
と
き
め
き

「ときめき」は男女平等推進センター、市役所、
東久留米駅、図書館および生涯学習センター
ほか、市内各所で入手できます。
最新号は市のHPでもご覧いただけます。
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特集Ⅰ

特集Ⅱ

ときめきカレンダー

所在地・開館時間

施設案内
交流ロビー
参考図書・資料コーナー
会議室　保育コーナー

専門相談

原則毎週月曜日の午後１時３０分から午後４時３０分
女性の悩みごと相談

女性弁護士による法律相談
毎月第１金曜日の午前９時３０分から午後０時３０分
※いずれの相談も予約制（先着順）詳しくはセンターへ

東久留米市本町3－9－1－102  
TEL（042）472－0061　FAX（042）472－0053
メール   fifty２@higashikurume-city.jp

開館時間／月、水～日曜日　午前9時から午後9時30分
（午後7時30分以降の会議室利用がない場合は、午後7時30分まで）
休  館  日／火曜日と年末年始（12月29日～1月3日）

新
座

所
沢

池
袋

→

→

→

←小金井街道

西武信用金庫

本町3丁目
　バス停コンビニ

男女平等
推進センター

イ
ト
ー

ヨ
ー
カ
ド
ー

市
役
所

り
そ
な
銀
行

西
口

東
久
留
米
駅

「男女平等推進センター」をご利用ください。

～知っていますか？ いろいろな記念日～

●表紙／編集委員が撮った東久留米市内の風景で立方体を作りました。（ハグロトンボの写真／小松原 昌男氏） 

「ときめき」は、年2回発行。公募の市民による編集委員6人が企画編集しています。

内容についてのご意見・ご感想は市民部生活文化課、または男女平等推進センター宛にお寄せください。

 2. ときめきインタビュー

 4. 特集Ⅰ　自分の暮らしをデザインする

 7. 特集Ⅱ　職業から見た  人生をデザインした人々

 10. フィフティ 2 
から    講座リポート ／  書籍紹介

 12. ときめきカレンダー　センター案内

ContentsContents

男女共同参画にかかわる記念日など、さまざまなエピソードをピックアップして
みました。　　　　　　　　　　　　　　　※　　　 はセンター休館日です。

10月1日　東久留米市男女共同参画都市宣言日
東久留米市では2000（平成１２）年１０月１日に
「東久留米市男女共同参画都市宣言」を発表し
ています。
11月3日　文化の日
1946（昭和２１）年に日本国憲法が公布された
日であり、日本国憲法が平和と文化を重視して
いることから、文化の日と定められました。
（施行日の5月3日は憲法記念日です）
11月25日　女性に対する暴力撤廃の国際デー
1999 （平成１１）年12月17日の国連総会決
議で11月25日が女性に対する暴力撤廃の
国際デーに指定されました。
日本では、毎年 11月12日から25日までの
2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間
としています。
12月10日　人権デー
世界人権宣言が、1948（昭和２３）年 12月
10日の第 3回国際連合総会で採択されたこと
を記念して、人権デーとなりました。
日本では、毎年 12月4日から12月10日ま
での1週間を人権週間と定めています。
3月8日　国際婦人デー
1904（明治３７）年のこの日、ニューヨークの
女性労働者たちが女性参政権の運動を起こした
ことを記念するもの。イタリアでは女性が互い
にミモザの花を贈りあい、街中にミモザの花が
あふれます。
3月10日　農山漁村婦人の日 
1988( 昭和 63) 年に農林水産省が制定。農
林漁業就業者の60％を締めている女性の地位
や役割向上・社会生活参加などを目指したもの。
3月上旬は農林漁業の作業が比較的少ない時
期であり、また、古くから女講など女性の自主
的な活動が行われ、女性が学習や話し合いを
するために適切な時期であることから。また、
農山漁村女性の3つの能力（知恵・技・経験）
をトータル（10=トゥ）に発揮して欲しいという関
係者の願いも込められています。

★
 ・

★
 ・

★
 ・

★
 ・

★
 ・

★
 ・

　自分の暮らしをデザインする
　　　今のあなたを見つめ直し、
　　　  これからのあなたを考えてみましょう

会議室は貸し出しをしています（有料・要予約）
使用申請は、使用日の2ヶ月前の初日から
使用前日まで

　職業から見た
　　　人生をデザインした人々



3 2

　
父
が
築
地
小
劇
場
の
文
芸
部
で
芝
居
の

仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、昔
か
ら
女

優
さ
ん
っ
て
い
い
な
と
思
っ
て
い
て
、学
芸
会

も
大
好
き
だ
っ
た
し
、も
っ
と
大
き
く
な
っ
て

か
ら
は
男
女
の
差
が
な
く
て
良
い
仕
事
だ
な

と
思
っ
た
の
ね
。そ
れ
で
東
映
の
ニュ
ー
フ
ェ
ー

ス
を
受
け
て
女
優
に
な
っ
た
ん
で
す
。で
も
、

実
際
に
や
っ
て
み
た
ら
、何
か
私
の
や
り
た
い

こ
と
と
違
う
な
っ
て
思
っ
て
辞
め
、
青
俳
っ
て

い
う
劇
団
に
入
っ
た
ん
で
す
が
、そ
の
時
先
輩

で
い
た
の
が
蜷
川
で
す
。

　
結
婚
し
て
も
、私
の
方
が
稼
い
で
い
た
し
、

途
中
か
ら
彼
が「
演
出
家
に
な
り
た
い
」と
言

い
出
し
た
の
で
、男
の
ロ
マ
ン
を
応
援
し
よ
う

と
思
い
、た
だ
た
だ
働
き
ま
し
た
。

　
彼
に
習
っ
た
の
は「
無
形
の
も
の
に
か
け
る

贅
沢
」か
な
。た
と
え
経
済
的
に
余
裕
が
な

く
て
も
、一
緒
に
旅
行
に
行
っ
た
り「
非
日
常

の
世
界
を
楽
し
む
」た
め
に
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン

で
食
事
を
し
た
り
、高
い
ゴ
ム
の
木
を
買
っ
た

り
。最
初
こ
そ
頭
の
中
で
お
金
の
計
算
を
し

た
り
し
て
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
け
ど
、彼
の
価
値

観
が
判
っ
て
か
ら
は
、顔
が
引
き
つ
っ
て
も
ニ
コ

ニ
コ
し
て
、彼
が
嫌
だ
と
思
う
こ
と
は
言
わ
な

い
よ
う
に
し
て
き
た
の
。そ
う
し
て
い
る
う
ち

に「
マ
マっ
て
さ
、機
嫌
だ
け
は
良
い
よ
ね
」っ
て

ほ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
ね
。

　　
子
ど
も
は
ほ
め
倒
し
て
育
て
た
の
ね
。手

を
上
げ
た
り
大
き
な
声
を
出
し
た
り
し
た
こ

と
は一
度
も
な
い
。実
花
が
自
分
の
息
子
を
も

の
す
ご
く
可
愛
が
っ
て
、デ
レ
デ
レ
で
。で
も

「
自
分
も
そ
う
や
っ
て
育
て
ら
れ
て
、い
ろ
ん

な
悪
く
な
る
条
件
が
あ
っ
て
も
、悪
い
方
に
進

ま
な
か
っ
た
か
ら
、私
も
息
子
は
将
来
絶
対

悪
い
子
に
は
な
ら
な
い
っ
て
い
う
自
信
が
あ

る
」っ
て
言
っ
て
る
。相
当
勘
違
い
さ
せ
て
育
て

た
か
も
し
れ
な
い
ね
。

　
お
稽
古
事
も
何
で
も
習
い
た
い
も
の
は
習

っ
て
い
い
け
ど
、自
分
で
行
っ
て
自
分
で
帰
っ
て

来
れ
る
と
こ
ね
っ
て
。私
の
時
間
を
お
稽
古

事
の
送
り
迎
え
に
は
絶
対
あ
げ
た
く
な
い
か

ら
。水
泳
教
室
も
、み
ん
な
が
通
っ
て
い
た
の

に
遠
く
て
マ
マ
は
行
か
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
か

ら
黄
色
い
帽
子
に
な
れ
な
か
っ
た
っ
て
言
わ
れ

ま
し
た
。

　
女
の
子
２
人
だ
け
ど
、同
じ
親
か
ら
生
ま

れ
て
、同
じ
よ
う
に
育
て
た
の
に
全
然
違
う
。

次
女
が
会
社
勤
め
を
始
め
る
と
き
、実
花
が

「
大
丈
夫
な
の
？
会
社
員
で
い
い
の
？
」と
心

配
し
た
く
ら
い
。一
般
的
に
見
た
ら
、次
女
が一

番
普
通
な
ん
だ
け
ど
、会
社
員
が
い
な
い
我

が
家
で
は
異
端
な
の
よ
ね
。

　　
パッ
チ
ワ
ー
ク
･
キ
ル
ト
は
小
さ
い
と
き
に

「
赤
毛
の
ア
ン
」の
本
や
、ア
メ
リ
カ
の
映
画
で

観
て
、何
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
素
敵
な
も
の
だ

な
っ
て
思
っ
て
た
ん
だ
け
ど
、た
ま
た
ま
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
で
知
り
合
っ
た
お
友
達
が
持
っ
て
い
た

バッ
グ
が
パッ
チ
ワ
ー
ク・キ
ル
ト
の
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
で
す
ぐ
に
習
い
に
行
き
、根
気
は
あ
る

か
ら
平
ら
な
物
な
ら
と
思
っ
て
、ま
ず
、家
族

　
長
女
の
実
花
を
産
ん
だ
後
、
可
愛
く
て

仕
方
な
く
て
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
育
児
を

し
て
い
た
の
。
そ
う
し
た
ら
４
、
５
カ
月
経
っ

た
と
き
い
き
な
り
蜷
川
に「
こ
の
ま
ま
だ
と
君

は
女
と
し
て
ダ
メ
に
な
る
。
亭
主
を
通
し
て

だ
け
社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
る
女
に
は
な
っ
て

く
れ
る
な
」と
言
わ
れ
シ
ョッ
ク
だ
っ
た
け
ど
、

泣
く
泣
く
ま
た
女
優
の
仕
事
を
始
め
た
ん

で
す
。
実
花
の
面
倒
は
仕
事
が
ま
だ
忙
し

く
な
か
っ
た
蜷
川
が
育
児
書
通
り
に
完
璧
に

や
り
、
完
璧
す
ぎ
て「
育
児
疲
れ
」と
い
う

診
断
書
を
も
ら
っ
た
く
ら
い
。

　
次
女
が
生
ま
れ
た
頃
は
、
蜷
川
が
演
出

家
と
し
て
忙
し
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
女
優
を

辞
め
て
家
に
入
り
、
実
花
の
と
き
に
は
で
き

な
か
っ
た
育
児
を
満
喫
し
ま
し
た
。

４
人
の
ベッ
ド
カ
バ
ー
を
作
っ
た
の
。す
ご
く
楽

し
か
っ
た
か
ら
、ち
ゃ
ん
と
習
い
た
い
と
思
い
、

鷲
沢
先
生
の
と
こ
ろ
に
行
き
始
め
て
、20
年

以
上
に
な
る
け
ど
、今
も
通
っ
て
い
ま
す
。先

生
か
ら
習
う
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
し
、い
ろ

い
ろ
な
仲
間
の
作
品
を
見
る
こ
と
が
刺
激
に

な
り
、触
発
さ
れ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る

か
ら
。私
自
身
も
自
分
の
生
徒
さ
ん
か
ら
学

ぶ
こ
と
は
す
ご
く
多
い
の
。

　
も
と
も
と
私
の
母
が
手
芸
を
仕
事
に
し
て

い
た
人
で
、当
時
と
し
て
は
す
ご
く
斬
新
で

新
し
い
色
を
使
っ
て
い
た
の
。私
が
キ
ル
ト
を

始
め
た
時
期
と
実
花
が
写
真
を
始
め
た
時

期
が
同
じ
く
ら
い
で
、色
彩
感
覚
が
似
て
い
る

と
よ
く
言
わ
れ
る
ん
だ
け
ど
、実
は
３
代
に

わ
た
っ
て
色
彩
感
覚
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い

う
気
が
し
て
る
の
。だ
か
ら
私
が
キ
ル
ト
用
に

買
い
集
め
て
い
た
布
と
実
花
の
写
真
を
プ
リ

ン
ト
し
た
生
地
を
一つ
お
き
に
繋
げ
た
作
品
も

違
和
感
が
全
然
な
い
の
。

　
今
は
も
う
、娘
た
ち
も
大
き
く
な
っ
た
し
、

蜷
川
も
仕
事
が
忙
し
く
て
家
に
い
る
こ
と
が

少
な
く
な
っ
た
の
で
、時
間
は
使
い
放
題
だ
け

ど
、昔
は
朝
、み
ん
な
が
起
き
て
く
る
前
や
寝

た
後
の
時
間
を
使
い
製
作
し
て
い
ま
し
た
。と

に
か
く
最
初
か
ら
家
族
優
先
で
家
族
に
迷

惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
や
っ
て
き
た
の
で
続
け

て
こ
ら
れ
た
の
か
も
ね
。娘
た
ち
は
自
分
が

着
て
い
た
洋
服
を
使
っ
て
あ
る
と
す
ご
く
喜

　
子
育
て
を
終
え
た
ら
ま
た
女
優
を
や
ろ

う
か
な
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
け
ど
、
ニュ
ー

フ
ェ
ー
ス
の
同
期
で
当
時
蜷
川
の
芝
居
に
出

て
い
た（
太
地
）喜
和
子
さ
ん
の
楽
屋
に
遊
び

に
行
っ
た
と
き
、
人
生
の
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を

切
り
捨
て
て
女
優
を
や
っ
て
い
る
彼
女
を
み

て
、
子
育
て
が
少
し
落
ち
着
い
た
か
ら
ま
た

ち
ょ
っ
と
女
優
を
や
ろ
う
な
ん
て
あ
ま
り
に

失
礼
だ
と
思
っ
た
の
ね
。

　
そ
れ
で
私
は
女
優
に
戻
る
の
を
辞
め
る
こ

と
に
し
た
の
。

　
最
初
に
共
演
し
た
と
き
に
、難
し
い
名
字

を
間
違
っ
て「
ア
ブ
カ
ワ
さ
ん
」っ
て
呼
ん
だ

ら
、キ
ッ
！
と
振
り
返
っ
て
、「
僕
の
名
前
は
ニ

ナ
ガ
ワ
で
す
」と
言
わ
れ
た
の
だ
け
ど
、仕
事

で
名
古
屋
に
行
く
と
き
に
新
幹
線
で
隣
の
席

に
な
っ
て
、初
め
て
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
て「
な

ん
か
こ
の
人
は
人
間
と
し
て
相
当
上
等
な
人

だ
な
」っ
て
思
っ
た
の
。み
ん
な
に
は
反
対
さ
れ

た
け
ど
、私
に
は「
こ
の
人
本
当
に
人
間
と
し

て
上
等
な
人
だ
か
ら
い
い
わ
」っ
て
思
え
た
か

ら
結
婚
し
た
の
。

　
結
婚
し
た
ら
子
ど
も
を
産
む
と
決
め
て
い

た
の
に
、演
出
家
と
し
て
こ
の
先
ど
う
な
る
か

わ
か
ら
な
い
か
ら
子
ど
も
は
作
れ
な
い
、と
言

わ
れ
、す
ご
く
考
え
た
ん
だ
け
ど
、7
年
目

に
劇
団
が
解
散
し
て
時
間
が
で
き
た
と
き
、

ネ
パ
ー
ル
に
旅
行
に
行

く
か
、子
ど
も
を
作
る

か
と
一
緒
に
考
え
て
、子

ど
も
を
産
も
う
っ
て
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

ん
で
。だ
か
ら
、古
い
キ
ル
ト
を
見
る
と
そ
の

時
代
の
状
況
が
よ
み
が
え
り
、時
間
が
綴
ら

れ
て
い
て
、家
族
と
一
緒
の
空
気
が
感
じ
ら
れ

て
す
ご
く
い
い
ん
で
す
よ
。

　
時
間
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
う

ほ
ど
、宏
子
さ
ん
ワ
ー
ル
ド
に
浸
り
き
っ
た
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
と
な
り
ま
し
た
。宏
子
さ
ん
の
作

