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三
宅
花
圃

み

や

け

か

ほ 
 

『藪
の
鶯
』一
八
八
八
（明
治
二
一
）年 

明
治
開
化
期
の
若
い
男
女
の
風
俗
を
生
き
生
き
と
描
写 

し
た
こ
の
小
説
で
、
近
代
最
初
の
女
性
作
家
と
し
て
一
躍
有

名
に
な
り
、
女
性
の
間
に
小
説
家
志
望
熱
を
引
き
起
こ
し
ま

し
た
。
そ
の
中
に
は
、
樋
口
一
葉
も
。 

こ
の
と
き
花
圃
は
一
九
歳
で
し
た
。 

 

寮
で
の
女
学
生
の
リ
ア
ル
な
会
話
を
表
現
。 

・
・
・
・
・
・・・・・・・・・・・・・・ 

相
「
あ
の
斎
藤
さ
ん
に
ス
ナ
ッ
チ
さ
れ
よ
う
と
し
た
は
。
あ

の
お
芋
を
ネ
。
西
村
さ
ん
に
も
ら
つ
て
た
べ
て
ゐ
た
ら
。

斎
藤
さ
ん
が
来
て
と
ら
う
と
す
る
の
だ
も
の
。
い
や
な

人
ヨ
。 

斎
「
ダ
カ
ラ
私
し
が
カ
ス
テ
イ
ラ
を
御
馳
走
を
し
て
上
げ

よ
う
か
ら
。
と
つ
か
へ
こ
に
し
よ
う
と
い
つ
た
の
だ
ワ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若
松
賤
子

わ
か
ま
つ
し
づ
こ 

 

『
小
公
子
』の
翻
訳
一
八
九
〇
（明
治
二
三
）年 

 

当
時
英
語
教
育
は
男
性
を
対
象
と
す
る
も
の
で
女
性
は
排
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
賤
子
は
米
国
人
宣
教
師
ら
と
生
活
を
共
に

し
て
き
た
こ
と
で
英
語
を
身
に
つ
け
ま
す
。
こ
う
し
て
女
性
翻

訳
家
が
登
場
す
る
の
で
す
が
、
単
行
本
と
し
て
発
売
さ
れ
た
時

に
賤
子
の
名
は
な
く
「巖
本
善
治
妻
訳
」と
な
っ
て
い
ま
す
。
女

性
翻
訳
家
の
存
在
が
社
会
に
受
け
入
れ
が
た
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

・
・
・
・
・
・・
・
・
・・
・
・
・・
・
・
・・ 

か
あ
さ
ん
、
僕
は
侯
爵
に
な
り
度た
く

な
い
よ
、
ダ
ツ
テ
僕
の

友
だ
ち
に
侯
爵
な
ん
か
に
な
る
も
の
は
一
人
も
な
い
ん
だ
も

の
、
か
あ
さ
ん
、
侯
爵
に
な
ら
な
く
つ
ち
や
ど
う
し
て
も
い
け

な
い
の
？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
水

し

み

ず

紫し

琴き
ん 

 

『こ
わ
れ
指
環
』一
八
九
一
（明
治
二
四
）年 

 

離
婚
と
女
性
の
自
立
を
テ
ー
マ
に
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
小
説
と 

し
て
成
功
し
、
鴎
外
、
露
伴
に
激
賞
さ
れ
ま
す
。
奇
妙
な
こ
わ
れ

た
指
環
を
は
め
て
い
る
理
由
を
「ほ
か
な
ら
ぬ
あ
な
た
」
へ
私
が

語
り
聞
か
せ
る
告
白
形
式
の
小
説
で
す
。 

 

親
に
強
い
ら
れ
て
十
八
歳
で
結
婚
し
た
私
は
、
夫
の
多
妻
に
忍

従
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

あ
な
た
は
私
の
こ
の
指
環
の
玉
が
抜
け
て
お
り
ま
す
の
が
お
気

に
か
か
る
の
、
そ
り
や
ア
あ
な
た
の
お
つ
し
や
る
通
り
、
こ
ん
な

に
こ
わ
れ
た
ま
ん
ま
で
は
め
て
お
り
ま
す
の
は
、
あ
ん
ま
り
見
つ

と
も
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
何
な
り
と
も
は
め
か
へ
れ
ば
、
宜

し
い
の
で
・・・・・で
す
が
私
の
為
に
は
こ
の
指
環
の
こ
わ
れ
た
の

が
記
念
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
こ
れ
を
は
め
か
へ
る
事

が
出
来
な
い
の
で
す
。 

今年の第 167回芥川賞候補 5作品がすべて女性作家であったことが話題になりました。

ところで明治時代の作家といえば文豪と呼ばれる男性を思い浮かべますが、それは男性に

よって書かれてきた文学史が女性を視野に入れてこなかったためともいわれます。当時も

優れた女性作家が大勢いました。今回その中から、3人の女性を紹介したいと思います。 

『［新編］日本女性 

文学全集 第 1巻』 

渡邊澄子∥編集 

星雲社 2007年 



滋賀県立男女共同参画センターの情報はこちらからご覧になれます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書・資料室 ご利用案内    

●開室時間 9：00～17：00 

●１０月の休室日  

3日,11日,17日,24日,25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)      

 

※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。 

ガールズ・デーについての本 

さんかく☆ミニ講座 

国際ガールズ・デー 

2011年、アメリカの国連本部に世界中から女の子たちが招かれまし

た。彼女たちは、それぞれの住む地域で、自分たちが「女の子だか

ら」というそれだけの理由で、機会や権利を奪われている現状を訴え

ました。女の子と男の子が等しい機会を得て、守られるようにおとな

が約束することが、ジェンダー平等への道の一つになるという考えの

もと、10月 11日を世界中の女の子のための日「国際ガールズ・デー」

とすることが決まりました。 

男女共同参画に関する
言葉を紹介します。 

『世界じゅうの女の子のための日  

国際ガールズ・デーの本』 

ジェシカ・ハンフリーズ／ 

ロナ・アンブローズ：文 

シモーネ・シン：絵 

国際ＮＧＯプラン・インターナショナル 

：訳・解説 

大月書店 2021年 

 

 

NWECの本より 

『田辺聖子十八歳の日の記録』 

田辺聖子：著 

『結婚不要社会』

山田昌弘：著 

『だいじょうぶ！依存症』

高部知子：著 

国際ガールズ・デー誕生まで

の道のりを紹介するとともに、

9人の女の子たちの物語を通

して、「男なら・女ならこうある

べき」といった無意識のイメー

ジや先入観で女の子が受けて

いる差別や不平等について考

えます。 

 


