
　
最
近
よ
く
『
女
性
の
活
躍
推
進
』

と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
ま
す
。
政

府
は
、『
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
、

２
０
２
０
年
ま
で
に
指
導
的
地
位

に
女
性
が
占
め
る
割
合
を
30
％
と

す
る
』
と
の
目
標
を
掲
げ
、
企
業

側
に
女
性
役
員
の
選
任
を
依
頼
し

ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
大
企

業
を
中
心
に
、
女
性
を
役
員
や
管

理
職
に
選
任
し
よ
う
と
す
る
取
り

組
み
が
広
が
り
始
め
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
は
単
な
る
数

値
合
わ
せ
に
な
り
か
ね
な
い
と

い
っ
た
反
発
の
声
も
あ
る
よ
う
で

す
。
そ
う
い
う
反
応
が
出
る
の
は
、

『
多
様
性
を
生
か
す
』
と
い
う
発

想
が
足
り
な
い
か
ら
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　『
多
様
性
を
生
か
す
』
と
は
、

性
別
や
国
籍
に
捉
わ
れ
ず
、
さ
ま

ざ
ま
な
人
を
尊
重
し
、
組
織
の
強

み
と
す
る
こ
と
で
す
。
同
じ
年
代

の
男
性
ば
か
り
集
ま
っ
て
も
、
新

し
い
ア
イ
デ
ア
は
生
ま
れ
に
く
い

と
思
い
ま
す
。『
多
様
性
』
を
経

営
戦
略
に
掲
げ
る
あ
る
企
業
で

は
、
学
歴
や
年
齢
が
似
通
っ
た
男

性
ば
か
り
の
管
理
職
や
開
発
部
門

に
女
性
を
入
れ
る
こ
と
で
、
乳
幼

児
や
高
齢
者
に
使
い
勝
手
の
良
い

商
品
を
開
発
し
、
経
営
の
再
建
に

成
功
し
て
い
ま
す
。

　
参
考
ま
で
に
、
女
性
の
取
締

役
が
占
め
る
割
合
の
国
際
比
較

（
２
０
１
０
年
）
で
は
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
が
44
％
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

が
21
％
、
ア
メ
リ
カ
が
15
％
、
日

本
は
わ
ず
か
１
・
４
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
労
働
の
場
に
お

い
て
、
男
性
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

が
当
た
り
や
す
い
仕
組
み
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
家

事
分
担
意
識
の
啓
発
や
子
育
て
支

援
制
度
の
充
実
な
ど
に
よ
り
、
女

性
が
活
躍
し
や
す
い
土
壌
を
整
備

す
る
こ
と
で
、
一
人
で
も
多
く
の

女
性
が
能
力
を
発
揮
し
、
男
女
が

と
も
に
輝
く
社
会
と
な
る
こ
と
を

願
い
ま
す
。

伊
万
里
市
男
女
協
働
参
画
懇
話
会
　
い
ま
り
プ
ラ
ザ

多
様
性
を
生
か
そ
う

〜
男
女
が
と
も
に
活
躍
す
る
社
会
へ
〜

　
11
月
３
日
、
市
民
図
書
館
の

図
書
貸
し
出
し
冊
数
が
累
計
で

１
０
０
０
万
冊
を
突
破
し
、
節
目

の
１
０
０
０
万
冊
目
を
借
り
た
山

﨑
慶
太
さ
ん
（
大
坪
町
）
に
記
念

証
を
塚
部
市
長
が
手
渡
し
ま
し
た
。

ま
た
、
図
書
館
フ
レ
ン
ズ
い
ま
り

か
ら
、
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　
山
﨑
さ
ん
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら

市
民
図
書
館
を
利
用
し
、
今
も
受

験
勉
強
の
た
め
に
ほ
ぼ
毎
日
通
っ

て
い
る
と
の
こ
と
。
図
書
は
時
々

借
り
る
程
度
で
、
こ
の
日
は
ま
ち

づ
く
り
に
関
す
る
図
書
を
借
り
た

そ
う
で
す
。「
す
ご
い
タ
イ
ミ
ン
グ

で
す
ね
」
と
驚
い
た
様
子
な
が
ら

も
、「
こ
こ
は
、
市
内
外
か
ら
利
用

者
が
訪
れ
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ

て
い
る
図
書
館
で
す
。
書
架
も
工

夫
さ
れ
、
幅
広
い
年
齢
の
人
が
楽

し
め
る
場
所
だ
と
思
い
ま
す
」
と
、

と
も
に
育
っ
た
市
民
図
書
館
の
快

開
館
後
19
年
４
か
月
で
の
快
挙

挙
に
感
慨
深
げ
で
し
た
。

　
な
お
、
こ
の
１
０
０
０
万
冊
は
、

平
成
７
年
７
月
の
開
館
以
来
、
19

年
４
か
月
で
の
達
成
と
な
り
ま
す
。

市
民
図
書
館
で

貸
出
１
０
０
０
万
冊
達
成

↑達成記念のくす玉を割る山﨑
さん（中）と塚部市長（右）
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史
跡
大
川
内
鍋
島
窯
跡

　
史
跡
大
川
内
鍋
島
窯か

ま

跡あ
と

は
、

佐
賀
藩
の
初
代
藩
主
・
鍋
島
勝

茂
が
大
川
内
山
に
開
い
た
藩は

ん

窯よ
う

（
藩
が
直
接
経
営
し
て
い
た
窯
）

の
跡
で
、
江
戸
時
代
、
将
軍
へ

の
献
上
や
諸
大
名
な
ど
へ
贈

答
、
あ
る
い
は
佐
賀
城
内
の
調

度
に
用
い
る
た
め
の
磁
器
『
鍋

島
焼
』を
製
作
し
て
い
ま
し
た
。

　
大
川
内
山
は
、
三
方
を
極
め

て
険
し
い
山
々
に
囲
ま
れ
、
当

時
は
、
人
が
出
入
り
で
き
る
道

が
限
ら
れ
た
地
形
で
し
た
。
そ

こ
に
目
を
付
け
た
佐
賀
藩
は
、

17
世
紀
後
半
に
有
田
か
ら
藩
窯

を
移
し
、
窯
で
働
く
陶
工
や
そ

の
家
族
な
ど
も
移
住
さ
せ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
藩
窯
と
外
界
を

つ
な
ぐ
唯
一
の
道
に
番
所
（
監

視
所
）
を
設
け
ま
し
た
。
製
品

だ
け
で
な
く
、
人
の
出
入
り
も

厳
し
く
制
限
し
な
が
ら
、
陶
工

や
そ
の
他
の
人
々
か
ら
、
鍋
島

焼
の
製
作
技
術
が
漏
え
い
し
な

い
よ
う
、
徹
底
的
に
管
理
し
て

い
た
の
で
す
。

　
窯
跡
は
、
史
料
に
見
え
る
遺

構
や
地
形
を
よ
く
残
し
、
登

の
ぼ
り

窯が
ま

跡
や
御お

細さ
い

工く

場ば

跡
、
藩
役
宅
跡

な
ど
が
広
範
囲
に
保
存
さ
れ
て

お
り
、
貴
重
な
文
化
財
と
し
て

平
成
15
年
に
国
史
跡
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

↑藩窯を管理する役人が住んでいた『藩役宅跡』
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