品
は
、色
鮮
や
か
で
大
胆
。と
て
も
自
由
な
発

想
が
魅
力
的
で
す
。周
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
色

や
形
の
ピ
ー
ス
を
上
手
に
つ
な
い
で
、ご
自

身
な
り
の
心
地
よ
い
世
界
を
作
り
上
げ
る
、

そ
れ
は
ま
た
宏
子
さ
ん
の
生
き
方
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。子
育
て
も

仕
事
も
そ
の
時
々
に
で
き
る
こ
と
を
お
互
い

に
分
担
し
て
こ
ら
れ
た
ご
夫
妻
の
様
子
も
お

話
か
ら
伺
え
ま
し
た
。自
分
の
信
じ
る
も
の

に
忠
実
に
、か
つ
し
な
や
か
に
生
き
て
き
た

宏
子
さ
ん
。大
好
き
な
ご
家
族
と
キ
ル
ト
に

囲
ま
れ
、ど
ん
な
場
面
で
も
、信
じ
あ
え
る

パ
ー
ト
ナ
ー
幸
雄
氏
と
一
緒
に
歩
ん
で
き
た
、

そ
れ
が
い
つ
ま
で
も
輝
き
続
け
ら
れ
る
原
動

力
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

せ
い
は
い

わ
し
ざ
わ

女
優
と
し
て
活
躍
後
、出
産・子
育
て
を
経
て
、今
は
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク・キ
ル
ト
作
家
、妻
、そ
し
て
母
と
し
て
輝
き
続
け
る

蜷
川
宏
子
さ
ん
に
、そ
の
秘
訣
な
ど
興
味
深
い
お
話
を
、緑
に
囲
ま
れ
た
素
敵
な
ご
自
宅
で
伺
い
ま
し
た
。

し
な
や
か
に
自
分
ら
し
く

 

〜
し
あ
わ
せ
は
ナ
チ
ュ
ラ
ル
に
綴
っ
て
き
た
キ
ル
ト
の
よ
う
に
〜

パ
ッ
チ
ワ
ー
ク・キ
ル
ト
作
家

蜷
川
宏
子
さ
ん

ひ
ろ
こ

に
な
が
わ

自由な発想から生まれる色鮮やかな作品
（北海道キルトウィーク2013展示作品）

　
1
9
4
1
年
、東
京
生
ま
れ
、東
久
留
米
在
住
。女

優「
真
山
知
子
」と
し
て
東
映
、劇
団
青
俳
な
ど
に
所

属
し
、舞
台
･
映
画
･
テ
レ
ビ
で
活
躍
。次
女
出
産

後
に
家
庭
に
入
り
、家
事
･
育
児
に
専
念
す
る
。　

　
1
9
8
0
年
代
よ
り
キ
ル
ト
作
家
鷲
沢
玲
子
氏

に
師
事
し
、本
格
的
に
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク・キ
ル
ト
を
始

め
、自
身
の
教
室
も
開
講
し
て
い
る
。夫
は
演
出
家
の

蜷
川
幸
雄
氏
、長
女
は
写
真
家
の
蜷
川
実
花
氏
。

蜷
川
宏
子
さ
ん＜

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル＞

フ
ァ
ー
ス
ト
ピ
ー
ス
／
女
優

結
婚
し
て
よ
か
っ
た
こ
と
は
？

女
優
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
？

セ
カ
ン
ド
ピ
ー
ス
／
妻

出
会
い
は
？

辞
め
よ
う
と
思
っ
た
の
は
？

サ
ー
ド
ピ
ー
ス
／
母

子
育
て
で
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
は
？

フ
ォ
ー
ス
ピ
ー
ス
／
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク・

キ
ル
ト
作
家

始
め
た
き
っ
か
け
は
？

親
子
３
代
の
色
彩
感
覚

製
作
の
時
間
の
作
り
方
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父
が
築
地
小
劇
場
の
文
芸
部
で
芝
居
の

仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、昔
か
ら
女

優
さ
ん
っ
て
い
い
な
と
思
っ
て
い
て
、学
芸
会

も
大
好
き
だ
っ
た
し
、も
っ
と
大
き
く
な
っ
て

か
ら
は
男
女
の
差
が
な
く
て
良
い
仕
事
だ
な

と
思
っ
た
の
ね
。そ
れ
で
東
映
の
ニュ
ー
フ
ェ
ー

ス
を
受
け
て
女
優
に
な
っ
た
ん
で
す
。で
も
、

実
際
に
や
っ
て
み
た
ら
、何
か
私
の
や
り
た
い

こ
と
と
違
う
な
っ
て
思
っ
て
辞
め
、
青
俳
っ
て

い
う
劇
団
に
入
っ
た
ん
で
す
が
、そ
の
時
先
輩

で
い
た
の
が
蜷
川
で
す
。

　
結
婚
し
て
も
、私
の
方
が
稼
い
で
い
た
し
、

途
中
か
ら
彼
が「
演
出
家
に
な
り
た
い
」と
言

い
出
し
た
の
で
、男
の
ロ
マ
ン
を
応
援
し
よ
う

と
思
い
、た
だ
た
だ
働
き
ま
し
た
。

　
彼
に
習
っ
た
の
は「
無
形
の
も
の
に
か
け
る

贅
沢
」か
な
。た
と
え
経
済
的
に
余
裕
が
な

く
て
も
、一
緒
に
旅
行
に
行
っ
た
り「
非
日
常

の
世
界
を
楽
し
む
」た
め
に
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン

で
食
事
を
し
た
り
、高
い
ゴ
ム
の
木
を
買
っ
た

り
。最
初
こ
そ
頭
の
中
で
お
金
の
計
算
を
し

た
り
し
て
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
け
ど
、彼
の
価
値

観
が
判
っ
て
か
ら
は
、顔
が
引
き
つ
っ
て
も
ニ
コ

ニ
コ
し
て
、彼
が
嫌
だ
と
思
う
こ
と
は
言
わ
な

い
よ
う
に
し
て
き
た
の
。そ
う
し
て
い
る
う
ち

に「
マ
マっ
て
さ
、機
嫌
だ
け
は
良
い
よ
ね
」っ
て

ほ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
ね
。

　　
子
ど
も
は
ほ
め
倒
し
て
育
て
た
の
ね
。手

を
上
げ
た
り
大
き
な
声
を
出
し
た
り
し
た
こ

と
は一
度
も
な
い
。実
花
が
自
分
の
息
子
を
も

の
す
ご
く
可
愛
が
っ
て
、デ
レ
デ
レ
で
。で
も

「
自
分
も
そ
う
や
っ
て
育
て
ら
れ
て
、い
ろ
ん

な
悪
く
な
る
条
件
が
あ
っ
て
も
、悪
い
方
に
進

ま
な
か
っ
た
か
ら
、私
も
息
子
は
将
来
絶
対

悪
い
子
に
は
な
ら
な
い
っ
て
い
う
自
信
が
あ

る
」っ
て
言
っ
て
る
。相
当
勘
違
い
さ
せ
て
育
て

た
か
も
し
れ
な
い
ね
。

　
お
稽
古
事
も
何
で
も
習
い
た
い
も
の
は
習

っ
て
い
い
け
ど
、自
分
で
行
っ
て
自
分
で
帰
っ
て

来
れ
る
と
こ
ね
っ
て
。私
の
時
間
を
お
稽
古

事
の
送
り
迎
え
に
は
絶
対
あ
げ
た
く
な
い
か

ら
。水
泳
教
室
も
、み
ん
な
が
通
っ
て
い
た
の

に
遠
く
て
マ
マ
は
行
か
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
か

ら
黄
色
い
帽
子
に
な
れ
な
か
っ
た
っ
て
言
わ
れ

ま
し
た
。

　
女
の
子
２
人
だ
け
ど
、同
じ
親
か
ら
生
ま

れ
て
、同
じ
よ
う
に
育
て
た
の
に
全
然
違
う
。

次
女
が
会
社
勤
め
を
始
め
る
と
き
、実
花
が

「
大
丈
夫
な
の
？
会
社
員
で
い
い
の
？
」と
心

配
し
た
く
ら
い
。一
般
的
に
見
た
ら
、次
女
が一

番
普
通
な
ん
だ
け
ど
、会
社
員
が
い
な
い
我

が
家
で
は
異
端
な
の
よ
ね
。

　　
パッ
チ
ワ
ー
ク
･
キ
ル
ト
は
小
さ
い
と
き
に

「
赤
毛
の
ア
ン
」の
本
や
、ア
メ
リ
カ
の
映
画
で

観
て
、何
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
素
敵
な
も
の
だ

な
っ
て
思
っ
て
た
ん
だ
け
ど
、た
ま
た
ま
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
で
知
り
合
っ
た
お
友
達
が
持
っ
て
い
た

バッ
グ
が
パッ
チ
ワ
ー
ク・キ
ル
ト
の
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
で
す
ぐ
に
習
い
に
行
き
、根
気
は
あ
る

