分
な
訓
練

を
受
け
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
さ
ら
に
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
阻
む
と

い
う
不
利
の
累
積
︵cum

ulative disadvantage

︶
が
、
一
部
の

集
団
に
集
中
す
る
こ
と
を
言
う
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
女
性
比
率
九
〇
％
以

上
の
職
業
に
お
い
て
ゲ
ッ
ト
ー
効
果
が
見
ら
れ
る
と
い
う
が
︵Chan 

1999

︶、
本
稿
の
分
析
か
ら
は
、
大
卒
者
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、

理
工
系
の
女
性
と
い
う
、
現
在
政
策
的
に
も
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
集
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団
に
ゲ
ッ
ト
ー
効
果
が
見
ら
れ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
分
析
結
果
は
政
策
的
な
含
意
も
持
つ
。
女
性
の
理
系
進
学
者

を
増
や
そ
う
と
す
る
現
在
の
政
策
は
、
理
工
系
専
門
職
を
目
指
す
女
性

の
比
率
を
上
げ
る
こ
と
で
上
記
の
︵
Ｃ
︶
を
改
善
す
る
こ
と
に
繫
が
り

う
る
の
で
、
専
門
職
内
で
の
文
系
と
理
工
系
の
格
差
を
解
消
す
る
こ
と

に
繫
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
専
門
職
内
で
の
格
差
は
僅
か
で

あ
り
、︵
Ａ
︶
や
︵
Ｂ
︶
の
要
因
が
残
る
限
り
は
、
政
策
が
意
図
ど
お

り
の
効
果
を
上
げ
ら
れ
る
か
は
疑
わ
し
い
。
ま
た
、
理
系
の
女
性
研
究

者
を
支
援
す
る
取
り
組
み
も
、
専
門
職
内
の
格
差
を
解
消
す
る
こ
と
に

は
貢
献
し
得
る
が
、
本
稿
が
示
す
と
こ
ろ
は
、
よ
り
深
い
問
題
は
就
業

の
継
続
よ
り
も
入
職
の
段
階
︵
Ａ
︶、
お
よ
び
キ
ャ
リ
ア
の
経
路
依
存

性
︵
Ｅ
︶
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。︵
Ｃ
︶
が
解
決
さ
れ
た
と
し

て
も
専
門
職
の
労
働
需
要
は
限
ら
れ
て
い
る
、と
い
う
点
を
考
え
て
も
、

女
性
が
安
心
し
て
理
工
系
に
進
学
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
長

期
的
に
は
雇
用
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
の
解
消
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
だ

が
、
短
期
的
に
は
︵
Ａ
︶
や
︵
Ｅ
︶
の
要
因
を
解
消
す
る
こ
と
が
重
要

と
な
る
。い
わ
ば
、人
的
資
本
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
・

ネ
ッ
ト
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
大
学
に
お
け
る
社
会
人

教
育
や
再
就
職
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
対
応
が
可
能
か
も
し
れ
な

い
。

　
さ
ら
に
、
中
長
期
的
に
は
、
労
働
市
場
に
お
け
る
理
工
系
人
材
の
捉

え
方
を
見
な
お
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
理
工
系
人
材

の
育
成
は
も
っ
ぱ
ら
、
先
端
的
な
技
術
の
開
発
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
る
国
際
競
争
力
の
維
持
と
い
う
目
標
か
ら
―
―
言
い
換
え
れ
ば
、
技

術
専
門
職
に
就
く
人
材
を
育
成
す
る
と
い
う
文
脈
で
―
―
捉
え
ら
れ
て

き
た
︵
内
閣
府 

二
〇
〇
六
︶。
理
系
女
性
を
増
や
す
と
い
う
議
論
も
、

い
わ
ゆ
る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
確
保
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
目
標
を
さ
ら

