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２
０
２
０
年
に
あ
ら
ゆ
る
場
面
の
リ
ー

ダ
ー
の
30
％
以
上
を
女
性
に
す
る
と
い

う
政
府
方
針
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、

政
策
決
定
の
場
に
関
わ
る
女
性
政
治
家

や
、経
済
界
な
ど
各
界
で
活
躍
す
る「
女

性
リ
ー
ダ
ー
と
そ
の
予
備
軍
」
は
、
ま

だ
ま
だ
少
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。

元
文
部
大
臣
で
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
成
立
に
力
を
尽
く
し
た
赤
松
良
子
さ

ん
は
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
女
性
た

ち
の
育
成
が
急
務
と
考
え
「
赤
松
政

経
塾
」
を
２
０
１
４
年
９
月
15
日
か
ら

ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　
こ
の
塾
で
は
、
超
党
派
の
女
性
政
治

家
や
各
界
で
活
躍
す
る
女
性
を
講
師
に

招
き
、講
義
を
行
う
と
共
に
、交
流・デ
ィ

ス
カッ
ション
の
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。

今
号
で
は
そ
の
中
か
ら
近
隣
諸
国
と
の

関
係
を
考
え
る
講
義
を
行
った
岸
井
成

格
氏
の
講
義
を
掲
載
し
た
。
こ
の
赤
松

政
経
塾
の
ス
タ
ー
ト
を
起
点
と
し
新
た

な
世
代
間
の
壁
を
超
え
た
女
性
た
ち
の

「
応
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
生
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

第一期

▼超党派の国会議員・経済人・文化人等が講義

▲小宮山洋子政策研究会代表　
小宮山洋子さん

▲上智大学法学部教授　三浦まりさん ▲衆議院議員　高木美智代さん ▲司会を担当した落合良さん
（WIN WIN 運営委員）

　◀WIN WIN 代表兼塾長の
赤松良子さん

2015 新年会
1月18日主婦会館プラザエフにおいて、
WIN WINとクォータ制を推進する会、

赤松政経塾のメンバー交流を図るために
新年会が開催された。

女性のネットワーク連携がさらに大きな
女性たちの輪となって、大きなうねりを
作り出せる新年のスタートとなった。

世界が日本の女性の活躍状況を
注目する中、果たして日本の女性人財は

十分育ってきているだろうか？
女性リーダー育成に取り組む

「赤松政経塾」の活動を取材した。

Watching

第 一 講 義 第 二 講 義

第
5
回

テーマ：
「女性はもっと活躍できる」
～女性の力で企業を活性化する～
講師：岩田喜美枝さん
 実業家・元官僚

テーマ：

「やる気があれば変えられる」

講師：小宮山洋子さん
 小宮山洋子政策研究会代表

テーマ：

「伝える極意」

講師：長井鞠子さん
 同時翻訳家・会議通訳者

テーマ：
「輝け !! 女性」
～女性を支える政治の役割
講師：高木美智代さん
 公明党 衆議院議員

テーマ：
「歴史の転換点を迎えて
　　　これからの日本と世界」
講師：岸井成格さん
 ジャーナリスト・政治評論家

テーマ：
「オール沖縄」
沖縄が切り拓く新しい道
講師：糸数慶子さん
 無所属 参議院議員

テーマ：
「資産はこうして増やせ」
～心豊かな生活経済の知恵と活用法
講師：中井恵美子さん
 ファイナンシャルプランナー

テーマ：

「女性が変える、日本の社会」

講師：林久美子さん
 民主党 参議院議員

WIN WINの開催する新年会

3
8

第
4
回

2
8

第
3
回

1
18

第
2
回

11
9

第
1
回

9
15
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今
朝
、Ｔ
Ｂ
Ｓ
の
番
組
の「
サ
ン
デ
ー

モ
ー
ニン
グ
」
収
録
を
終
え
て
こ
ち
ら

に
来
ま
し
た
。

　