か
ら
平
ら
な
物
な
ら
と
思
っ
て
、ま
ず
、家
族

　
長
女
の
実
花
を
産
ん
だ
後
、
可
愛
く
て

仕
方
な
く
て
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
育
児
を

し
て
い
た
の
。
そ
う
し
た
ら
４
、
５
カ
月
経
っ

た
と
き
い
き
な
り
蜷
川
に「
こ
の
ま
ま
だ
と
君

は
女
と
し
て
ダ
メ
に
な
る
。
亭
主
を
通
し
て

だ
け
社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
る
女
に
は
な
っ
て

く
れ
る
な
」と
言
わ
れ
シ
ョッ
ク
だ
っ
た
け
ど
、

泣
く
泣
く
ま
た
女
優
の
仕
事
を
始
め
た
ん

で
す
。
実
花
の
面
倒
は
仕
事
が
ま
だ
忙
し

く
な
か
っ
た
蜷
川
が
育
児
書
通
り
に
完
璧
に

や
り
、
完
璧
す
ぎ
て「
育
児
疲
れ
」と
い
う

診
断
書
を
も
ら
っ
た
く
ら
い
。

　
次
女
が
生
ま
れ
た
頃
は
、
蜷
川
が
演
出

家
と
し
て
忙
し
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
女
優
を

辞
め
て
家
に
入
り
、
実
花
の
と
き
に
は
で
き

な
か
っ
た
育
児
を
満
喫
し
ま
し
た
。

４
人
の
ベッ
ド
カ
バ
ー
を
作
っ
た
の
。す
ご
く
楽

し
か
っ
た
か
ら
、ち
ゃ
ん
と
習
い
た
い
と
思
い
、

鷲
沢
先
生
の
と
こ
ろ
に
行
き
始
め
て
、20
年

以
上
に
な
る
け
ど
、今
も
通
っ
て
い
ま
す
。先

生
か
ら
習
う
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
し
、い
ろ

い
ろ
な
仲
間
の
作
品
を
見
る
こ
と
が
刺
激
に

な
り
、触
発
さ
れ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る

か
ら
。私
自
身
も
自
分
の
生
徒
さ
ん
か
ら
学

ぶ
こ
と
は
す
ご
く
多
い
の
。

　
も
と
も
と
私
の
母
が
手
芸
を
仕
事
に
し
て

い
た
人
で
、当
時
と
し
て
は
す
ご
く
斬
新
で

新
し
い
色
を
使
っ
て
い
た
の
。私
が
キ
ル
ト
を

始
め
た
時
期
と
実
花
が
写
真
を
始
め
た
時

期
が
同
じ
く
ら
い
で
、色
彩
感
覚
が
似
て
い
る

と
よ
く
言
わ
れ
る
ん
だ
け
ど
、実
は
３
代
に

わ
た
っ
て
色
彩
感
覚
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い

う
気
が
し
て
る
の
。だ
か
ら
私
が
キ
ル
ト
用
に

買
い
集
め
て
い
た
布
と
実
花
の
写
真
を
プ
リ

ン
ト
し
た
生
地
を
一つ
お
き
に
繋
げ
た
作
品
も

違
和
感
が
全
然
な
い
の
。

　
今
は
も
う
、娘
た
ち
も
大
き
く
な
っ
た
し
、

蜷
川
も
仕
事
が
忙
し
く
て
家
に
い
る
こ
と
が

少
な
く
な
っ
た
の
で
、時
間
は
使
い
放
題
だ
け

ど
、昔
は
朝
、み
ん
な
が
起
き
て
く
る
前
や
寝

た
後
の
時
間
を
使
い
製
作
し
て
い
ま
し
た
。と

に
か
く
最
初
か
ら
家
族
優
先
で
家
族
に
迷

惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
や
っ
て
き
た
の
で
続
け

て
こ
ら
れ
た
の
か
も
ね
。娘
た
ち
は
自
分
が

着
て
い
た
洋
服
を
使
っ
て
あ
る
と
す
ご
く
喜

　
子
育
て
を
終
え
た
ら
ま
た
女
優
を
や
ろ

う
か
な
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
け
ど
、
ニュ
ー

フ
ェ
ー
ス
の
同
期
で
当
時
蜷
川
の
芝
居
に
出

て
い
た（
太
地
）喜
和
子
さ
ん
の
楽
屋
に
遊
び

に
行
っ
た
と
き
、
人
生
の
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を

切
り
捨
て
て
女
優
を
や
っ
て
い
る
彼
女
を
み

て
、
子
育
て
が
少
し
落
ち
着
い
た
か
ら
ま
た

ち
ょ
っ
と
女
優
を
や
ろ
う
な
ん
て
あ
ま
り
に

失
礼
だ
と
思
っ
た
の
ね
。

　
そ
れ
で
私
は
女
優
に
戻
る
の
を
辞
め
る
こ

と
に
し
た
の
。

　
最
初
に
共
演
し
た
と
き
に
、難
し
い
名
字

を
間
違
っ
て「
ア
ブ
カ
ワ
さ
ん
」っ
て
呼
ん
だ

ら
、キ
ッ
！
と
振
り
返
っ
て
、「
僕
の
名
前
は
ニ

ナ
ガ
ワ
で
す
」と
言
わ
れ
た
の
だ
け
ど
、仕
事

で
名
古
屋
に
行
く
と
き
に
新
幹
線
で
隣
の
席

に
な
っ
て
、初
め
て
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
て「
な

ん
か
こ
の
人
は
人
間
と
し
て
相
当
上
等
な
人

だ
な
」っ
て
思
っ
た
の
。み
ん
な
に
は
反
対
さ
れ

た
け
ど
、私
に
は「
こ
の
人
本
当
に
人
間
と
し

て
上
等
な
人
だ
か
ら
い
い
わ
」っ
て
思
え
た
か

ら
結
婚
し
た
の
。

　
結
婚
し
た
ら
子
ど
も
を
産
む
と
決
め
て
い

た
の
に
、演
出
家
と
し
て
こ
の
先
ど
う
な
る
か

わ
か
ら
な
い
か
ら
子
ど
も
は
作
れ
な
い
、と
言

わ
れ
、す
ご
く
考
え
た
ん
だ
け
ど
、7
年
目

に
劇
団
が
解
散
し
て
時
間
が
で
き
た
と
き
、

ネ
パ
ー
ル
に
旅
行
に
行

く
か
、子
ど
も
を
作
る

か
と
一
緒
に
考
え
て
、子

ど
も
を
産
も
う
っ
て
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

ん
で
。だ
か
ら
、古
い
キ
ル
ト
を
見
る
と
そ
の

時
代
の
状
況
が
よ
み
が
え
り
、時
間
が
綴
ら

れ
て
い
て
、家
族
と
一
緒
の
空
気
が
感
じ
ら
れ

て
す
ご
く
い
い
ん
で
す
よ
。

　
時
間
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
う

ほ
ど
、宏
子
さ
ん
ワ
ー
ル
ド
に
浸
り
き
っ
た
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
と
な
り
ま
し
た
。宏
子
さ
ん
の
作

品
は
、色
鮮
や
か
で
大
胆
。と
て
も
自
由
な
発

想
が
魅
力
的
で
す
。周
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
色

や
形
の
ピ
ー
ス
を
上
手
に
つ
な
い
で
、ご
自

身
な
り
の
心
地
よ
い
世
界
を
作
り
上
げ
る
、

そ
れ
は
ま
た
宏
子
さ
ん
の
生
き
方
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。子
育
て
も

仕
事
も
そ
の
時
々
に
で
き
る
こ
と
を
お
互
い

に
分
担
し
て
こ
ら
れ
た
ご
夫
妻
の
様
子
も
お

話
か
ら
伺
え
ま
し
た
。自
分
の
信
じ
る
も
の

に
忠
実
に
、か
つ
し
な
や
か
に
生
き
て
き
た

宏
子
さ
ん
。大
好
き
な
ご
家
族
と
キ
ル
ト
に

囲
ま
れ
、ど
ん
な
場
面
で
も
、信
じ
あ
え
る

パ
ー
ト
ナ
ー
幸
雄
氏
と
一
緒
に
歩
ん
で
き
た
、

そ
れ
が
い
つ
ま
で
も
輝
き
続
け
ら
れ
る
原
動

力
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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母
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て
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る
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の
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な
ど
興
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深
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お
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を
、緑
に
囲
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た
素
敵
な
ご
自
宅
で
伺
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ま
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た
。
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特集Ⅰ

取捨選択をする際にはメディア・リテラシーが

大切です。情報が溢れる社会だからこそ、

自分に必要な情報を主体的に読み解き、正

しく活用する力（メディア･リテラシー）が必

要になります。

　例えば「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活

の調和）」は、すべての人が、仕事、家庭生活、地

域生活、個人の自己啓発など、さまざまな活動

を、自分の望むバランスで行える状態を指すも

ので、「男女共同参画」にとって重要な考え方で

す。「ワーク・ライフ・バランス」のあり方は、人そ

れぞれで異なりますが、これが推進されると、

誰もが個人の選択に基づき、自らの希望に沿っ

た形で、さまざまな活動を自分なりの「バラン

ス」でできるようになります。さらに働き方が見

直されると、仕事の効率や成果が高まって、時

間に余裕が生まれ、仕事以外の生活も充実す

るといった好循環がもたらされます。

　また、災害においては、より弱い立場におか

れた人々が、より大きな困難に見舞われること

がわかってくるとともに、地域防災に男女共同

参画の視点を入れることの重要性が認識され

るようになりました。女性はもちろん、多様なニ

ーズを持った人々が参加して災害に備えること

は、誰にとっても安心・安全な街と暮らしにつな

がります。他にも、今まで主に女性が中心的な

役割を担ってきた介護や育児も、固定的な性別

役割分担の意識にとらわれず、男女がお互いに

協力し合うことにより、個人の負担が軽減され、

それぞれが自分の健康や社会との関わり、生き

がいなどにも取り組むゆとりが生まれるでしょ

う。このように男女共同参画は私たちの暮らし

と密接に結びついているのです。  

　センターでは「自分の暮らしをデ
ザインする」をテーマとして、講座を
開催しています。そしてそこで気づ
いたものを“種”として、より自分ら
しい人生をデザインして欲しいと願
っています。
　次のページではその一部をご紹介
します。

自分の暮らしをデザインする自分の暮らしをデザインする自分の暮らしをデザインする
今 の あ な たを 見 つ め 直し、 これ からの あ な たを 考 えて み ましょう

男女共同参画の視点が加わると・・・

なぜ「男女共同参画の視点」
が必要なの？

ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）

心と身体、
健康

行政、法律、制度

仕事、働くこと

防災

介護

余暇、
　趣味

子育て 子ども

家族、パートナー

地域、地域活動

教育、学習

男女共同参画を支える法や理念などがあります男女共同参画を支える法や理念などがあります

　暮らしは「衣食住」と簡単に括られることもあ
りますが、内実は多種多様です。左の図に、暮ら
しを構成し、かつ「男女共同参画」の視点が大
切なキーワードをそろえてみました。
　それぞれのキーワードは、暮らしを構成する
ひとつの「面」となり、暮らしを多面的な立体の
ように仕立てているともいえます。「面」の大き
さ、形、色、数、全て違うでしょうし、それらが組
み合わされた「暮らし」の多面体は個々人によ
って異なり、どれもが豊かな独創性を持ってい
ます。

　さあ、現在の暮らしをデザインしてみましょ
う！ 今の暮らしに不可欠なキーワードはなんで
すか？ いくつありますか？ 各々の重要性の比
率はいかがですか？ でき上がった多面体から
今の自分を見つめ直すことができます。
　次にこれからの自分に必要だと思うもの、ま
た興味のあるものも選んでみましょう。新しい
「面」が加わることによって暮らしの形も変わっ
てくるでしょう。

　「男女共同参画」は、男女が同じことをし、同
じ重さの物を持つということではなく、誰もが
多様性を認め合い、すべての人の人権と個性
が等しく尊重されることをめざしています。
　「男女共同参画」という視点でまわりを見渡
すことで、新たな気づきを得、可能性が広がり、
すでに持っていた「面」の色や形も変わるかも
しれません。
　自分がどんな暮らしを望んでいるのか、希望
する暮らしに近づくためには、どんなキーワー
ドに目を向け、どうしたらよいのか考える。それ
が、自分の暮らしをデザインするための第一歩
になります。  

世界人権宣言、女子差別撤廃条約、日本国憲法、男女共同参画社会基本法
東久留米市男女共同参画都市宣言、東久留米市第２次男女平等推進プランなど

*2

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として、1999（平成１１）年に制定された法律。男女共同参画社会の形成に関し、人権の尊重、個人の尊厳を

基本理念と定め、国・地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めている。

*2

今のあなたは、どんな形？

　　は男女共同参画に関する
重要な考え方です。

出産で仕事を辞め
て子育てに専念し
ていたけれど…

夫婦で家事と子
育 て を 分 担 し
て、地域で働き
始めました。

　多様な人材あるいは人材の多様性
を生かすことが、組織の活力や創造性
を高めることに貢献するという考え方
を背景に、人種・国籍・性別・年齢等
を問わずに人材を活用することです。

何を選び、どう組
み立てるかはあな
た次第

再考し、選び直す

ことも大切

いろんな生き方
が選択できるん
だな。

支援制度を利用し
て働き方を変えた
ら、心も身体も楽
になりました。

ダイバーシティ（多様性）

少子高齢化、格差社会、DVなど多くの課題を抱えている現代において「一人ひとりの幸せな社会」の実現には、
地域における暮らし方が大切になってきています。 自分の暮らしを支える足元を男女共同参画の視点から見つ
め直し、「自分の暮らし方」を改めてデザインしてみませんか。

*1

　ドメスティック・バイオレンス。配偶者や恋人など、親密な関係の相手からふるわれる暴力のこと。*1

シングルだけれど…

「自分らしく生きる」
基本は「人権の尊重」
と「個人の尊厳」 働きがいのある人間らしい

仕事のことです。

ディーセントワーク

　「性と生殖に関する健康と権利」。
1994（平成６）年の国際人口・開発
会議で提唱された概念。すべての人、
中でも女性が生涯にわたって身体的、
精神的、社会的に良好な状態であるこ
とと、それを享受する権利のことです。

リプロダクティブ・
　　　ヘルス／ライツ

高齢の親や学校に
通う子供たちがい
るけど、地域の防
災はどうなってい
るんだろう… ？

仕事と慣れない

介護で毎日大変…
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デザインの種、あります
職業から見た

人生をデザインした人々
職業から見た

人生をデザインした人々

センター主催講座
「自分の暮らしをデザインする」
Part１～3　ダイジェスト

一人ひとりの暮らし方～
フィンランドの平等社会に学ぶ

防災はイメージする力

　「一人ひとりが幸せな社会」の実現には、一人ひとりの
暮らしや暮らし方が大切です。男女平等推進センターで
は、2012 年度より「自分の暮らしをデザインする」と題
したシリーズ講座を開催しています。
　ここでは、これまで開催された part１～ 3までの講座
についてご紹介しますが、センターでは、これからもさま
ざまな「暮らしをデザインする」“種”となる講座を開催し
ていく予定です。

　森と湖の国「フィンランド」は優れた社会保障制度で知られる福
祉先進国であり、男女共同参画社会のモデルケースとして挙げら
れることも多い国です。フィンランドは男女平等の考え方が自然と
根付いた国民性であり、社会的に年齢、性別、学歴で差別されるこ
とはほとんどありません。また、個人を尊重する度合いが高く、親で
あっても「自分の人生」を楽しむことを大切にしています。子どもの
人権も尊重され、社会の一員としての教育は各家庭が責任を負い
ますが、経済支援は国がしっかり請け負うそうです。「男女共同参
画」と「男女共同参画社会」について、また、一人ひとりの暮らし方に
ついて、考えるためのヒントが満載の講座となりました。

　伝統や慣習が女性たちにとって壁となり、その行く
手を阻んだ時代もありました。今なお、その壁がまっ
たくなくなったとは言いきれません。
　性別だけでなく、誰しもがそれぞれに抱えた「壁」
があると思います。弱気になったり、経済的に諦めた
りなど…。それほど困難な状況でなくても諦めてしま
うこともあるのに、ましてや、初めて何かを成す場合
には想像を絶するパワーや勇気が必要であるに違い
ありません。
　かつて、そして現在も、たとえ高い壁にぶち当た
っても、決して諦めることなく「やりたい」「こうしたい」
という気持ちを貫き、「初めて」を達成した女性たち
がいました。一番大事なのは、個々人が胸に秘める「や
りたい」「やろう」という熱い思いなのではないでしょ
うか。その熱い思いこそが自分をデザインすること、
そして一人ひとりがより良い人生をおくることへつな
がっていくはずです。
※職業についての「初」を集めた特集ですが、個人名がわかる
場合は、氏名を明記しています。

　「自分を守り、家族、大切な人、コミュニティ、地域を守る」た
めにできることは何か。必要な情報を得る方法と、その情報をも
とにどのように行動するかを、それぞれの暮らし方に合わせて考
えました。
　被災地で浮かび上がった課題解決のためには、日頃から男女
共同参画の視点を持つことが要となることや、「自分を、家族を、
コミュニティを守る」ためにイメージする力を身につけることが、
防災の実践につながる第一歩となることを学びました。また被災
地の実状と、そこで何が起きているのかを「知る」ことで、自分の
暮らし方や災害へ備えるための気づきとなりました。

　Wen-Doは、1972年にカナダで誕生した女性のための自己
防衛プログラムで、WenはWomenの＜ウェン＞、Doは武士道
の道＜ドー（ドゥ）＞を意味しています。暴力から身を守るための
情報や実技を体得することは、自分の持っている力を実感し、自
信を持つことにつながります。

関連上映「きょうを守る」
　東日本大震災による津波で陸前高田の実家を流され、同級生や同じ町に暮らす多くの知己を亡く
した、山梨県立大学 3年 ( 当時 ) の監督が制作したドキュメンタリー映画「きょうを守る」を、震災
から2年後の 3月11日に上映しました。ふるさとへの思いや避難所生活への不満、報道への違
和感など、震災から4～ 5カ月後のそれぞれの「震災」が生の言葉と表情で語られています。

　初めは泣いたりした子ども
も、保育士の方々の「大丈夫で
すよ」という温かい言葉通りに
すぐに慣れ、安心して預けるこ
とができました。子育てからち
ょっとだけ離れて自分を磨く講
座の数々、親子で貴重な時間
を持ち、楽しんでいます。（利
用者の声より）

私も地域もイキイキする働き方
　地域で生活、活躍してきた経験を活かしたビジネスとして今、コミュニティビジネスが注目され
ています。少子高齢化が進み、女性の活躍が経済をより活性化することも期待されますが、一人
ひとりの女性が持てる力を発揮し、ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、柔軟で多様な
働き方、生き方をすることが重要です。講座では、コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスに
ついてのレクチャーと事例紹介の後、「共生社会を目指す」障害者支援を目的としたコミュニティビ
ジネスを行っている起業家の方から、実践に即した報告を伺いました。

センターの展示やさま
ざまな蔵書もデザイン
の“種”になります。　

子育て中の方もどうぞ！
〈保育つき講座〉

子育て中の方もどうぞ！
〈保育つき講座〉

　最近、市内各所で柳久保小麦を利用したヒンメリというモ
ビールを見かけます。麦わらに紐を通して作った多面体をいく
つか組み合わせて作る、モダンで美しい幾何学模様をなした
フィンランドの装飾品です。多面体の形状や組み合わせに決ま
りはなく、作り手は意匠を凝らします。「光のモビール」とも呼ば
れるヒンメリが風に揺れ、その影がゆらめく様子はどれも独創的
な趣に満ちています。ヒンメリ作
りを親子で楽しみながら、フィンラ
ンドの平等社会に思いをはせる時
間を持ちました。

