
２
０
０
７
年
度
の
ひ
ら
く
の
テ
ー
マ

は
「
対
等
」
で
す
。
前
号
で
は
た
く
さ

ん
の
読
者
か
ら
「
対
等
な
関
係
」
に
つ

い
て
の
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

様
々
な
人
た
ち
が
各
々
の
立
場
で
語

っ
て
く
れ
た
対
等
は
、
人
と
人
が
、
お

互
い
を
尊
重
す
る
こ
と
が
基
本
で
し
た
。

人
が
人
と
対
峙

た

い

じ

す
る
時
、
お
互
い
自

分
の
意
見
を
臆
す
る
こ
と
な
く
伝
え
る

に
は
、
相
手
が
自
分
の
こ
と
を
尊
重
し

て
い
る
と
い
う
自
信
が
必
要
で
す
。
立

場
や
社
会
的
地
位
、
性
別
、
年
齢
、
取

り
巻
く
環
境
は
違
っ
て
も
、
自
分
を
人

間
と
し
て
尊
重
し
て
ほ
し
い
。
例
え
相

手
に
と
っ
て
は
正
解
で
は
な
い
意
見
で

も
、
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
人
間
が
い
る

こ
と
を
認
め
て
ほ
し
い
。
認
め
た
上
で

自
分
は
そ
の
意
見
に
は
賛
同
で
き
な
い

こ
と
を
、
怒
ら
ず
、
威
張
ら
ず
話
し
て

ほ
し
い
。

言
葉
に
す
る
と
簡
単
な
ん
で
す
よ
ね

ー
、
対
等
に
付
き
合
う
っ
て
。
で
も
実

際
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
、
っ

て
言
う
か
一
方
が
対
等
だ
と
思
っ
て
い

て
も
、
一
方
に
は
何
処
か
不
満
が
残
っ

た
り
す
る
。
ど
う
し
て
な
の
か
な
？
自

分
と
違
う
考
え
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ

ん
な
に
難
し
い
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う

か
？人

間
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
だ
け
の
も
の

さ
し
を
持
っ
て
い
て
、
物
事
の
意
味
を

そ
の
も
の
さ
し
で
測
り
ま
す
。
細
部
ま

で
き
っ
ち
り
測
る
こ
と
の
で
き
る
精
密

な
も
の
さ
し
、
全
体
を
緩
や
か
に
把
握

し
て
感
覚
を
感
じ
る
も
の
さ
し
、
良
い

か
悪
い
か
よ
り
好
き
か
嫌
い
か
が
優
先

す
る
も
の
さ
し
。
種
類
や
性
能
は
ま
ち

ま
ち
だ
け
れ
ど
、
ど
れ
も
使
う
人
間
の

体
験
や
考
え
方
が
反
映
さ
れ
た
、
世
界

で
一
つ
だ
け
の
も
の
さ
し
で
す
。

い
ろ
ん
な
形
や
色
の
も
の
さ
し
は
、

い
ろ
ん
な
価
値
観
を
生
み
、
生
き
方
を

生
む
。
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
形
を
自
然

に
認
め
る
。
ど
う
評
価
す
る
か
は
別
に

し
て
、
そ
う
い
う
価
値
観
を
持
っ
た
人

間
が
い
る
こ
と
を
普
通
に
認
め
る
人
間

関
係
。
平
っ
た
く
言
え
ば
「
世
の
中
い

ろ
ん
な
人
間
が
い
て
、
だ
か
ら
面
白
い
」

と
い
う
、
柔
軟
性
の
あ
る
受
け
入
れ
方
。

つ
ま
り
、
多
様
な
価
値
感
を
認
め
る
社
会

が
、
対
等
な
関
係
を
作
り
出
す
上
で
必

要
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

多
様
な
価
値
観
と
い
う
意
味
で
は
、

今
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
落
語
の
世
界

に
は
、
実
に
多
様
な
価
値
観
が
見
ら
れ

ま
す
。

ま
ず
は
与
太
郎
。
い
つ
も
ぼ
ー
っ
と

し
て
い
て
、
役
に
た
た
な
い
、
少
し
抜

け
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
若
者
で
、
今
で

言
う
な
ら
、
「
出
来
の
ワ
ル
イ
お
ち
こ

ぼ
れ
」
だ
が
、
落
語
の
中
で
は
一
番
の

人
気
者
。
ば
か
で
、
融
通
が
効
か
な
い

か
ら
、
都
合
良
く
態
度
を
変
え
た
り
、

嘘
を
つ
い
た
り
そ
の
場
を
上
手
く
ご
ま

か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

や
り
た
く
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
た

め
に
心
に
も
な
い
こ
と
だ
っ
て
言
え
な

い
。
お
か
げ
で
、
世
間
で
は
賢
い
と
言

わ
れ
て
い
る
人
た
ち
が
笑
い
者
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
も
、
そ
れ
は
与
太
郎
の
知

落
語
の
中
の
多
様
な
価
値
感

ひ
ら
く
編
集
会
議
を
の
ぞ
い
て
み
た
ら
・
・

◇
前
回
は
Ｋ
Ｙ
（
空
気
読
め
な
い
）
っ
て
い
う
言
葉
を
考
え
た
ね
。「
な
ん

か
違
う
な
」
と
感
じ
て
も
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
飲
み
込
ん
で
収
め
て

し
ま
っ
て
い
い
の
か
、
っ
て
話
し
た
。

◇
そ
の
場
の
ノ
リ
や
力
関
係
で
決
ま
っ
て
い
く
の
も
怖
い
、
と
か
ね
。

◇
日
本
に
は
い
い
も
の
で
あ
れ
悪
い
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
存
在
を
認
め
る
文

化
が
あ
っ
た
は
ず
、
と
江
戸
の
歴
史
を
調
べ
て
み
て
、
何
か
分
か
っ
た
こ

と
あ
っ
た
？

◇
江
戸
と
い
う
と
時
代
劇
と
か
男
尊
女
卑
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
け
ど
違
っ

て
い
た
ね
。
当
時
の
男
は
女
に
冷
た
く
で
き
る
よ
う
な
存
在
じ
ゃ
な
か
っ

た
ん
だ
。
数
が
多
か
っ
た
か
ら
ね
。
江
戸
に
は
地
方
の
次
男
三
男
坊
が
何

と
か
し
よ
う
と
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
た
ん
だ
よ
。

◇
家
社
会
を
捨
て
た
後
に
自
由
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
。
今
の
日
本
も
家
社
会
と

は
違
う
と
思
う
け
ど
。

◇
明
治
維
新
以
降
の
儒
教
精
神
だ
け
引
き
ず
っ
て
い
て
不
合
理
な
よ
う

な
・
・
。

◇
そ
こ
は
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
ね
。

◇
徴
税
と
か
戸
籍
の
制
度
維
持
に
便
利
だ
か
ら
か
し
ら
。

◇
明
治
か
ら
半
世
紀
以
上
新
憲
法
ま
で
徹
底
的
に
叩
き
込
ま
れ
た
も
の
が
、

戦
後
真
反
対
に
な
っ
た
の
に
そ
こ
は
叩
き
込
ま
な
か
っ
た
ね
。

◇
富
国
強
兵
の
頃
か
ら
日
本
は
外
圧
が
な
い
と
変
わ
ら
な
い
ん
だ
よ
。

◇
そ
れ
は
世
界
に
自
分
た
ち
を
合
わ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
や
り
方
だ
ね
。

◇
一
人
で
は
考
え
な
い
で
皆
で
足
並
み
を
揃
え
た
が
る
と
思
い
ま
す
。
し
き

た
り
も
イ
ヤ
だ
と
思
っ
て
も
守
り
さ
え
す
れ
ば
安
全
だ
と
思
う
よ
う
で
す

よ
。

◇
そ
れ
で
観
念
が
固
定
化
し
て
し
ま
う
。
日
常
生
活
ま
で
し
み
つ
い
て
い
て

本
当
の
対
等
に
な
り
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
気
が
す
る
ね
。

◇
根
源
は
日
常
の
中
に
あ
る
の
か
。
相
手
の
人
間
そ
の
も
の
を
大
事
に
す
る

よ
り
そ
の
人
の
後
ろ
に
つ
い
て
い
る
立
場
と
か
権
威
と
か
に
目
が
行
き
や

す
い
の
か
な
。

◇
落
語
に
は
な
い
見
方
よ
。
八
つ
ぁ
ん
熊
さ
ん
た
ち
っ
て
損
得
が
効
か
な
い

く
ら
い
貧
乏
だ
か
ら
。

◇
熊
さ
ん
た
ち
は
貧
乏
で
も
今
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
孤
立
し
た
存
在
と
は

違
う
ね
。
長
屋
で
は
固
ま
っ
て
い
る
も
の
。

◇
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
か
ら
楽
し
そ
う
に
見
え
る
し
、
同
じ
貧
乏

