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1　

徳
島
県
は
こ
ん
な
ト
コ

◉
徳
島
は
暮
ら
し
や
す
い
け
ど
、
解
決
す
べ
き
課
題
も
い
ろ
い
ろ

　

ま
ず
、
徳
島
県
が
全
国
の
中
で
ど
の
く
ら
い
の
位
置
づ
け
に
あ
る
か
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
面
積
は

4
1
4
7
㎢
で
全
国
36
位
（
全
国
の
1
・
1
％
）、人
口
は
75
万
5
7
3
3
人
で
44
位
（
全
国
の
0
・
6
％
、

2
0
1
5
年
）
で
す
。

　

県
の
経
済
規
模
を
示
す
指
標
に
「
県
内
総
生
産
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
企
業
や
個
人
が
県
内
で
新

た
に
生
み
出
し
た
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
を
金
額
で
表
し
た
も
の
で
す
が
、
徳
島
県
は
3
・
1
兆
円

と
43
位
（
全
国
の
0
・
6
％
、
2
0
1
6
年
度
）
で
、
お
お
む
ね
「
2
0
0
分
の
1
、
0
・
5
％
経
済
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

県
内
総
生
産
は
人
口
の
影
響
を
大
い
に
受
け
ま
す
の
で
、
例
え
ば
徳
島
県
の
7
倍
、
5
5
0
万
人
も

い
る
鳴
門
海
峡
の
向
こ
う
側
、
兵
庫
県
に
は
か
な
い
ま
せ
ん
。
で
も
、
が
っ
か
り
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
人
口
1
人
当
た
り
の
県
民
所
得
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
徳
島
県
は
2
9
7
万
円
で
全
国
17
位
と

一
挙
に
ラ
ン
ク
が
上
が
り
、
兵
庫
県
（
2
9
0
万
円
）
を
上
回
り
ま
す
。
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こ
の
県
民
所
得
に
は
個
人
の
所
得
（
給
与
）
だ
け

で
な
く
企
業
の
利
益
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、

徳
島
は
企
業
も
含
め
、
経
済
的
に
は
か
な
り
が
ん

ば
っ
て
い
る
地
域
と
言
え
ま
す
。
こ
の
数
字
を
見
る

と
か
な
り
自
信
が
わ
い
て
き
ま
す
ね
。

　

と
こ
ろ
で
徳
島
に
は
日
本
の
三
大
暴
れ
川
に
数
え

ら
れ
た
吉
野
川
が
あ
り
、
毎
年
の
よ
う
に
洪
水
が
発

生
し
ま
し
た
。
し
か
し
川
の
氾は

ん

濫ら
ん

に
よ
っ
て
流
域
に

肥ひ

沃よ
く

な
土
が
運
ば
れ
る
た
め
、
江
戸
時
代
か
ら
藍あ

い

作さ
く

を
中
心
と
す
る
商
業
的
農
業
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

今
は
も
う
藍あ

い

畑ば
た
け

を
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
現
在
は
こ
れ
に
代
わ
っ
て
野
菜
や
果
物
な

ど
の
農
業
生
産
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、「
関
西

の
台
所
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
温
暖
で
水
資
源
に
恵
ま
れ
た
気
候
風
土
を

生
か
し
て
成
長
し
た
産
業
が
多
く
あ
り
ま
す
。
か
つ

吉野川と眉山
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て
全
国
有
数
の
シ
ェ
ア
を
誇
っ
た
木
工
や
木
製
品
は
、
も
と
も
と
は
那
賀
川
流
域
の
木
頭
杉
な
ど
の
加
工

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
徳
島
県
の
代
表
的
産
業
に
成
長
し
た
製
薬
な
ど
の
化
学
産
業
は
、
か
つ

て
製
塩
時
に
発
生
す
る
副
産
物
を
主
原
料
と
し
て
加
工
や
製
品
化
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
起
源
に
し
て
い

ま
す
。

　

最
近
は
、
消
費
電
力
が
少
な
く
省
エ
ネ
に
つ
な
が
る
L
E
D
産
業
の
集
積
や
、
全
国
有
数
の
ブ
ロ
ー

ド
バ
ン
ド
環
境
を
生
か
し
た
Ｉ
Ｔ
企
業
な
ど
の
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
進
出
で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