自分の力で自分をまもる1872（明治 ５ ）年　初の女性小学校教師（茨城県）／黒澤登幾
1900（明治３３）年　女子に専門教育を与える最初の学校創設／津田梅子
1900（明治３３）年　初の女医養成機関創設／吉岡弥生
1912（明治４５）年　日本女性として初めて博士号を取得
　　　　　　　　　　  ／原口鶴子（米国コロンビア大学）
1913（大正 ２ ）年　初の女子学生（東北大学）／丹下ウメ　他２名
1916（大正 ５ ）年　初の女性理学士（化学者）／黒田チカ
1920（大正 9 ）年　初の女性小学校長（宮崎県）／鳥原ツル
1922（大正１１）年　初の女子体育学校創設／二階堂トクヨ

教育

1883（明治１６）年　民間社会事業を創設／池上雪枝
1897（明治３０）年　初の女性新聞記者（報知新聞社）／羽仁もと子

社会事業
・

ジャーナリスト

1902（明治３５）年　初の女優／川上貞奴
1903（明治３６）年　初の女性職業画家／上村松園
1903（明治３６）年　初の女性オペラ歌手／三浦環

芸術
・

自己表現

1845（弘化 ２ ）年　初の洋方医女／シーボルト・イネ
1885（明治１８）年　初の女性医師（国家資格を持った）／荻野吟子
1888（明治２１）年　初の近代看護婦／大関和

病院

この特集で伝えたいこ
と

それは、先達の熱き思い
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や
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院
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たまき

Part1 男女共同参画の視点から

Part2 防災と男女共同参画

Part3 働くことと男女共同参画

明治大正
1868

明治元年

1911

明治44年

1912

大正元年

1925

大正１４年

それまでの外科的疾患に
対する治療を主とする漢
方医学に対して、外科手
術をはじめとする臨床医
学も行ったのが洋方医。

後に海外に渡り、日本人として
初めて世界に通じる歌手とな
り、1915（大正 4）年にはロンド
ンオペラハウスで日本人初のプ
リマドンナとして「蝶々婦人」の
出演を果たしました。

退社後、家庭生活誌「家庭の友（後
に「婦人之友」）」を創刊。1904（明
治 37）年に日本初の「家計簿」を発
行しました。
東久留米市にある自由学園創始者。

易者からスタートし、やが
て過ちを犯した若者を救済・
再教育する、日本初の感化
院を創設しました。

1948（昭 和 23）年
に女性として初め
て文化勲章も受章

女子英学塾。現在
の津田塾大学。

東京女医学校。
現在の東京女子
医科大学。

人見絹枝さん（P.8)
はこの二階堂体育
塾（現在の日本女子
体育大学）出身。

WLB

防災

地域

女子の高等教育の始まりは1872
（明治 5）年の官立東京女学校設立
から

女性のための護身術Wen-Do

WLB = ワーク・ライフ・バランス

親子で作る、
　  幸せを呼ぶ
 　　　  ヒンメリづくり

特集Ⅱでは「職業」から男女共同参画について考えていきましょう。

今回は、日本女性「初」を重点的に紹介していきます。

伝統や慣習というものを乗り越え自分の信念を貫いた人々…

それが日本で初めてその職業に就いた人々、と言えるのではないでしょうか。

「それって結構最近なんだ」という意外な発見も…。

また、職業名の中には「～～婦」から「～～師」など性別にとらわれないものへ

変更されたものもあり、その結果、「男性初」の職業に就いた人々もいるこ

とを忘れてはいけません。

　※参考図書／『先駆者たちの肖像　明日を拓いた女性たち』　鈴木裕子　監修　( 財 ) 東京女性財団
　編著

1994年、国民生活白書（平成 9年版）働く女性－新しい社会システムを求めて　経済企画庁　1997
年　他

特集Ⅱ
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デザインの種、あります
職業から見た

人生をデザインした人々
職業から見た

人生をデザインした人々

センター主催講座
「自分の暮らしをデザインする」
Part１～3　ダイジェスト

一人ひとりの暮らし方～
フィンランドの平等社会に学ぶ

防災はイメージする力

　「一人ひとりが幸せな社会」の実現には、一人ひとりの
暮らしや暮らし方が大切です。男女平等推進センターで
は、2012 年度より「自分の暮らしをデザインする」と題
したシリーズ講座を開催しています。
　ここでは、これまで開催された part１～ 3までの講座
についてご紹介しますが、センターでは、これからもさま
ざまな「暮らしをデザインする」“種”となる講座を開催し
ていく予定です。

　森と湖の国「フィンランド」は優れた社会保障制度で知られる福
祉先進国であり、男女共同参画社会のモデルケースとして挙げら
れることも多い国です。フィンランドは男女平等の考え方が自然と
根付いた国民性であり、社会的に年齢、性別、学歴で差別されるこ
とはほとんどありません。また、個人を尊重する度合いが高く、親で
あっても「自分の人生」を楽しむことを大切にしています。子どもの
人権も尊重され、社会の一員としての教育は各家庭が責任を負い
ますが、経済支援は国がしっかり請け負うそうです。「男女共同参
画」と「男女共同参画社会」について、また、一人ひとりの暮らし方に
ついて、考えるためのヒントが満載の講座となりました。

　伝統や慣習が女性たちにとって壁となり、その行く
手を阻んだ時代もありました。今なお、その壁がまっ
たくなくなったとは言いきれません。
　性別だけでなく、誰しもがそれぞれに抱えた「壁」
があると思います。弱気になったり、経済的に諦めた
りなど…。それほど困難な状況でなくても諦めてしま
うこともあるのに、ましてや、初めて何かを成す場合
には想像を絶するパワーや勇気が必要であるに違い
ありません。
　かつて、そして現在も、たとえ高い壁にぶち当た
っても、決して諦めることなく「やりたい」「こうしたい」
という気持ちを貫き、「初めて」を達成した女性たち
がいました。一番大事なのは、個々人が胸に秘める「や
りたい」「やろう」という熱い思いなのではないでしょ
うか。その熱い思いこそが自分をデザインすること、
そして一人ひとりがより良い人生をおくることへつな
がっていくはずです。
※職業についての「初」を集めた特集ですが、個人名がわかる
場合は、氏名を明記しています。

　「自分を守り、家族、大切な人、コミュニティ、地域を守る」た
めにできることは何か。必要な情報を得る方法と、その情報をも
とにどのように行動するかを、それぞれの暮らし方に合わせて考
えました。
　被災地で浮かび上がった課題解決のためには、日頃から男女
共同参画の視点を持つことが要となることや、「自分を、家族を、
コミュニティを守る」ためにイメージする力を身につけることが、
防災の実践につながる第一歩となることを学びました。また被災
地の実状と、そこで何が起きているのかを「知る」ことで、自分の
暮らし方や災害へ備えるための気づきとなりました。

　Wen-Doは、1972年にカナダで誕生した女性のための自己
防衛プログラムで、WenはWomenの＜ウェン＞、Doは武士道
の道＜ドー（ドゥ）＞を意味しています。暴力から身を守るための
情報や実技を体得することは、自分の持っている力を実感し、自
信を持つことにつながります。

関連上映「きょうを守る」
　東日本大震災による津波で陸前高田の実家を流され、同級生や同じ町に暮らす多くの知己を亡く
した、山梨県立大学 3年 ( 当時 ) の監督が制作したドキュメンタリー映画「きょうを守る」を、震災
から2年後の 3月11日に上映しました。ふるさとへの思いや避難所生活への不満、報道への違
和感など、震災から4～ 5カ月後のそれぞれの「震災」が生の言葉と表情で語られています。

　初めは泣いたりした子ども
も、保育士の方々の「大丈夫で
すよ」という温かい言葉通りに
すぐに慣れ、安心して預けるこ
とができました。子育てからち
ょっとだけ離れて自分を磨く講
座の数々、親子で貴重な時間
を持ち、楽しんでいます。（利
用者の声より）

私も地域もイキイキする働き方
　地域で生活、活躍してきた経験を活かしたビジネスとして今、コミュニティビジネスが注目され
ています。少子高齢化が進み、女性の活躍が経済をより活性化することも期待されますが、一人
ひとりの女性が持てる力を発揮し、ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、柔軟で多様な
働き方、生き方をすることが重要です。講座では、コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスに
ついてのレクチャーと事例紹介の後、「共生社会を目指す」障害者支援を目的としたコミュニティビ
ジネスを行っている起業家の方から、実践に即した報告を伺いました。

センターの展示やさま
ざまな蔵書もデザイン
の“種”になります。　

子育て中の方もどうぞ！
〈保育つき講座〉

子育て中の方もどうぞ！
〈保育つき講座〉

　最近、市内各所で柳久保小麦を利用したヒンメリというモ
ビールを見かけます。麦わらに紐を通して作った多面体をいく
つか組み合わせて作る、モダンで美しい幾何学模様をなした
フィンランドの装飾品です。多面体の形状や組み合わせに決ま
りはなく、作り手は意匠を凝らします。「光のモビール」とも呼ば
れるヒンメリが風に揺れ、その影がゆらめく様子はどれも独創的
な趣に満ちています。ヒンメリ作
りを親子で楽しみながら、フィンラ
ンドの平等社会に思いをはせる時
間を持ちました。

自分の力で自分をまもる1872（明治 ５ ）年　初の女性小学校教師（茨城県）／黒澤登幾
1900（明治３３）年　女子に専門教育を与える最初の学校創設／津田梅子
1900（明治３３）年　初の女医養成機関創設／吉岡弥生
1912（明治４５）年　日本女性として初めて博士号を取得
　　　　　　　　　　  ／原口鶴子（米国コロンビア大学）
1913（大正 ２ ）年　初の女子学生（東北大学）／丹下ウメ　他２名
1916（大正 ５ ）年　初の女性理学士（化学者）／黒田チカ
1920（大正 9 ）年　初の女性小学校長（宮崎県）／鳥原ツル
1922（大正１１）年　初の女子体育学校創設／二階堂トクヨ

教育

1883（明治１６）年　民間社会事業を創設／池上雪枝
1897（明治３０）年　初の女性新聞記者（報知新聞社）／羽仁もと子

社会事業
・

ジャーナリスト

1902（明治３５）年　初の女優／川上貞奴
1903（明治３６）年　初の女性職業画家／上村松園
1903（明治３６）年　初の女性オペラ歌手／三浦環

芸術
・

自己表現

1845（弘化 ２ ）年　初の洋方医女／シーボルト・イネ
1885（明治１８）年　初の女性医師（国家資格を持った）／荻野吟子
1888（明治２１）年　初の近代看護婦／大関和

病院

この特集で伝えたいこ
と

それは、先達の熱き思い
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校
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院
な
ど
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が
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たまき

Part1 男女共同参画の視点から

Part2 防災と男女共同参画

Part3 働くことと男女共同参画

明治大正
1868

明治元年

1911

明治44年

1912

大正元年

1925

大正１４年

それまでの外科的疾患に
対する治療を主とする漢
方医学に対して、外科手
術をはじめとする臨床医
学も行ったのが洋方医。

後に海外に渡り、日本人として
初めて世界に通じる歌手とな
り、1915（大正 4）年にはロンド
ンオペラハウスで日本人初のプ
リマドンナとして「蝶々婦人」の
出演を果たしました。

退社後、家庭生活誌「家庭の友（後
に「婦人之友」）」を創刊。1904（明
治 37）年に日本初の「家計簿」を発
行しました。
東久留米市にある自由学園創始者。

易者からスタートし、やが
て過ちを犯した若者を救済・
再教育する、日本初の感化
院を創設しました。

1948（昭 和 23）年
に女性として初め
て文化勲章も受章

女子英学塾。現在
の津田塾大学。

東京女医学校。
現在の東京女子
医科大学。

人見絹枝さん（P.8)
はこの二階堂体育
塾（現在の日本女子
体育大学）出身。

WLB

防災

地域

女子の高等教育の始まりは1872
（明治 5）年の官立東京女学校設立
から

女性のための護身術Wen-Do

WLB = ワーク・ライフ・バランス

親子で作る、
　  幸せを呼ぶ
 　　　  ヒンメリづくり

特集Ⅱでは「職業」から男女共同参画について考えていきましょう。

今回は、日本女性「初」を重点的に紹介していきます。

伝統や慣習というものを乗り越え自分の信念を貫いた人々…

それが日本で初めてその職業に就いた人々、と言えるのではないでしょうか。

「それって結構最近なんだ」という意外な発見も…。

また、職業名の中には「～～婦」から「～～師」など性別にとらわれないものへ

変更されたものもあり、その結果、「男性初」の職業に就いた人々もいるこ

とを忘れてはいけません。

　※参考図書／『先駆者たちの肖像　明日を拓いた女性たち』　鈴木裕子　監修　( 財 ) 東京女性財団
　編著

1994年、国民生活白書（平成 9年版）働く女性－新しい社会システムを求めて　経済企画庁　1997
年　他

特集Ⅱ
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1997（平成9）年
初の国立大学女性学長（奈良女子大学）
／丹羽雅子
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1927（昭和2）年　 初の女性博士（植物学者）／保井コノ

1928（昭和  ３ ）年　日本女性としてオリンピック初参加（800m競走）／人見絹枝
1971（昭和46）年　女性で世界初のアルプス三大北壁登頂／今井通子
1975（昭和50）年　女性で世界初のエベレスト登頂／田部井淳子

1946（昭和21）年　初の女性衆議院議員39名当選（第22回衆議院総選挙  ）
　　　　 　　　　　　　 女性が参政権を得て、男女普通選挙制度を採用した初の選挙
1947（昭和22）年　初の女性参議院議員10名当選（第１回参議院議員通常選挙）
1960（昭和35）年　初の女性大臣（厚生大臣）／中山マサ

国会・法曹界
1993（平成 5 ）年　初の女性衆議院議長／土井たか子
1994（平成  6 ）年　初の女性最高裁判事／高橋久子
2004（平成16 ）年　初の女性参議院議長／林寛子

