
～話そう、働こう、育てよういっしょに。～
6月23日から29日までは
男女共同参画週間です。

男
女
共
同
参
画
社
会
っ
て

な
あ
に
？

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、
す
べ
て

の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

が
社
会
の
一
員
と
し
て
、
自
分
の
意
思

で
社
会
の
い
ろ
ん
な
分
野
の
活
動
に
参

画
す
る
こ
と
が
で
き
、
み
ん
な
が
そ
れ

ぞ
れ
に
自
分
の
行
動
に
責
任
を
持
つ
社

会
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

「
参
画
」
と
は
た
だ
参
加
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
計
画
段
階
か
ら
主
体
的
に

加
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
い
い
ま
す
。

な
ぜ
男
女
共
同
参
画
が

必
要
な
の
で
し
ょ
う
？

「
男
だ
か
ら　

女
だ
か
ら
」
と
い
う

理
由
だ
け
で
、
仕
事
や
役
割
が
偏
っ
た

り
、
し
た
い
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り

す
る
な
ど
、
人
権
が
守
ら
れ
な
い
こ
と

が
あ
る
か
ら
で
す
。

現
在
の
よ
う
に
少
子
高
齢
化
が
進
み

社
会
の
担
い
手
が
少
な
く
な
っ
て
い
く

中
で
は
、
性
別
に
関
わ
ら
ず
、
私
た
ち

一
人
一
人
が
自
分
の
持
っ
て
い
る
能
力

や
個
性
を
十
分
に
発
揮
し
て
い
く
こ
と

が
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に

悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

暴
力
は
、
性
別
や
加
害
者
被
害
者
の

間
柄
を
問
わ
ず
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー

か
ら
の
暴
力
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
性
犯

罪
な
ど
の
女
性
に
対
す
る
暴
力
は
女
性

の
人
権
を
著
し
く
侵
害
し
、
個
人
の
尊

厳
を
害
す
る
も
の
で
、
男
女
共
同
参
画

社
会
づ
く
り
を
進
め
る
上
で
克
服
す
べ

き
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま

す
。

都
城
市
女
性
総
合
相
談

市
で
は
、
人
間
関
係
や
Ｄ
Ｖ
な
ど
女

性
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や
相
談

に
女
性
相
談
員
が
お
応
え
す
る
相
談
窓

口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

●
電
話
・
面
接
相
談

月
〜
金
曜
日　

10
時
〜
16
時

●
相
談
専
用
電
話　

☎
23-

７
１
５
７

一
人
で
悩
ま
ず
に

ま
ず
、相
談
を
！

男女共同参画社会とは、家庭や地域、学校、職場などあら
ゆる場で性別などにかかわりなくすべての人が自分の意思
で参画し、ともに支え合い、認め合い、喜びも責任も分か
ち合える社会のことです。
その実現のためには、一人一人が自らの問題として取り組
むことが大切です。この機会に家庭や職場などで男女共同
参画について話し合ってみませんか？

◎問い合わせ　生活文化課　☎23-2121

一人一人の豊かな人生
仕事、家庭、地域生活など、いろいろな活動を自らの希望に
沿った形で進められ、男女がともに夢や希望を実現

男女共同参画社会のイメージ
男性も女性も意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会

職場に活気
●女性の政策・方針
決定過程への参加
が進み、多様な人材
が活躍することによっ
て、経済活動が活発
になり、生産性が向上

●働き方が多様化し、
男女ともに働きやすい
職場環境が確保され
ることで、個人が能力
を最大限に発揮

家庭生活の充実
●家族の一人一人が
お互いに尊重し合い
協力し合うことによっ
て、家族のパートナー
シップが強化

●仕事と家庭を両立
できる環境が整い、男
性の家庭への参加が
進むことによって、男
女がともに子育てや
教育に参加

地域力の向上
●男女がともに主体
的に地域活動やボラ
ンティアなどに参加す
ることによって、地域コ
ミュニティが強化

●地域の活性化、暮
らしの改善、子どもた
ちが伸びやかに育つ
環境が実現

職場で 家庭で 地域で

82010.6



日
本
赤
十
字
社
（
日
赤
）
で
は
皆
さ
ん

か
ら
い
た
だ
い
た
募
金
で
さ
ま
ざ
ま
な

人
道
的
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
市
役
所
福
祉
課
内
に
事
務
局

