
今
か
ら
約
50
年
前
、
1
9
7
0
年
50
歳
時
に
未
婚

だ
っ
た
人
は
今
よ
り
も
ず
っ
と
少
な
か
っ
た
。
2
0
2
0

年
に
な
る
と
50
歳
の
女
性
の
約
６
人
に
1
人
、
男
性

の
約
4
人
に
1
人
が
結
婚
し
て
い
な
い
時
代
に
な
っ
た
。

グ
ラ
フ
１

さ
ら
に
、
1
9
8
0
年
に
は
40
％
以
上
を
占
め
て
い

た
夫
婦
と
子
ど
も
の
世
帯
が
2
0
1
0
年
に
は
大
き
く

減
っ
て
い
る
。
1
9
8
0
年
に
19
．8
％
だ
っ
た
3
世
代

等
の
世
帯
は
2
0
1
0
年
に
10
％
以
下
、2
0
4
0
年

に
は
更
に
減
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
反
対
に
1
9
8
0

年
に
は
19
．9
％
だ
っ
た
単
独
の
世
帯
は
2
0
1
0
年
に

は
34
．5
％
を
占
め
、今
後
も
増
え
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

グ
ラ
フ
２

こ
の
デ
ー
タ
か
ら
も
、
一
世
帯
の
家
族
の
人
数
が
減

り
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
人
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
さ
ら
に
、
女
性
は
男
性
よ
り
も
平
均
寿
命
が
長

い
の
で
、
今
は
配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
が
い
る
人
で
も
、

将
来「
お
ひ
と
り
様
」に
な
る
可
能
性
は
大
き
い
。
人
々

の
家
族
観
、
生
活
が
多
様
化
し
、
高
齢
期
の
暮
ら
し

方
も
以
前
と
は
様
変
わ
り
し
た
と
言
え
る
。

山
﨑　

昭
和
の
時
代
と
比
べ
て
地
域
や
家
族
の
在
り

方
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
し
た
。
お
ひ
と
り
様
は
、

今
ま
で
お
お
っ
ぴ
ら
に
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。日
本
は
、

結
婚
し
て
家
庭
を
持
つ
、
と
い
う
の
が
当
た
り
前
の

世
の
中
だ
っ
た
か
ら
。
今
は
、
お
ひ
と
り
様
が
増
え
て

き
た
こ
と
で
、
社
会
の
中
で
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
今
、「
ち
え
ん
」
が
薄
く
な
っ
て

い
ま
す
。
地
域
の
地
縁
も
そ
う
だ
し
血
縁
も
。
家
族

が
い
て
も
遠
方
に
離
れ
て
暮
し
て
い
る
と
か
、
子
ど
も

が
い
て
も
親
の
世
話
は
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に
。
縁

が
薄
く
な
っ
た
と
こ
ろ
を
カ
バ
ー
で
き
る
制
度
が
追
い

つ
い
て
い
な
い
と
い
う
の
も
感
じ
ま
す
。

今
は
、
企
業
が
高
齢
者
向
け
に
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
時
代
。
看
取
り
か
ら
死
後
の
手
続
き
ま
で
、

お
金
さ
え
払
え
ば
家
族
を
頼
ら
な
く
て
も
生
前
に
自
ら

手
続
き
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
視
野
に
い
れ
つ
つ
、
元
気
な

う
ち
は
お
互
い
に
助
け
合
い
支
え
合
い
な
が
ら
、
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
な
顔
の
見
え
る
関
係
の
グ
ル
ー
プ