先
般
の
イ
ス
ラ
ム
国
に
よ
る
日
本
人

人
質
事
件
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

あ
の
事
件
で
我
々
は
、
人
間
は
ど
こ
ま

で
残
虐
に
な
れ
る
か
を
見
せ
つ
け
ら
れ

ま
し
た
。
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
過
去

に
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
繰
り
返
さ

れ
て
き
て
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
起
こ
る
の
か
。
番
組
の
最
後

で
私
は
こ
う
申
し
上
げ
ま
し
た
。「
歴

史
や
時
代
状
況
に
よ
っ
て
も
異
な
る

が
、
憎
し
み
の
連
鎖
が
引
き
起
こ
す

の
は
、
戦
争
、
内
戦
、
独
裁
体
制
だ
。

独
裁
体
制
の
社
会
に
な
る
と
、
厳
し

い
監
視
体
制
が
敷
か
れ
、
少
し
で
も

考
え
方
が
違
う
と
抹
殺
す
る
、
そ
れ

が
ま
か
り
通
っ
て
し
ま
う
。
一度
そ
の

よ
う
な
道
に
踏
み
込
ん
だ
ら
誰
に
も

止
め
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
世
の
中
に

な
り
そ
う
だ
と
少
し
で
も
思
っ
た
ら
、

小
さ
い
う
ち
に
芽
を
摘
み
取
る
必
要

が
あ
る
。
国
民一人
ひ
と
り
が
自
覚
し

て
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
。

　

今
年
は
戦
後
70
年
の
節
目
と
な
る

年
で
す
。
注
目
さ
れ
る
の
が
、
8
月

15
日
の
戦
後
70
周
年
記
念
式
典
で
発

表
さ
れ
る
「
安
倍
内
閣
総
理
談
話
」

の
内
容
で
す
。

　

戦
後
50
周
年
の
村
山
富
市
内
閣
総

理
大
臣
談
話
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
植

民
地
」「
侵
略
」「
心
か
ら
の
お
わ

び
」
で
し
た
。
近
隣
諸
国
と
の
和
解

に
向
け
て一歩
前
進
し
た
と
話
題
に
な

り
ま
し
た
。
戦
後
60
周
年
の
小
泉
純

一
郎
内
閣
総
理
大
臣
談
話
で
は
再
び

ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
謝
罪
を
表
明
。

し
か
し一貫
し
て
「
自
虐
的
歴
史
観
」

に
反
発
し
、
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱

却
を
標
榜
し
て
き
た
安
倍
総
理
が
、

ど
の
よ
う
な
談
話
を
発
表
す
る
の
か

が
今
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
内
で

も
意
見
が
分
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
戦

後
70
周
年
の
首
相
談
話
は
、
ア
ジ
ア

諸
国
と
の
関
係
性
に
も
大
き
く
影
響

す
る
だ
け
に
、
私
も
大
変
興
味
深
く

見
守
って
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

現
在
の
日
本
は
、
領
土
問
題
を
め

ぐ
って
、
日
本
と
中
国
、
韓
国
、
ロ
シ

ア
な
ど
の
近
隣
諸
国
と
の
関
係
が
緊

張
し
て
い
ま
す
。
今
に
始
ま
っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
長
年
の
間
、
こ
れ
ら
の
国

の
間
に
は
わ
だ
か
ま
り
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
二
重
の
屈
辱
」

で
す
。

　

日
本
は
鎌
倉
時
代
の
元
寇
を
除
き

有
史
以
来
２
０
０
０
年
に
わ
た
って
他

国
か
ら
「
侵
略
」
さ
れ
た
こ
と
が
な

い
稀
有
な
国
で
す
。
そ
の
た
め
か
、

侵
略
さ
れ
た
側
の
国
の
感
情
に
対
し

て
鈍
感
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。こ
の
ギ
ャッ

プ
を
日
本
人
は
認
識
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

尖
閣
諸
島
問
題
に
し
て
も
、
竹
島
、

北
方
領
土
に
し
て
も
、
日
本
が
言
って

い
る
こ
と
は
正
し
い
。
歴
史
的
に
も

国
際
法
的
に
も
こ
れ
ら
が
日
本
の
領

土
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
そ
れ
を
言
え
ば
言
う
ほ

ど
、
相
手
の
屈
辱
感
を
刺
激
す
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
っ
と
日
本
は
敏