サ
テ
ラ
イ
ト
は
衛
星
と
い
う
意
味
で
す
が
、
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
と
は
、
企
業
の
本
社
か
ら
離
れ
た

場
所
に
あ
り
、I
C
T（
情
報
通
信
技
術
）の
活
用
で
本
社
と
同
じ
業
務
が
で
き
る
環
境
を
整
え
た
オ
フ
ィ

ス
の
こ
と
で
す
。
東
日
本
大
震
災
以
降
、
事
業
の
リ
ス
ク
分
散
や
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
（
仕
事
と

生
活
の
調
和
）
の
観
点
か
ら
、
地
方
で
働
く
新
し
い
か
た
ち
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大
し
た
際
、
政
府
は
企
業
に
対
し
テ
レ
ワ
ー
ク
を
推
進
す
る
よ
う
要
請
し
ま
し

た
。
ま
ず
は
企
業
の
オ
フ
ィ
ス
に
出
社
せ
ず
自
宅
で
働
く
在
宅
勤
務
が
普
及
し
ま
し
た
が
、
過
密
な
大
都

市
で
は
な
く
地
方
で
働
く
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
も
注
目
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

お
遍
路
さ
ん
へ
の
「
お
接
待
文
化
」
が
生
き
る
徳
島
は
、
温
暖
な
気
候
、
人
口
当
た
り
の
県
民
所
得
や

医
師
比
率
の
高
さ
な
ど
か
ら
、
大
変
暮
ら
し
や
す
い
土
地
柄
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
、
可
住
地
は
県
都
徳
島
市
を
中
心
と
し
て
、
東
西
方
向
に
は
吉
野
川
に
沿
っ
て
、
南
北
方
向
に
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は
海
岸
線
に
沿
っ
て
Ｔ
字
型
に
広
が
り
、
そ
こ
に
人
口
が
集
中
す
る
結
果
、
交
通
の
流
れ
が
徳
島
市
に
集

中
し
ま
す
。
加
え
て
、
全
国
で
唯
一
電
車
が
な
い
県
（
沖
縄
に
は
モ
ノ
レ
ー
ル
が
あ
り
ま
す
）
で
あ
る
な

ど
、
公
共
交
通
網
も
十
分
で
は
な
く
、
た
び
た
び
交
通
渋
滞
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
全
国
よ
り
急
ピ
ッ
チ
で
進
む
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
や
県
財
政
の
逼ひ

っ

迫ぱ
く

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

課
題
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

◉
徳
島
は
関
西
圏
か
四
国
圏
か

　

こ
の
質
問
に
明
快
に
答
え
る
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
四
国
の
中
に
あ
る
の
で
当
然
四
国
圏
で
す
が
、

四
国
内
で
隣
接
す
る
香
川
県
や
高
知
県
と
の
間
に
は
険
し
い
山
地
が
あ
り
、
昔
は
往
来
が
困
難
で
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
関
西
へ
は
船
で
海
を
渡
っ
て
行
き
や
す
い
地
勢
で
し
た
の
で
、
徳
島
は
古
く
か
ら
経
済
や

文
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
、
京
都
や
大
阪
な
ど
の
関
西
地
域
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
、
関
西
に
は
徳
島

県
出
身
者
が
数
多
く
住
ん
で
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
番
組
も
関
西
系
で
す
し
、
徳
島
県
民
が
よ
く
行
く
の
は
四

国
の
他
県
よ
り
も
関
西
方
面
で
す
。

　

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
が
開
通
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
層
関
西
が
身
近
に
な
り
ま
し
た
。
明
石
海
峡

大
橋
は
1
9
9
8
年
4
月
に
開
通
し
ま
し
た
。
本
州
方
面
へ
の
交
通
の
便
は
、
そ
れ
ま
で
の
フ
ェ
リ
ー

や
高
速
船
と
い
っ
た
海
上
交
通
か
ら
、
バ
ス
や
自
家
用
車
な
ど
陸
上
交
通
へ
と
大
き
く
様
変
わ
り
し
、
神
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戸
・
大
阪
方
面
へ
の
時
間
距
離
が
大
幅
に
短
縮
し
ま

し
た
。

　