作
り
を
し
て
い
る
団
体
が
「
あ
ん
」
だ
。

活
動
の
中
心
は
「
生
前
の
助
け
合
い
」
と
「
死
後
の

準
備
」。
メ
ン
バ
ー
は
、
元
々
山
﨑
さ
ん
や
伊
藤
さ
ん
の

知
り
合
い
で
、
高
齢
期
の
助
け
合
い
や
制
度
に
関
心
の

高
い
人
が
集
ま
っ
て
い
る
。

山
﨑　

７
年
前
に
父
が
亡
く
な
っ
て
、
手
続
き
を
す

る
た
め
に
母
を
あ
ち
こ
ち
連
れ
て
行
き
ま
し
た
。
人

が
亡
く
な
る
と
手
続
き
が
大
変
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

じ
ゃ
あ
、
お
ひ
と
り
様
の
私
の
場
合
は
ど
う
な
る
か
な

あ
と
、
具
体
的
に
考
え
始
め
ま
し
た
。
成
年
後
見
の

勉
強
を
し
た
の
も
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
す
。
そ
の
時
の

講
座
の
講
師
が
行
政
書
士
の
伊
藤
さ
ん
で
し
た
。
伊

藤
さ
ん
に
自
分
の
死
後
事
務
の
こ
と
な
ど
を
相
談
に

乗
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
で
も
、
伊
藤
さ
ん
と
私
は
年

齢
が
近
い
か
ら
（
笑
）。
先
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
け

ど
、
個
人
で
引
き
受
け
る
よ
り
、
団
体
で
死
後
事
務

を
受
け
る
方
が
や
り
や
す
い
ん
じ
ゃ
な
い
？　

と
い
う

話
に
な
っ
て
、「
あ
ん
」
と
い
う
団
体
を
考
え
ま
し
た
。

伊
藤　

お
金
を
出
せ
ば
死
後
事
務
を
や
っ
て
く
れ
る

企
業
や
団
体
は
あ
り
ま
す
。

山
﨑　
「
あ
ん
」
で
は
、
メ
ン
バ
ー
同
士
が
、
買
い
物

な
ど
の
助
け
合
い
を
、
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
価
格
で
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
的
な
気
持
ち
で
や
れ
た
ら
と
。
誰
か
の
た
め

に
な
る
の
は
生
き
が
い
に
な
り
ま
す
よ
ね
。お
互
い
様
、

ギ
ブ
ア
ン
ド
テ
イ
ク
で
で
き
る
こ
と
は
や
り
た
い
。

買
い
物
を
し
て
ほ
し
い
と
か
、
会
っ
て
で
き
る
こ
と
は

「
あ
ん
」
で
引
き
受
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
人
手

が
足
り
な
く
て
手
伝
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ

家族の形が変化して、3世代同居は少なくなり、核家族、単身世帯が増加している昨今。それに伴って、高齢者のひと
り暮らしも増えている。今住んでいる場所で歳を取っても安心して暮らすために、どんなことが大切なのだろう。
浜松市でおひとり様※１の支え合いを支援する団体「あん」※２を運営する山﨑みえ子さん、伊藤二三（ふみ）さんの話から、
これからの支え合いについて考えてみたい。
※１�おひとり様　配偶者との死別や未婚によりひとり暮らしをしている人　※２�「あん」は「安心」「安価」「安寧」の「あん」に由来する

歳を取ってもこの街で、
住み慣れた家で暮したい
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と
も
。
ま
だ
「
あ
ん
」
の
メ
ン
バ
ー
は
み
ん
な
元
気