で
も
自
由
に
物
が
言
え
て
る
。
棟
梁
に
だ
っ
て
物
を
言
っ
て
い
る
し
、
ク

ビ
だ
と
言
わ
れ
て
も
ど
う
せ
貧
乏
だ
し
っ
て
ね
。
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◇
損
得
勘
定
は
対
等
を
壊
す
の
か
も
ね
。
落
語
で
は
階
層
の
違
い
は
あ
っ
て

も
貧
乏
を
怖
が
っ
て
な
い
。

◇
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
で
は
ど
う
か
し
ら
。
励
ま
し
合
い
は
見
ら
れ
な
い
？

◇
最
近
ユ
ニ
オ
ン
が
生
ま
れ
て
き
た
ね
。
強
い
相
手
と
対
等
に
話
し
合
う
に

は
集
団
に
な
っ
て
物
を
言
う
し
か
な
い
と
思
う
よ
。

◇
そ
れ
に
し
て
も
何
か
し
よ
う
と
群
れ
る
こ
と
っ
て
少
な
く
な
っ
た
ね
。「
す

豆
腐
」
と
い
う
落
語
で
は
若
旦
那
に
腐
っ
た
豆
腐
を
食
べ
さ
せ
て
や
ろ
う

っ
て
い
う
企
み
に
わ
い
わ
い
群
れ
て
面
白
が
る
っ
て
い
う
の
が
あ
る
。

◇
パ
ソ
コ
ン
や
ケ
ー
タ
イ
は
人
を
孤
立
化
さ
せ
る
よ
。
相
手
は
ナ
マ
の
人
間

じ
ゃ
な
く
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
か
全
体
に
な
る
。
江
戸
時
代
は
人
同
士

の
ナ
マ
の
付
き
合
い
し
か
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

◇
対
等
を
じ
ゃ
ま
す
る
の
は
、
ナ
マ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
い
っ
て

い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
よ
。

◇
け
ん
か
だ
っ
て
し
な
く
な
っ
て
る
ね
。
人
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、

と
か
、
場
を
読
め
、
と
か
。

◇
傷
つ
い
た
こ
と
を
逆
に
武
器
に
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
相
手
は
傷
つ

け
る
た
め
に
言
っ
た
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
も
、「
傷
つ
け
た
」
と
か
え
っ
て

相
手
を
傷
つ
け
た
り
ね
。

◇
自
分
が
傷
つ
い
た
こ
と
を
い
た
ず
ら
に
相
手
の
せ
い
に
す
る
よ
う
な
こ
と

も
あ
る
ね
。

◇
「
○
○
が
や
っ
た
」
よ
り
、
痛
み
と
向
き
あ
っ
て
そ
こ
を
治
す
こ
と
を
考

え
る
の
が
先
だ
と
思
う
け
ど
？

◇
公
園
で
ケ
ガ
を
し
た
か
ら
遊
具
を
取
り
払
う
べ
き
だ
、
と
い
う
の
も
や
り

す
ぎ
じ
ゃ
な
い
？

◇
自
己
責
任
か
相
手
の
責
任
か
、
し
か
な
い
の
は
お
か
し
い
と
思
う
よ
。
互

い
に
話
し
合
っ
て
決
め
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
必
要
だ
と
思
う
ね
。

◇
直
接
話
す
の
は
イ
ヤ
な
の
か
し
ら
。

◇
そ
れ
っ
て
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
の
よ
。
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
れ
ば
自
然
に

で
き
る
こ
と
な
の
に
。

◇
緊
張
は
手
軽
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
対
等
で
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
緊
張

と
気
を
使
う
と
は
別
物
だ
し
。

◇
ケ
ー
タ
イ
の
い
じ
め
も
問
題
に
な
る
け
ど
、
ケ
ー
タ
イ
っ
て
そ
こ
に
書
い

て
あ
る
情
報
だ
け
受
け
取
る
し
か
な
い
け
ど
直
接
ワ
イ
ワ
イ
言
う
と
こ
ろ

で
は
別
の
情
報
も
入
る
か
ら
薄
ま
る
と
思
う
よ
。

◇
い
じ
め
だ
っ
て
関
係
を
持
ち
た
が
っ
て
い
る
現
わ
れ
な
ん
だ
ろ
う
け
ど

ね
。

◇
落
語
の
群
れ
は
楽
し
く
て
そ
れ
だ
け
で
寄
っ
て
い
る
だ
け
。
執
着
し
て
い

な
い
の
が
独
特
だ
ね
。

・
・
・
と
続
く
の
で
し
た
。

ら
ぬ
と
こ
ろ
だ
。

現
代
で
は
完
全
に
負
け
組
、
な
ん
て

言
わ
れ
て
し
ま
う
貧
乏
長
屋
の
、
八
と

熊
。
江
戸
時
代
、
最
下
層
と
呼
ば
れ
て

い
た
貧
乏
長
屋
の
住
人
が
、
代
表
と
し

て
登
場
す
る
男
た
ち
。
六
畳
一
間
に
竈

か
ま
ど

付
き
。
薄
い
壁
一
枚
で
仕
切
ら
れ
た
長

屋
で
暮
ら
す
彼
等
は
、
日
雇
い
の
そ
の

日
暮
し
。
花
見
は
し
た
い
が
金
は
な
し
、

仕
方
が
な
い
か
ら
花
見
の
振
り
で
も
し

よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
、
た
く
あ
ん
を
卵

焼
き
に
、
番
茶
を
酒
に
見
立
て
て
気
分

だ
け
で
も
楽
し
み
な
が
ら
、
そ
の
貧
し

さ
を
笑
い
に
す
る
。
金
が
な
け
れ
ば
知

恵
を
使
っ
て
生
活
を
楽
し
む
た
く
ま
し

さ
を
持
っ
て
い
る
。

た
く
ま
し
い
貧
乏
人
と
違
っ
て
、
生

活
力
ゼ
ロ
、
彼
に
と
っ
て
大
切
な
の
は

食
べ
る
こ
と
と
、
芸
事
と
色
事
。
小
唄

に
長
唄
、
吉
原
で
花
魁

お
い
ら
ん

と
遊
び
、
そ
れ

で
も
あ
き
た
ら
「
あ
く
び
指
南
」
と
、

真
面
目
に
働
く
世
間
の
人
か
ら
見
る
と

ふ
ざ
け
た
存
在
。
金
持
ち
の
親
の
金
で

面
白
お
か
し
く
生
き
て
い
く
こ
と
し
か

考
え
な
い
、
遊
び
人
の
典
型
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
「
若
旦
那
」。
だ
け
れ
ど
、

落
語
の
世
界
で
は
ち
ゃ
ん
と
存
在
感
を

主
張
し
て
い
る
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い

若
旦
那
を
、
人
々
は
ば
か
に
し
つ
つ
、

そ
れ
で
も
「
妙
に
放
っ
て
置
け
な
い
」

不
思
議
な
魅
力
に
引
か
れ
て
居
候
を
さ

せ
た
り
、
職
を
探
し
た
り
、
何
か
と
手

助
け
を
し
て
し
ま
う
。

読
み
書
き
も
で
き
な
い
、
長
屋
の
衆

が
、
何
か
と
頼
り
に
す
る
の
が
「
御
隠

居
」
。
た
い
て
い
は
家
作
を
持
っ
て
い

る
よ
う
な
楽
隠
居

の
老
人
な
の
だ

が
、
金
が
あ
っ
て

も
家
庭
的
に
は
妻

と
二
人
暮
し
の
寂

し
い
日
常
。
長
屋

の
貧
乏
人
た
ち
が

何
か
と
相
談
に
来

る
の
を
楽
し
み
に

し
て
い
る
。
リ
タ

イ
ヤ
し
た
老
人
の

価
値
観
も
ま
た
、
落
語
の
世
界
で
は
大

い
に
尊
重
さ
れ
て
い
る
。

落
語
の
世
界
で
登
場
す
る
女
性
の
代

表
は
、
お
か
み
さ
ん
。
貧
乏
は
我
慢
で

き
る
け
ど
、
言
い
た
い
こ
と
も
言
え
な

い
よ
う
な
堅
っ
苦
し
い
暮
ら
し
は
い
や

だ
か
ら
、
自
分
の
亭
主
に
だ
っ
て
ず
け

ず
け
と
悪
口
を
言
っ
て
の
け
る
。
で
も
、

そ
う
言
え
る
の
は
亭
主
の
こ
と
が
好
き

だ
か
ら
、
っ
て
こ
と
も
分
か
っ
て
る
と

こ
ろ
が
、
お
か
み
さ
ん
特
有
の
不
思
議

な
価
値
観
。
男
を
選
ぶ
な
ら
、
稼
ぎ
よ

り
面
白
味
、
と
い
う
。
江
戸
の
女
た
ち

の
人
物
本
位
な
嗜
好
が
、
生
き
生
き
と

し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
源
か
？

ど
う
で
す
。
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
、
江
戸
時
代
の
生
活
を
語