感
に
な
る
べ
き
な
の
で
す
。

　

１
２
０
年
前
か
ら
１
０
０
年
前
ま

で
の
20
年
間
に
、
日
本
は
、
日
清

戦
争
（
１
８
９
４
年
）、
日
露
戦
争

（
１
９
０
４
年
）
に
勝
利
し
、
沖
縄

統
治
、
朝
鮮
統
治
、
台
湾
の
植
民
地

化
を一気
に
進
め
ま
し
た
。
極
東
の
小

国
が
、
清
や
ロ
シ
ア
と
いっ
た
大
国
に

勝
利
し
た
の
で
す
。
戦
争
で
勝
っ
た
国

が
領
土
を
取
る
こ
と
は
慣
例
で
あ
り

国
際
法
的
に
も
間
違
って
い
な
い
。
し

有史以来、他国から侵略されたことがほとんどない日本。侵略された
側の国の心情がわからなければ領土問題も外交問題も解決できない
と岸井成格氏。二つの屈辱とは何なのか。戦後 70 年という節目に
日本人が向き合わなければならないこととは―。

［プロフィール］　慶応大学法学部卒。毎日新聞記者、政治部長、編集局次長、主筆
などを経て現在、特別編集委員。TBS系テレビの「サンデーモーニング」「ニュー
ス 23」などにレギュラー出演し、政治・時事問題等の明快な解説で知られる。21
世紀臨調運営委員、日本ニュース時事能力検定協会理事長、イオン環境財団評議委
員、司馬遼太郎記念財団理事など。著書：『政治家とカネ』『昭和の妖怪』『永田町
の通信簿』『大展開―瓦解へのシナリオ』『政治言論』ほか多数。

岸井成格さん

二つの屈辱を
理解しなければ
国際問題は解決できない

◆第二講義

戦
争
の
芽
は

小
さ
い
う
ち
か
ら
摘
み
取
る

戦
後
70
年
、

総
理
談
話
の
内
容
は

日
本
は
被
侵
略
国
の

気
持
ち
が
わ
か
ら
な
い
？
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か
し
、
負
け
た
ほ
う
に
とって
は
大
変

な
屈
辱
で
す
。
な
ぜ
あ
ん
な
小
さ
な

国
に
我
々
の
王
国
が
、
帝
国
が
負
け

た
の
か
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
思
い
出
し

た
く
も
な
い
嫌
な
歴
史
な
の
で
す
。

　

そ
れ
が
第
１
の
屈
辱
で
す
。

　
で
は
第
2
の
屈
辱
と
は
何
か
。

　

そ
れ
が
戦
後
70
周
年
に
関
わ
っ
て

き
ま
す
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
で
日
本
は
敗
戦

国
と
な
り
ま
し
た
。
で
は
戦
勝
国
は

ど
こ
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
中
国
も

韓
国
も
ロ
シ
ア
も
戦
勝
国
に
は
な
れ

て
い
な
い
。
終
戦
後
の
決
着
と
は
何

か
。そ
れ
は
、「
領
土
問
題
と
請
求
権
」

に
つい
て
同
意
を
と
り
つ
け
「
平
和
条

約
」
を
結
ぶ
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ

の
3
国
と
も
ま
だ
日
本
と
平
和
条
約

を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
つ
ま

り
戦
勝
国
に
な
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
が

第
2
の
屈
辱
な
の
で
す
。

　