だ
し
働
い
て
い
て
忙
し
く
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い

う
需
要
は
で
て
き
て
い
な
い
で
す
。
本
当
に
助
け
の
手

が
必
要
に
な
る
の
は
５
年
後
、
10
年
後
で
す
。

「
あ
ん
」
の
定
期
的
な
活
動
の
一
つ
に
『
L
I
N
E
の

グ
ル
ー
プ
メ
ー
ル
機
能
』
を
使
っ
て
、
毎
週
日
曜
日
の

安
否
確
認
が
あ
る
。「
お
元
気
L
I
N
E
」
と
名
付

け
、
メ
ン
バ
ー
が
書
き
込
み
を
す
る
こ
と
で
元
気
に
し

て
い
る
か
の
確
認
を
す
る
も
の
だ
。
そ
の
日
に
書
き
込

み
が
無
か
っ
た
メ
ン
バ
ー
に
は
何
ら
か
の
方
法
で
連
絡

を
取
り
、
安
否
の
確
認
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

L
I
N
E
を
上
手
く
使
い
、
制
度
や
講
座
、
書
籍
な

ど
の
情
報
提
供
も
行
う
。

伊
藤　

メ
ン
バ
ー
内
か
ら
、「
助
け
て
欲
し
い
」
と
い

う
人
が
出
て
き
て
、
L
I
N
E
に
書
き
込
ん
で
く
れ

れ
ば
「
私
が
行
く
よ
」
と
他
の
メ
ン
バ
ー
が
手
を
挙

げ
て
く
れ
る
。
そ
ん
な
会
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。

そ
し
て
も
う
一つ
の
活
動
の
柱
が
、
月
1
回
の
勉
強

会
を
兼
ね
た
定
例
会
だ
。

山
﨑　

実
は
、「
あ
ん
」
を
名
乗
る
前
に
1
年
ほ
ど
、

別
の
団
体
で
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

伊
藤　

そ
の
団
体
も
「
あ
ん
」
と
同
じ
よ
う
に
月
に

１
回
集
ま
っ
て
、
こ
れ
か
ら
必
要
に
な
る
介
護
や
成
年

後
見
な
ど
の
制
度
の
勉
強
や
お
し
ゃ
べ
り
と
か
を
し
て

い
ま
し
た
。
勉
強
よ
り
も
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
お
し
ゃ

べ
り
す
る
と
い
う
要
素
の
方
が
大
き
か
っ
た
で
す
。
仲

間
と
定
期
的
に
会
う
と
い
う
の
が
楽
し
み
の
ひ
と
つ
み

た
い
で
し
た
。

メ
ン
バ
ー
の
中
に
は
成
年
後
見
に
つ
い
て
勉
強
し
た
い

人
が
半
分
ぐ
ら
い
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
そ
れ
が
き
っ

か
け
で
集
ま
っ
た
メ
ン
バ
ー
で
す
か
ら
。
親
が
認
知
症

に
な
っ
た
の
で
制
度
の
こ
と
を
知
っ
て
お
き
た
い
と
言

う
人
も
い
ま
す
。
勉
強
会
だ
け
で
な
く
お
し
ゃ
べ
り
を

楽
し
み
に
し
て
く
れ
て
も
い
ま
す
。
信
頼
関
係
を
作
る

の
に
そ
う
い
う
場
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

山
﨑　

お
し
ゃ
べ
り
の
中
で
そ
の
人
の
こ
れ
ま
で
の
暮

ら
し
ぶ
り
も
わ
か
り
ま
す
し
。
大
切
で
す
よ
。

伊
藤　

最
近
は
コ
ロ
ナ
の
流
行
も
あ
っ
て
、
い
ろ
ん
な

計
画
を
立
て
ま
し
た
が
実
現
で
き
ず
に
い
ま
す
。

山
﨑　

霊
園
の
見
学
と
か
、
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
勉

強
も
や
り
た
い
で
す
。

山
﨑　

家
族
が
い
る
方
は
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の

お
墓
が
欲
し
か
っ
た
り
し
ま
す
よ
ね
。
私
み
た
い
な
お

ひ
と
り
様
は
散
骨
で
い
い
ん
で
す
。
今
は
散
骨
を
し
て

く
れ
る
業
者
も
あ
り
ま
す
し
。

伊
藤　

で
も
、
そ
の
業
者
に
電
話
を
掛
け
て
く
れ
る

人
が
必
要
な
ん
で
す
。
契
約
は
事
前
に
自
分
で
や
っ
て

お
く
け
れ
ど
、
亡
く
な
っ
た
連
絡
や
、
散
骨
場
所
ま
で

骨
を
運
ん
で
く
れ
る
人
が
必
要
な
ん
で
す
。
今
後
そ

れ
を
「
あ
ん
」
で
引
き
受
け
る
か
、
ど
こ
ま
で
業
者

に
頼
む
か
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

山
﨑　

契
約
は
で
き
る
け
れ
ど
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
後

の
こ
と
は
自
分
で
は
で
き
ま
せ
ん
。

伊
藤　

死
後
事
務
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
を
実
行
す
る

人
が
必
要
な
ん
で
す
。
遺
言
状
は
財
産
分
け
し
か
効

果
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
に
散
骨
し
て
ほ
し
い
と
か
、

ど
の
業
者
に
頼
ん
で
ほ
し
い
と
か
は
、
死
後
事
務
委

任
契
約
や
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
の
領
域
で
す
。

山
﨑　

さ
ら
に
お
ひ
と
り
様
の
場
合
は
家
が
残
っ
て
い

ま
す
の
で
、
片
付
け
や
遺
品
の
整
理
諸
々
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
を
や
っ
て
く
れ
る
人
も
絶
対
に
必
要
。
だ
か

