
5

●
復
興
に
お
い
て
、
女
性
が
農
業
、
漁
業

で
経
済
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
て
、
男

女
が
平
等
に
暮
ら
せ
る
よ
う
な
新
た
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
を

望
ん
で
い
る
。

　

良
い
事
例
と
し
て
は
、

●
宮
城
県
登
米
市
で
は
男
女
共
同
参
画
を

学
ん
だ
女
性
た
ち
が
支
援
グ
ル
ー
プ
を

作
り
、
避
難
所
で
女
性
の
ニ
ー
ズ
調
査

を
行
い
そ
れ
を
環
境
改
善
に
つ
な
げ
た
。

●
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
し
か
い
な
い
場
合
で

も
、
女
性
た
ち
の
要
望
に
柔
軟
に
対
応

し
た
と
こ
ろ
は
女
性
の
表
情
が
明
る
い
。

　

今
回
の
震
災
を
受
け
て
、
内
閣
府
で
も

自
治
体
に
向
け
て
「
避
難
所
の
運
営
に
お

い
て
女
性
に
配
慮
せ
よ
」
な
ど
の
通
達
を

何
度
も
出
し
て
い
ま
す
が
、
現
場
で
あ
ま

り
実
施
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

一
人
ひ
と
り
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
社
会
に
む
け
て

　

こ
れ
か
ら
最
も
必
要
と
さ
れ
る
の
が
、

雇
用
の
創
出
と
心
の
ケ
ア
で
す
。
避
難
所

の
女
性
た
ち
か
ら
「
今
、
一
番
欲
し
い
の

は
仕
事
」
と
い
う
声
が
多
く
聞
か
れ
ま
し

た
。
就
労
支
援
を
速
や
か
に
行
う
と
と
も

に
、
女
性
の
能
力
を
活
か
し
、
復
興
計
画

な
ど
の
責
任
者
に
積
極
的
に
女
性
を
登
用

す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

　

津
波
で
流
さ
れ
る
人
を
救
え
な
か
っ
た

り
、
損
傷
の
激
し
い
遺
体
を
数
多
く
み
た

り
し
て
い
る
人
々
の
心
の
ケ
ア
な
ど
も
こ

れ
か
ら
で
す
。

　

災
害
時
、
被
災
者
の
一
人
ひ
と
り
の
人

権
が
、
ど
の
よ
う
に
守
ら
れ
、
尊
重
さ
れ

る
か
は
、
そ
の
ま
ち
の
女
性
施
策
が
ど
こ

ま
で
進
ん
で
い
る
の
か
、
福
祉
施
策
が
ど

れ
ほ
ど
充
実
し
て
い
る
の
か
の
日
常
的
な

取
り
組
み
が
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
な
り
ま
す
。

　

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
に
は
、

あ
ら
ゆ
る
意
思
決
定
の
場
に
女
性
が
参
画

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
ち
の
防
災
計

画
や
復
興
計
画
の
策
定
に
も
積
極
的
に
女

性
の
参
画
を
進
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　
と
も
に
支
え
あ
う
防
災
対
策

　

災
害
が
起
こ
り
、
避
難
所
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
ら
、
次
の
よ
う
な
工
夫
が

必
要
で
す
。

１　

安
心
・
安
全
・
快
適
な
空
間
を
確
保
す
る
。

■
一
人
暮
ら
し
の
女
性
や
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
乳
幼
児
の
い
る
家
庭
な
ど
被
災

者
の
状
況
に
応
じ
、
間
仕
切
り
を
す
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

■
仮
設
ト
イ
レ
の
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
女
性
や
子
ど
も
の
安
心
・
安
全
に
配
慮

し
た
場
所
や
通
路
を
確
保
す
る
。

■
男
女
別
の
更
衣
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
。

■
女
性
用
洗
濯
物
の
干
場
を
確
保
す
る
。

■
授
乳
ス
ペ
ー
ス
・
育
児
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
。

■
女
性
や
子
ど
も
へ
の
暴
力
を
防
止
し
、
身
心
の
健
康
を
守
る
た
め
に
、
女
性
や

子
ど
も
の
た
め
に
相
談
窓
口
を
設
置
す
る
。

■
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
、
誰
も
が
利
用
で
き
る
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
を
し
、

身
心
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
や
ス
ト
レ
ス
解
消
を
図
る
。

２　

性
別
で
役
割
分
担
す
る
の
で
は
な
く
、
個
人
の
能
力
・
才
能
・
特
技
を
い
か
し
、

避
難
所
内
外
で
の
作
業
を
共
同
で
行
う
。

■
例
え
ば
…
食
事
の
片
付
け
、物
資
の
配
付
等
、共
有
ス
ペ
ー
ス
や
ト
イ
レ
の
掃
除
、

ご
み
処
理
、
行
政
と
の
連
絡
、
防
犯
（
見
回
り
）、
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
及
び
開
催
、

家
の
後
片
付
け
な
ど
の
復
旧
作
業

３　

常
に
被
災
者
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
、
的
確
な
対
応
を
す
る
。

■
避
難
所
運
営
に
男
性
と
女
性
の
責
任
者
を
配
置
す
る
。

■
生
活
者
の
視
点
に
立
っ
た
ニ
ー
ズ
を
把
握
で
き
る
よ
う
女
性
の
意
見
を
積
極
的

に
聞
く
。

■
日
頃
か
ら
培
っ
て
き
た
地
域
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
ご
近
所
つ
き
あ
い
な
ど

の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
活
用
し
、
被
災
者
の
安
否
確
認
や
避
難
所
で
声
か
け

を
行
う
。

■
被
災
者
が
求
め
る
情
報
が
正
確
に
避
難
所
の
す
べ
て
の
人
に
わ
か
り
や
す
く
伝

わ
る
よ
う
、
伝
達
方
法
を
工
夫
（
特
に
移
動
が
困
難
な
人
や
、
視
覚
・
聴
覚
障

が
い
者
な
ど
に
配
慮
）
す
る
。 

■
避
難
所
生
活
や
生
活
再
建
な
ど
の
問
題
で
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
た
人
々
の
た
め
に
、

避
難
所
内
に
相
談
窓
口
を
設
置
す
る
。

正井 礼子 さん
Profile

神戸学院大客員教授。三木市男女共同参画
センター女性問題相談員。1992 年、市民
グループ「ウィメンズネット・こうべ」を
発足させ、男女共同参画社会の実現と女性
の人権を守るため、さまざまな活動を行う。
1994 年、女性が本音で話せて元気になれ
る場として「女たちの家」開設（震災で失
う）。阪神・淡路大震災直後、「女性支援ネッ
トワーク」をたちあげ、自転車や洗濯機を
集めて配布。1995 年３月、「女性のため
の電話相談」開設。「女性支援連続セミナー」
など被災女性の支援を行う。