そ
の
結
果
、
関
西
か
ら
徳
島
へ
観
光
客
が
気
軽
に

訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
便
利
す
ぎ

て
日
帰
り
が
可
能
だ
し
、
四
国
島
内
の
高
速
道
路
網

の
整
備
も
進
ん
で
松
山
や
高
知
も
ぐ
っ
と
近
く
な
っ

た
の
で
、
な
か
な
か
徳
島
で
泊
ま
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
徳
島
か
ら
神
戸
や
大
阪
に
買
い
物
に
出
か
け

る
人
が
増
え
、
大
都
市
に
ヒ
ト
や
カ
ネ
が
吸
い
取
ら

れ
る
ス
ト
ロ
ー
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
も
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
で
、
関
西
国
際
空
港
か
ら
入
国
す
る
外
国
人

観
光
客
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
一
時

的
に
大
幅
に
減
少
し
ま
し
た
が
、
所
得
水
準
の
向
上

に
伴
い
、
長
期
的
に
は
増
加
し
て
い
く
も
の
と
み
ら

れ
ま
す
。
東
京
、
京
都
、
大
阪
と
い
う
有
名
な
観
光

明石海峡大橋  ©本州四国連絡高速道路（株）
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地
だ
け
で
は
受
け
入
れ
能
力
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
日
本
が
観
光
立
国
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
外
国
人

観
光
客
に
広
域
を
周
遊
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
関
西
に
来
た
外
国
人
観

光
客
に
京
都
や
大
阪
だ
け
で
は
な
く
、
徳
島
の
自
然
・
食
・
文
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
ゆ
っ
く
り

と
体
験
し
、
泊
ま
っ
て
も
ら
う
な
ど
、
関
西
か
ら
徳
島
に
人
を
呼
び
込
む
と
い
う
発
想
が
重
要
で
す
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
関
西
圏
と
の
結
び
つ
き
は
、
今
後
も
よ
り
一
層
強
く
な
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
中
、
2
0
1
0
年
12
月
に
広
域
行
政
組
織
で
あ
る
「
関
西
広
域
連
合
」
が
発
足
し
ま
し
た
。

四
国
か
ら
は
徳
島
県
が
唯
一
参
加
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、

和
歌
山
県
、
鳥
取
県
、
奈
良
県
、
大
阪
市
、
堺
市
、
京
都
市
、
神
戸
市
が
メ
ン
バ
ー
で
す
。

　

広
域
の
課
題
に
対
し
て
府
県
の
枠
を
超
え
て
、
防
災
、
観
光
・
文
化
振
興
、
産
業
振
興
、
環
境
保
全
な

ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
徳
島
県
は
「
広
域
医
療
」
の
事
務
局
を
担
当
し
て
お
り
、広
域
で
の
ド
ク
タ
ー

ヘ
リ
の
活
用
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
2
0
2
5
年
に
は
大
阪
・
関
西
万
博
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
開
催
場
所
は
大
阪
の
夢ゆ

め

洲し
ま

で
す
が
、

大
阪
だ
け
で
な
く
関
西
の
魅
力
を
世
界
に
伝
え
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
四
国
で
ま
と
ま
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
対
応
し
、
特
に
観
光
や
物
産
な
ど
に
つ
い
て

は
、
全
国
、
世
界
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
も
非
常
に
重
要
で
す
。
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
し
て
い
る
四
国

八
十
八
箇
所
霊
場
の
存
在
は
、
精
神
面
で
の
四
国
の
一
体
感
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
考
え
る
と
、
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関
西
も
四
国
も
、
ど
ち
ら
も
徳
島
に
と
っ
て
大
切
な
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
あ
え
て
ど
ち
ら
か
に
決
め
る
必

要
も
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
関
西
と
四
国
を
つ
な
ぐ
淡
路
島
は
、
江
戸
時
代
、
徳
島
藩
の
領
地
だ
っ
た
の
を
ご
存
知
で

す
か
。
徳
島
本
藩
（
蜂
須
賀
家
）
の
家
臣
と
筆
頭
家
老
を
務
め
る
淡
路
の
稲
田
家
の
家
臣
が
も
と
も
と
不

仲
で
、
稲
田
家
が
明
治
新
政
府
へ
徳
島
藩
か
ら
の
独
立
を
要
求
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
本
藩
家
臣
が
稲
田

家
臣
を
襲
撃
、
多
数
の
死
傷
者
が
で
ま
し
た
。「
稲
田
騒
動
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
淡
路
島
は
、
そ
の

