
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
暴力は、その対象者の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものでは

ありません。特に、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女

共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。また、女性に対する暴力の

根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育

の充実を図ることが大切です。 

 

「子どもだから」「自分より弱そうだ
から」と言って、子どもに暴力をふるっ
たり、からだをさわったりする人がいま
す。自分の大切なからだを守るためには
どうしたらいいのかを、一緒に考えよう
と語りかける絵本です。 

2020 年 11 月号 №129                                                           

 

『マスコミ・セクハラ白書』 

WiMN：編著 
文藝春秋 2020年 
 

他人のセクハラを取材して
きた自分たちこそが当事者だ
ったと気付いたマスコミで働
く女性たち。これまで沈黙に
耐えてきたことがさらなる被
害を引き起こす業界を作って
きてしまったとの思いから、
自らの体験談を語ります。 
 
 

 

 

, 

Korekara 

Penn 

 

 

 

 

『少女だった私に起きた、電車の
なかでのすべてについて』  

佐々木くみ 
エマニュエル・アルノー：著 
イースト・プレス 2019年 

 
この被害は、「よくあること」でも

「大げさ」でもない。私たちの日常
に潜むグロテスクな事実から目を背
けないために、痴漢被害者が語る絶
望と、怒りと、救済の物語です。 

 

『「いや！」というよ！ 
性ぼうりょく・ぎゃ

くたいにあわない』 
 

嶋﨑政男：監修 
すみもとななみ：絵 

あかね書房 
     2006年 

 
「子どもだから」「自分
より弱そうだから」と
言って、子どもに暴力
をふるったり、からだ
をさわったりする人が
います。自分の大切な
からだを守るためには
どうしたらいいのか
を、一緒に考えようと
語りかける絵本です。 
 

『本屋さんのダイアナ』 
『つみびと』 『ファーストラヴ』 

『彼女は頭が悪いから』 

姫野カオルコ：著 
文藝春秋 2018年 

 
深夜のマンションで起こった東大生 5

人による強制わいせつ事件。非難された
のはなぜか被害者の女子大生だった。そ
こにはとことんせつなくて胸が苦しくな
る「事実を超えた真実」がありました。 

11月 12日から 11月 25日は 

「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されます 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書・資料室 ご利用案内    

●開室時間 9：00～17：00 

●11月の休室日 2日,4日,9日,16日 

24日,30日 

●貸出（本・雑誌）15冊 3週間まで 

（ＤＶＤ）  2本 1週間まで 

●お問い合わせ先（電話） 

 0748-37-3735（図書・資料室直通） 

 0748-37-3751（センター代表) 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止 

対策のため、休室日については変更に 

なることがあります。 

 

さんかく☆ミニ講座 

 

男女共同参画に関する、ことばや数
字を紹介するコーナーです 

 

＃8008・＃8891 
新型コロナウイルス感染症に伴い、ＤＶが増加し、深刻化していま

す。配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいか

わからないという方のために、全国共通の電話番号「＃8008(はれれ

ば)」で最寄りのＤＶ相談機関の窓口につながります。 

 

また、最寄りの性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セ

ンターにつながる全国共通短縮番号「＃8891(はやくワンストップ)」

も始まりました。 

参考：内閣府ＨＰ 

男女共同参画
絵本を紹介 

『たいせつなこと』 

マーガレット・ワイズ・ 

ブラウン：作 

レナード・ワイスガード：絵 

うちだややこ：訳 

 
スプーン・りんご・そら 
など、目にうつる身近なも
のについて、美しい絵とシ
ンプルな言葉で表現してい
ます。最後にでてくるのは
「あなた」。 
さて、「あなた」にとっ

てたいせつなのは・・・？
声にだして、ゆったりとし
た気分で読んでほしい一冊
です。 

『狩りガールが旅する 
おいしいのはじまり』 『女の俳句』 

『脳科学者の母が、 
認知症になる』 『ＦＲａＵ』2019 年 1 月号 

ＮＷＥＣより 

図書資料室では、ヌエック（ＮＷＥＣ：国立女性教育会館）から３か月ごとに１００冊の本を借りて貸出を行っています。 

はれれば   はやくワンストップ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 年１０月号 №12８                                                          

 