世
界
へ
の
道
を

　果
敢
に
切
り
開
く

　明
治
・
大
正
に
開
か
れ
た
�
学
校
や
病
院
な

ど
で
の
女
性
の
社
会
進
出
へ
の
道
が
�
昭
和
に

は
各
分
野
に
じ
わ
じ
わ
と
波
及
�法
曹
界
で
女

性
の
弁
護
士
が
�
国
会
で
は
女
性
代
議
士
が
誕

生
し
ま
す
�ま
た
�
地
方
自
治
体
や
自
衛
隊
な
ど

で
�
女
性
公
務
員
が
活
躍
の
場
を
広
げ
て
い
き

ま
し
た
�女
性
議
員
な
ど
の
飛
躍
は
�
テ
レ
ビ
や

新
聞
な
ど
を
通
し
�
一
般
の
女
性
の
地
位
向
上

に
役
立
�
た
こ
と
で
し
�
う
�

　そ
ん
な
女
性
た
ち
の
目
が
世
界
へ
と
向
け
ら

れ
た
の
も
昭
和
の
時
代
�そ
の
先
駆
け
と
な
�

た
の
は
�
1
9
2
8︵
昭
和
3
︶年
に
�
日
本
女
性

初
の
オ
リ
ン
ピ
�
ク
参
加
で
�
い
き
な
り
銀
メ

ダ
ル
を
獲
得
し
た
人
見
絹
枝
さ
ん
で
は
な
い
で

し
�
う
か
�し
か
し
そ
の
2
年
後
に
は
第
3
回

国
際
女
子
競
技
大
会︵
プ
ラ
ハ
︶ 

に
参
加
し
�
走

り
幅
跳
び
で
優
勝
す
る
も
�
翌
年
病
に
倒
れ
�
息

を
引
き
取
�
て
い
ま
す
�ま
だ
２０
代
前
半
だ
�

た
彼
女
の
突
然
の
死
は
�
そ
の
時
代
の
人
に
は

遠
か
�
た
�
世
界
と
い
う
大
き
な
舞
台
で
全
力

を
出
し
切
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
大
変
な
こ
と
だ

�
た
の
か
私
た
ち
に
語
�
て
く
れ
て
い
る
よ
う

で
す
�

　そ
の
後
�
田
部
井
淳
子
さ
ん
が
女
性
で
世
界

初
の
エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂
に
成
功
し
�
緒
方
貞
子

さ
ん
が
日
本
女
性
初
の
国
連
公
使
に
な
る
な

ど
�
女
性
の
活
躍
の
場
は
世
界
へ
と
広
が
り
ま

し
た
�

　戦
後
高
度
成
長
期
を
経
験
し
�
女
性
が
働
く

こ
と
も
珍
し
く
な
く
な
�
て
い
�
た
昭
和
�た

だ
�
職
場
に
お
け
る
女
性
の
仕
事
と
い
え
ば
主

に
事
務
職
な
ど
と
い
う
時
代
も
長
く
�
法
的
に

男
女
が
平
等
に
働
け
る
よ
う
に
な
る
に
は
�

1
9
8
6︵
昭
和
６１
︶年
�﹁
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
﹂の
施
行
ま
で
待
た
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
�

8

1991（平成  3 ）年　初の女性市長（兵庫県尼崎市）／北村春江
1994（平成  6 ）年　初の女性警察署長（警視庁三田署）／桜井るゑ子
1994（平成  6 ）年　初の女性文化庁長官／遠山敦子
1997（平成  9 ）年　初の女性事務次官／松原亘子
2000（平成12）年　初の女性知事（大阪府）／太田房江
2013（平成25）年　初の女性都道府県警察本部長
　　　　　　　　　  （岩手県）／田中俊恵

のぶこ

1994（平成  6 ）年　日本人初の女性宇宙飛行士／向井千秋
1994（平成  6 ）年　自衛隊初の女性パイロット／宮本寛子
2000（平成12）年　初の女性新幹線運転士（JR西日本で2人）
2010（平成22）年　国内航空会社初の女性機長／藤明里
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1
9
7
8（
昭
和
５３
）年
、
東
京
都
で
初
の
保
父
が
3

名
誕
生
し
ま
し
た
。
1
9
7
7（
昭
和
５２
）年
に
男
性
に

も
門
戸
が
開
か
れ
た
結
果
、
そ
れ
ま
で
主
に
女
性
の
仕

事
と
さ
れ
て
き
た
分
野
に
３
名
の
男
性
が
飛
び
込
ん
で

き
た
の
で
す
が
、
当
時
は
ま
だ「
保
父
」と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。

　
以
前
、
保
母
や
看
護
婦
、
保
健
婦
や
助
産
婦
と
呼
ば

れ
た
仕
事
は
女
性
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
実
は
、
前

述
の
保
父
誕
生
の
と
き
も
原
則
と
し
て
保
母
は
女
性
が

業
と
す
る
資
格
と
し
て
定
め
る
一
方
、
男
性
と
し
て
業
を

行
う
場
合
に
つ
い
て
は
法
律
の
附
則
で
例
外
的
に
規
定

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
1
9
9
9（
平
成
１１
）年
、
児
童
福
祉
法
施

行
令
の
改
正
に
伴
い
、「
保
母
」「
保
父
」と
い
う
呼
称
は

「
保
育
士
」へ
改
称
。
そ
れ
に
と
も
な
い
附
則
が
削
除
さ

れ
、
男
女
で
規
定
も
一
本
化
さ
れ
ま
し
た
。

　「
保
育
士
」誕
生
は
ド
ラ
マ
化
も
さ
れ
、
話
題
に
な
っ

た
よ
う
で
す
ね
。
そ
ん
な
影
響
も
あ
っ
て
で
し
ょ
う
か
、

国
勢
調
査
の
結
果
、
2
0
0
2（
平
成
１４
）年
に
男
性
の

保
育
士
が
急
激
に
増
加
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
2
0
0
1（
平
成
１３
）年
、
国
会
で
保
健
婦
助
産
婦
看

護
婦
法
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
男
女
共
同
参
画
の
観

点
か
ら
、
同
一
内
容
の
資
格
に
つ
い
て
は
男
女
同
一
の
名

称
と
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
誕
生
し

た
の
が
以
下
の
名
称
で
す
。

看
護
婦（
女
）・
看
護
士（
男
）↓
看
護
師（
男
女
）

保
健
婦（
女
）・
保
健
士（
男
）↓
保
健
師（
男
女
）

准
看
護
婦（
女
）・
准
看
護
士（
男
）↓
准
看
護
師（
男
女
）

　
そ
の
他
に
も
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
↓
客
室
乗
務
員
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
↓
会
社
員
、
営
業
マ
ン
↓
営
業
社
員
、

婦
人
警
察
官
↓
女
性
警
察
官
、
カ
メ
ラ
マ
ン
↓
撮
影
ス

タ
ッ
フ
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
は
原
則
、
男
女
同
一
の
名

称
で
呼
ぶ
こ
と
が
一
般
化
し
て
き
て
い
ま
す（
職
業
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
父
兄
を
保
護
者
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
の
も
こ
の
頃
で
す
）。「
と
き
め
き
」も
編
集
時
、
き
ち

ん
と
男
女
同
一の
名
称
で
正
し
く
表
記
さ
れ
て
い
る
か
細

心
の
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。

　「
初
」を
達
成
し
た
女
性
た
ち
、
男
性
た
ち
の
よ
う

に
、
あ
な
た
も
自
分
の
人
生
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

　
働
く
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
個
人
が
性
別
な

ど
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、個
々
に
力
を
発
揮
で
き
る

よ
う
に
職
場
に
お
け
る
男
女
の
均
等
取
扱
い
等
を
規

定
し
た
法
律「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」が
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
の
ポ
イ
ン
ト

・
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止（
第
5
条
〜
第

　
8
条
）

・
婚
姻
、
妊
娠
・
出
産
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取

　
扱
い
の
禁
止
等（
第
9
条
）

・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策（
第
１１
条
）

・
母
性
健
康
管
理
措
置（
第
１２
条
・
第
１３
条
）

・
派
遣
先
に
対
す
る
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
適
用

・
深
夜
業
に
従
事
す
る
女
性
労
働
者
に
対
す
る
措
置

・
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
行
う
事
業
主
に
対
す

　
る
国
の
援
助（
第
１４
条
）

・
労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
に
紛
争
が
生
じ
た
場
　

　
合
の
救
済
措
置

・
法
施
行
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
の
指
導
等

　
ま
た
、
労
働
基
準
法
に
も
女
性
の
就
労
に
関
す
る

い
く
つ
か
の
原
則
や
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
年
登
場
し
た

男
性
初
！ 

の
お
仕
事
。

保
母
や
保
父
も
今
で
は
「
保
育
士
」。

ど
う
し
て
名
称
が
変
わ
っ
た
の
？

他
に
も
こ
ん
な
に
。
注
目
し
よ
う
、

男
女
同
一の
名
称

海外／スポーツ・山

労働省の労働事務次官(現
在の厚生労働省)。
事務次官は各省庁の事務方
のトップです。

多
く
の
情
報
を
集
め
て
人
生
を

自
分
で
メ
イ
ク
・
デ
ザ
イ
ン
！

ひとみ

のぶこ

国際

1940（昭和15）年　初の女性弁護士3名誕生
1949（昭和24）年　初の女性判事／三淵嘉子・石渡満子
1949（昭和24）年　初の女性検事／門上千恵子
1987（昭和62）年　初の女性高等裁判所長官（札幌）／野田愛子

みぶち

かどがみ

三淵さんは、初の女性弁護士３
名のうちの１人。1972（昭和 47）
年に、初の女性裁判所長（新潟家
庭裁判所）にもなっています。

第 9 回アムステルダムオリンピック
でのこと。当時は 21 歳で選手兼新
聞記者（日本初の女性スポーツ記者）
として参加。
オ リ ン ピ ッ ク 第 1 回 は 1896（明 治
29）年のアテネ大会。日本は第 5 回
ストックホルム大会から参加。

男女平等を謳った日本国憲
法が1947(昭和22)年に施行
されたことによって、その
2年後に女性の判事と検事
が誕生しました。

この年に誕生した労働省婦人少年局の初代
局長。婦人少年局は日本の女性の問題を専門
に担当する部署として初めて官公庁に設置
されました。

1976（昭和51）年　初の女性公使（日本政府国連代表部公使）／緒方貞子
1980（昭和55）年　初の女性大使（駐デンマーク）／高橋展子

エベレストの世界初登
頂は 1953（昭和 28）年

当時 42 歳。人類が始めて宇宙
へ行ったの（初の有人宇宙飛行）
は 1961（昭和 36）年。女性初宇
宙 飛 行 士 は 1963（昭 和 38）年、
ソ連のテレシコワで当時 26 歳。

1946（昭和21）年　初の女性 (婦人 ) 警察官
1947（昭和22）年　初の女性局長／山川菊栄
1968（昭和43）年　自衛隊が初の女性隊員11名を受け入れ
　　　　　　　　　　　  1954（昭和29）年設立

女性の深夜労働を禁止し
て い た 労 働 基 準 法 が、
1999（平成 11）年に改正さ
れたことが誕生の引き金
となりました。

衆参議院を通じて女性初の
議長。
1986(昭和61)年には憲政史
上における主要政党初の女
性党首となっています。

1991（平成 3）年に、女性
として初めて国連難民高
等弁務官となりました。

＊1

＊2

＊2

＊1

*

教育

！

！

！
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教育

法曹界

国会

乗り物

官公庁

官公庁

1997（平成9）年
初の国立大学女性学長（奈良女子大学）
／丹羽雅子

持
て
る
力
を
発
揮
し
て

さ
ら
に
専
門
的
な
分
野
に
も

法
か
ら
の
後
押
し

●

セ
ン
タ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　平
成
は
�
要
職
に
就
く
女
性
が
現
れ
る
時
代
で

す
�
最
高
裁
判
事
が
登
場
し
�
女
性
議
長
も
誕
生
�

全
国
初
の
女
性
知
事
や
女
性
警
察
本
部
長
が
出
て

き
ま
す
�
2
0
1
3︵
平
成
２５
︶年
に
鬼
丸
か
お
る

さ
ん
が
最
高
裁
判
所
判
事
に
就
任
し
�
史
上
初
め

て
最
高
裁
判
所
の
全
て
の
小
法
廷
に
各
1
名
ず
つ

女
性
の
裁
判
官
が
置
か
れ
る
形
に
な
�
た
こ
と
も

記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
�

　ま
た
�
平
成
は
女
性
が﹁
乗
り
物
﹂に
関
し
て

﹁
初
﹂を
記
録
す
る
時
代
と
も
言
え
そ
う
で
す
�
自

衛
隊
の
女
性
パ
イ
ロ
�
ト
や
�
旅
客
機
の
女
性
機

長
�
女
性
で
初
の
新
幹
線
運
転
士
な
ど
が
誕
生
し

て
い
ま
す
�
そ
し
て
�
日
本
人
初
の
女
性
宇
宙
飛

行
士
と
し
て
向
井
千
秋
さ
ん
が
宇
宙
へ
と
出
立
�

無
事
帰
還
し
て
日
本
中
を
沸
か
せ
た
の
を
記
憶
し

て
い
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
�
し
か
し
な
が
ら
�

例
え
ば
�
女
性
機
長
が
誕
生
し
た
の
は
ほ
ん
の
3

年
前
�﹁
今
ま
で
い
な
か
�
た
ん
だ
﹂と
不
思
議
に

思
�
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
�
う
か
�

　こ
こ
ま
で﹁
女
性
初
﹂の
歴
史
を
振
り
返
り
�
ま

た
�﹁
男
性
初
﹂も
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
�

　﹁
女
性
初
﹂﹁
男
性
初
﹂を
達
成
す
る
と
い
う
こ

と
は
�
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
�
自
分
自
身
や
社
会

が
求
め
る
も
の
に
向
か
�
て
勇
気
あ
る
一
歩
を
踏

み
出
し
た
結
果
で
あ
�
た
と
言
え
る
で
し
�
う
�

そ
ん
な
先
達
の
努
力
の
お
か
げ
も
あ
り
�
今
で
は

誰
も
が
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
や
れ
る
時
代
に

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
�

　﹁
女
だ
か
ら
�
男
だ
か
ら
�
﹂
な
ど
性
別
に
縛
ら

れ
る
こ
と
な
く
�
好
き
な
こ
と
�
し
た
い
こ
と
を

や
�
て
み
ま
し
�
う
�
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
持
て

る
力
を
存
分
に
発
揮
し
�
自
在
に
輝
け
る
時
代
に

踏
み
出
し
て
み
ま
せ
ん
か
�

＊
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
-
ア
ク
シ
ョ
ン
と
は
人
種
や
性
別
な
ど
に
由
来
す

る
事
実
上
の
格
差
が
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
を
解
消
し
て
実
質
的

な
平
等
を
確
保
す
る
た
め
の
積
極
的
改
善
措
置
の
こ
と
で
す
。

　東
久
留
米
市
で
は
�﹁
フ
�
フ
テ
�
2

﹂
が
男
女
共

同
参
画
推
進
の
拠
点
施
設
で
す
�働
く
こ
と
な
ど

も
含
め
�さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
�

　セ
ン
タ
�
事
業
に
つ
い
て
は
�
広
報
ひ
が
し
く

る
め
な
ど
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
�

1927（昭和2）年　 初の女性博士（植物学者）／保井コノ

1928（昭和  ３ ）年　日本女性としてオリンピック初参加（800m競走）／人見絹枝
1971（昭和46）年　女性で世界初のアルプス三大北壁登頂／今井通子
1975（昭和50）年　女性で世界初のエベレスト登頂／田部井淳子