っ
て
い
く
落
語
。
「
い
ろ
ん
な
人
が
い

ろ
ん
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
い
ろ
ん

な
ふ
う
に
生
て
い
く
」
自
由
な
世
界
を

味
わ
っ
て
み
る
と
、
「
対
等
」
と
い
う

難
し
い
言
葉
も
、
意
外
に
ほ
ど
け
て
く

る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
…
…
。
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江
戸
時
代
は
男
尊
女
卑
、
と
い
う
先
入
観
が
ガ

ラ
ガ
ラ
と
崩
さ
れ
ま
す
。
専
業
主
婦
が
い
な
く

て
、
女
性
も
男
性
と
共
に
働
か
な
く
て
は
生
き

ら
れ
な
い
社
会
で
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
？

江
戸
時
代
、
武
士
の
場
合
は
、
男
の
子
に
読

み
書
き
の
基
礎
を
教
え
、
剣
道
を
教
え
、
武
士

の
た
し
な
み
を
身
に
着
け
さ
せ
る
の
が
父
親
の

役
割
だ
っ
た
。
少
し
大
き
く
な
る
と
親
の
農
作

業
を
手
伝
っ
た
り
、
商
家
や
職
人
の
親
方
の
下

に
働
き
に
出
る
農
民
や
町
民
の
子
ど
も
の
教
育

も
同
様
に
、
父
親
が
行
っ
て
い
た
。

と
い
う
の
も
、
当
時
の
女
性
も
男
性
も
避
妊

を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
結
婚
す
る
と
し
ば
し

ば
妊
娠
す
る
。「
貧
乏
人
の
子
だ
く
さ
ん
」
と
言

わ
れ
た
が
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
れ
ば
母
親
は
赤

ち
ゃ
ん
の
世
話
と
家
事
で
家
を
離
れ
ら
れ
な

い
。
少
し
大
き
く
な
っ
た
子
ど
も
の
世
話
は
父

親
が
す
る
し
か
な
い
。
家
事
も
電
化
製
品
が
あ

る
わ
け
で
は
な
く
、
バ
チ
バ
チ
と
薪
（
ま
き
）
や

木
材
を
燃
や
し
て
食
事
を
つ
く
る
の
で
、
そ
の

間
も
女
性
は
子
ど
も
の
世
話
が
で
き
な
い
。
小

さ
い
子
ど
も
に
は
危
険
な
の
で
父
親
や
地
域
の

男
性
に
子
ど
も
は
ま
か
さ
れ
て
い
た
。
お
む
つ

を
替
え
る
こ
と
も
男
性
が
し
て
い
た
、
と
い
う
。

最
近
、
出
産
に
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
男
性
が

立
ち
合
う
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
が
、
江
戸
時

代
に
は
産
婦
人
科
の
病
院
が
な
か
っ
た
か
ら
、

産
婆
（
今
で
言
う
助
産
士
の
役
割
を
す
る
年
配

の
女
性
）
と
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
男
性
が
力
を

合
わ
せ
て
出
産
を
手
伝
っ
て
い
た
、
と
い
う
。

正
に
、
出
産
も
夫
婦
の
協
同
作
業
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

江
戸
時
代
、
落
語
に
出
て
く
る
よ
う
な
男
性

は
日
雇
い
の
仕
事
や
行
商
人
を
し
て
生
計
を
立

て
て
い
た
が
、
今
で
言
う
「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ

ア
」
で
、
結
婚
す
る
相
手
の
女
性
の
生
活
を
引

き
受
け
る
だ
け
の
経
済
力
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
「
一
人
口
で
は
食
え
な
く
て
も
所
帯

を
持
て
ば
何
と
か
な
る
」
と
男
性
は
考
え
、

「
手
鍋
提
げ
て
も
」
と
考
え
る
貧
乏
覚
悟
の
女

性
を
見
つ
け
て
、
長
屋
（
今
で
い
え
ば
ア
パ
ー

ト
）
の
一
軒
を
借
り
て
同
棲
し
た
。
同
棲
に
は

長
屋
の
貸
し
主
で
あ
る
「
大
家
」
の
許
可
が
必

要
で
、
婚
礼
も
「
大
家
」
の
指
示
を
受
け
て
行

わ
れ
た
。

た
だ
で
さ
え
女
性
の
人
口
が
少
な
か
っ
た

（
１
７
３
３
年
当
時
、
男
性
を
１
０
０
人
と
す

る
と
女
性
は
57
・
６
人
だ
っ
た
。）。
そ
の
上
に
、

一
夫
多
妻
制
で
武
士
や
経
済
力
の
あ
る
男
性
が

複
数
の
妻
を
持
っ
て
い
た
時
代
だ
か
ら
、
社
会

の
底
辺
に
生
き
る
男
性
た
ち
は
結
婚
相
手
を
見

つ
け
る
の
に
苦
労
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、

結
婚
で
き
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
「
勝
ち
組
」
に
な

っ
た
よ
う
な
気
分
だ
っ
た
ら
し
い
。

杉
浦
日
向
子
さ
ん
監
修
の
「
お
江
戸
で
ご
ざ

る
」
と
い
う
本
に
、
こ
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。

時
代
劇
な
ど
で
男
性
が
妻
に
「
三
く
だ
り
半
」

を
た
た
き
つ
け
る
、
と
い
う
言
い
方
が
以
前
は

あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
意
味
を
間
違
え
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
、
今
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
。

「
三
く
だ
り
半
」
は
、
自
由
に
再
婚
で
き
る

よ
う
に
「
離
婚
証
明
書
」
と
し
て
女
性
が
別
れ

る
相
手
の
男
性
に
書
か
せ
た
も
の
。
男
性
は
仕

方
な
く
書
か
さ
れ
た
の
を
明
治
以
降
の
男
尊
女

卑
の
考
え
で
育
っ
た
人
た
ち
が
誤
っ
て
、
男
性

優
位
の
行
為
と
解
釈
し
た
。
こ
う
し
た
常
識
と

思
っ
て
い
る
こ
と
が
実
は
違
っ
て
い
た
、
と
い

う
例
は
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

た
と
え
ば
、
男
性
が
多
か
っ
た
と
い
っ
て
も
、

多
数
決
で
物
事
を
決
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
男
性
優
位
な
社
会
で
は
な
か
っ
た
。
結

婚
で
き
な
い
男
性
の
た
め
に
幕
府
が
女
性
に
２

度
以
上
の
結
婚
を
奨
励
し
た
り
、
髪
結
い
や
女

中
な
ど
女
性
の
仕
事
も
多
く
て
共
稼
ぎ
の
夫
婦

も
多
か
っ
た
り
、
鍋
や
釜
を
磨
く
な
ど
男
性
も

家
事
労
働
を
よ
く
し
た
、
と
い
う
。

江
戸
の
女
性
に
と
っ
て
の
理
想
の
男
性
は
、

経
済
力
が
な
く
て
も
「
お
も
し
ろ
く
て
、
家
庭

を
明
る
く
し
て
く
れ
る
男
性
」
だ
っ
た
と
か
。

も
て
な
い
男
性
は
「
だ
じ
ゃ
れ
を
い
く
つ
か
習

っ
て
か
ら
嫁
を
も
ら
う
」
そ
う
だ
。
男
性
に
対

す
る
女
性
の
価
値
観
が
今
と
は
か
な
り
違
う
。

農
・
工
・
商
で
、「
家
」
の
歴
史
で
あ
る
家

系
図
が
書
き
続
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
実
証

す
る
寺
と
墓
を
維
持
で
き
て
い
る
階
層
で
は
、

家
業
と
家
の
財
産
の
継
承
は
「
一
子
相
伝
」
と

さ
れ
、
女
子
を
優
先
す
る
こ
と
が
当
然
の
こ
と

と
さ
れ
て
い
た
。

家
業
と
財
産
を
管
理
す
る
の
は
先
代
か
ら
継

承
し
た
女
性
、
夫
婦
で
言
え
ば
妻
、
一
夫
多
妻
制

の
当
時
で
は
正
妻
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
正

妻
の
権
限
は
す
こ
ぶ
る
大
き
く
、
夫
婦
の
あ
り

方
も
当
然
だ
が
、
今
と
は
大
き
く
違
っ
て
い
た
。

特
に
商
家
で
は
そ
れ
が
徹
底
し
て
い
て
、
実

子
で
も
男
性
に
は
継
承
の
資
格
が
な
く
、
母
親

の
お
腹
を
痛
め
て
生
ま
れ
た
女
の
子
が
継
承

し
、
婿
を
取
っ
て
家
業
の
経
営
を
任
せ
る
こ
と

子
ど
も
の
世
話
は
父
親
に

ま
か
さ
れ
て
い
た

妻
の
出
産
を

男
性
が
手
伝
っ
て
い
た

「
三
く
だ
り
半
」
は

離
婚
証
明
書
？

結
婚
で
き
る
男
性
は

「
勝
ち
組
」
だ
っ
た

家
業
・
財
産
の
継
承
で
は

「
女
子
」
が
優
先
さ
れ
た

江戸の歴史を�
ひもといてみたら�
パート2
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が
で
き
て
、
離
婚
経
験
が
あ
る
女
性
で
も
再
婚