女性の社会進出に伴い、男性の働き方や

家庭での役割が見直されてきています。 

男性が家庭生活や地域生活に参加しやす

くなる本を集めました。 

 

『男コピーライター、育
休をとる。』 

魚返洋平∥著 
大和書房 2019 年  

 会社員の男性による育
児体験記です。 
「育休取得への道の

り」「育休中の生活」「職
場復帰の問題」など、著
者の体験を図やグラフを
用いながら、ユーモアを
交えて語っています。 

『お医者さんが実践している孫

育て術 

なるほど！育じい道』 
石蔵文信∥著 

講談社 2016 年 
 自ら孫の育児を手伝う著
者が、「ママをほどよくサポ
ートする」「定年後いっしょ
にいる妻(祖母)も喜ぶ」育
児術を指南しています。中
高年の男性が育児を手伝え
るヒントが満載の一冊で
す。 

『フルオートでしか洗濯で

きない人の 

男の家事』 
五藤隆介∥著 

秀和システム 2016 年 
 男の家事の究極の目標
は妻の笑顔。妻から褒め
られたい人必見の、メイ
キング・オブ五藤家流洗
濯マニュアルを紹介して
います。 

『母さん、ごめん。
５０代独身男の介護奮闘

記』 
松浦晋也∥著 

日経 BP 社 2017 年 
 気ままに生きてきた
50 代独身男の認知症の
母親の介護を、赤裸々
かつペーソス（哀愁）
と共に描いたノンフィ
クションストーリーで
す。 

『ママと子どもに作

ってあげたい パパ
ごはん』 

滝村雅晴∥著 

 マガジンハウス   
2010 年 

『「ヒキタさん！
ご懐妊ですよ」男

４５歳・不妊治療は

じめました』 
ヒキタクニオ∥著 

 光文社 2012 年 

『世界一孤独な日本
のオジサン』 

岡本純子∥著 

KADOKAWA 2018 年 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さんかく☆ミニ講座 
男女共同参画に関する、ことばや数字

を紹介するコーナーです 

お と う 飯
はん

 

 

 

図書・資料室 ご利用案内 

●開室時間 9：00～17：00 

●10 月の休室日  

５日,12 日,19 日,20 日,26 日 

●貸出（本・雑誌）15 冊 3 週間まで 

（ＤＶＤ）  2 本 1 週間まで 

●お問い合わせ先（電話） 

 0748-37-3735（図書・資料室直通） 

 0748-37-3751（センター代表) 

 

ＮＷＥＣより 

図書資料室では、ヌエック（ＮＷＥＣ：国立女性

教育会館）から３か月ごとに１００冊の本を借り

て貸出を行っています。 

１０～１２月のテーマは『介護』『性的マイノリ

ティ』『環境』『文学』です。 

『タンタンタンゴは 

パパふたり』 
ジャスティン・リチャードソン/  

ピーター・パーネル：作 

ヘンリー・コール：絵 

ポット出版 2008 年  

 動物園にはいろいろ

な家族がいますが、ペ

ンギンのタンゴの一家

は少し違っていて、ロ

イとシロ、二人のパパ

がタンゴの卵の世話を

しました。 

 これはニューヨーク

の動物園で実際にあっ

たお話です。 

平成 29年 6月に内閣府男女共同参画局が、子育て世代の男性の家事・

育児等の中で料理への参画促進を目的として「“おとう飯”始めようキ

ャンペーン」を開始しました。 

父親が作る、簡単で手間を掛けず、多少見た目が悪くても美味しい料

理を“おとう飯（はん）”と命名し、イベントや季節に応じた「季節の

おとう飯」や、各地の特産品や食材を使った「日本全国のおとう飯」等

のレシピや心得動画も作成しています。滋賀のおとう飯は、近江の伝統

野菜である伊吹大根を使った「大根と豚肉のレンジ煮」が紹介されてい

ます。 
                 参考： 内閣府ＨＰ 

                              「共同参画 2020年 7月号」 
 

 