日
本
に
と
っ
て
は
、
8
月
15
日
が

終
戦
日
で
す
。
し
か
し
ロ
シ
ア
に
と
っ

て
は
、
日
本
が
降
伏
文
書
に
調
印
し

た
9
月
2
日
が
終
戦
日
で
あ
り
、
翌

日
の
9
月
3
日
が
対
日
戦
勝
記
念
日

で
す
。

　

今
年
の
9
月
3
日
に
、
中
国
と
ロ

シ
ア
が
共
催
で
、
対
日
戦
争
勝
利
記

念
日
の
祝
賀
を
行
い
、
韓
国
の
朴
槿

惠
大
統
領
も
招
待
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
彼
ら
は
そ
れ
を
や
ら
な
い
と
気

が
す
ま
な
い
。
な
ぜ
か
。

　
日
本
は
１
９
４
５
年
8
月
15
日
に
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
ま
し
た
。
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
で
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
の
処
理
方
針
と
し
て
領
土
不
拡
大

の
原
則
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と

か
ら
も
日
本
が
北
方
領
土
の
放
棄
を

求
め
ら
れ
る
筋
合
い
は
な
い
。し
か
し
、

第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
の
直
前
8
月

8
日
、
ソ
連
（
当
時
）
は一方
的
に
日

本
に
宣
戦
布
告
し
、
満
州
国
、
樺
太

南
部
、
朝
鮮
半
島
、
千
島
列
島
を
制

圧
。
以
来
ロ
シ
ア
は
、
北
方
領
土
は
ロ

シ
ア
の
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

日
本
か
ら
し
た
ら
、
終
戦
後
の
ど
さ

く
さ
に
紛
れ
て
不
法
占
拠
さ
れ
た
わ

け
で
す
が
、
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
終
戦
日

は
8
月
15
日
で
は
な
く
、
9
月
2
日
。

戦
勝
国
が
領
土
を
とって
何
が
悪
い
と

い
う
言
い
分
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
戦
後
70
年

に
な
り
ま
す
が
、
日
本
と
ロ
シ
ア
は

未
だ
平
和
条
約
を
締
結
で
き
て
い
な

い
。
こ
れ
は
国
際
的
に
も
異
常
な
状

態
で
す
。

　
日
中
関
係
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
懸
案
事
項

と
な
っ
て
い
た
日
中
国
交
正
常
化
は
、

１
９
７
２
年
、
田
中
角
栄
内
閣
の
時

代
に
大
き
く
進
展
し
ま
し
た
。
当
時

の
中
国
の
首
相
、
周
恩
来
は
「
日
本

人
民
と
中
国
人
民
は
と
も
に
日
本
の

軍
国
主
義
の
被
害
者
で
あ
る
」、
第
二

次
世
界
大
戦
の
戦
争
責
任
は
、「
日

本
軍
国
主
義
」
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

「
日
本
人
民
」
に
は
な
い
と
し
て
、

日
中
共
同
声
明
に
署
名
し
、
こ
こ
に

日
中
国
交
正
常
化
が
設
立
。
そ
の
6

年
後
、
福
田
赳
夫
内
閣
の
も
と
で
日

中
平
和
友
好
条
約
が
締
結
さ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
最
後
の
最
後
ま
で
尖

閣
諸
島
問
題
が
残
り
ま
し
た
。

　

当
時
の
中
国
の
最
高
実
力
者
で
あ

る
鄧
小
平
が
条
約
批
准
の
た
め
に
来

日
し
、
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
で
記
者
会
見

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
尖
閣
諸
島
問
題

に
つ
い
て
彼
が
何
と
言
う
か
皆
が
注

目
し
て
い
ま
し
た
。
緊
張
が
高
ま
る

中
、
彼
が
語
っ
た
言
葉
は
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
我
々
の
世
代
で