後
の
廃
藩
置
県
で
兵
庫
県
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
事
件
が
な
け
れ
ば
徳
島
県
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
新
政
府
に
北
海
道
開
拓
を
言
い
渡
さ
れ
た
稲
田
家
臣
や
家
族
の
苦
難
を
描
い
た
の
が
、
吉
永
小

百
合
さ
ん
主
演
で
2
0
0
5
年
に
公
開
さ
れ
た
映
画
「
北
の
零
年
」
で
す
。

◉
四
国
新
幹
線
は
実
現
で
き
る
か

　

九
州
や
北
海
道
は
新
幹
線
で
本
州
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。
あ
と
は
四
国
だ
け
で
す
。
四
国
に
新
幹
線
が

通
る
可
能
性
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

大
阪
市
か
ら
、
徳
島
市
付
近
、
高
松
市
付
近
、
松
山
市
付
近
を
経
由
し
、
大
分
市
ま
で
を
結
ぶ
「
四
国

新
幹
線
」
は
、
1
9
7
3
年
に
国
が
定
め
た
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
に
基
づ
く
基
本
計
画
路
線
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
は
、
岡
山
市
か
ら
、
高
知
市
ま
で
を
結
ぶ
「
四
国
横
断
新
幹
線
」
の
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計
画
も
あ
り
ま
す
。

　

実
現
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
整
備
計
画
路
線
に
格
上
げ
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
た
め
の
調
査

費
の
国
の
予
算
計
上
が
見
送
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

　

現
在
、
四
国
四
県
の
官
民
の
団
体
で
構
成
さ
れ
る
「
四
国
新
幹
線
整
備
促
進
期
成
会
」
が
中
心
と
な
っ

て
、
国
に
対
し
て
四
国
新
幹
線
の
整
備
計
画
路
線
へ
の
格
上
げ
を
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
ま
す
。
大
阪

市
か
ら
大
分
市
ま
で
を
結
ぶ
「
四
国
新
幹
線
」
に
つ
い
て
は
、
和
歌
山
市
と
淡
路
島
の
洲
本
市
を
結
ぶ
海

底
ト
ン
ネ
ル
な
ど
も
含
め
た
全
部
の
格
上
げ
を
目
指
す
案
と
、
ま
ず
は
四
国
内
の
松
山
市
付
近
、
高
松
市

付
近
、
徳
島
市
付
近
を
結
ぶ
ル
ー
ト
の
格
上
げ
を
優
先
さ
せ
る
案
が
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

新
幹
線
が
通
れ
ば
、
ヒ
ト
、
モ
ノ
の
交
流
が
活
発
と
な
り
、
魅
力
あ
る
地
域
創
生
、
東
京
一
極
集
中
へ

の
歯
止
め
な
ど
の
効
果
も
期
待
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
新
幹
線
は
災
害
に
も
強
く
、
東
日
本
大
震
災
や
熊
本

地
震
の
よ
う
な
大
規
模
災
害
発
生
時
で
も
空
港
や
高
速
道
路
よ
り
短
期
間
で
復
旧
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
夢
で
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
は
、
私
た
ち
県
民
一
人
ひ
と
り
が
実
現
を
強
く
望
み
、
声
を
あ
げ

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

◉
讃
岐
男
に
阿
波
女

　

徳
島
県
民
の
家
計
の
収
入
や
財
産
を
全
国
と
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
総
務
省
の
2
0
1
9
年
家
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計
調
査
年
報
に
よ
る
と
、
徳
島
市
の
2
人
以
上
の
世
帯
（
勤
労
者
）
に
お
け
る
1
か
月
の
実
収
入
は
、

56
万
9
8
7
8
円
と
全
国
で
27
位
（
全
国
平
均
は
58
万
6
1
4
9
円
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
内
訳
を
見

る
と
、
実
収
入
に
占
め
る
世
帯
主
の
収
入
割
合
が
全
国
平
均
よ
り
も
低
く
、
配
偶
者
と
他
の
世
帯
員
収
入

の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。

　

同
じ
く
総
務
省
の
2
0
1
4
年
全
国
消
費
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
徳
島
県
の
2
人
以
上
の
世
帯
の
家

計
の
純
資
産
額
（
住
宅
や
土
地
な
ど
も
含
む
全
財
産
か
ら
借
金
を
引
い
た
金
額
）
は
、
1
世
帯
当
た
り

3
0
3
2
万
円
で
全
国
22
位
（
全
国
平
均
は
3
4
9
1
万
円
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