に
追
求
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
議
論

は
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
︵
日
本
経
済
団
体
連
合
会 

二
〇
一
四
︶。
こ
の

こ
と
が
、
非
専
門
職
を
含
め
た
広
い
視
点
か
ら
理
工
系
の
人
的
資
本
を

捉
え
る
こ
と
を
妨
げ
、
理
工
系
女
性
へ
の
不
利
の
累
積
を
見
え
に
く
く

す
る
一
因
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
工
系
出
身
の
大

多
数
を
占
め
る
男
性
に
お
い
て
、
後
述
の
よ
う
に
、
日
本
の
賃
金
シ
ス

テ
ム
の
も
と
で
は
非
専
門
職
で
も
文
系
と
の
賃
金
格
差
が
生
じ
な
か
っ

た
た
め
、
専
門
職
に
の
み
注
目
し
て
理
工
系
人
材
の
育
成
を
議
論
す
る

こ
と
の
問
題
点
が
顕
在
化
し
に
く
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。

　
最
後
に
、
労
働
行
列
モ
デ
ル
に
つ
い
て
課
題
を
述
べ
る
。
本
稿
で
仮

定
し
た
よ
う
に
、
非
専
門
職
に
お
い
て
つ
ね
に
一
般
的
人
的
資
本
が
特

殊
的
人
的
資
本
よ
り
も
評
価
さ
れ
る
な
ら
ば
、
非
専
門
職
に
つ
く
男
性

の
間
で
も
文
系
と
理
工
系
の
差
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
本
稿
の

M
odel 4

を
大
卒
者
男
性
サ
ン
プ
ル
に
適
用
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な

専
攻
間
格
差
は
見
ら
れ
な
い
︵
結
果
は
非
表
示
︶。
男
性
の
場
合
、
専

攻
の
違
い
が
賃
金
に
対
し
て
説
明
力
を
持
た
ず
、
も
っ
ぱ
ら
年
齢
・
職

階
・
企
業
規
模
が
賃
金
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
職
能
給
と
年

齢
給
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の
賃
金
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
い
る
の
で
、
女
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性
の
よ
う
に
異
な
る
人
的
資
本
の
競
合
が
起
こ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
だ
け
で
な
く
、
男
性
間
・
女
性
間
の
格
差
の
相

違
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
な
る
分
析
と
理
論
の
精
緻
化
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　注
①
職
業
以
外
の
側
面
か
ら
職
域
分
離
を
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、

公
的
・
私
的
セ
ク
タ
ー
の
間
、
あ
る
い
は
企
業
規
模
に
よ
っ
て
就
業
者

の
男
女
比
が
異
な
る
こ
と
も
、
一
種
の
性
別
職
域
分
離
で
あ
る
︵
織
田

ほ
か 

二
〇
一
四：

一
三
八
―
四
四
︶。

　
②
以
下
、
対
象
者
の
専
攻
を
表
す
際
に
は
﹁
出
身
﹂
と
い
う
表
記
を
省
略

す
る
。

　
③
具
体
的
に
言
え
ば
、﹁
理
系
の
女
性
﹂
と
い
う
と
き
に
、
工
学
部
の
女
性

と
理
学
部
の
女
性
を
区
別
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、

﹃AER
A

﹄
は
二
〇
一
五
年
に
﹁
リ
ケ
ジ
ョ
の
肖
像
﹂
と
い
う
企
画
を

組
ん
だ
が
、
そ
こ
で
は
化
粧
品
開
発
や
統
計
解
析
な
ど
様
々
な
分
野
で

働
く
女
性
が
一
括
り
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
④
医
学
系
を
含
め
た
﹁
理
系
﹂
で
は
な
く
理
工
系
と
し
た
の
は
、
医
学
系

は
男
女
と
も
に
収
入
が
高
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
系
の
収
入
が
押
し
上

げ
ら
れ
る
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
⑤
女
性
の
理
系
出
身
者
は
教
職
に
つ
い
て
い
る
割
合
が
高
い
、
と
い
う
イ

ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
デ
ー
タ
︵Beede et al. 2011; Fielding 

and G
lover 1999

︶
も
こ
の
知
見
を
補
強
す
る
。

　
⑥
実
際
に
は
、
理
工
系
男
性
が
一
般
企
業
の
事
務
職
に
就
く
な
ど
の
キ
ャ

リ
ア
も
大
い
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
文
系
で
も
理
工
系
で
も
キ
ャ
リ
ア