は
い
い
知
恵
が
出
な
か
っ
た
。
こ
の
条

約
締
結
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
日
中
関

係
は
改
善
が
進
む
だ
ろ
う
。
そ
う
す

れ
ば
い
い
知
恵
が
出
る
だ
ろ
う
。
50

年
、
１
０
０
年
か
か
る
か
わ
か
ら
な
い

が
、
子
ど
も
た
ち
の
世
代
に
ま
か
せ

ま
し
ょ
う
」
と
。
そ
の
と
き
に
居
合

わ
せ
た
外
務
次
官
が
は
ぁ
〜
っ
と
感

心
し
て
言
い
ま
し
た
。「
さ
す
が
大

物
政
治
家
で
す
。（
尖
閣
諸
島
問
題

は
）
棚
上
げ
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た

ね
」
と
。

　

韓
国
、
北
朝
鮮
と
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
8
月
15
日
は
、
韓
国
、
北
朝

鮮
に
と
っ
て
抗
日
戦
争
に
勝
利
し
た

領
土
問
題
を
巡
る

各
国
の
思
惑

日
中
国
交
正
常
化
時
に

棚
上
げ
？
さ
れ
た
尖
閣
諸
島
問
題

朴
槿
惠
大
統
領
は

日
本
に
甘
い
顔
が
で
き
な
い

日
本
と
ロ
シ
ア
と
で
は

終
戦
日
が
異
な
っ
て
い
る

著作者:Kzaral
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日
で
あ
り
植
民
地
解
放
の
日
で
す
。

し
か
し
戦
後
補
償
を
め
ぐ
っ
て
、
日

本
は
「
韓
国
を
合
法
的
に
領
有
、
統

治
し
て
お
り
、
韓
国
と
交
戦
状
態
に

は
な
か
っ
た
た
め
、
韓
国
に
対
し
て
戦

争
賠
償
金
を
支
払
う
立
場
に
な
い
」

と
主
張
。
つ
ま
り
、
第
二
次
大
戦
中

は
、
韓
国
は
日
本
の
植
民
地
で
あ
り
、

韓
国
人
は
日
本
国
民
だ
っ
た
、
日
本

人
が
日
本
人
に
賠
償
金
を
請
求
す
る

の
は
お
か
し
い
で
し
ょ
う
、
払
い
ま
せ

ん
よ
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
韓

国
人
に
と
っ
て
屈
辱
以
外
の
何
物
で

も
な
い
。

　

そ
の
後
、
十
数
年
に
わ
た
っ
て
日

韓
国
交
正
常
化
交
渉
が
続
け
ら
れ
、

１
９
６
５
年
に
よ
う
や
く
日
韓
基
本

条
約
が
締
結
。
日
本
は
韓
国
に
対
し

て
莫
大
な
経
済
援
助
を
行
い
、
韓
国

は
対
日
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と
に

合
意
し
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、

こ
れ
か
ら
日
韓
の
新
し
い
関
係
を
築

き
ま
し
ょ
う
と
い
う
条
約
に
す
ぎ
ず
、

平
和
条
約
で
は
な
い
。

　
こ
の
と
き
の
国
家
再
建
最
高
会
議

議
長
が
朴
正
煕
で
、
朴
槿
惠
の
父
親

に
あ
た
り
ま
す
。
彼
は
親
日
家
だ
っ

た
た
め
韓
国
内
で
は
「
日
本
と
屈
辱

的
な
条
約
を
結
ん
だ
」
と
非
難
さ
れ

た
。
だ
か
ら
朴
槿
惠
は
日
本
に
対
し

て
甘
い
顔
を
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

の
で
す
。

　

新
聞
記
者
時
代
に
、
日
韓
問
題
の

取
材
に
行
く
た
び
に
先
輩
か
ら
繰
り

返
し
言
わ
れ
た
智
恵
が
あ
り
ま
す
。

「
韓
国
人
と
決
し
て
歴
史
の
話
は
す

る
な
」
と
。
殴
り
合
い
の
け
ん
か
に

な
る
か
ら
と
。

　