1946（昭和21）年　初の女性衆議院議員39名当選（第22回衆議院総選挙  ）
　　　　 　　　　　　　 女性が参政権を得て、男女普通選挙制度を採用した初の選挙
1947（昭和22）年　初の女性参議院議員10名当選（第１回参議院議員通常選挙）
1960（昭和35）年　初の女性大臣（厚生大臣）／中山マサ

国会・法曹界
1993（平成 5 ）年　初の女性衆議院議長／土井たか子
1994（平成  6 ）年　初の女性最高裁判事／高橋久子
2004（平成16 ）年　初の女性参議院議長／林寛子

世
界
へ
の
道
を

　果
敢
に
切
り
開
く

　明
治
・
大
正
に
開
か
れ
た
�
学
校
や
病
院
な

ど
で
の
女
性
の
社
会
進
出
へ
の
道
が
�
昭
和
に

は
各
分
野
に
じ
わ
じ
わ
と
波
及
�法
曹
界
で
女

性
の
弁
護
士
が
�
国
会
で
は
女
性
代
議
士
が
誕

生
し
ま
す
�ま
た
�
地
方
自
治
体
や
自
衛
隊
な
ど

で
�
女
性
公
務
員
が
活
躍
の
場
を
広
げ
て
い
き

ま
し
た
�女
性
議
員
な
ど
の
飛
躍
は
�
テ
レ
ビ
や

新
聞
な
ど
を
通
し
�
一
般
の
女
性
の
地
位
向
上

に
役
立
�
た
こ
と
で
し
�
う
�

　そ
ん
な
女
性
た
ち
の
目
が
世
界
へ
と
向
け
ら

れ
た
の
も
昭
和
の
時
代
�そ
の
先
駆
け
と
な
�

た
の
は
�
1
9
2
8︵
昭
和
3
︶年
に
�
日
本
女
性

初
の
オ
リ
ン
ピ
�
ク
参
加
で
�
い
き
な
り
銀
メ

ダ
ル
を
獲
得
し
た
人
見
絹
枝
さ
ん
で
は
な
い
で

し
�
う
か
�し
か
し
そ
の
2
年
後
に
は
第
3
回

国
際
女
子
競
技
大
会︵
プ
ラ
ハ
︶ 

に
参
加
し
�
走

り
幅
跳
び
で
優
勝
す
る
も
�
翌
年
病
に
倒
れ
�
息

を
引
き
取
�
て
い
ま
す
�ま
だ
２０
代
前
半
だ
�

た
彼
女
の
突
然
の
死
は
�
そ
の
時
代
の
人
に
は

遠
か
�
た
�
世
界
と
い
う
大
き
な
舞
台
で
全
力

を
出
し
切
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
大
変
な
こ
と
だ

�
た
の
か
私
た
ち
に
語
�
て
く
れ
て
い
る
よ
う

で
す
�

　そ
の
後
�
田
部
井
淳
子
さ
ん
が
女
性
で
世
界

初
の
エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂
に
成
功
し
�
緒
方
貞
子

さ
ん
が
日
本
女
性
初
の
国
連
公
使
に
な
る
な

ど
�
女
性
の
活
躍
の
場
は
世
界
へ
と
広
が
り
ま

し
た
�

　戦
後
高
度
成
長
期
を
経
験
し
�
女
性
が
働
く

こ
と
も
珍
し
く
な
く
な
�
て
い
�
た
昭
和
�た

だ
�
職
場
に
お
け
る
女
性
の
仕
事
と
い
え
ば
主

に
事
務
職
な
ど
と
い
う
時
代
も
長
く
�
法
的
に

男
女
が
平
等
に
働
け
る
よ
う
に
な
る
に
は
�

1
9
8
6︵
昭
和
６１
︶年
�﹁
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
﹂の
施
行
ま
で
待
た
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
�

8

1991（平成  3 ）年　初の女性市長（兵庫県尼崎市）／北村春江
1994（平成  6 ）年　初の女性警察署長（警視庁三田署）／桜井るゑ子
1994（平成  6 ）年　初の女性文化庁長官／遠山敦子
1997（平成  9 ）年　初の女性事務次官／松原亘子
2000（平成12）年　初の女性知事（大阪府）／太田房江
2013（平成25）年　初の女性都道府県警察本部長
　　　　　　　　　  （岩手県）／田中俊恵

のぶこ

1994（平成  6 ）年　日本人初の女性宇宙飛行士／向井千秋
1994（平成  6 ）年　自衛隊初の女性パイロット／宮本寛子
2000（平成12）年　初の女性新幹線運転士（JR西日本で2人）
2010（平成22）年　国内航空会社初の女性機長／藤明里
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1
9
7
8（
昭
和
５３
）年
、
東
京
都
で
初
の
保
父
が
3

名
誕
生
し
ま
し
た
。
1
9
7
7（
昭
和
５２
）年
に
男
性
に

も
門
戸
が
開
か
れ
た
結
果
、
そ
れ
ま
で
主
に
女
性
の
仕

事
と
さ
れ
て
き
た
分
野
に
３
名
の
男
性
が
飛
び
込
ん
で

き
た
の
で
す
が
、
当
時
は
ま
だ「
保
父
」と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。

　
以
前
、
保
母
や
看
護
婦
、
保
健
婦
や
助
産
婦
と
呼
ば

れ
た
仕
事
は
女
性
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
実
は
、
前

述
の
保
父
誕
生
の
と
き
も
原
則
と
し
て
保
母
は
女
性
が

業
と
す
る
資
格
と
し
て
定
め
る
一
方
、
男
性
と
し
て
業
を

行
う
場
合
に
つ
い
て
は
法
律
の
附
則
で
例
外
的
に
規
定

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
1
9
9
9（
平
成
１１
）年
、
児
童
福
祉
法
施

行
令
の
改
正
に
伴
い
、「
保
母
」「
保
父
」と
い
う
呼
称
は

「
保
育
士
」へ
改
称
。
そ
れ
に
と
も
な
い
附
則
が
削
除
さ

れ
、
男
女
で
規
定
も
一
本
化
さ
れ
ま
し
た
。

　「
保
育
士
」誕
生
は
ド
ラ
マ
化
も
さ
れ
、
話
題
に
な
っ

た
よ
う
で
す
ね
。
そ
ん
な
影
響
も
あ
っ
て
で
し
ょ
う
か
、

国
勢
調
査
の
結
果
、
2
0
0
2（
平
成
１４
）年
に
男
性
の

保
育
士
が
急
激
に
増
加
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
2
0
0
1（
平
成
１３
）年
、
国
会
で
保
健
婦
助
産
婦
看

護
婦
法
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
男
女
共
同
参
画
の
観

点
か
ら
、
同
一
内
容
の
資
格
に
つ
い
て
は
男
女
同
一
の
名

称
と
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
誕
生
し

た
の
が
以
下
の
名
称
で
す
。

看
護
婦（
女
）・
看
護
士（
男
）↓
看
護
師（
男
女
）

保
健
婦（
女
）・
保
健
士（
男
）↓
保
健
師（
男
女
）

准
看
護
婦（
女
）・
准
看
護
士（
男
）↓
准
看
護
師（
男
女
）

　
そ
の
他
に
も
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
↓
客
室
乗
務
員
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
↓
会
社
員
、
営
業
マ
ン
↓
営
業
社
員
、

婦
人
警
察
官
↓
女
性
警
察
官
、
カ
メ
ラ
マ
ン
↓
撮
影
ス

タ
ッ
フ
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
は
原
則
、
男
女
同
一
の
名

称
で
呼
ぶ
こ
と
が
一
般
化
し
て
き
て
い
ま
す（
職
業
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
父
兄
を
保
護
者
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
の
も
こ
の
頃
で
す
）。「
と
き
め
き
」も
編
集
時
、
き
ち

ん
と
男
女
同
一の
名
称
で
正
し
く
表
記
さ
れ
て
い
る
か
細

心
の
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。

　「
初
」を
達
成
し
た
女
性
た
ち
、
男
性
た
ち
の
よ
う

に
、
あ
な
た
も
自
分
の
人
生
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

　
働
く
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
個
人
が
性
別
な

ど
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、個
々
に
力
を
発
揮
で
き
る

よ
う
に
職
場
に
お
け
る
男
女
の
均
等
取
扱
い
等
を
規

定
し
た
法
律「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」が
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
の
ポ
イ
ン
ト

・
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止（
第
5
条
〜
第

　
8
条
）

・
婚
姻
、
妊
娠
・
出
産
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取

　
扱
い
の
禁
止
等（
第
9
条
）

・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策（
第
１１
条
）

・
母
性
健
康
管
理
措
置（
第
１２
条
・
第
１３
条
）

・
派
遣
先
に
対
す
る
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
適
用

・
深
夜
業
に
従
事
す
る
女
性
労
働
者
に
対
す
る
措
置

・
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
行
う
事
業
主
に
対
す

　
る
国
の
援
助（
第
１４
条
）

・
労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
に
紛
争
が
生
じ
た
場
　

　
合
の
救
済
措
置

・
法
施
行
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
の
指
導
等

　
ま
た
、
労
働
基
準
法
に
も
女
性
の
就
労
に
関
す
る

い
く
つ
か
の
原
則
や
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
年
登
場
し
た

男
性
初
！ 

の
お
仕
事
。

保
母
や
保
父
も
今
で
は
「
保
育
士
」。

ど
う
し
て
名
称
が
変
わ
っ
た
の
？

他
に
も
こ
ん
な
に
。
注
目
し
よ
う
、

男
女
同
一の
名
称

海外／スポーツ・山

労働省の労働事務次官(現
在の厚生労働省)。
事務次官は各省庁の事務方
のトップです。

多
く
の
情
報
を
集
め
て
人
生
を

自
分
で
メ
イ
ク
・
デ
ザ
イ
ン
！

ひとみ

のぶこ

国際

1940（昭和15）年　初の女性弁護士3名誕生
1949（昭和24）年　初の女性判事／三淵嘉子・石渡満子
1949（昭和24）年　初の女性検事／門上千恵子
1987（昭和62）年　初の女性高等裁判所長官（札幌）／野田愛子

みぶち

かどがみ

三淵さんは、初の女性弁護士３
名のうちの１人。1972（昭和 47）
年に、初の女性裁判所長（新潟家
庭裁判所）にもなっています。

第 9 回アムステルダムオリンピック
でのこと。当時は 21 歳で選手兼新
聞記者（日本初の女性スポーツ記者）
として参加。
オ リ ン ピ ッ ク 第 1 回 は 1896（明 治
29）年のアテネ大会。日本は第 5 回
ストックホルム大会から参加。

男女平等を謳った日本国憲
法が1947(昭和22)年に施行
されたことによって、その
2年後に女性の判事と検事
が誕生しました。

この年に誕生した労働省婦人少年局の初代
局長。婦人少年局は日本の女性の問題を専門
に担当する部署として初めて官公庁に設置
されました。

1976（昭和51）年　初の女性公使（日本政府国連代表部公使）／緒方貞子
1980（昭和55）年　初の女性大使（駐デンマーク）／高橋展子

エベレストの世界初登
頂は 1953（昭和 28）年

当時 42 歳。人類が始めて宇宙
へ行ったの（初の有人宇宙飛行）
は 1961（昭和 36）年。女性初宇
宙 飛 行 士 は 1963（昭 和 38）年、
ソ連のテレシコワで当時 26 歳。

1946（昭和21）年　初の女性 (婦人 ) 警察官
1947（昭和22）年　初の女性局長／山川菊栄
1968（昭和43）年　自衛隊が初の女性隊員11名を受け入れ
　　　　　　　　　　　  1954（昭和29）年設立

女性の深夜労働を禁止し
て い た 労 働 基 準 法 が、
1999（平成 11）年に改正さ
れたことが誕生の引き金
となりました。

衆参議院を通じて女性初の
議長。
1986(昭和61)年には憲政史
上における主要政党初の女
性党首となっています。

1991（平成 3）年に、女性
として初めて国連難民高
等弁務官となりました。

＊1

＊2

＊2

＊1

*

教育

！

！

！



　
2
0
1
1
年
に
東
久
留
米
市
で
も「
格
差

と
貧
困
を
な
く
す
た
め
に
」と
い
う
テ
ー
マ

で
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
湯
浅
氏
。
と
き

め
き
４６
号
に
内
容
を
掲
載
し
た
の
で
記
憶

に
新
し
い
こ
と
と
思
う
。

　
湯
浅
氏
は
９５
年
か
ら
ホ
ー
ム
レ
ス
の
支

援
活
動
を
始
め
、
０８
年
末
に
年
越
し
派
遣

村
を
開
催
、
０９
〜
１２
年
ま
で
内
閣
府
参
与

と
し
て
政
権
に
入
り
、
格
差
や
貧
困
問
題

の
改
善
を
目
指
し
て
活
動
を
し
て
き
た
が
、

そ
の
経
験
の
な
か
で
直
面
し
た
の
が「
民
主

主
義
」と
い
う
大
き
な
問
題
だ
と
い
う
。

　
日
本
に
は
一
億
二
千
万
の
人
が
、
そ
れ
ぞ

れ
切
実
な
ニ
ー
ズ
を
持
っ
て
暮
ら
し
て
い

る
。
今
、
デ
フ
レ
、
人
口
減
少
、
高
齢
化
、

財
政
難
と
日
本
社
会
が
沈
没
し
か
け
て
い

る
な
か
で
、
格
差
や
貧
困
問
題
は
デ
ー
タ

で
は
も
は
や
少
数
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
部
の
人
間
の
問
題
と
し
て
自
己
責
任

を
問
わ
れ
た
り
、
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

不
要
不
急
の
既
得
権
益
と
み
な
さ
れ
て
し

ま
う
。

　
民
主
主
義
の「
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
」と

い
う
理
念
と
政
策
は
時
間
が
か
か
る
も
の

だ
が
、
近
年
は
待
っ
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う

焦
り
が
国
全
体
に
広
が
り「
強
い
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
」待
望
論
、「
決
断
で
き
る
政
治
」へ

の
期
待
感
が
あ
る
。
し
か
し「
誰
か
決
め
て

く
れ
よ
。
た
だ
し
自
分
の
思
い
通
り
に
」と

ヒ
ー
ロ
ー
を
待
っ
て
い
て
も
な
に
も
変
わ
ら

な
い
。
誰
か
を
悪
者
に
仕
立
て
上
げ
る
だ

け
で
は
、世
界
は
よ
く
な
ら
な
い
。ヒ
ー
ロ
ー

は
私
た
ち
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
が

主
権
者
だ
か
ら
。
民
主
主
義
は
面
倒
で
疲

れ
る
も
の
だ
が
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

は
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
を
や
ろ
う
。
　

　
そ
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
、
社
会
を
豊
か

に
す
る
、
と
湯
浅
氏
は
訴
え
る
。
こ
の
本

か
ら
は
、
孤
軍
奮
闘
し
た
彼
の
心
の
叫
び

が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
。

②
自
分
の
力
で
自
分
を
ま
も
る

　 