男女共同参画の 
絵本を紹介 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 9 月号 №127                                                           

 

 

防災について考えよう！ 

 
ふだんから 

備えよう 

子どもと一緒に 

 避難所づくり 

 
災害時でも 

おいしく食べたい 

『シニアのための防災手帖』 
三平洵[監修] 

産業編集センター 
2019 年 

 
大規模災害での犠牲者の多くは 60
歳以上のシニア層。現場を知るプロ
がシニア世代に、日常の備えから災
害時に役立つ知識までを、わかりや
すく解説します。 

『災害時でもおいしく食べたい！
簡単「みそ汁」＆「スープ」レシ
ピ』 

今泉マユ子[著] 
清流出版 2019 年 

 
乾燥野菜や乾物、缶詰を使った
「お湯ポチャレシピ」。食材を切
る手間なし、洗い物なし、栄養
たっぷりのレシピが満載です。 

『子どもと一緒に防災の本
＋防災おやつ＆献立レシ
ピ』 

坂本廣子[著] 
フォーラム・Ａ 2013 年 

 
防災あそび＆備蓄品を使っ
た料理を紹介しています。
保育所で、幼稚園で、おう
ちで、楽しく取り組める防
災教育ハンドブックです。 

『地震がおきたら』 
 

谷敏行[原案] 
畑中弘子[文] 

かなざわまゆこ[絵] 
神戸市消防局[企画、協力] 

ＢＬ出版 2017 年 
 

地震が起きたらどうする？自分
のからだは自分で守ること、そ
して協力して助け合うことの大
切さを説く、学校で家庭で必読
の防災絵本です。 

 

『震災が起きた後で死
なないために 「避難
所にテント村」という
選択肢』 

野口健[著] 
ＰＨＰ研究所出版 

2017 年 

日本の避難所はソマリアの難民キャンプ
以下!?これまでの支援活動を通して著者
が見てきたことから、「生命を守る」た
めに知っておくべきことを、笑いあり涙
ありのエピソードとともに紹介します。 

『もしも…に備える災害食レシピ』 
家の光９月号 別冊付録 

奥田和子、今泉マユ子[監修] 
2020 年 

 
災害発生直後の混乱から命を守るために、役立
つ食材、具体的なノウハウを紹介します。   



 
 
 
 

男女共同参画白書は、男女共同参画社会基本法に基づき作成されている年次報告書です。 

令和 2年版では、『「家事・育児・介護」と「仕事」のバランス～個人は、家庭は、社会

はどう向き合っていくか』を特集しています。 

そのなかで「家事時間」について、家族類型による男女の違いをまとめているところが

ありますので一部紹介します。 

こちらの報告書では仕事をしている人の「仕事のある日」を見ると、単独世帯では男女

差がほぼありませんが、夫婦になると女性は男性の 2 倍以上を家事に費やしていること

がわかります。なかでも、「夫婦＋子供（末子が小学生）世帯」では、女性の家事時間は

男性の 3.58倍になっています。 

                    参考：『令和 2年版 男女共同参画白書（内閣府）』 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書・資料室 ご利用案内    

●開室時間 9：00～17：00 

●９月の休室日 

   7日,14日,23日,28日 

●貸出（本・雑誌）15冊 3週間まで 

（ＤＶＤ）  2本 1週間まで 

●お問い合わせ先（電話） 

 0748-37-3735（図書・資料室直通） 

 0748-37-3751 (センター代表) 

 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止対

策のため、休室日については変更にな

ることがあります。 

『ねぇねぇ、もういちどきき
たいな わたしがうまれたよ
るのこと』 

ジェイミー・リー 
・カーティス[作] 

ローラ・コーネル[絵] 
坂上香[訳] 

偕成社 1998年 

 

さんかく☆ミニ講座 男女共同参画に関する、ことばや数字
を紹介するコーナーです 

男女共同参画白書 

 

 