歴
史
認
識
問
題
は
そ
の
く
ら
い
難

し
い
。
伊
藤
博
文
は
日
本
で
は
初
代

総
理
大
臣
で
あ
り
お
札
に
も
な
っ
た

人
で
す
が
、
韓
国
で
は
伊
藤
博
文
を

暗
殺
し
た
安
重
根
は
英
雄
で
す
。

　

領
土
問
題
に
つい
て
は
、
日
本
が
正

し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
言
え
ば
言

う
ほ
ど
相
手
を
怒
ら
せ
る
、
必
ず
相

手
を
侮
辱
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ

と
を
認
識
し
て
お
く
べ
き
で
す
。

　

本
来
な
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
は
学

校
で
教
え
る
べ
き
こ
と
で
す
。
な
ぜ
日

本
で
は
教
え
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。

　

沖
縄
の
問
題
も
そ
う
で
す
。
安

倍
総
理
は
、
２
０
１
３
年
の
4
月
28

日
、
61
年
前
の
同
日
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
し
日
本
が
主

権
を
回
復
し
た
日
を
「
主
権
回
復
の

日
」
と
定
め
、
記
念
式
典
を
開
催
し

ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
日
は
、
主
権

回
復
の
枠
外
に
置
か
れ
た
沖
縄
県
民

に
とって
は
「
沖
縄
が
切
り
捨
て
ら
れ

た
日
」
な
の
で
す
（
沖
縄
が
返
還
さ

れ
た
の
は
そ
の
20
年
後
の
１
９
７
２
年

で
す
）。
そ
れ
を
忘
れ
て
お
祝
い
の
日

に
し
て
し
ま
う
。

　

戦
後
70
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ

て
、
天
皇
陛
下
が
「
満
州
事
変
か

ら
始
ま
っ
た
先
の
大
戦
」
と
い
う
言

葉
を
使
わ
れ
た
。
単
に
「
先
の
大

戦
」
と
言
え
ば
い
い
と
こ

ろ
を
「
満
州
事
変
か
ら
」

と
お
っ
し
ゃっ
た
こ
と
の
真

意
は
何
か
。満
州
国
と
は
、

侵
略
と
植
民
地
の
象
徴
で

す
。
そ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
言

及
さ
れ
た
の
は
、「
日
本

人
は
忘
れ
す
ぎ
て
い
る
」

と
い
う
警
鐘
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
え
て
な
り
ま

せ
ん
。

　