で
き
、
生
涯
に
３
、
４
回
結
婚
す
る
女
性
も
珍

し
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
妻
が
夫
を
離
別
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
だ
っ
た
が
、
現
実
に

は
数
多
く
見
ら
れ
た
と
か
。

現
在
で
も
夫
の
許
可
が
な
い
と
外
出
で
き
な

い
と
い
う
女
性
が
お
り
、
外
で
も
家
庭
で
も
男

性
に
比
べ
る
と
お
酒
を
飲
む
機
会
も
量
も
女
性

は
少
な
い
が
、
江
戸
の
女
性
は
夫
に
何
も
話
さ

な
い
で
自
由
に
外
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、

お
酒
を
飲
む
こ
と
も
ご
く
普
通
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
。

5
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が
多
か
っ
た
。
１
９
４
０
年
こ
ろ
ま
で
は
、
婿

取
り
で
は
な
い
商
家
に
は
金
融
機
関
も
お
金
を

貸
さ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
現
在
で
も
大
阪

を
中
心
に
関
西
地
方
に
女
系
家
族
が
残
っ
て
い

る
そ
う
だ
。

婿
は
、
店
員
の
男
性
の
中
か
ら
家
業
の
経
営

に
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
男
性
が
選
ば
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
商
家
に
と
っ
て
、
そ
の

結
婚
は
二
人
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
「
家
」
の

公
的
な
こ
と
で
あ
り
、
何
か
あ
れ
ば
連
帯
責
任

を
問
わ
れ
る
同
業
組
合
に
入
っ
て
い
る
商
家
す

べ
て
の
承
認
が
必
要
だ
っ
た
。

１
５
６
３
年
に
来
日
し
て
亡
く
な
る
ま
で
34

年
間
、
日
本
で
過
ご
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教

師
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

日
本
の
風
俗
習
慣
を
比
較
し
て
「
日
欧
文
化
比

較
」
と
い
う
報
告
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
れ

を
読
む
と
、
現
代
の
日
本
に
生
き
る
私
た
ち
も

驚
か
さ
れ
る
。

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
夫
が
前
を
歩
き
妻

が
後
ろ
か
ら
つ
い
て
い
く
の
が
常
識
だ
っ
た

が
、
日
本
で
は
女
性
が
前
を
歩
き
、
夫
が
後
ろ

を
歩
い
て
い
た
と
い
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
家

の
財
産
は
夫
婦
共
有
だ
っ
た
の
に
、
日
本
で
は

そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
財
産
を
持
ち
、
時
に
は
妻

が
夫
に
高
利
で
お
金
を
貸
す
こ
と
も
あ
っ
た
。

当
時
の
家
庭
で
の
女
性
の
地
位
の
高
さ
、
経
済

力
が
想
像
で
き
る
。

離
婚
が
不
名
誉
と
さ
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
対
し
て
日
本
で
は
、
い
つ
で
も
自
由
に
離
婚

Ａ　未婚の女性の最高の栄誉と貴さは貞操。
Ｂ　処女の純潔を少しも重んじない。それを欠いても名誉を失わず、結婚もできる。

Ａ　夫が前、妻が後から歩く。
Ｂ　夫が後、妻が前を歩く。

Ａ　財産は夫婦の共有。
Ｂ　各人が自分の分を所有、時には妻が夫に高利でお金を貸し付ける。

Ａ　罪悪は別として、妻を離別することは最大の不名誉。
Ｂ　意のまま、いつでも離別する。妻はそのために名誉を失わず、再婚もできる。

Ａ　夫が妻を離別するのが普通。
Ｂ　しばしば妻が夫を離別する。

Ａ　娘や処女を閉じ込めておくことは極めて大事なことで、厳格に行われる。
Ｂ　娘達は両親に断りなしに一日でも数日でも、一人で好きな所に出かける。

Ａ　妻は夫の許可がなければ家から外へ出ない。
Ｂ　妻は夫に知らせず、好きな所へ行く自由を持っている。

Ａ　女性が文字を書くことはあまり普及していない。
Ｂ　高貴な女性は、文字を知らなければ自分の価値がさがると思っている。

Ａ　食事は普通、女性が作る。
Ｂ　食事は男性が作る。貴人達はそれを立派なことと思っている。

Ａ　男性は高い食卓で、女性は低い食卓で食事をする。
Ｂ　女性は高い食卓で、男性は低い食卓で食事をする。

Ａ　女性が酒を飲むことは礼を失すると考えられている。
Ｂ　女性の飲酒はごく普通のことである。

Ａ　男の衣服は女に用いることはできない。化粧品や美顔料がはっきり見えるのは不手際とされている。
Ｂ　白粉を重ねれば重ねるほど、一層優美だとされている。

※ルイス・フロイスの「日欧文化比較」（岡田章雄訳・岩波書店「大航海時代叢書」Ⅸ）の第2章「女性とその風貌・風習について」に
書かれた全68項目の中から、「大江戸の正体」の著者、鈴木理生さんが短いものを選んで、クイズにしたもの。いずれもＢが日本で、
Ａがヨーロッパです。当たりましたか？

16世紀の日本とヨーロッパの女性の姿を比較したものです。
あなたは、ＡかＢか、どちらが日本の女性だと思いますか？

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
き
た

宣
教
師
も
び
っ
く
り
！

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

「江戸の女性に関する12の質問」ク�
イ�ズ�

参
考
文
献

鈴
木
理
生
著
「
大
江
戸
の
正
体
」（
三
省
堂
）、
太
田
素
子
著

「
江
戸
の
親
子
」（
中
公
新
書
）、
杉
浦
日
向
子
監
修
「
お
江

戸
で
ご
ざ
る
」（
ワ
ニ
ブ
ッ
ク
ス
）、
高
木
侃
著
「
三
下
り
半

と
縁
切
り
寺
」（
講
談
社
現
代
新
書
）、
W
E
B
サ
イ
ト→

夜

な
夜
な
の
夢
・
寺
子
屋
「
ビ
ギ
ナ
ー
の
た
め
の
江
戸
講
座
２
」

おまけ
妻が一方的に離婚できる５つの条件

１ 夫が妻の承諾なしに、妻の衣類など
持参財産を質に入れたとき。

２ 妻と別居もしくは音信不通つまり事実
上の離婚状態が３～４年続いたとき。

３ 妻が髪を切ってでも離婚を願うとき。
４ 夫が家出して12か月（古くは10か月）
が過ぎたとき。

５ 妻が比丘尼寺（縁切寺）へ駈け込ん
で3か月が経過したとき。

離婚でも女性が決定権を握れたためか、江戸
の町は、離婚大国だったそうです。

「
分
間
懐
寶
御
江
戸
繪
圖
」

（
資
料
提
供
　
株
式
会
社
　
人
文
社
）
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特集�2
綺麗なものを見ると吐き気がするシュレック、身体は弱くても気持ちは強いはせがわくん、お
かみさんの仕事なんか簡単だと思っていたおやじさん、いろんなものさしで測った世界に、い
ろんな人たちが生きている。 ＊ここで取り上げた本は小平市の図書館で借りることができます。

はせがわくんきらいや
●あらすじ
ぼくはぼくなりにはせがわ君と遊ぼうと思っている。でもはせがわ君
は身体が弱っていて思うように遊べない。すぐ泣くし、せっかくとん
ぼをあげても平気で「いらん」と言う。だからおんぶしながら「大き
らいや」と言ってやる。
●よみどころ
相手を気遣うとは？　障がいのある友達に面と向かって「きらいや」
と言えるほどぼくの心は温かい。はせがわ君は森永ヒ素ミルクの被害
者で作者もその一人。

作：長谷川集平
すばる書房

しごとをとりかえたおやじさん
●あらすじ
おかみさんのやり方が気に入らないおこりっぽいおやじさん
が自信満々でやってみた仕事の取替えっこ。「こんなはずで
はなかった」数々の失敗に笑ってばかりはいられなくなる？
●よみどころ
人の代わりはそうそうできるものではありません。どうして
いばりたくなるのでしょうね。

ノルウェーの昔話　再話：山越一夫
画：山崎英介
福音館書店

バスにのって
●あらすじ
少年はバスに乗って旅立とうとしていた。待っても待ってもバ
スは来ない。日を変えてやっときたバスも満員で乗れない。そ
の間少年は鼻歌混じり。結局バスを見放し、自分の足で歩いて
いった。
●よみどころ
5分の遅れもイライラするあなたにとって時間とは？ あせらず、
人のせいにせず、自分の足で歩いていく少年の姿はさわやかです。

作・絵：荒井良二
偕成社

わたし
●あらすじ
わたしはお母さんからみると娘のみちこ。先生からみると生徒。
他の人から見る25のわたし。
●よみどころ
それでもわたしはわたし。25人の「わたし」がいるわけでは
ありません。では、本当のわたしを知っている人は誰でしょう。