徳
島
の
県
民
性
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
貯
蓄
好
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
四
国
4
県
の
県
民
性

を
比
較
す
る
と
き
、
よ
く
こ
ん
な
話
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
ま
す
。

　

思
い
が
け
な
い
お
金
が
10
万
円
入
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
？
愛
媛
県
民
は
「
何
か
を
買
う
」。
高
知
県
民

は
「
全
部
飲
ん
で
し
ま
う
」。
香
川
県
民
は
「
全
て
貯
金
す
る
」。
徳
島
県
民
は
「
10
万
円
を
元
手
に
何
倍

か
に
増
や
し
て
貯
金
す
る
」。

　

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
銀
行
の
1
世
帯
当
た
り
個
人
預
金
残
高
を
計
算
す
る
と
、
1
0
0
9
万
円
、

全
国
第
2
位
（
2
0
1
9
年
12
月
）
で
、
全
国
平
均
（
8
3
3
万
円
）
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
働
く
女
性
の
比
率
や
共
働
き
比
率
が
高
い
こ
と
が
一
つ
の
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、

昔
か
ら
香
川
県
で
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
わ
ざ
に
「
讃
岐
男
に
阿
波
女
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
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藍
作
地
帯
の
阿
波
の
女
性
は
美
人
で
や
り
く
り
上
手
の
働
き
者
と
考
え
ら
れ
、
嫁
に
欲
し
い
と
請こ

わ
れ
る

ぐ
ら
い
で
し
た
。
今
も
徳
島
の
女
性
は
し
っ
か
り
者
で
、
家
計
を
支
え
て
い
ま
す
。

　

人
口
減
少
社
会
を
迎
え
た
日
本
で
は
、
豊
か
な
社
会
を
維
持
し
、
持
続
的
な
経
済
成
長
を
実
現
し
て
い

く
た
め
に
、
①
女
性
や
高
齢
者
を
含
め
て
労
働
力
率
を
高
め
、
持
続
的
に
労
働
力
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
、

②
労
働
生
産
性
向
上
を
追
求
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

労
働
力
率
と
は
、
15
歳
以
上
人
口
に
占
め
る
労
働
力
人
口
（
就
業
者
数
＋
完
全
失
業
者
数
）
と
定
義
さ

れ
て
い
ま
す
。
完
全
失
業
者
と
は
、
積
極
的
に
仕
事
を
探
し
て
い
る
も
の
の
仕
事
の
な
い
人
で
す
。

　

徳
島
県
は
全
国
に
比
べ
て
労
働
力
率
の
低
下
が
急
速
に
進
ん
で
い
ま
す
が
、
女
性
の
30
歳
〜
44
歳
の
労

働
力
率
が
全
国
平
均
を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
、
育
児
と
仕
事
の
両
立
を
図
り
な
が
ら
共
働
き
を
し
て
い

る
世
帯
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。

　

女
性
社
長
の
比
率
も
全
国
2
位
（
11
・
0
％
、
2
0
2
0
年
）、
管
理
的
職
業
従
事
者
（
会
社
役
員
、

会
社
管
理
職
員
、管
理
的
公
務
員
等
）
に
占
め
る
女
性
の
割
合
も
全
国
1
位
（
2
0
1
9
年
度
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。
2
0
2
0
年
12
月
現
在
、
県
庁
所
在
地
で
あ
る
徳
島
市
の
市
長
は
女
性
で
す
し
、
徳
島
経

済
同
友
会
、
徳
島
県
商
工
会
議
所
連
合
会
、
徳
島
県
経
営
者
協
会
な
ど
、
経
済
団
体
の
ト
ッ
プ
に
女
性

が
就
任
す
る
例
も
増
え
て
い
ま
す
。
徳
島
の
女
性
は
、
外
出
す
る
機
会
が
多
い
た
め
、
お
し
ゃ
れ
に
も

関
心
の
高
い
人
が
多
く
、
家
計
支
出
に
占
め
る
被
服
費
や
化
粧
品
代
、
美
容
院
代
な
ど
は
、
全
国
上
位
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ク
ラ
ス
で
す
。

　

徳
島
の
女
性
パ
ワ
ー
は
、
こ
れ
か
ら
日
本
が
目
指
す
べ
き
方
向
を
先
取
り
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。
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