戦
後
70
周
年
に
あ
た
る

今
年
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
面

で
歴
史
と
向
き
合
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
出

て
く
る
で
し
ょ
う
。
ほ
か

に
も
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
Ｊ
Ａ
改

革
、
辺
野
古
へ
の
基
地
移

転
、
集
団
的
自
衛
権
を
巡
る
安
保
法

制
、
領
土
問
題
な
ど
、
重
要
な
課
題

が
山
積
し
て
い
ま
す
。
安
倍
内
閣
は

こ
れ
を
ど
う
乗
り
切
っ
て
い
く
の
か
。

当
面
目
が
離
せ
ま
せ
ん
ね
。

（
２
０
１
５
年
２
月
８
日
収
録
）

他
国
と
歴
史
認
識
を

理
解
し
合
う
の
は
難
し
い

戦
争
の
歴
史
に
つ
い
て

も
っ
と
学
ぶ
べ
き

◀50名を超える受講生たち。
メモを取りながら熱心に聴き
入っていました

取材・文：石井栄子
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赤松政経塾 参加者の声

　
「
女
が
男
に
口
答
え
を
し
て
も
ロ
ク
な
こ

と
が
な
い
」。
海
外
の
教
育
機
関
へ
の
留
学

中
に
受
け
た
一
言
が
、政
治
家
を
志
す
き
っ

か
け
に
。
早
期
か
ら
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
教
育

必
修
化
が
必
要
で
す
。
教
育
・
法
律
を
変

え
な
け
れ
ば
日
本
の
社
会
は
良
く
な
ら
な

い
。
も
っ
と
女
性
が
立
法
の
場
に
増
え
な

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。「
誰
か
が
変
え
て
く

れ
る
の
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
私
が
国
を

変
え
に
い
く
」。
強
い
想
い
か
ら
、
赤
松
政

経
塾
に
参
加
し
ま
し
た
。
多
様
な
生
き
方

が
認
め
ら
れ
る
社
会
を
目
指
し
、
次
世
代

に
道
を
拓
く
力
強
い
政
治
を
目
指
し
ま
す
。

　
建
設
会
社
で
一
級
建
築
士
と
し
て
仕
事

を
し
て
い
ま
す
。
建
設
業
は
ま
だ
ま
だ
男

性
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
お
り
、
社
会

全
体
を
見
渡
し
て
も
決
定
権
の
あ
る
立
場

に
い
る
女
性
は
少
な
く
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
声
が
届
き
づ
ら
い
の
が
現
状
で
す
。

　

ま
さ
に
日
本
の
政
治
そ
の
も
の
で
す
。

「
私
が
変
え
な
け
れ
ば
誰
が
変
え
る
ん

だ
！
」
そ
う
強
く
思
い
、
政
治
家
を
本
気

で
志
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
赤
松
政
経

塾
で
し
っ
か
り
勉
強
し
、
す
べ
て
の
人
に

優
し
い
社
会
を
作
っ
て
い
け
る
政
治
家
を

目
指
し
ま
す
。

　
女
性
支
援
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
多
様
な
生
き
方
の

ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
知
的
好
奇
心
を
求
め
、

入
塾
し
ま
し
た
。
講
師
の
皆
様
か
ら
は
、

自
分
を
安
売
り
せ
ず
困
難
な
事
に
挑
戦
し

て
き
た
健
気
さ
と
、
希
望
の
見
え
な
い
時

代
に
、
自
ら
が
希
望
と
な
り
輝
い
て
き
た

強
さ
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

未
だ
経
験
不
足
な
私
は
、
走
り
な
が
ら
強

く
な
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
先
輩
方
か
ら

豊
か
に
生
き
抜
く
知
恵
を
学
び
、
自
ら
が

メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
な
っ
て
多
く
の
方
へ

生
き
る
ヒ
ン
ト
を
伝
え
て
ま
い
り
ま
す
。

　

18
年
間
の
子
育
て
支
援
業
務
の
中
で
虐

待
・
貧
困
・
Ｄ
Ｖ
・
教
育
問
題
・
家
庭
崩

壊
等
ざ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
を
直
視
し
て

き
ま
し
た
。
誰
も
が
こ
の
国
に
生
ま
れ
て

来
て
よ
か
っ
た
と
思
う
人
生
で
あ
っ
て
ほ

し
い
。
そ
の
た
め
に
今
、
私
が
で
き
る
こ

と
は
と
考
え
「
政
治
」
を
志
し
ま
し
た
。

　
想
い
だ
け
で
は
な
く
中
身
の
あ
る
政
治

家
と
し
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
と
赤
松
政

経
塾
に
入
塾
し
ま
し
た
。
実
際
に
活
躍
さ

れ
て
い
る
先
生
方
、
共
に
学
ん
で
い
る
塾

生
の
皆
様
と
の
出
逢
い
は
一
生
の
財
産
と

な
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

板津由華さん

大塚三佳さん花堂晴美さん

梅田知奈さん

全ての人に優しく
多様性を
認め合える社会に

待つだけでなく
自ら日本の政治と
教育を変える！

多様な生き方から学び
学んだことを
広く伝えたい

この国に生まれて
よかったと思える
社会を作りたい

金融関係勤務

人材開発会社勤務 キャリアカウンセラー子育て支援アドバイザー

建設会社勤務、一級建築士