文：谷川俊太郎
絵：長新太
福音館書店
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茶色の朝
●あらすじ
ペット特別措置法は、茶色以外のペットは認めないというものだった。
妙な法律だと思ったけど日々の暮らしに追われてそのままにしてい
た。それがまさか･･･。
●よみどころ
ものさしを持たないとどうなるか？“皆が使う”借り物のものさしを
使っているうちに、自分がものさしに測られて、自分なりのものさし
を持つことも許されなくなる。怖ーい話だ。

物語：フランク・パヴロフ　絵：ヴィンセント・ギャロ
メッセージ：高橋哲哉　　訳：藤本一勇　
大月書店

世界あちこちゆかいな家めぐり
●あらすじ
岩山からにょきにょき生える小型の灯台のような煙突の下の家。
300人もの人が住むという山奥の巨大な円盤形の家。10か国の、
びっくりするような家が写真とイラストで紹介されている。
●よみどころ
どの家もその土地のその自然に合わせて作られ、そこに暮らす
人々と共にある。

文と写真：小松義夫
絵：西山晶
福音館書店

みにくいシュレック
●あらすじ
醜い姿からくさった炎を吐き出し、ものすごい臭いを発散させる
シュレックが、世にも醜い皇女を探す旅を続ける。
●よみどころ
ここでは美しさや優しさに価値はない。木々を枯らすほど醜いシュ
レックだが、優しくされると冷や汗を出してしょぼくれてしまう。

文と絵：ウィリアム・スタイグ
訳：おがわえつこ
セーラー出版

はなのあなのはなし
●あらすじ
鼻の穴の役割、種によって異なる形状についてなど。
●よみどころ
生きていく上で欠かせない器官なのにほとんど無視されてい
る。大切なものほど気付かれにくい。鼻の穴を観察すれば、人
によっても種によってもそれぞれで、一人ひとりが違っていて
よいことが事実として分かる。

作：やぎゅうげんいちろう
福音館書店

雨、あめ
●あらすじ
雨だ。合羽を着て長靴はいて遊びに行こう。車に跳ねをあげら
れてもしりもちをついてもへっちゃらさ。家に帰ればあたたか
なお風呂が待っている。
●よみどころ
「濡れるから出ちゃだめよ」、「雨だから外で遊べないわね」と
いう大人は登場しない。

絵：ピーター・スピアー
評論社
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原稿をお寄せください�
ひらくの記事や表紙の感想、その他なんでもOK
です。原稿（500字程度）には〒、住所、氏名（ふり
がな、原稿掲載は匿名・イニシャル可）、年齢、
も書いてください。採用された原稿は文意を変え
ずに短くする場合があります。�
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あて先／小平市小川町二丁目1333番地�
小平市次世代育成部青少年男女平等課�
「ひらく広場」係　FAX 042-346-9200
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し
く
て
、
今
ま
で
寂
し
く
我
慢
し
て
い
た
集
団
の

中
で
の
自
分
が
消
え
て
い
き
ま
し
た
。
疎
外
感
を

感
じ
る
こ
と
な
く
、
会
話
の
内
容
を
同
時
に
共
有

で
き
て
、
そ
の
場
所
に
確
か
に
存
在
し
て
い
る
自

分
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
生
ま
れ
て
初
め
て

「
対
等
」
な
立
場
に
な
れ
た
、
と
感
じ
た
瞬
間
で

も
あ
り
ま
し
た
。

聴
こ
え
な
い
人
に
と
っ
て
、
手
話
だ
け
で
は
な

く
、
筆
談
や
空
書
、
ま
た
Ｐ
Ｃ
な
ど
の
機
械
を
駆

使
し
て
『
目
に
見
え
る
情
報
』
が
充
分
に
あ
れ
ば
、

も
っ
と
「
対
等
」
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
聴
こ
え
な
い
か
ら
仕
方
が
な
い
と
あ
き

ら
め
ず
に
、
周
り
の
人
も
一
緒
に
工
夫
し
な
が
ら
、

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
ど
ん
な
時
で
も
、
充
分

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
よ
う
な
社
会

で
あ
っ
て
ほ
し
い
な
、
と
願
っ
て
い
ま
す
。

（
雪
ん
こ
）

本
当
に
賢
い
消
費
者
に
な
ろ
う

最
近
ま
た
、
餃
子
を
き
っ
か
け
に
し
て
食
の
安

全
が
話
題
に
な
っ
た
。
食
品
に
し
ろ
、
生
活
雑
貨

に
し
ろ
、
私
た
ち
は
買
い
物
を
す
る
時
、
多
く
の

種
類
の
中
か
ら
選
ん
で
い
る
。
選
択
で
き
る
と
い

う
の
は
豊
か
さ
の
象
徴
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
少
し

上
の
世
代
の
方
々
は
、
こ
の
選
べ
る
豊
か
さ
を
求

め
続
け
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
、
い
ま
は
ど
う
選
ぶ
か
の
時
代
に
な
っ
て

き
て
い
る
と
思
う
。
つ
い
つ
い
「
安
さ
」
を
追
求

し
が
ち
な
の
だ
が
、
な
ぜ
安
い
の
か
、
他
の
メ
ー

カ
ー
と
何
が
違
っ
て
安
い
の
か
を
判
断
し
て
か
ら

男
性
の
家
庭
進
出

「
女
性
の
社
会
進
出
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る

言
葉
と
し
て
「
男
性
の
家
庭
進
出
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
。
男
女
共
同
参
画
と
い
っ
て
も
「
女
性
は

ど
ん
ど
ん
社
会
に
出
て
き
て
く
だ
さ
い
。
で
も
結

婚
し
て
子
ど
も
を
産
ん
だ
ら
家
事
、
育
児
も
よ
ろ

し
く
ね
。」
と
い
う
態
度
で
は
男
女
共
同
参
画
社

会
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

男
性
に
家
事
、
育
児
を
担
わ
せ
る
た
め
に
男
性

を
早
く
帰
宅
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
が
、

家
庭
に
居
場
所
が
な
け
れ
ば
た
と
え
男
性
の
帰
宅

時
間
を
早
め
た
と
し
て
も
、
男
性
の
暇
な
時
間
が

増
え
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
鶏
と
卵
の
関
係
で

ど
ち
ら
が
先
か
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
男
性

を
長
時
間
働
か
せ
る
と
家
庭
に
お
け
る
男
性
の
居

場
所
が
な
く
な
る
。
す
る
と
職
場
が
男
性
の
居
場

所
と
な
り
、
男
性
は
職
場
に
長
時
間
い
る
よ
う
に

な
る
。
す
る
と
男
性
は
長
時
間
働
く
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。

私
は
こ
の
閉
塞
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
で
き

れ
ば
も
っ
と
行
政
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し

て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
例
え
ば
乳
幼
児

の
定
期
健
康
診
断
は
父
親
が
連
れ
て
行
こ
う
！
と

呼
び
か
け
る
と
か
。

（
兼
業
主
夫
　
清
水
恭
一
）

育
児
休
暇
を
と
っ
て
み
て

私
の
会
社
で
は
育
児
休
暇
制
度
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
使
う
人
は
わ
ず
か
で
し
た
が
、
昨
年
九

月
の
第
二
子
誕
生
時
に
一
念
発
起
し
て
約
一
か
月

の
休
暇
を
取
り
ま
し
た
。

職
場
に
は
数
か
月
前
か
ら
休
暇
を
取
る
こ
と
を

宣
言
し
、
準
備
し
ま
し
た
。
上
司
や
同
僚
も
協
力
的

で
あ
っ
た
た
め
、
必
要
な
会
議
の
た
め
に
出
勤
す

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
メ
ー
ル
な
ど
の
や
り
取
り

で
特
に
仕
事
上
の
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
人
目
で
し
た
の
で
赤
ち
ゃ
ん
の
扱
い
に
は
と

ま
ど
う
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
一
人
目

の
時
と
異
な
る
の
は
、
上
の
子
が
い
る
な
か
で
の

産
後
生
活
で
し
た
。
上
は
三
歳
の
女
の
子
で
出
産

入
院
時
、
母
親
と
初
め
て
離
れ
て
過
ご
し
た
寂
し

さ
の
反
動
と
赤
ち
ゃ
ん
が
家
に
来
た
こ
と
へ
の
複

雑
な
気
持
ち
で
、
か
な
り
ナ
ー
バ
ス
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
休
暇
中
は
上
の
娘
に
多
く

の
時
間
を
割
き
ま
し
た
。

遊
び
相
手
に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
連
れ
出
す

こ
と
で
、
産
後
の
妻
も
安
心
し
て
心
身
共
に
ゆ
っ

く
り
す
る
時
間
が
持
て
た
と
思
い
ま
す
。
何
よ
り
、

ほ
ぼ
週
末
だ
け
だ
っ
た
家
族
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
時
間
が
増
え
、
と
て
も
有
意
義
で
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
や
職
場
の
状
況
は
様
々
で
す

が
、
ま
ず
は
育
児
休
暇
を
考
え
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
？
　
き
っ
と
思
い
も
か
け
な
い
メ
リ