女
性
の
た
め
の
護
身
術
　
W
e
n 

ー 

D
o

日
時　

３
／
２（
土
）  

午
後
２
時
〜
４
時

会
場　

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー 

講
習
室

講
師　

大
沼 

も
と
子
氏 

（
Wen  

ー 

Do
イ
ン

　
　
　

    

ス
ト
ラ
ク
タ
ー
）

③
関
連
上
映「
き
ょ
う
を
守
る
」

日
時　

３
／
11
（
月
）  　
　
　
　
　
　
　

  
　
　
　

午
前
10
時
半
〜
、午
後
２
時
〜

（
監
督  
菅
野 

結
花
、２
０
１
１
年
、70
分
）

映
画
上
映
と
講
演
「
メ
デ
ィ
ア･

リ
テ
ラ

シ
ー
　
当
事
者
の
声
を
聴
く
と
い
う
こ
と
」

日
時　
３
／
16（
土
）午
後
１
時
半
〜
４
時
半

会
場　

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー 
講
習
室

監
督
・
講
師　

坂
上 

香
氏（
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

　
　
　

 

リ
ー
映
像
作
家
／
N
P
O
法
人

　
　

  

o
u
t  

o
f     

frame    

代
表
）

自
分
の
暮
ら
し
を
デ
ザ
イ
ン
す
る

p
a
r
t
３  

働
く
こ
と
と
男
女
共
同
参
画

私
も
地
域
も
イ
キ
イ
キ
す
る
働
き
方

日
時　

３
／
23(

土)  

午
後
２
時
〜
５
時

講
師　

田
尻 

冴
子
氏
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ

　
　
　

  

ネ
ス
ア
ド
バ
イ
ザ
ー・コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、

　
　
　
　

N
P
O
法
人
コ
ミ
ュ
ニ
ティ
ビ
ジ
ネ
ス
サ

　
　
　
　

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）

報
告　

小
島 

靖
子
氏
（（
株
）「
ヴ
ィ
街
な
か
」

　
　
　

 

役
員
、「
障
が
い
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　

 

北
」代
表
）

　
　女

性
の
た
め
の
再
就
職
い
き
い
き
ス
キ
ル
！

医
療
事
務 

ス
タ
ー
ト
編

日
時　

５
／
30（
木
）、６
／
20（
木
）、 

　
　

   

７
／
11（
木
）、７
／
18（
木
）全
４
回

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時
半

講
師　

白
石 

章
子
氏
（
東
京
都
立
職
業
訓

　
　
　

 

練
校
医
療
事
務
科
講
師
）

男
女
共
同
参
画
　
基
本
の<

き>

日
時　

６
／
23（
日
）、 

６
／
29（
土
）

　
　
　

午
後
２
時
〜
４
時

講
師　

皆
川 

満
寿
美
氏
（
大
学
非
常
勤
講

　
　
　

 

師
、東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
特
任

　
　
　

 

研
究
員
、「
東
日
本
大
震
災
女
性
支
援

　
　
　

 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
政
策
提
言
プ
ロ
ジ
ェ

　
　
　

 

ク
ト･

ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
）

〈
シ
ネ
マ  

d
e  

お
し
ゃ
べ
り
〉

　「
そ
れ
で
も
生
き
る
子
供
た
ち
へ
」

日
時 

２
／
１（
金
）　

午
後
６
時
半
〜
９
時

　
　

 

２
／
２（
土
）　

午
前
10
時
〜
12
時
半

（
監
督
メ
デ
ィ
・
カ
レ
フ
他
、２
０
０
５
年
、

１
２
４
分
）

「
オ
フ
サ
イ
ド
・
ガ
ー
ル
ズ
」

日
時 

６
／
７（
金
）　

午
後
７
時
〜
９
時

　
　

 

６
／
８（
土
）　

午
前
10
時
〜
正
午

（
監
督  

ジ
ャ
フ
ァ
ル
・
パ
ナ
ヒ
、２
０
０
６
年
、

92
分
）

　　
日
時  

１
／
19（
土
）　

午
後
２
時
〜
４
時

講
師　

森
山 

貴
代
氏
（
i
&
i
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

　
　
　
　

  

ン
・
ラ
ボ
代
表
／
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

企
画
・
運
営　

男
女
平
等
を
進
め
る
市
民 

　
　
　
　
　
　

の
会
か
り
ん

①
防
災
は
イ
メ
ー
ジ
す
る
力

日
時　
２
／
28（
木
）午
前
10
時
〜
午
後
１
時

講
師　

浅
野 

幸
子
氏
（
東
京
女
学
館
大
学

　
　
　

 

非
常
勤
講
師
、
早
稲
田
大
学｢

地
域
社

　
　
　

 

会
と
危
機
管
理
研
究
所｣

客
員
研
究
員
）

報
告　

高
橋 

明
美
氏
（
看
護
師
／
西
東
京

　
　
　

 

中
央
総
合
病
院
）

〈
ぶ
っ
く
ル 

ブ
ッ
ク
る 

読
書
会
〉

◆
テ
ー
マ「
会
っ
て
み
た
い
人
」

　

開
催
日　

２
／
８（
金
）

◆
テ
ー
マ「
結
婚
」

　

開
催
日　

４
／
17（
水
）

◆
テ
ー
マ「
理
想
の
生
活
」

　

開
催
日　

６
／
26（
水
）

〈
ク
ラ
フ
ト
・
カ
フ
ェ
〉

◆「
つ
る
し
び
な
の
桃
」作
り

　

開
催
日　

２
／
15（
金
）

◆「
ち
り
め
ん
ダ
イ
ス
の
ス
ト
ラ
ッ
プ
」作
り

　

開
催
日　

３
／
15（
金
）

◆「
ヒ
ン
メ
リ
」作
り

　

開
催
日　

５
／
17（
金
）

◆「
夏
の
メ
ッ
セ
ー
ジ･

カ
ー
ド
」作
り

　

開
催
日　

６
／
21（
金
）

〈
出
前
講
座
〉

も
し
か
し
て
虐
待
？  

〜
ア
ニ
メ
『
パ
パ
、

マ
マ
を
ぶ
た
な
い
で
』
を
通
し
て
考
え
る

私
た
ち
が
で
き
る
こ
と

日
時　

２
／
24（
日
） 

午
後
１
時
半
〜
４
時

会
場　

自
由
学
園

　
　
　

＊
三
多
摩
学
童
フ
ォ
ー
ラ
ム
東
久

　
　
　
　

留
米
分
科
会
と
し
て
開
催

講
師　

中
村  

敏
子
氏
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
女
性

　
　
　

の
ス
ペ
ー
ス
「
結
」
理
事
、
越
谷
市

　
　
　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
所
長
）

お
互
い
を
大
切
に
す
る
関
係
と
は
　

日
時　

６
／
29（
土
） 

午
前
９
時
〜
10
時
半

会
場　

自
由
学
園

　
　
　

＊
高
校
１
〜
３
年
生（
約
２
４
０
名
）

　
　
　
　

を
対
象
に
開
催

講
師　

西
山 

さ
つ
き
氏
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
レ

　
　
　

ジ
リ
エ
ン
ス
副
代
表
）

※

各
団
体
と
の
共
催
な
ど
で
、
市
内
各
所
へ
講

　

師
を
伴
い
、出
向
い
て
開
催
す
る
講
座
で
す
。

も
り
や
ま　

た
か
よ

た
か
は
し　

  

あ
け
み

か
ん
の　

  

ゆ
う
か

お
お
ぬ
ま

こ
じ
ま　
　

せ
い
こ

た
じ
り　
　

さ
え
こ

み
な
が
わ　
　

ま 
 

す  

み

し
ら
い
し　
　

 

あ
き
こ

さ
か
が
み　
か
お
り

あ
さ
の　
　

さ
ち
こ

　
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
で
は
、
労
働
、
子

育
て
、夫
婦
、家
族
、女
性
の
生
き
方
な
ど
、男

女
共
同
参
画
に
関
す
る
、約
1,
0
0
0
冊
の
本

を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。そ
の
中
の
１
冊
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

な
か
む
ら　
　

と
し
こ

に
し
や
ま

ゆ
あ
さ 

ま
こ
と

自
分
の
暮
ら
し
を
デ
ザ
イ
ン
す
る

p
a
r
t
２
　
防
災
と
男
女
共
同
参
画

＊
さ
ま
ざ
ま
な
映
画
を
鑑
賞
し
、上
映
後
お
し
ゃ

　

べ
り
を
し
ま
す
。（
年
４
回
開
催
）

■ ■

今
か
ら
で
き
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
法

〝
こ
れ
か
ら
の
私
〞
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

このコーナーでは、男女平等推進センターフィフティ2 の所蔵書籍、主催講座・講演会を紹介しています。
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センターで開催する講座・イベント
などの情報は、広報ひがしくるめなど
でお知らせしています。

講座などのご案内はメールでも配
信しています。配信をご希望の方
は、下記センターメールアドレス宛に、
件名に「メール配信希望」と記載の
上、お名前、メールアドレスをご連絡
ください。
fifty2@higashikurume-city.jp

F ifty2

セ
ン
タ
ー
の
蔵
書
は
一
人
2
冊
2
週
間

ま
で
貸
し
出
し
を
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

｢私のライフプラン」を
書き出し、話し合った

講座とワークショップ

被災地支援の報告

映画「ライファーズ 終身刑を超えて」上映

「医療事務とは・・・・｣基礎知識学習 東久留米の「いいところ」「あっ
たらいいな」探しのワークショップ

男女共同参画の視点から「一
人ひとりが幸せな社会」の実現
を考えよう

資料提供
GAGA

資料提供
エスパース・サロウ

ヒンメリ 桃

メッセージカード ちりめんダイス

フ
ィ
フ
テ
ィ
２
主
催
講
座

今後のセンターの
講座情報は・・・・・

　

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
で
は
、市
民
企
画

講
座
を
は
じ
め
、男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

に
向
け
て
、さ
ま
ざ
ま
な
講
座
を
開
催
し
て
い
ま

す
。今
回
は
平
成
25
年
１
月
か
ら
６
月
に
開
催

さ
れ
た
講
座
を
紹
介
し
ま
す
。

　

会
場
の
記
載
の
な
い
も
の
は
、す
べ
て
セ
ン
タ
ー

　

会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
講
座
で
す
。

　
★
は
市
民
企
画
講
座
で
す
。

書
籍
紹
介

ヒ
ー
ロ
ー
を
待
っ
て
い
て
も

　
　
　
　
　
世
界
は
変
わ
ら
な
い

湯
浅
誠 

著
　
朝
日
新
聞
出
版

　
　
　
　
　
　
／
2
0
1
2
年
／
1
9
0
頁

書
籍
紹
介

書
籍
紹
介

＊
テ
ー
マ
の
本
を
持
ち
寄
り
、図
書
館
職
員
に
よ
る

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
交
え
、本
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
や
日
常
の
話
題
を
い
ろ
い
ろ
語
り
合
い
ま
す
。

（
隔
月
開
催　

午
前
10
時
〜
正
午
）

＊
手
芸
を
し
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
を
し
ま
す
。

（
原
則
と
し
て
毎
月
第
３
金
曜
日
開
催

　

午
前
10
時
〜
正
午
）

らか

★



　
2
0
1
1
年
に
東
久
留
米
市
で
も「
格
差

と
貧
困
を
な
く
す
た
め
に
」と
い
う
テ
ー
マ

で
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
湯
浅
氏
。
と
き

め
き
４６
号
に
内
容
を
掲
載
し
た
の
で
記
憶

に
新
し
い
こ
と
と
思
う
。

　
湯
浅
氏
は
９５
年
か
ら
ホ
ー
ム
レ
ス
の
支

援
活
動
を
始
め
、
０８
年
末
に
年
越
し
派
遣

村
を
開
催
、
０９
〜
１２
年
ま
で
内
閣
府
参
与

と
し
て
政
権
に
入
り
、
格
差
や
貧
困
問
題

の
改
善
を
目
指
し
て
活
動
を
し
て
き
た
が
、

そ
の
経
験
の
な
か
で
直
面
し
た
の
が「
民
主

主
義
」と
い
う
大
き
な
問
題
だ
と
い
う
。

　
日
本
に
は
一
億
二
千
万
の
人
が
、
そ
れ
ぞ

れ
切
実
な
ニ
ー
ズ
を
持
っ
て
暮
ら
し
て
い

る
。
今
、
デ
フ
レ
、
人
口
減
少
、
高
齢
化
、

財
政
難
と
日
本
社
会
が
沈
没
し
か
け
て
い

る
な
か
で
、
格
差
や
貧
困
問
題
は
デ
ー
タ

で
は
も
は
や
少
数
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
部
の
人
間
の
問
題
と
し
て
自
己
責
任

を
問
わ
れ
た
り
、
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

不
要
不
急
の
既
得
権
益
と
み
な
さ
れ
て
し

ま
う
。

　
民
主
主
義
の「
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
」と

い
う
理
念
と
政
策
は
時
間
が
か
か
る
も
の

だ
が
、
近
年
は
待
っ
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う

焦
り
が
国
全
体
に
広
が
り「
強
い
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
」待
望
論
、「
決
断
で
き
る
政
治
」へ

の
期
待
感
が
あ
る
。
し
か
し「
誰
か
決
め
て

く
れ
よ
。
た
だ
し
自
分
の
思
い
通
り
に
」と

ヒ
ー
ロ
ー
を
待
っ
て
い
て
も
な
に
も
変
わ
ら

な
い
。
誰
か
を
悪
者
に
仕
立
て
上
げ
る
だ

け
で
は
、世
界
は
よ
く
な
ら
な
い
。ヒ
ー
ロ
ー

は
私
た
ち
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
が

主
権
者
だ
か
ら
。
民
主
主
義
は
面
倒
で
疲

れ
る
も
の
だ
が
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

は
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
を
や
ろ
う
。
　

　
そ
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
、
社
会
を
豊
か

に
す
る
、
と
湯
浅
氏
は
訴
え
る
。
こ
の
本

か
ら
は
、
孤
軍
奮
闘
し
た
彼
の
心
の
叫
び

が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
。

②
自
分
の
力
で
自
分
を
ま
も
る

　 

女
性
の
た
め
の
護
身
術
　
W
e
n 

ー 

D
o

日
時　

３
／
２（
土
）  

午
後
２
時
〜
４
時

会
場　

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー 

講
習
室

講
師　

大
沼 

も
と
子
氏 

（
Wen  

ー 

Do
イ
ン

　
　
　

    

ス
ト
ラ
ク
タ
ー
）

③
関
連
上
映「
き
ょ
う
を
守
る
」

日
時　

３
／
11
（
月
）  　
　
　
　
　
　
　

  

　
　
　