は
多
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
快
な
モ
デ
ル
化
を
優
先
し
、
そ
う
し
た

多
様
性
を
捨
象
し
て
い
る
。

　
⑦
経
済
同
友
会
︵
二
〇
一
四：

二
〇
︶
に
よ
れ
ば
、
企
業
が
採
用
時
に
考

慮
す
る
﹁
能
力
的
要
素
﹂
の
う
ち
、﹁
理
系
で
は
﹃
学
生
時
代
に
学
ん
だ

専
門
知
識
・
研
究
内
容
﹄
が
文
系
に
比
べ
て
明
ら
か
に
重
視
さ
れ
て
い

る
﹂。
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
雇
用
者
の
認
識
に
お
い
て
は
、
理
系
の
人

的
資
本
の
ほ
う
が
特
殊
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
傍
証
と

な
ろ
う
。

　
⑧
日
本
に
お
い
て
統
計
的
差
別
に
よ
る
男
性
選
好
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

川
口
章
︵
二
〇
〇
八：

四
章
︶
や
山
口
一
男
︵
二
〇
〇
八
︶
に
よ
っ
て

示
さ
れ
て
い
る
。
山
口
は
さ
ら
に
、
統
計
的
差
別
は
雇
用
者
の
主
観
に

お
い
て
は
合
理
的
に
見
え
て
も
、
客
観
的
に
は
非
合
理
的
な
結
果
を
生

ん
で
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
⑨
理
工
系
女
性
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
自
己
選
抜
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と

が
、
高
専
卒
以
上
の
女
性
を
対
象
と
し
た
﹁
女
性
と
キ
ャ
リ
ア
に
関
す

る
調
査
﹂︵
二
〇
一
一
年
︶
の
デ
ー
タ
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
年
齢
、
配
偶
者
や
子
ど
も
の
有
無
を
統
制
し
て
も
、﹁
好
き
な
仕

事
に
就
い
て
、
そ
の
仕
事
を
一
生
続
け
た
い
﹂
と
思
う
者
に
た
い
す
る

﹁
家
庭
や
私
生
活
を
優
先
さ
せ
た
い
の
で
、
就
業
に
こ
だ
わ
ら
な
い
﹂
と

思
う
者
の
比
率
が
、
理
工
系
で
は
人
文
系
に
比
べ
て
高
い
︵
大
沢
・
馬 

二
〇
一
五：

九
九
︶。
卒
業
時
と
現
在
の
キ
ャ
リ
ア
意
識
に
強
い
相
関
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
理
工
系
女
性
は
卒
業
時
か
ら
あ
ま
り

強
い
キ
ャ
リ
ア
志
向
を
持
た
な
い
傾
向
に
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ

る
。

　
⑩
専
門
職
内
の
男
女
賃
金
格
差
に
つ
い
て
は
、E

. A. Cech

︵2013b

︶

や
山
口
︵
二
〇
一
四：

三
一
︶
を
参
照
の
こ
と
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
理

工
系
女
性
は
技
術
専
門
職
に
参
入
し
て
も
相
対
的
に
﹁
ソ
フ
ト
な
﹂
仕
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事
に
つ
き
や
す
く
、
専
門
職
内
で
高
い
評
価
を
得
ら
れ
な
い
た
め
、
技

術
専
門
職
内
で
の
男
女
賃
金
格
差
が
生
じ
る
。
後
者
は
、
日
本
の
ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー
正
社
員
の
デ
ー
タ
を
分
析
し
、
人
的
資
本
や
職
階
が
同
じ

で
も
専
門
職
内
に
は
男
女
賃
金
格
差
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　
⑪
理
工
系
女
性
の
就
業
継
続
が
難
し
い
こ
と
の
傍
証
と
し
て
、
全
国
の
高