ッ
ト
が
生
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。（

Ｍ
・
Ｈ
　
33
歳
）

「
対
等
」
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら

前
回
21
号
の
特
集
を
読
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
な

「
対
等
」
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
私
に
と
っ

て
の
「
対
等
」
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

成
り
立
つ
関
係
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

私
は
生
ま
れ
つ
き
耳
が
聞
こ
え
ま
せ
ん
。
補
聴

器
を
使
っ
て
も
、
何
か
音
が
入
る
だ
け
で
、
ど
こ

か
ら
聞
こ
え
る
の
か
、
ど
ん
な
内
容
な
の
か
と
い

う
識
別
が
で
き
ま
せ
ん
。
相
手
の
唇
の
動
き
を
読

ん
だ
り
、
筆
談
な
ど
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
っ
て
き
ま
し
た
。
一
対
一
な
ら
何
と
か
な
っ
て

も
、
三
人
以
上
の
集
団
に
な
る
と
会
話
に
つ
い
て

い
け
ま
せ
ん
。
何
を
話
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な

い
ま
ま
、
あ
と
か
ら
要
点
や
結
果
を
教
え
て
も
ら

う
た
び
に
、
い
つ
も
居
場
所
の
な
い
よ
う
な
寂
し

さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
私
が
手
話
に
出
会
っ
て
か
ら
は
、
手
話

の
で
き
る
人
た
ち
と
の
お
し
ゃ
べ
り
が
と
て
も
楽

東京都など八都県市で募集した
「ワークライフバランスの実現
に向けたアイデア」の優秀賞に、
清水さんの「乳幼児健診は父親
も一緒に行こう」という提案が
選ばれました。
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◆
無
理
な
く
続
け
る
こ
と
が
大
事

高
校
時
代
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
こ
と
を
知
っ

た
代
表
の
五
十
嵐
さ
ん
は
、
大
学
入
学
後
は
迷
わ

ず
チ
カ
ス
・
ウ
ニ
ダ
ス
に
入
り
、
ペ
ル
ー
の
ム
ヘ

レ
ス
・
ウ
ニ
ダ
ス
（
＝
と
も
に
歩
む
女
性
た
ち
）

と
フ
ェ
ア
な
取
引
を
し
て
い
る
。
世
界
中
に
は
自

分
で
す
ぐ
に
ど
う
に
か
で
き
な
い
、
と
て
つ
も
な

く
大
き
な
貧
困
・
飢
餓
・
格
差
が
あ
る
の
で
、

「
私
は
こ
ん
な
暮
ら
し
で
い
い
ん
だ
ろ
う
か
」
と

本
当
に
落
ち
込
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
話
す
。

し
か
し
、”フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
で
買
物
を
す
る
“
と

い
う
解
決
策
を
見
つ
け
て
か
ら
は
、
無
理
な
く
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
前
向
き
な
気
持
ち
に
な

っ
た
そ
う
だ
。

◆
人
間
と
し
て
の
誇
り

チ
カ
ス
・
ウ
ニ
ダ
ス
の
主
な
活
動
は
津
田
塾
祭

で
ム
ヘ
レ
ス
・
ウ
ニ
ダ
ス
の
商
品
を
販
売
す
る
こ

と
と
学
内
に
あ
る
カ
フ
ェ
で
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
コ

ー
ヒ
ー
を
扱
っ
て
も
ら
う
こ
と
だ
。
現
地
の
女
性

た
ち
は
ま
だ
自
分
た
ち
で
値
段
を
決
め
る
と
こ
ろ

ま
で
成
長
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
そ
こ
で
、
商
品

の
価
格
は
ム
ヘ
レ
ス
・
ウ
ニ
ダ
ス
の
指
導
を
し
て

い
る
日
本
人
女
性
と
相
談
し
な
が
ら
決
め
、
よ
く

売
れ
る
よ
う
に
学
生
が
買
い
や
す
い
値
段
設
定
も

し
て
い
る
。
昨
年
度
は
前
年
度
の
約
７
割
増
し
の

売
り
上
げ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
ペ
ル
ー
の
女

性
た
ち
が
頑
張
っ
て
刺
繍
入
り
エ
コ
バ
ッ
グ
や
マ

フ
ラ
ー
な
ど
の
商
品
を
た
く
さ
ん
作
っ
た
こ
と
が

大
き
い
か
ら
」。「
そ
れ
と
、
私
た
ち
も
広
報
活
動

を
一
生
懸
命
し
ま
し
た
。」
と
付
け
加
え
た
。
売

り
上
げ
は
そ
っ
く
り
ペ
ル
ー
に
送
り
、
日
常
生
活

の
向
上
や
子
ど
も
た
ち
の
教
育
の
た
め
に
使
わ
れ

る
。
ペ
ル
ー
の
女
性
た
ち
が
自
分
た
ち
で
作
っ
た

も
の
を
売
る
こ
と
で
経
済
的
自
立
を
獲
得
し
、
人

間
と
し
て
の
誇
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
何
よ
り
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
。

◆
課
題
と
こ
れ
か
ら

チ
カ
ス
・
ウ
ニ
ダ
ス
の
活
動
で
苦
労
し
て
い
る

こ
と
は
何
か
、
と
の
問
い
に
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
そ

の
も
の
が
な
か
な
か
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
こ
と

と
チ
カ
ス
・
ウ
ニ
ダ
ス
の
活
動
報
告
の
難
し
さ
と

い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を

単
純
に
「
産
地
直
送
」
と
理
解
す
る
人
が
い
る
の

も
悩
み
だ
そ
う
だ
。
最
近
は
地
球
環
境
や
国
際
協

力
に
関
心
を
持
つ
人
た
ち
が
確
実
に
増
え
て
い
る

の
で
、
船
越
さ
ん
の
言
う
「
身
近
に
持
続
的
に
で

き
る
国
際
協
力
」
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
は
人
気
が

出
て
く
る
だ
ろ
う
。
新
聞
や
書
店
で
フ
ェ
ア
ト
レ

ー
ド
本
を
見
か
け
る
機
会
が
多
い
こ
と
で
も
分
か

る
。
お
金
だ
け
で
計
ら
な
い
本
当
の
豊
か
さ
を
求

め
る
人
た
ち
が
世
界
を
変
え
て
い
く
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
二
人
の
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
そ

う
い
う
人
た
ち
の
力
を
信
じ
た
い
と
思
っ
た
。

＊
裏
表
紙
の
カ
ラ
ー
写
真
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

買
い
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
味
や
使
い
心
地
と
い
っ

た
趣
向
も
、
商
品
を
選
ぶ
上
で
大
切
な
ポ
イ
ン
ト

だ
が
、
Ａ
社
製
で
も
Ｂ
社
製
で
も
い
い
の
な
ら
安

全
性
や
環
境
へ
の
配
慮
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ

の
企
業
は
社
員
を
大
切
に
し
て
い
る
か
、
男
女
の

雇
用
差
・
活
用
差
は
な
い
か
な
ど
の
企
業
と
し
て

の
姿
勢
を
知
っ
て
、
買
い
た
い
と
思
う
。
そ
れ
が
、

「
買
う
」
と
い
う
消
費
者
と
し
て
の
武
器
を
最
大

に
活
か
す
こ
と
に
な
る
。
賢
い
消
費
者
と
い
う
と

古
臭
く
も
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し

た
情
報
を
得
て
本
当
の
意
味
で
私
た
ち
消
費
者
が

賢
く
な
っ
て
企
業
の
姿
勢
を
見
守
り
判
断
し
て
い

く
こ
と
、
そ
れ
が
企
業
と
対
等
な
関
係
を
作
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
と
信
じ
て
い
る
。