ら
今
、
そ
こ
ま
で
考
え
て
断
捨
離
を
し
て
い
ま
す
。

新
聞
や
ニ
ュ
ー
ス
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
高
齢
者
に
関
す

る
事
件
は
、
た
い
て
い
当
事
者
が
孤
立
し
て
い
て
ど
こ

と
も
繋
が
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い

で
す
。
大
変
な
こ
と
に
な
る
前
に
、「
頼
っ
て
良
い
よ
」

と
言
っ
て
く
れ
る
人
が
い
た
ら
あ
り
が
た
い
で
す
よ

ね
。
や
は
り
元
気
な
時
か
ら
、
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る

の
か
を
考
え
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
自
分
の
事

が
自
分
で
で
き
る
う
ち
は
な
ん
と
も
思
わ
な
い
け
ど
、

い
つ
ま
で
も
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
。

介
護
保
険
制
度
や
成
年
後
見
制
度
な
ど
、
名
前
や
仕

組
み
は
知
っ
て
い
て
も
、
い
ざ
利
用
し
よ
う
と
な
る
と
わ

か
ら
な
い
こ
と
や
戸
惑
う
こ
と
が
あ
る
。
制
度
の
勉
強
を

し
な
が
ら
、
実
際
に
使
っ
て
み
て
ど
う
な
の
か
、
メ
リ
ッ
ト

や
デ
メ
リ
ッ
ト
な
ど
、
知
り
た
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。

山
﨑　

制
度
に
関
し
て
は
伊
藤
さ
ん
が
行
政
書
士
な
の

で
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て
も
ら
え
ま
す
。
非
常
に
助
け
て

も
ら
え
て
い
ま
す
。

伊
藤　

死
後
事
務
委
任
契
約
や
亡
く
な
っ
た
後
の
手

続
き
、
任
意
後
見
契
約
な
ど
、
制
度
を
使
い
た
い
お

ひ
と
り
様
が
メ
ン
バ
ー
の
中
に
い
て
、
契
約
を
結
ぶ
お

手
伝
い
を
前
の
団
体
で
も
や
っ
て
い
ま
し
た
。

山
﨑　

み
ん
な
で
集
ま
っ
て
話
し
て
も
、「
ど
う
す
れ

ば
い
い
ん
だ
ろ
う
ね
？
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ

で
す
が
、
行
政
書
士
が
メ
ン
バ
ー
に
い
る
こ
と
で
、「
こ

こ
は
こ
う
し
た
ら
い
い
で
す
よ
」「
こ
こ
に
行
っ
て
手

続
き
が
で
き
ま
す
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
が
も
ら
え
、
次

の
一
歩
が
出
て
き
ま
す
。

山
﨑
さ
ん
と
伊
藤
さ
ん
は
今
後
、「
あ
ん
」
と
平
行

し
て
行
う
活
動
と
し
て
、
法
人
の
立
ち
上
げ
を
考
え
て

い
る
。
メ
ン
バ
ー
個
人
間
で
受
け
た
契
約
が
履
行
で
き
な

い
事
態
を
防
止
し
、
責
任
の
あ
る
法
人
と
し
て
契
約
を

履
行
す
る
た
め
だ
。
顔
の
見
え
る
関
係
を
作
り
な
が
ら
、

お
互
い
に
支
え
合
う
仕
組
み
の
充
実
を
図
る
予
定
だ
。

★�

死
後
事
務
委
任
契
約　

自
分
が
死
ん
だ
後
の
葬
儀
、
納
骨
、

埋
葬
、
遺
品
整
理
な
ど
の
手
続
き
を
、
生
前
に
第
三
者
に
委

任
す
る
契
約
。
相
続
は
対
象
外

勉
強
会

お
ひ
と
り
様
の
死
後

高
齢
期
に

頼
り
た
い
制
度
で
は
あ
る
が

あ
と
が
き

人
生
100
年
時
代
と
は
い
う
が
、
歳
を
取
る
と
金

銭
面
や
生
活
面
、
体
調
な
ど
様
々
な
こ
と
で
心
配

や
不
安
に
思
う
こ
と
も
多
い
。
高
齢
に
な
っ
て
も
ひ

と
り
暮
ら
し
で
も
自
立
し
た
生
活
を
す
る
た
め
に

は
、
社
会
や
他
者
と
の
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
が
欠
か

せ
な
い
と
、
今
回
話
を
聞
い
て
実
感
し
た
。
家
族
以

外
に
も
頼
れ
る
人
、