が
あ
る
日
赤
都
城
市
地
区
と
赤
十
字
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
都

城
市
赤
十
字
奉
仕
団
に
つ
い
て
、
そ
の

活
動
内
容
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

日
赤
募
金
の
使
い
道（
都
城
で
の
活
動
）

○
災
害
な
ど
で
の
救
護
活
動

日
赤
都
城
市
地
区
で
は
、
災
害
時
に

備
え
毛
布
や
緊
急
セ
ッ
ト
、
ビ
ニ
ー
ル

シ
ー
ト
と
い
っ
た
救
援
物
資
を
備
蓄
し

て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
、大
規
模
災
害
時

の
み
な
ら
ず
、
市
内
で
発
生
し
た
住
宅

火
災
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。
昨
年
度

は
市
内
で
発
生
し
た
20
件
の
火
災
の
被

災
者
へ
救
援
物
資
を
配
付
し
ま
し
た
。

ま
た
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場

合
は
、
被
災
者
へ
の
義
援
金
や
救
援
金

を
募
集
し
、
早
期
復
旧
へ
の
活
動
資
金

と
し
て
、
被
災
地
に
送
っ
て
い
ま
す
。

○
赤
十
字
講
習
を
通
し
た
普
及
活
動

日
赤
都
城
市
地
区
で
は
、
事
故
を
防

止
し
、
緊
急
時
に
必
要
な
手
当
て
を
行

う
た
め
の
知
識
と
技
術
を
身
に
付
け
て

も
ら
お
う
と
、
救
急
法
な
ど
の
講
習
会

を
実
施
し
て
い
ま
す
。希
望
が
あ
れ
ば
、

講
師
の
派
遣
も
行
っ
て
い
ま
す
。

○
赤
十
字
団
体
へ
の
援
助
協
力

市
内
の
保
育
園
、
小
・
中
学
校
20
校

が
加
盟
し
て
い
る
青
少
年
赤
十
字
や
都

城
市
日
赤
有
功
会
へ
の
協
力
も
行
っ
て

い
て
、
そ
れ
ら
の
団
体
と
連
携
し
て
赤

十
字
思
想
の
啓
発
や
募
金
活
動
な
ど
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
で
あ
る
都
城
市
赤
十
字
奉
仕
団
へ
の

協
力
や
助
成
も
行
っ
て
い
ま
す
。

地
域
で
活
躍
す
る
赤
十
字
奉
仕
団

団
員
も
募
集
し
て
い
ま
す
！

奉
仕
団
に
は
、
看
護
や
ア
マ
チ
ュ
ア

無
線
な
ど
の
資
格
や
趣
味
を
生
か
し
て

災
害
時
の
救
護
活
動
に
協
力
す
る
特
殊

赤
十
字
奉
仕
団
と
、
地
域
に
密
着
し
た

社
会
貢
献
の
た
め
の
福
祉
活
動
に
参
加

し
て
い
る
地
域
赤
十
字
奉
仕
団
が
あ
り

ま
す
。

赤
十
字
奉
仕
団
の
活
動
内
容
と
し
て

は
、
み
や
こ
ん
じ
ょ
福
祉
ま
つ
り
で
の

災
害
時
用
非
常
食
の
炊
き
出
し
な
ど
、

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
へ
の
協
力
や
福
祉
施

設
へ
の
訪
問
、
街
頭
で
の
募
金
活
動
、

献
血
事
業
へ
の
協
力
な
ど
、
地
域
に
密

着
し
た
奉
仕
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、都
城
市
赤
十
字
奉
仕
団
で
は
、

一
緒
に
活
動
す
る
奉
仕
団
員
を
随
時
募

集
し
て
い

ま
す
。
赤

十
字
奉
仕

団
の
活
動

に
関
し
て

興
味
の
あ

る
人
は
、

一
緒
に
活

動
し
ま
せ

ん
か
。

あ
な
た
の
善
意
が
誰
か
の
た
め
に

日
赤
都
城
市
地
区
で
は
、
災
害
が
発

生
し
た
場
合
に
備
え
、
救
援
物
資
の
備

蓄
な
ど
の
防
災
体
制
の
整
備
を
行
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も

安
定
し
た
事
業
資
金
を
確
保
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

日
赤
で
は
、
赤
十
字
の
人
道
的
活
動

に
賛
同
し
、
年
間
５
０
０
円
以
上
の
資

金
協
力
を
し
て
い
た
だ
け
る
社
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
ワ
ン
コ
イ
ン
の
支
援