３
匹
の
子
豚
の
マ
マ

「
ひ
と
り
親
家
庭
」
に
な
っ
た
と
き

配
偶
者
と
の
離
別
は
、
人
生
の
中
で
も
大
き
な

出
来
事
だ
ろ
う
。
二
人
の
間
に
子
ど
も
が
い
れ
ば

な
お
さ
ら
の
こ
と
。
自
分
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、

子
ど
も
の
こ
と
、
子
ど
も
の
未
来
の
こ
と
、
周
囲

と
の
関
係
の
変
化
に
と
も
な
う
実
務
を
、
多
く
の

場
合
、
一
人
で
請
け
負
う
こ
と
に
な
る
。

国
や
自
治
体
の
補
助
制
度
は
、
ひ
と
り
親
家
庭

に
と
っ
て
は
命
綱
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
行

政
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
ひ
と
り
親
に
関
す
る
補
助

制
度
に
つ
い
て
、
一
括
し
て
教
え
て
く
れ
る
と
こ

ろ
が
な
い
。
た
と
え
ば
私
は
数
年
間
、
水
道
料
金

の
一
部
減
免
制
度
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
心
安
ら

か
に
、
あ
る
程
度
時
間
の
余
裕
を
も
っ
て
暮
ら
し

て
い
れ
ば
、
年
に
一
度
送
ら
れ
て
き
た
書
類
の
な

か
の
減
免
の
記
述
に
気
づ
い
た
の
だ
ろ
う
か
…
。

こ
う
い
う
疑
問
か
ら
始
め
た
の
が
「
小
平
市
ひ

と
り
親
連
絡
会
」
だ
。
月
に
一
度
は
お
し
ゃ
べ
り

会
で
情
報
交
換
を
す
る
。
H
P
に
情
報
を
の
せ
る
。

ひ
と
り
親
は
自
分
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

が
励
ま
し
に
な
る
し
、
同
じ
状
況
で
、
い
き
い
き

と
生
活
す
る
仲
間
に
会
え
る
こ
と
が
う
れ
し
い
。

元
気
を
も
ら
い
、
分
け
合
い
、
あ
た
ら
し
い
明
日

を
迎
え
る
気
持
ち
が
わ
く
。
ま
だ
始
め
て
一
年
足

ら
ず
だ
が
、
少
し
ず
つ
会
員
を
増
や
し
、
H
P
活

動
も
充
実
さ
せ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。

（
小
平
ひ
と
り
親
連
絡
会
　
代
表
　
笹
　
和
紀
）

h
ttp
://p
a
rk
.g
e
o
c
itie
s.jp
/m
a
w
a
ru
k
i

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

m
a
w
a
ru
k
i@
y
a
h
o
o
.n
e
.jp

いきいき�
20レディ�

小平在住の女性を訪ねて、�
そのいきいきした様子や元気の素を伝えます。�

「
対
等
と
は
？
」
の
質
問
に
答

え
て：

五
十
嵐
南
さ
ん
（
代

表
・
左
）「
知
り
合
っ
て
認
め

合
っ
て
い
る
関
係
」
／
船
越

美
樹
さ
ん
（
副
代
表
）「
違
い

に
配
慮
し
た
う
え
で
同
じ
満

足
度
が
得
ら
れ
る
状
態
」

今
年
度
の
ひ
ら
く
の
テ
ー

マ
は
”
対
等
“
。
実
際
に
対
等

な
取
引
を
す
る
こ
と
で
国
際

協
力
を
し
て
い
る
津
田
塾
大

学
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
推
進

団
体
、
チ
カ
ス
・
ウ
ニ
ダ
ス

の
学
生
二
人
に
話
を
伺
っ
た
。

チカス・ウニダス
（スペイン語でともに歩む女の子たち）
2004年に津田塾大学国際関係学科菊
地京子ゼミを中心に立ち上がった団
体。ペルーで編み物・刺繍の技術を教
える、菊地教授の友人、鏑木玲子さん
を通じて現地の女性団体ムヘレス・ウ
ニダスと適正価格で商品取引を行う。
現在のメンバー数は昨年12月に入っ
た1,2年生を含め、26人。年々活動の
幅を広げ、学生が現地に直接行ったり、
昨年は東京ウィメンズプラザフォーラ
ムや横浜国際フェスタにも参加した。
2007年度の津田塾祭では可愛い刺繍
入りエコバッグを完売し、マフラーも
人気商品とのこと。2008年度の津田
塾祭の日程は11月7日～9日で、近隣
の市民にも公開されている。
ホームページは
http://chicasunidas.web.fc2.com/

ムヘレス・ウニダス
（スペイン語でともに歩む女性たち）
2000年にペルーの首都リマのスラム
に住む女性たちの生活向上を目的とし
て作られた団体。日本人女性の鏑木玲
子さんが、編み物や刺繍の技術を教え
ている。製品は鏑木さんがペルー、ア
メリカ、日本などへ運び販売して収入
を得て、基本的な生活の向上をめざす。
男尊女卑の考え方が根強い国だが、女
性たちが収入を得ることで家庭内の地
位が上がっている。また、自信をもっ
た女性たちは他の女性たちに技術指導
をするほど成長してきている。ムヘレ
ス・ウニダスは文字通りともに歩む女
性たちの団体になっている。

チカス･ウニダス
（＝ともに歩む女の子たち）を訪ねて

「買物でできる
国際協力」をする
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43歳、55歳、60歳、年代も違うが、子育てへの関わり

方も違う3人の筆者が、自らの体験や研究を通して得た子

育ての楽しさを綴った本である。年代の近い筆者のパート

から読み始めるのもよし、教育の専門家である汐見さん、

地域での子育てを実践している岸さん、兼業主夫をして

いる川端さん、書かれている内容から入るのもいい。ど

こを読んでも、仕事では体験できない世界が子育てにあ

り、体験して初めて知る子育ての醍醐味が語られている。

男性向けの「子育て入門書」としてお勧めしたいが、

子育ては子を持つ親の「権利」でなく「義務」である

ことも忘れてほしくない。（き）

フェアトレードは「私たちが買い物をするごとに世界の貧しい人々を助ける

ことのできるひとつの方法」だそうだ。50の理由のうち一番気に入った理由は、

8「女性と少女に権限と自信を持ってもらう」だ。なぜなら、「途

上国では、女性が食品や工芸品の大半を生産し、衣料品の大半

も作っている。しかし、彼女たちはいまだに二級市民として

の扱いを受けていることが多い。フェアトレードを買うこと

は、ジェンダーの平等を勝ち得るための手助けの素晴らし

いひとつの方法である」から。これはフェアトレードの入

門書のようだが、あとがきで、もっと詳しく知りたい人の

ために雑誌『南北問題と現代思想をつなぐ季刊at［あっ

と］』〈太田出版〉が紹介されている。

副題は「世界中を虜にした嗜好品の歴史と現在」、原題は

「coffee a dark history」。『フェアトレードで買う50の理由』

の中でも本当のフェアトレードをしているのは世界で一社だ

けだと書かれているように、コーヒーを飲む人の数が多いた

め儲けも半端ではなく、当然フェアな取引にはなりにくい

商品だ。イスラム世界から広まったこと、あのセントへレ

ナ島でコーヒーが栽培されていたこと、奴隷制度なしに

はコーヒーは語れないこと、そして今も搾取があること

など、「世界を変えた琥珀色の液体」についてわかったこ

とが書かれている。著者が様々なことと結びつけて書きすすむ

ので、次はどんなこととつながるのかと興味を持って読むことができる。

『「パパ権」宣言
～お父さんだって子育てしたい～』

川端裕人、岸裕司、汐見稔幸著　大月書店

『フェアトレードで買う50の理由』
マイルズ・リトヴィーノフ／ジョン・メイドリー著

市橋秀夫訳　青土社

『コーヒーの真実』 アントニー・ワイルド著
三角和代訳　白揚社

「クローザー」（LaLaTV 放送）
ちょっと前なら、刑事に必要なものは、その経験から生み出された知識だっ

たでしょう。しかし、最近その経験がかえって事件の解決を難しくしているケ

ースが増えている。たくさんの人々が、たくさんの生き方を選び、強いられてい

る現代では、犯罪に立ち向かう人たちの経験を、観念的な先入観にしてしまう。

容疑者の自白を引き出して、事件をクローズする「クローザー」ブレンダは、

LA市警「殺人特捜班」のチーフとしてアトランタから赴任してきたCIA仕込

みの尋問術を持つ女刑事。先入観で凝り固まった警察組織の中で、自分の目と

耳で犯罪の仕組みを解きあかすブレンダの型破りな行動は、生き生きとして頼

もしい。先入観に捕われず、自分も殺さず（生かし）、相手も殺さず（生かす）

やりたいことを貫くにはどう対処したら良いのか。ヒントになりそうなド

ラマかも。

テレビ番組�テレビ番組�

BOOKBOOK

●女
ひと

と男
ひと

のフォーラム
講師に原宿カウンセリングセ

ンター所長の信田さよ子さんを

お迎えして2月24日（日）13時

30分～15時30分、中央公民

館ホールで開催されました。

ホール一杯の市民のみなさん

を前に信田さんは、「家族のあ

り方を考える」というテーマで

話されました。家庭内で起こる

母親による幼児虐待、子どもの

ひきこもり、摂食障害、うつ、依存症などの背後には必ず親であ

る父母の夫婦関係に問題があり、しかも親であればだれもが子ど

もの心を何がしか傷つけているというお話に、目立って多かった

男性はドキッとさせられたのではないでしょうか。

●女
ひと

と男
ひと

の参画講座（平成19年11月～平成20年2月）
「ココロとココロでわかりあう～フェアな関係は楽しいハズ！～」

と題して全4回が行われました。

①サザエさんから考えてみる「アニメの中の女と男」

②これもＤＶ？～「知ってほしいこの現実、わたしの気持ち」

③“結婚”の経済学～「専業主婦って、ホントにお得？」

④語り合える扉はきっと見つかる！～「ココロとココロでわかり

あう」

『植物のささやき』（キャンバス、アクリル絵の具）

アーティスト（画家）● 祐成勝枝（小川西町在住）

「作品をつくっていれば幸せ」と言う祐成さんは、その言葉
通り、来る日も来る日も制作に打ち込む。
ーーどんな気持ちで作品をつくっていらっしゃるのでしょうか？
「作品をつくるというのは地道な仕事です。どういう作品を