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
こ
と
は
、
大

き
な
安
心
感
に
繋
が
る
。
顔
が
見
え
る
関
係
、
信

頼
で
き
る
仲
間
は
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
大
い
に
頼

り
に
な
る
は
ず
だ
。
制
度
や
仕
組
み
を
使
い
な
が
ら

も
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
仲
間
で
助
け
合
い
、
補
い

合
う
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
住
み
慣
れ
た
場
所
で
暮

す
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
今
回
の
話
に
は
た
く
さ
ん
あ
っ

た
。
誰
に
で
も
、
い
ず
れ
、
生
き
方
の
方
向
転
換
や

シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
を
す
る
時
が
く
る
。
向
か
う
先
の

こ
と
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
の
人
生
100
年
時
代
の
支

え
合
い
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
る
機
会
に
な
っ
た
。

	

（
國
井
良
子
）

勉強会の様子

1212



高齢期に
頼りたい制度ではあるが

※ねっとわぁくバックナンバーは、あざれあ図書館室及び
　ポータルサイト「あざれあナビ」で閲覧できます。
https://www.azarea-navi.jp/netwaaku/

過去の「ねっとわぁく」を現編集員が読んでコメントする “ アーカイブ ”。
今回は 12 号より「亭主関白」がテーマです。
35 年経った今の夫婦の関係は、変わったのか変わっていないのか。みなさんはどのように感じますか？

「ねっとわぁく」アーカイブ

④ 責任回避をする生き方
の何が「楽」なのか疑問。
主体性のない生活に魅力
を感じることはない。

⑤ お金を稼ぐからと言っていばるの
は、今でいうモラハラ？　というと、
今も存在することなのかも……。

② 人をたてる＝亭主関白
……そう言えば、よく母
が「いばらせてあげてるの
よ」と父のことを話してい
ました。亭主関白のように
見せていたけど、実際は
そうでもなかったなあ。で
も、今の自分にはこの感
覚ないですね。

③ ? 何を言っているのか、
さっぱり理解できない。
男性社会にあぐらをかいた
意見か何かだろうか。今で
も同じ考えでいるとしたら
末恐ろしい、と感じる。

①  「亭主関白」も「かか
あ天下」もすでに死語。
今の時代、建て前も本音
も関係なく、お互いを尊重
できる婚姻関係を求めてい
る人が多いんじゃないかな
あ。（私的には結婚しても
しなくてもいいし、事実婚
だって同性婚だっていい）
パートナーとの対等な関係
が大切 !
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1988（昭和63）年
3月発行 第12号

特集　
男の自立　女の自立

【全体について】
⃝ 性別役割に囚われた考えが言葉の端々に見て取れます。

今、性別役割を意識しながら過去のねっとわぁくを読む
私たちの意識は、男女平等へ向かっていると信じたい。

⑥父親像、母親像への発言が自由すぎる。根底は子
どもは親の言うことを聞いて当たり前……という感覚
か。子どもに好ましいかどうかは本当に疑問。

⑦ とことん話し合うって、
いいなと思う。
歩みよって、より良くしてい
く取り組みは、建設的で理
想的だと感じる。
夫妻の間だけでなく、人間
関係全般に必要だと思う。

柳
りゅう

　采
ちぇ

延
よん

 さん
（常葉大学　外国語学部　グローバル
コミュニケーション学科　講師／専門分
野：韓国地域研究、社会学、ジェンダー）

1988 年から35 年後の今、
どの程度変わったのでしょ
うか。「男を立てるけど実際
は女の方が実権を握ってい
る」「男性を立て、手のひら
で転がすのが賢い女性」と
いうような言葉は少し前ま
でもよく聞くものでした。そ
ういった言説は男性には変
化を求めないし、結局は家
父長制を維持させるもので
す。今は「性役割に捉われ
ず対等な関係」が建前上は
当たり前とされながらも、社
会生活基本調査をみると共
働き夫婦でも夫の家事育児
時間は妻の４分の１以下で、
性別役割が維持されている
ことが分かります。男女賃
金格差の解消や女性の経
済的地位の向上、異性愛
規範の解体などが根本的に
は必要と思いますが、男女
夫婦は家庭内の関係や役割
について交渉を怠らないこと
から社会を変えることにつな
がるのではないでしょうか。