等
専
門
学
校
卒
業
者
に
た
い
す
る
質
問
紙
調
査
の
結
果
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
︵
内
田 
二
〇
〇
九
︶。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
初
職
を
継
続
し
て

い
る
者
は
男
性
で
は
七
割
近
く
に
達
す
る
の
に
た
い
し
、
女
性
で
は
三

割
程
度
に
と
ど
ま
る
。

　
⑫
最
尤
推
定
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
は
、
サ
ン
プ
ル
サ
イ
ズ
が
小
さ
い
た

め
に
推
定
が
歪
む
こ
と
を
危
惧
し
た
た
め
で
あ
る
︵Breen 1996: 

22- 3

︶。

　
⑬
中
退
者
や
卒
業
後
に
専
修
学
校
に
進
学
し
た
者
も
サ
ン
プ
ル
に
含
ま
れ

る
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。

　
⑭
中
井
︵
二
〇
〇
九
︶
に
よ
れ
ば
、
配
偶
者
の
職
業
の
属
性
と
し
て
企
業

規
模
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
変
数
は
欠
損
値
が
多
い
た
め
使

わ
な
い
こ
と
に
し
た
。

　
⑮
家
政
に
含
ま
れ
る
食
物
学
の
み
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
か
ら
判
断
し

て
理
工
系
に
含
め
た
。

　
⑯
企
業
規
模
はD

K

・N
A

が
多
い
た
め
、
サ
ン
プ
ル
サ
イ
ズ
の
縮
小
を

防
ぐ
た
め
、
有
田
伸
︵
二
〇
〇
九：

六
七
八
︶
に
な
ら
っ
て
不
明
を
サ

ン
プ
ル
に
含
め
た
。
た
だ
し
、
有
田
は
不
明
を
小
規
模
に
含
め
て
い
る

の
に
対
し
、
本
稿
で
は
中
規
模
に
含
め
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
の
分
類
で

は
中
規
模
の
範
囲
が
最
も
広
い
こ
と
と
、
従
業
員
数
を
数
え
ら
れ
る
小

規
模
よ
り
は
中
規
模
の
ほ
う
が
不
明
と
い
う
回
答
に
な
り
や
す
い
と
判

断
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　
⑰
大
都
市
圏
と
は
、
東
京
圏
︵
東
京
、
神
奈
川
、
千
葉
、
埼
玉
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The Wage Gap between STEM and Non-STEM Female Graduates
――Why Do STEM Majors Pay Less to Women?――
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　This paper investigates the issue of why there is a substantial wage gap between 
female university graduates who majored in STEM subjects (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) and their non-STEM counterparts. Drawing on 
the “Labor Queue” model and the Human Capital Theory, we hypothesize that 
female STEM graduates have fewer opportunities to enter STEM professions than 
their male counterparts; consequently, they face more competition for employment 
in non-professional occupations as they are disadvantaged due to employers’ low 
evaluations of their field-specific human capital. The 2005 Social Stratification and 
Social Mobility survey data was analyzed using Heckman’s selection model. It was 
revealed that (1) the STEM and non-STEM wage gap is largest in non-professional 
occupations; (2) in professional occupations there remains a slight wage gap; (3) 
negative effects of unemployment experience are much larger in STEM graduates 
than in non-STEM graduates; and (4) the degree of feminization of an occupation, 
a factor that is independent of the employees’ human capital, does not explain 
any portion of the wage gap. Results (1) and (2) indicate that it is mostly in the 
non-professional labor market that generates the wage gap between STEM and 
non-STEM female graduates, and result (3) suggests that it is the differences 
in employers’ evaluations of their human capital that underlies their different 
degrees of success in the non-professional labor market. It is argued that gender 
disparity in employment on the one hand and the gender composition of the STEM 
graduates on the other hand, contributes to push many female STEM graduates 
out of the professional labor market. Those who are pushed out suffer as a result 
of a mismatch between their field-specific human capital and the non-professional 
labor market’s demand for general human capital, which puts them in the most 
disadvantaged position within the labor market for university graduates.

　Keywords: women in STEM majors, sex segregation in higher education, Labor 
Queue