午
前
10
時
半
〜
、午
後
２
時
〜

（
監
督  

菅
野 

結
花
、２
０
１
１
年
、70
分
）

映
画
上
映
と
講
演
「
メ
デ
ィ
ア･

リ
テ
ラ

シ
ー
　
当
事
者
の
声
を
聴
く
と
い
う
こ
と
」

日
時　
３
／
16（
土
）午
後
１
時
半
〜
４
時
半

会
場　

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー 

講
習
室

監
督
・
講
師　

坂
上 

香
氏（
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

　
　
　

 

リ
ー
映
像
作
家
／
N
P
O
法
人

　
　

  

o
u
t  

o
f     

frame    

代
表
）

自
分
の
暮
ら
し
を
デ
ザ
イ
ン
す
る

p
a
r
t
３  

働
く
こ
と
と
男
女
共
同
参
画

私
も
地
域
も
イ
キ
イ
キ
す
る
働
き
方

日
時　

３
／
23(

土)  

午
後
２
時
〜
５
時

講
師　

田
尻 

冴
子
氏
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ

　
　
　

  

ネ
ス
ア
ド
バ
イ
ザ
ー・コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、

　
　
　
　

N
P
O
法
人
コ
ミ
ュ
ニ
ティ
ビ
ジ
ネ
ス
サ

　
　
　
　

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）

報
告　

小
島 

靖
子
氏
（（
株
）「
ヴ
ィ
街
な
か
」

　
　
　

 

役
員
、「
障
が
い
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　

 

北
」代
表
）

　
　女

性
の
た
め
の
再
就
職
い
き
い
き
ス
キ
ル
！

医
療
事
務 

ス
タ
ー
ト
編

日
時　

５
／
30（
木
）、６
／
20（
木
）、 

　
　

   

７
／
11（
木
）、７
／
18（
木
）全
４
回

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時
半

講
師　

白
石 

章
子
氏
（
東
京
都
立
職
業
訓

　
　
　

 

練
校
医
療
事
務
科
講
師
）

男
女
共
同
参
画
　
基
本
の<

き>

日
時　

６
／
23（
日
）、 

６
／
29（
土
）

　
　
　

午
後
２
時
〜
４
時

講
師　

皆
川 

満
寿
美
氏
（
大
学
非
常
勤
講

　
　
　

 

師
、東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
特
任

　
　
　

 

研
究
員
、「
東
日
本
大
震
災
女
性
支
援

　
　
　

 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
政
策
提
言
プ
ロ
ジ
ェ

　
　
　

 

ク
ト･

ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
）

〈
シ
ネ
マ  

d
e  

お
し
ゃ
べ
り
〉

　「
そ
れ
で
も
生
き
る
子
供
た
ち
へ
」

日
時 

２
／
１（
金
）　

午
後
６
時
半
〜
９
時

　
　

 

２
／
２（
土
）　

午
前
10
時
〜
12
時
半

（
監
督
メ
デ
ィ
・
カ
レ
フ
他
、２
０
０
５
年
、

１
２
４
分
）

「
オ
フ
サ
イ
ド
・
ガ
ー
ル
ズ
」

日
時 

６
／
７（
金
）　

午
後
７
時
〜
９
時

　
　

 

６
／
８（
土
）　

午
前
10
時
〜
正
午

（
監
督  

ジ
ャ
フ
ァ
ル
・
パ
ナ
ヒ
、２
０
０
６
年
、

92
分
）

　　
日
時  

１
／
19（
土
）　

午
後
２
時
〜
４
時

講
師　

森
山 

貴
代
氏
（
i
&
i
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

　
　
　
　

  

ン
・
ラ
ボ
代
表
／
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

企
画
・
運
営　

男
女
平
等
を
進
め
る
市
民 

　
　
　
　
　
　

の
会
か
り
ん

①
防
災
は
イ
メ
ー
ジ
す
る
力

日
時　
２
／
28（
木
）午
前
10
時
〜
午
後
１
時

講
師　

浅
野 

幸
子
氏
（
東
京
女
学
館
大
学

　
　
　

 

非
常
勤
講
師
、
早
稲
田
大
学｢

地
域
社

　
　
　

 

会
と
危
機
管
理
研
究
所｣

客
員
研
究
員
）

報
告　

高
橋 

明
美
氏
（
看
護
師
／
西
東
京

　
　
　

 

中
央
総
合
病
院
）

〈
ぶ
っ
く
ル 

ブ
ッ
ク
る 

読
書
会
〉

◆
テ
ー
マ「
会
っ
て
み
た
い
人
」

　

開
催
日　

２
／
８（
金
）

◆
テ
ー
マ「
結
婚
」

　

開
催
日　

４
／
17（
水
）

◆
テ
ー
マ「
理
想
の
生
活
」

　

開
催
日　

６
／
26（
水
）

〈
ク
ラ
フ
ト
・
カ
フ
ェ
〉

◆「
つ
る
し
び
な
の
桃
」作
り

　

開
催
日　

２
／
15（
金
）

◆「
ち
り
め
ん
ダ
イ
ス
の
ス
ト
ラ
ッ
プ
」作
り

　

開
催
日　

３
／
15（
金
）

◆「
ヒ
ン
メ
リ
」作
り

　

開
催
日　

５
／
17（
金
）

◆「
夏
の
メ
ッ
セ
ー
ジ･

カ
ー
ド
」作
り

　

開
催
日　

６
／
21（
金
）

〈
出
前
講
座
〉

も
し
か
し
て
虐
待
？  

〜
ア
ニ
メ
『
パ
パ
、

マ
マ
を
ぶ
た
な
い
で
』
を
通
し
て
考
え
る

私
た
ち
が
で
き
る
こ
と

日
時　

２
／
24（
日
） 

午
後
１
時
半
〜
４
時

会
場　

自
由
学
園

　
　
　

＊
三
多
摩
学
童
フ
ォ
ー
ラ
ム
東
久

　
　
　
　

留
米
分
科
会
と
し
て
開
催

講
師　

中
村  

敏
子
氏
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
女
性

　
　
　

の
ス
ペ
ー
ス
「
結
」
理
事
、
越
谷
市

　
　
　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
所
長
）

お
互
い
を
大
切
に
す
る
関
係
と
は
　

日
時　

６
／
29（
土
） 

午
前
９
時
〜
10
時
半

会
場　

自
由
学
園

　
　
　

＊
高
校
１
〜
３
年
生（
約
２
４
０
名
）

　
　
　
　

を
対
象
に
開
催

講
師　

西
山 

さ
つ
き
氏
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
レ

　
　
　

ジ
リ
エ
ン
ス
副
代
表
）

※

各
団
体
と
の
共
催
な
ど
で
、
市
内
各
所
へ
講

　

師
を
伴
い
、出
向
い
て
開
催
す
る
講
座
で
す
。

も
り
や
ま　

た
か
よ

た
か
は
し　

  

あ
け
み

か
ん
の　

  

ゆ
う
か

お
お
ぬ
ま

こ
じ
ま　
　

せ
い
こ

た
じ
り　
　

さ
え
こ

み
な
が
わ　
　

ま 
 

す  

み

し
ら
い
し　
　

 

あ
き
こ

さ
か
が
み　
か
お
り

あ
さ
の　
　

さ
ち
こ

　
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
で
は
、
労
働
、
子

育
て
、夫
婦
、家
族
、女
性
の
生
き
方
な
ど
、男

女
共
同
参
画
に
関
す
る
、約
1,
0
0
0
冊
の
本

を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。そ
の
中
の
１
冊
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

な
か
む
ら　
　

と
し
こ

に
し
や
ま

ゆ
あ
さ 

ま
こ
と

自
分
の
暮
ら
し
を
デ
ザ
イ
ン
す
る

p
a
r
t
２
　
防
災
と
男
女
共
同
参
画

＊
さ
ま
ざ
ま
な
映
画
を
鑑
賞
し
、上
映
後
お
し
ゃ

　

べ
り
を
し
ま
す
。（
年
４
回
開
催
）

■ ■

今
か
ら
で
き
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
法

〝
こ
れ
か
ら
の
私
〞
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

このコーナーでは、男女平等推進センターフィフティ2 の所蔵書籍、主催講座・講演会を紹介しています。

11 10

センターで開催する講座・イベント
などの情報は、広報ひがしくるめなど
でお知らせしています。

講座などのご案内はメールでも配
信しています。配信をご希望の方
は、下記センターメールアドレス宛に、
件名に「メール配信希望」と記載の
上、お名前、メールアドレスをご連絡
ください。
fifty2@higashikurume-city.jp

F ifty2

セ
ン
タ
ー
の
蔵
書
は
一
人
2
冊
2
週
間

ま
で
貸
し
出
し
を
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

｢私のライフプラン」を
書き出し、話し合った

講座とワークショップ

被災地支援の報告

映画「ライファーズ 終身刑を超えて」上映

「医療事務とは・・・・｣基礎知識学習 東久留米の「いいところ」「あっ
たらいいな」探しのワークショップ

男女共同参画の視点から「一
人ひとりが幸せな社会」の実現
を考えよう

資料提供
GAGA

資料提供
エスパース・サロウ

ヒンメリ 桃

メッセージカード ちりめんダイス

フ
ィ
フ
テ
ィ
２
主
催
講
座

今後のセンターの
講座情報は・・・・・

　

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
で
は
、市
民
企
画

講
座
を
は
じ
め
、男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

に
向
け
て
、さ
ま
ざ
ま
な
講
座
を
開
催
し
て
い
ま

す
。今
回
は
平
成
25
年
１
月
か
ら
６
月
に
開
催

さ
れ
た
講
座
を
紹
介
し
ま
す
。

　

会
場
の
記
載
の
な
い
も
の
は
、す
べ
て
セ
ン
タ
ー

　

会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
講
座
で
す
。

　
★
は
市
民
企
画
講
座
で
す
。

書
籍
紹
介

ヒ
ー
ロ
ー
を
待
っ
て
い
て
も

　
　
　
　
　
世
界
は
変
わ
ら
な
い

湯
浅
誠 

著
　
朝
日
新
聞
出
版

　
　
　
　
　
　
／
2
0
1
2
年
／
1
9
0
頁

書
籍
紹
介

書
籍
紹
介

＊
テ
ー
マ
の
本
を
持
ち
寄
り
、図
書
館
職
員
に
よ
る

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
交
え
、本
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
や
日
常
の
話
題
を
い
ろ
い
ろ
語
り
合
い
ま
す
。

（
隔
月
開
催　

午
前
10
時
〜
正
午
）

＊
手
芸
を
し
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
を
し
ま
す
。

（
原
則
と
し
て
毎
月
第
３
金
曜
日
開
催

　

午
前
10
時
〜
正
午
）

らか

★



と
き
め
き

「ときめき」は男女平等推進センター、市役所、
東久留米駅、図書館および生涯学習センター
ほか、市内各所で入手できます。
最新号は市のHPでもご覧いただけます。
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東久留米の男女共同参画情報誌
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特集Ⅰ

特集Ⅱ

ときめきカレンダー

所在地・開館時間

施設案内
交流ロビー
参考図書・資料コーナー
会議室　保育コーナー

専門相談

原則毎週月曜日の午後１時３０分から午後４時３０分
女性の悩みごと相談

女性弁護士による法律相談
毎月第１金曜日の午前９時３０分から午後０時３０分
※いずれの相談も予約制（先着順）詳しくはセンターへ

東久留米市本町3－9－1－102  
TEL（042）472－0061　FAX（042）472－0053
メール   fifty２@higashikurume-city.jp

開館時間／月、水～日曜日　午前9時から午後9時30分
（午後7時30分以降の会議室利用がない場合は、午後7時30分まで）
休  館  日／火曜日と年末年始（12月29日～1月3日）

新
座

所
沢

池
袋

→

→

→

←小金井街道

西武信用金庫

本町3丁目
　バス停コンビニ

男女平等
推進センター

イ
ト
ー

ヨ
ー
カ
ド
ー

市
役
所

り
そ
な
銀
行

西
口

東
久
留
米
駅

「男女平等推進センター」をご利用ください。

～知っていますか？ いろいろな記念日～

●表紙／編集委員が撮った東久留米市内の風景で立方体を作りました。（ハグロトンボの写真／小松原 昌男氏） 

「ときめき」は、年2回発行。公募の市民による編集委員6人が企画編集しています。

内容についてのご意見・ご感想は市民部生活文化課、または男女平等推進センター宛にお寄せください。

 2. ときめきインタビュー

 4. 特集Ⅰ　自分の暮らしをデザインする

 7. 特集Ⅱ　職業から見た  人生をデザインした人々

 10. フィフティ 2 
から    講座リポート ／  書籍紹介

 12. ときめきカレンダー　センター案内

ContentsContents

男女共同参画にかかわる記念日など、さまざまなエピソードをピックアップして
みました。　　　　　　　　　　　　　　　※　　　 はセンター休館日です。

10月1日　東久留米市男女共同参画都市宣言日
東久留米市では2000（平成１２）年１０月１日に
「東久留米市男女共同参画都市宣言」を発表し
ています。
11月3日　文化の日
1946（昭和２１）年に日本国憲法が公布された
日であり、日本国憲法が平和と文化を重視して
いることから、文化の日と定められました。
（施行日の5月3日は憲法記念日です）
11月25日　女性に対する暴力撤廃の国際デー
1999 （平成１１）年12月17日の国連総会決
議で11月25日が女性に対する暴力撤廃の
国際デーに指定されました。
日本では、毎年 11月12日から25日までの
2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間
としています。
12月10日　人権デー
世界人権宣言が、1948（昭和２３）年 12月
10日の第 3回国際連合総会で採択されたこと
を記念して、人権デーとなりました。
日本では、毎年 12月4日から12月10日ま
での1週間を人権週間と定めています。
3月8日　国際婦人デー
1904（明治３７）年のこの日、ニューヨークの
女性労働者たちが女性参政権の運動を起こした
ことを記念するもの。イタリアでは女性が互い
にミモザの花を贈りあい、街中にミモザの花が
あふれます。
3月10日　農山漁村婦人の日 
1988( 昭和 63) 年に農林水産省が制定。農
林漁業就業者の60％を締めている女性の地位
や役割向上・社会生活参加などを目指したもの。
3月上旬は農林漁業の作業が比較的少ない時
期であり、また、古くから女講など女性の自主
的な活動が行われ、女性が学習や話し合いを
するために適切な時期であることから。また、
農山漁村女性の3つの能力（知恵・技・経験）
をトータル（10=トゥ）に発揮して欲しいという関
係者の願いも込められています。

★
 ・

★
 ・

★
 ・

★
 ・

★
 ・

★
 ・

　自分の暮らしをデザインする
　　　今のあなたを見つめ直し、
　　　  これからのあなたを考えてみましょう

会議室は貸し出しをしています（有料・要予約）
使用申請は、使用日の2ヶ月前の初日から
使用前日まで

　職業から見た
　　　人生をデザインした人々