ひとこと

⑧その夫婦だけでロマンを語り合ってもらうのであれ
ばよいが、問題はそこに子育てが絡んだ場合。親の
価値観が子どもに無意識のうちに刷り込まれていては
いつまでも世代間連鎖。やっぱり勉強していかないと！
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●３月1日から「静岡県パートナーシップ宣誓制度」が始まった。
居住している県で、ジェンダー平等が進み、性の多様性が認め
られるのは、本当にうれしい。性的マイノリティだけでなく、誰
もが自分らしく生きることができる社会を目指しましょう。
	 （編集長　國井良子）

●年長者は若い人にとても影響力があるのだと改めて気づきま
した。年長者でも知らないことが、あっていい。教えてほしい
ときは聞けばいいだけなんですね。座談会で大学生の価値観
を聞かせていただき、実は自分たちが本当に伝えたかったこと
は受け継がれている？とうれしくなりました。	 （佐藤みゆき）

●他人の配偶者に対して「旦那、嫁」ではなく、「パートナー」
という言葉を使うよう意識しています。けれども、鼻で笑われ
たり、不思議そうな顔をされたり……。まだ、使い続けるには
勇気のいる日々です。
	 （其田育子）

●企画提案から記事になるまで、取材協力してくださる方はも
ちろん、多くの方々の協力があって、読者の皆様にお届けする
ことができると実感しています。編集員だからこそ、貴重な体
験ができたことに感謝しています。	 （望月富美代）

発行日/令和5年3月14日
企画・編集・発行/あざれあ交流会議グループ
〒422-8063　静岡市駿河区馬渕1丁目17-1　
TEL/054-250-8147  FAX/054-251-5085
編集長/國井良子
編集員/佐藤みゆき　其田育子　望月富美代
印刷/星光社印刷株式会社

左から　其田育子　國井良子　望月富美代　佐藤みゆき

ねっとわぁく
2023/3/14 Vol.79

「ねっとわぁく」は年1 〜2 回発行します。県内の男女共同参画センター、市町役
場、図書館などの公共施設で配布しています。「ねっとわぁく」のバックナンバーは、
あざれあ図書室や静岡県男女共同参画ポータルサイト「あざれあナビ」で閲覧で
きます。
あざれあナビ　https://www.azarea-navi.jp/

あざれあナビSNS

募集人数／若干名
仕事内容／�男女共同参画の今を知る情報誌「ねっと

わぁく」（年２回発行）の企画・取材・
原稿案の作成・編集から発行まで

任　　期／2023年 5月〜 2024年 3月
編集会議（会場：あざれあ）を10回程度行います。
会議は平日昼を予定（変更の可能性有）
※�提出書類等詳細は、WEBサイト「あざれあナビ」
をご確認ください。
問合せ先／あざれあ交流会議グループ
TEL：054‐250‐8147（平日9時〜 18時）
Email：info@azarea‐navi.jp

『あんしんの種』
（NPO法人多世代交流館になニ〜ナ　2009年）

中越地震を機に始まった市民団
体のコミュニティ「になニ〜ナ」。
被災体験から見つけた最大の財産
は、“ モノ” ではなく地域や人との
“ つながり” でした。子育て世代が
持ち寄った小さな安心が詰まった
１冊です。

貸出：図書・雑誌10冊、ビデオ・DVD4本（3週間）
※貸出カードが必要です。現住所、生年月日を確認できる本人確認書類
をお持ちのうえ、カウンターにてお申込みください。

開室時間：平日９：００〜１８：００、土日祝�９：００〜１７：００
休室日：第１・３・５日曜日、図書整理日、年末年始
TEL：０５４‐２５５‐８７６３　FAX：０５４‐２５５‐８７５９

利 用 案 内

あざれあ図書室にある
おすすめの本を紹介します！

シングル女性が最後まで安心して老後
を暮らすための活動を行う団体「SSS
ネットワーク」の代表を務める著者。活
動を通じて見聞きしたことや学んだ知恵
と知識など、ひとりの老後を送るうえで
の解決策をまとめました。

『ひとりの老後」はこわくない』
（松原惇子　海竜社　2007年）

編 集 員 募 集 4/10（月）
締切
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