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参男
画女
社共
会同

安
倍
首
相
は
、
昨
年
4
月
に
行

っ
た
成
長
戦
略
ス
ピ
ー
チ
の
中
で
、

女
性
の
活
躍
を
推
進
す
る
た
め
に
、

現
在
の
育
児
・
介
護
休
業
法
で
1

年
と
定
め
ら
れ
て
い
る
育
児
休
業

期
間
を
3
年
に
延
ば
そ
う
と
い
う

考
え
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

育
児
休
業
取
得
率
の
現
状
を
み

る
と
、
平
成
24
年
度
に
男
性
で

1
・
89
%
、
女
性
は
83
・
6
%
と

な
っ
て
い
ま
す
。

雇
用
す
る
側
と
し
て
は
、
中
小

企
業
の
場
合
に
は
「
中
小
企
業
両

立
支
援
助
成
金
」
制
度
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
対
象
労
働

者
1
名
あ
た
り
に
対
し
て
数
十
万

円
単
位
の
助
成
金
を
国
か
ら
受
け

取
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
も
の

で
す
。

育
児
休
業
取
得
者
が
復
帰
す
る

こ
と
で
、
始
め
か
ら
業
務
を
教
え

る
必
要
も
な
い
た
め
、
即
戦
力
が

期
待
で
き
ま
す
。
雇
用
す
る
側
も

こ
う
し
た
制
度
を
利
用
し
な
が
ら
、

育
児
休
業
の
促
進
を
応
援
し
よ
う

と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

総
合
政
策
課
☎（
40
）５
５
５
０

暴
力
は
す
る
ほ
う
が
悪
い

　

も
し
、
友
人
や
家
族
に
Ｄ
Ｖ
の

相
談
を
さ
れ
た
ら
ど
う
し
ま
す

か
？

　
「
束
縛
は
愛
さ
れ
て
い
る
証
拠

だ
よ
」「
別
れ
な
よ
」「
ど
う
し
て

そ
ん
な
人
を
選
ん
だ
の
？
」「
叩

か
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ん
じ

ゃ
な
い
の
？
」

　

つ
い
、
こ
ん
な
言
葉
を
言
っ
て

し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
相
談
し
た

人
を
さ
ら
に
傷
つ
け
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

暴
力
を
振
る
う
人
は
「
お
前
が
悪

い
か
ら
、
殴
る
ん
だ
」
と
責
め
る

こ
と
が
多
い
の
で
、
Ｄ
Ｖ
で
悩
む

人
は
「
暴
力
を
受
け
る
の
は
自
分

が
悪
い
か
ら
だ
」
と
自
分
を
責
め

て
い
る
こ
と
が
と
て
も
多
い
の
で

す
。「
あ
な
た
が
悪
い
の
で
は
な

い
。暴
力
は
す
る
ほ
う
が
悪
い
」と
、

は
っ
き
り
伝
え
て
あ
げ
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

　

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
な
ど
親
密
な

間
柄
で
行
わ
れ
る
暴
力
を
Ｄ
Ｖ
と

い
い
ま
す
。
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

■
相
談
日
及
び
時
間

月
〜
金
曜
日

　
（
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く
）

■
問
い
合
わ
せ
先

児
童
福
祉
課
☎（
52
）1
1
1
4

突
然
健
康
食
品
の
試
供
品
を
送

る
と
電
話
が
あ
り
、
無
料
だ
と
思

っ
て
承
諾
し
た
ら
代
金
を
請
求
さ

れ
た
、
と
い
う
相
談
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

業
者
が
有
料
で
あ
る
こ
と
を
は

っ
き
り
と
説
明
せ
ず
に
、「
試
供

品
」「
お
試
し
」「
サ
ン
プ
ル
」
な

ど
と
言
う
こ
と
で
、
無
料
だ
と
思

い
込
ま
せ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

本
当
に
無
料
で
あ
る
の
か
を
確
認

す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

自
分
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
な
も

の
か
を
よ
く
考
え
て
判
断
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

困
っ
た
と
き
は
、
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

。
■
相
談
日
時　

月
〜
金
曜
日

（
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

（
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く
）

■
土
曜
日
の
電
話
相
談
は
栃
木
県

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ

☎
0
2
8（
6
2
5
）2
2
2
7

小
金
井
一
里
塚
は
、
江
戸
時
代

日
光
道
中
略
記
に
「
慶
安
年
中

（
1
9
4
8
〜
1
6
5
2
）日
光
御

参
詣
時
、
境
内
新
に
御
殿
後
造
立

あ
り
て
御
旅
龍
と
な
し
玉
ひ
、
寛

文
年
中
（
1
6
6
5
）
再
び
御
修

営
あ
り
て
御
休
所
と
な
し
玉
ひ
し

が
、・・・
其
後
と
り
は
ら
ひ
に
な
り

そ
の
と
き
の
御
門
は
時
の
住
僧
に

下
し
玉
ふ
。
当
時
の
表
門
、
是
な

り
と
て
、
左
右
の
塀
に
矢
狭
間
な

ど
あ
り
」
そ
し
て
将
軍
家
治
が
ほ

め
た
と
い
う
大
椿
は
「
近
き
頃
枯

た
り
と
云
」
と
あ
り
ま
す
。

開
運
寺
は
天
応
元
年
（
７
８
１

年
）
に
建
立
さ
れ
、
江
戸
時
代
に

は
徳
川
将
軍
の
日
光
社
参
の
際
の

休
泊
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。

境
内
に
は
「
安
産
・
子
育
て
」

「
日
」「
疾
眼
」の
地
蔵
尊
が
安
置
さ

れ
三
体
地
蔵
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
開
雲
寺
に
伝
え
ら
れ
る

梵
鐘
は
、
太
平
洋
戦
争
が
激
し
く

な
り
全
国
的
に
金
属
類
の
供
出
が

行
わ
れ
て
い
た
と
き
、
こ
の
梵
鐘

も
供
出
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
下

野
市
で
の
文
化
財
調
査
で
は
、
梵

鐘
の
上
部
に
あ
る
梵
字
が
非
常
に

珍
し
く
、
音
も
優
れ
て
い
た
た
め

供
出
を
ま
ぬ
が
れ
た
と
い
う
経

緯
を
持
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で

す
。
ま
た
、
銘
文
か
ら
宝
暦
8
年

（
1
7
5
8
）に
制
作
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

安
政
3
年（
1
8
5
6
）年
に
開

雲
寺
か
ら
代
官
所
へ
届
出
の
あ
っ

た
梵
鐘
届
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
は

源
頼
朝
か
ら
寄
附
さ
れ
た
も
の
で

し
た
が
、
寛
文
3
年（
1
6
6
3
）

の
将
軍
家
綱
の
日
光
社
参
の
際
に
、

宇
都
宮
城
主
奥
平
美
作
守
が
城
中

に
移
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
宝
暦

年
間
に
梵
鐘
を
再
建
し
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

 

再
発
見

で

まずは相談

『
下
野
市
ふ
る
さ
と
か
る
た
』

今
月
は「
え
」で
す

くらしの情報くらしの情報

Ｄ
Ｖ
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

コ
ラ
ム

下
野
市
Ｄ
Ｖ
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎（
52
）1
1
6
8

無
料
じ
ゃ
な
い
の
!?

「
健
康
食
品
の
試
供
品

送
り
ま
す
」

下
野
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
44
）4
8
8
3

国
分
寺
庁
舎
2
階生

活
安
全
課
内　

育
児
休
業
制
度
の
推
進