と
簡
単
な
手
続
き
で
で
き
る
赤
十
字
活

動
で
す
。
あ
な
た
の
善
意
が
困
っ
て
い

る
誰
か
の
力
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

事
務
局
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
城
市
の
赤
十
字
活
動

◎
問
い
合
わ
せ　

日
本
赤
十
字
社
宮
崎
県
支
部
都
城
市
地
区
事
務
局

（
市
役
所
福
祉
課
内
）　

☎
23-

２
９
８
０

あ
な
た
の
善
意
が
支
え
て
い
ま
す

赤十字講習会（心肺蘇生の講習）の様子

非常食の炊き出し
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知
っ
て
い
ま
す
か
？
　

あ
な
た
の
足
元
に
眠
る

都
城
の

市
で
は
、
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
見
つ
か
っ
た
資
料
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら

お
う
と
、
今
年
度
か
ら
５
カ
年
に
わ
た
り
企
画
展
や
体
験
学
習
な
ど
の
事
業
を
行
い

ま
す
。
足
元
に
眠
る
都
城
の
宝
。
こ
の
機
会
に
貴
重
な
埋
蔵
文
化
財
に
触
れ
て
み
ま

せ
ん
か
？ 

◎
問
い
合
わ
せ　

文
化
財
課　

☎
23-

９
５
４
７

旧
石
器
時
代
か
ら
続
く

都
城
の
歴
史

高
城
町
や
山
田
町
な
ど
で
出
土
し
た

遺
跡
か
ら
旧
石
器
時
代
終
わ
り
ご
ろ
に

使
わ
れ
た
道
具
が
見
つ
か
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
都
城

盆
地
に
は
、
約
１
万
年
以
上
前
か
ら
人

が
生
活
し
て
い
た
と
分
か
っ
て
い
ま

す
。
市
内
各
所
で
縄
文
時
代
の
遺
跡
が

見
つ
か
っ
て
い
て
、
特
に
高
城
町
で
は

52
棟
の
竪
穴
式
住
居
跡
が
見
つ
か
る
な

ど
、
大
規
模
な
集
落
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
古
墳
時

代
に
造
ら
れ
た
前
方
後
円
墳
（
高
崎
町

塚
原
古
墳
群
）
や
鎌
倉
時
代
か
ら
安
土

桃
山
時
代
の
茶
碗
な
ど
が
出
土
し
て
い

ま
す
。

貴
重
な
資
料
が
よ
り
身
近
に

当
時
人
々
が
ど
の
よ
う
な
暮
ら
し
ぶ

り
を
し
て
い
た
か
な
ど
を
解
き
明
か
す

の
が
発
掘
調
査
で
、
今
ま
で
に
１
０
０

カ
所
以
上
の
遺
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
、

１
万
点
以
上
の
出
土
品（
埋
蔵
文
化
財
）

が
市
で
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
貴
重
な
出
土
品
を
使
っ
て

都
城
の
歴
史
に
興
味
や
関
心
を
深
め
て

も
ら
お
う
と
、
こ
れ
ま
で
も
都
城
歴
史

資
料
館
や
高
城
郷
土
資
料
館
な
ど
で
資

料
の
一
部
を
展
示
公
開
し
て
き
ま
し

た
。
こ
う
し
た
資
料
を
よ
り
身
近
に
感

じ
て
も
ら
う
た
め
に
、
５
カ
年
に
わ

た
っ
て
、
巡
回
企
画
展
や
体
験
学
習
会

を
行
う
ほ
か
、
市
内
の
主
要
な
遺
跡
を

掲
載
し
た
遺
跡
マ
ッ
プ
や
都
城
の
歴
史

を
時
代
ご
と
に
解
説
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど

を
作
成
す
る
予
定
で
す
。

私
た
ち
の
財
産
を

活
用
し
よ
う
！

本
物
の
出
土
品
を
見
た
り
、
触
れ
た

り
す
る
こ
と
で
楽
し
み
な
が
ら
都
城
の

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
後
、
企
画
展
や
体
験
学
習
会
の
日

程
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、
広
報
紙
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、