男女共同参画の 

絵本を紹介 新しい本が入りました 

主人公の女の子は、パパとマ
マの本当の子どもではありませ
ん。でもわたしが生まれた夜の
ことをきくのが大好き。なぜっ
て、パパとママが急いで会いに
来てくれて、ママがうれしくっ
て泣いてしまって、パパがおは
なししてくれて、そして家族に
なったことがうれしかったか
ら。 
血がつながっていなくても、

愛情をこめて育ててくれている
ことが娘に伝わっていることが
わかる、心あたたまるお話で
す。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年８月号 №126                                                          

 

わかりやすく言うと・・ いろいろな側面から 

 

はじめてのジェンダー論 
加藤秀一：著 

有斐閣 2017年 

ジェンダー・フリーの絵本① こ
んなのへんかな？ 
村瀬幸浩：文 高橋由為子：絵 

大月書店 2001年 
ジェンダーについて大学生
が真剣に考えてみた 

佐藤文香：監修 
一橋大学社会学部 

佐藤文香ゼミ生一同：著 
明石書店 2019年 

モモタロー・ノー・リターン＆
サルカニ・バイオレンス 

奥山和弘：著  
十月舎 2011年 

よく知られている昔話をジェン
ダーの視点で書きかえてみる
と・・。思わずニヤッと笑いな
がらも、固定観念や常識のなか
にジェンダーのゆがみがあるこ
とに気がつかされます。 

おんなのこだから 
レイフ・クリスチャンソン：文 

にもんじまさあき：訳  
はたこうしろう：絵 
岩崎書店 1999年      

女の子だから、おそうじ、洗
濯、お買い物、食事のしたくを
するのは当たり前？男の子は泣
いちゃダメ？ 
日々のくらしの中に気づきがあ
るかもしれません。 

男子が 10代のうちに考えておきた
いこと 

田中俊之：著 
岩波書店 2019年 

「男らしくあれ」という見えない
圧力に窮屈な思いをしていないだ
ろうか。10代の男子向けに、男性
学の視点から進路・生き方をとら
えなおし、新しい男子のありよう
を提言しています。 

ちょっと待った！ その言葉 
安井二美子：著  
花伝社 2018年 

「女子大生」とは言っても「男子
大生」とは言わないし、「女医」
ということばはあっても「男医」
ということばはありません。こと
ばがないことは何を意味するので
しょうか？ 
ことばは社会を映し出すもの。こ
とばを通して現代社会を解き明か
します。 
 

  



 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さんかく☆ミニ講座 
男女共同参画に関する、ことばや数字

を紹介するコーナーです 

ジェンダー 

 

 

 

男女共同参画の 
絵本を紹介 

絵本アリーテ姫のぼうけん 
ダイアナ・コールス：原作 

ロス・アスクィス：原画 

グループ ウィメンズ・プレイス：訳・布絵本製作 

松本路子：布絵本撮影 

学陽書房 1992 年  

わるい魔法使いと結婚させられそうになったアリーテ姫。 

ふつうの昔ばなしのお姫さまなら王子さまのたすけを待つところ

ですが、かしこくて勇気のあるアリーテ姫は魔法使いの出す３つ

の問題に立ち向かいます。 

女の子が「かわいらしく」「おとなしく」という枠を押し付けら

れず、自分らしくいきいきと生きていいというメッセージがこめ

られています。 

人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）があります。一方、社会通念

や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」「女性像」があり、このような

男性、女性の別を「社会的性別」（ジェンダー／gender）といいます。「社会的性別」は、

それ自体に良い悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。「社会的性

別（ジェンダー）の視点」とは、「社会的性別」が性差別、性別による固定的役割分担、

偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識し

ていこうとする視点です。 

参考：パートナーしがプラン 2020 滋賀県  

 

図書・資料室 ご利用案内 

●開室時間 9：00～17：00 

●8 月の休室日  

3 日,11 日 13～15 日,17 日,24 日, 

31 日 

●貸出（本・雑誌）15 冊 3 週間まで 

（ＤＶＤ）  2 本 1 週間まで 

●お問い合わせ先（電話） 

 0748-37-3735（図書・資料室直通） 

 0748-37-3751（センター代表) 

 