つくるか"方向"を決め、レールを調達し、列車をつくりレールに
乗せ、列車を動かす。何もかも自分でやらないとどこへも行け
ないんですね」
ーーなるほど。では、その列車はどこに向かうのでしょう…？
「走らせてみないことには分らないのです。ですから、とても孤
独で不安な作業です」
ーーもし、間違っていると気づいたら？
「はじめからやり直しですね。そんなことの繰り返しです。でも
私は、その向こうに輝く塊のようなものを感じていて、そこへ
行かなければならない、行って塊の正体を見てみたい、という
思いに引っ張られ、それだけを燃料に進んでいるんですよ」
アーティストの耳がとらえた、かすか

な緑のささやきが、書架のある空間で春
の音楽を奏でている。

撮影：祐成　政徳
協力：小平市中央図書館

チェアウォーカー（車椅子ユーザー）のための
雑誌「wawawa」の表紙を6年間担当



緊急サポート・ピッコロ　　　　　　清瀬市�
（特定非営利活動法人子育てネットワーク・ピッコロ)

行って�
みました�
行って�
みました�

編
集
後
記�

編
集
後
記�

手作り�
クッキーの店�

ビューティー�
サロン�

リサイクル�
ショップ�

ヘアー�
サロン�

男女共同参画センター“ひらく”・公民館（11館）・図書館（11館）・地域センター（17館）・

福祉会館・総合体育館・児童館・健康センター・市役所1F2F・東部、西部出張所・

郵便局（17か所）・市内各駅（7か所）・八坂駅・萩山駅・東大和市駅�
 小 川 町 多加楽・　　　   歩・商工会館・JA東京むさし・コーヒーロッジ ベル�

 上水本町 アトリエ・パンセ　　小川西町  佐野商店�

 小川東町 ギャラリー 青らんぎ・長江宴・ブレッドファクトリー510・うつわと珈琲 悠・カフェAir�

 津 田 町  ハタエコンサーン　　鈴 木 町 和菓子の 玉川屋・きらら はうす�

 学園西町  　　　 サンローズ・中森書店・百の豆木・梁里館・美容室ヘアーグラシュ�
 鈴木小児科・本間歯科・      サンライズ・あかね薬局・床屋のけんちゃん�

 学園東町   日本堂文具店・梅の里・アクティブスタジオ・りそな銀行小平支店・�
 グエン・バン・カフェ�

 美 園 町   多摩済生病院・ラグラス・珈琲の香・POEM・永田珈琲・ルネこだいら�

 天 神 町   公立昭和病院・カフェテリア ヴェルデ・          「のぶ」・ヘアーサロン ひろ�

 大 沼 町   萬屋酒店　　花小金井  上原薬局・風のシンフォニー・辰砂�
しんしゃ�

エール�

平成18年度から厚生労働省は緊急サポートネットワーク事業を始め、東京都社会福祉協議会がその事業を受託し、
町田市と中野区と清瀬市で実施しています。設立時から病児保育事業を続けてきたピッコロは事業を再委託され、
医師会と連携して行っています。代表の小俣さんを訪ねました。�

�

訂正：21号でコーヒーロッジべルの位置を小川東町と書きましたが、正しくは小川町でした。�
　　 お詫びして訂正いたします。�

〇病児保育が求められている
子育てネットワーク・ピッコロの事務所は清瀬駅北口

から徒歩5分のマンション1階にあります。10年前、(財)女

性労働協会と清瀬市男女共同参画センターの共催で行わ

れた「保育サービス講習会」の修了生のうち16名で作り

ました。子育て支援があれば、仕事を持つ女性たちが仕

事を続けることができます。また仕事をしていなくても、

子育て中の女性たちが子育ての不安や悩みを減らして楽

しみを見つけることができます。現状をなんとかしたい

という思いで預かる理由を問わない24時間対応・訪問型

一時預かり保育の活動が始まりました。その中でも病児

保育のニーズが多いことに気づかされてきました。5年前、

特定非営利活動法人の認証を受け、さらに様々な子育て

支援の活動を持続できる体制をとっています。清瀬市に

は１日の定員が4名の病後児保育の場所はありますが、と

ても足りる数ではありません。「時間がかかっても来てほ

しい」という切実な声からも分かるように、働く親たち

は病児の保育を望んでいるようです。

〇緊急サポートの内容
ピッコロには病気の子どもの保育を頼みたい利用会員と

病気の子どもの保育をする提供会員がいます。ピッコロは

利用会員と提供会員のコーディネートをしたり、提供会員

になるための小児科医によるピッコロ独自の研修を行った

りします。現在、利用会員が133名、提供会員が56名いま

すが、利用希望者がどんどん増えているため、提供会員を

増やすことが必要になってきます。ファミリー・サポート

の研修を受けた人が、次にこの緊急サポートの研修も受け

て提供会員に登録する仕組みを作り、24時間研修と17時

間の研修は無料で行います。50代から60代の女性たちが

提供会員の戦力です。病気の子どもを病院に連れて行って

受診してから、利用者宅で保育をします。

〇市民の力の大きさ
研修が大事なことはもち

ろんですが、「病気をしな

いで育った子はいません。

病気だからと構えないで対

応してほしい。」と、小俣

代表は言います。いつも同

じ提供会員が保育に行き、

ファミリー・サポートと連

携して（ファミサポの運営

もピッコロが受託してい

る）、普段の子どもの様子も分かる会員が病気のときにも保

育に行きます。だから、子どもにとってよい環境ができて

います。「地域をよく知っている人たちが細やかな対応をし

ながら、子育て中の人をサポートするのがよい。」と語る小

俣さんの力強い言葉に市民の力の大きさを感じました。

ピッコロのホームページ http://www.piccolonet.org
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●「
ひ
ら
く
」
で
写
真
を
撮
っ
て
い
る
Ｏ
さ
ん
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の

看
護
に
半
年
、
か
い
あ
っ
て
回
復
さ
れ
た
の
で
す
が
、
さ
す
が
に

お
疲
れ
が
出
た
の
か
本
人
が
病
床
に
。
今
は
回
復
に
向
か
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
他
人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
労
を
ね
ぎ

ら
い
な
が
ら
自
ら
の
気
を
引
き
締
め
て
い
ま
す
。（
き
）

●
笑
い
は
人
間
だ
け
に
許
さ
れ
た
、
害
の
な
い
鎮
痛
剤
。
ス
ト
レ

ス
社
会
の
中
で
、
こ
の
鎮
痛
剤
が
な
に
よ
り
の
潤
滑
油
に
な
る
の

に
、
結
構
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
。
自
分
を
笑
え
る
心
の
余

裕
が
足
り
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。（
S
）

●「
ひ
ら
く
」
の
表
紙
は
「
小
平
に
縁
深
い
作
家
の
作
品
を
小
平

の
ど
こ
か
で
撮
影
す
る
」
の
が
基
本
。
図
書
館
で
撮
影
し
た
の
は

初
め
て
。
そ
し
て
、
初
の
絵
画
作
品
。
春
は
間
近
。（
わ
）

●
対
等
じ
ゃ
な
い
場
面
で
、
ハ
ナ
か
ら
威
嚇
す
る
人
は
ま
だ
い
い
。

ご
も
っ
と
も
と
近
づ
い
て
自
分
の
意
見
を
ど
う
し
て
も
認
め
さ
せ

よ
う
と
す
る
人
が
や
っ
か
い
だ
。
そ
う
い
う
人
を
江
戸
時
代
の
人

た
ち
は
な
ん
と
呼
ん
だ
ん
だ
ろ
う
？
（
ゆ
）

●
昔
の
こ
と
。
あ
ら
ゆ
る
言
い
分
を
聞
い
て
も
A
と
な
る
は
ず
が
、

絶
対
に
B
と
い
う
人
が
い
た
。
A
で
は
自
分
で
は
な
く
な
る
、
と

い
う
の
が
理
由
だ
っ
た
。
最
後
の
部
分
だ
け
が
別
次
元
の
論
理
に

な
る
の
だ
が
、
妙
に
納
得
し
た
な
ぁ
。（
さ
２
）

小俣さん（手前中央）とスタッフ
うれしいとき：まちで子どもに“ピッコロ
さん”と呼ばれる時／買い物途中、出会
った会員のお母さんに「子育てが終わ
ったら支援したい」と言われるとき

小平市でも病後児保育が始まりました
病気の回復期にある子どもを保護者の就労などの理由から、家
庭で保育ができないときに、一時的に預かる病後児保育の利用

が3月10日から始まりました。事前登録が必要です。
病後児保育室あいびー（花小金井5-1-4）
問合せ：小平市次世代育成部保育課（ 042-346-9594）

NPO（特定非営利活動）法人
子育てネットワーク・ピッコロ
〒204-0021 清瀬市元町1-5-16

マンションパール101号
TEL 090-8304-1076
TEL／FAX 042-492-1139