都
城
の
歴
史
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
？

発掘体験の様子

まが玉作り体験の様子

一
神
六
獣
鏡

（
いっ
し
ん
ろ
く
じ
ゅ
う
き
ょ
う
）

景
徳
鎮
壺（
け
い
と
く
ち
ん
つ
ぼ
）
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❶
設
置
義
務
化
ま
で
あ
と
1
年

平
成
23
年
６
月
１
日
か
ら
の
既
存
住

宅
へ
の
設
置
義
務
化
ま
で
、
残
す
と
こ

ろ
１
年
と
な
り
ま
し
た
。
ま
だ
設
置
し

て
い
な
い
人
は
、
一
日
で
も
早
く
設
置

し
ま
し
ょ
う
。

ま
だ
住
宅
用
火
災
警
報
器
を

設
置
し
て
い
な
い
主
な
理
由

◉ 

設
置
義
務
化
ま
で
に
ま
だ
時
間
が
あ
る

▼ 

火
災
は
い
つ
発
生
す
る
か
分
か
り
ま

せ
ん
。
３
日
前
に
設
置
し
た
警
報
器

に
命
を
救
わ
れ
た
例
も
あ
り
ま
す
。

自
分
や
家
族
を
守
る
た
め
に
、
一
日

で
も
早
く
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

◉
価
格
が
高
い

▼ 

例
え
ば
、
１
個
４
、０
０
０
円
で
、

寿
命
10
年
の
電
池
式
の
住
宅
用
火
災

警
報
器
を
購
入
し
た
場
合
、
１
日
当

た
り
約
１
円
で
火
災
か
ら
命
を
守
っ

て
く
れ
ま
す
。

◉
借
家
だ
か
ら

▼ 

ア
パ
ー
ト
や
借
家
な
ど
を
借
り
る
際

は
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
が
設
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

借
り
た
部
屋
な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い

住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
数
は
、
建
物
火
災
全
体
の
死
者
数
の
約
９
割
を

占
め
、
こ
の
う
ち
約
６
割
が
逃
げ
遅
れ
に
よ
る
も
の
で
す
。
特
に
就
寝

中
に
は
火
災
の
発
見
が
遅
れ
、
死
に
至
る
危
険
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
こ
で
、
火
災
に
よ
る
犠
牲
者
を
減
ら
す
た
め
に
、
就
寝
に
使

用
す
る
部
屋
に
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

◎
問
い
合
わ
せ　

消
防
局
予
防
課　

☎
22-

８
８
８
４

な
い
場
合
は
、
管
理
会
社
や
大
家
さ
ん

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

❷
住
宅
用
火
災
警
報
器
っ
て
何
？

自
動
的
に
火
災
の
煙
ま
た
は
熱
を
い

ち
早
く
感
知
し
て
警
報
音
や
音
声
で
火

災
を
知
ら
せ
ま
す
。
10
年
間
交
換
不
要

で
停
電
時
で
も
作
動
す
る
電
池
式
の
も

の
が
主
流
で
、
天
井
や
壁
に
ド
ラ
イ

バ
ー
１
本
で
取
り
付
け
ら
れ
ま
す
。
製

品
は
消
火
器
を
取
り
扱
っ
て
い
る
設
備

業
者
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
、
百
貨
店
な

ど
で
購
入
で
き
ま
す
。

そ
の
際
に
は
、
日
本
消
防
検
定
協
会

の
Ｎ
Ｓ
マ
ー
ク
が
つ
い
た
商
品
を
選
び

ま
し
ょ
う
。

❸
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
場
所

住
宅
の
す
べ
て
の
寝
室
に
煙
感
知
器

を
設
置
し
ま
す
。
２
階
に
寝
室
が
あ
る

場
合
は
寝
室
と
階
段
の
上
に
設
置
し
ま

す
。
台
所
に
は
設
置
義
務
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
熱
感
知
器
を
設
置
す
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

付けて安心
住宅用火災警報器

設置が
義務化された
理由

☆ 

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
に
よ
り
、
住
宅
火
災
１
０
０
件

当
た
り
の
死
者
数
が
３
分
の
１
程
度
に
減
少
し
て
い
ま
す
‼
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