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男女共同参画セミナー実施報告 

第２２回 「女と男の一行詩」入賞作品発表 

推進員だより 

「カスタネット」とは・・・２枚の丸い木が合わさり音が出る楽器から、女性と男性が共に歩むイメージを表現したものです。 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

帯
広
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
に
目
を
向
け
る
き

っ
か
け
づ
く
り
の
一
つ
と
し
て
「
女ひ

と

と
男ひ

と

の
一
行

詩
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

「
女
と
男
の
一
行
詩
」
と
は
、
男
女
間
に
お
け
る

無
意
識
の
思
い
込
み
や
、
社
会
的
・
経
済
的
な
格
差

や
差
別
な
ど
、
身
近
に
感
じ
る
想
い
や
心
の
声
を
自

由
に
表
現
し
た
形
式
の
な
い
川
柳
の
よ
う
な
も
の
で

す
。 

 

今
回
は
、
第
21
回
（
令
和
４
年
度
）
の
応
募
作

品
の
中
か
ら
、
入
賞
さ
れ
た
帯
広
北
高
等
学
校
の
山

崎
か
え
で
さ
ん
、
鷲
見
光
紀
さ
ん
に
一
行
詩
の
制
作

を
通
し
た
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。 

       

〇
「女
と
男
の
一
行
詩
」
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
ど
の

よ
う
な
情
景
を
思
い
浮
か
べ
ま
し
た
か 

山
崎
さ
ん 

私
の
中
で
男
女
の
差
を
感
じ
て
い
る
の

は
給
料
の
こ
と
で
す
。
調
べ
て
い
く
う
ち
に
女
性
は

出
産
や
育
児
に
よ
る
休
職
が
「
勤
続
年
数
」
や
「
管

理
職
登
用
」
な
ど
に
影
響
し
、
男
女
間
の
給
料
に
差

が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
を
題
材
に
し
ま
し
た
。 

鷲
見
さ
ん 

私
は
現
状
と
い
う
よ
り
は
未
来
に
フ
ォ 

ー
カ
ス
し
て
考
え
て
み
ま
し
た
。 

 

役
割
を
決
め
る
の
で
は
な
く
二
人
で
話
し
合
い
を
し

て
家
事
な
ど
の
分
担
を
決
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。 

鷲
見
さ
ん 

あ
ま
り
良
い
考
え
方
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
私
の
父
は
単
身
赴
任
を
し
て
い
た
の
で
、
家

事
を
す
る
姿
を
見
る
機
会
は
少
な
か
っ
た
で
す
が
、

お
互
い
家
事
を
す
る
こ
と
や
、
男
性
が
主
夫
を
す
る

の
も
良
い
と
思
い
ま
す
。 

 

〇
女
性
の
育
児
休
業
取
得
率
と
比
べ
て
、
男
性
の
育

児
休
業
取
得
率
が
な
か
な
か
上
が
ら
な
い
現
状
に
つ

い
て
ど
う
思
い
ま
す
か 

 

   

  

山
崎
さ
ん 

男
性
の
育
児
休
業
取
得
率
が
女
性
に
比

べ
て
低
い
の
は
、
育
児
に
対
し
て
の
知
識
が
不
足
し

て
い
て
、
「
大
変
な
こ
と
」
だ
と
抵
抗
感
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
育
児
の
講
習
な
ど
を
行

う
こ
と
で
、
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
取

得
率
も
上
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

鷲
見
さ
ん 

自
分
が
父
親
に
な
っ
た
ら
育
児
休
業
を

取
得
し
て
育
児
を
し
た
い 

と
考
え
て
い
ま
す
。
小
さ 

い
頃
か
ら
の
考
え
方
や
教 

育
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。 

〇
今
の
日
本
の
社
会
は
男
女
平
等
だ
と
思
い
ま
す
か 

山
崎
さ
ん 

平
等
で
は
な
い
部
分
が
多
い
と
感
じ
て 

い
ま
す
が
、
平
等
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
、
男
性 

と
女
性
で
は
認
識
の
ズ
レ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
平
等
だ
け
で
な
く
公
平
と
い
う
考
え
方
も

大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
学
校
で
も
全
員
に
同
じ

指
導
を
行
う
こ
と
は
平
等
で
す
が
、
生
徒
全
員
に
と

っ
て
そ
れ
が
適
切
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
個
人
の
能
力
に
合
わ
せ
て
適
切
な
サ
ポ
ー
ト
を

行
う
こ
と
も
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

鷲
見
さ
ん 

平
等
で
は
な
い
と
感
じ
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
。
学
校
の
中
で
男
女
に
分
か
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
必
要
な 

い
と
思
う
こ
と
も 

あ
り
ま
す
。
「
男 

女
に
分
か
れ
る
の 

が
普
通
」
と
い
う 

考
え
の
ま
ま
大
人 

に
な
っ
て
し
ま
う 

人
も
い
る
の
で
は 

な
い
か
と
不
安
に 

思
っ
て
い
ま
す
。 

 

〇
「男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」と
い
う
固
定
的
性
別
役

割
分
担
意
識
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か 

山
崎
さ
ん 

私
の
家
で
は
両
親
と
も
に
朝
食
の
準
備 

な
ど
を
し
て
い
る
姿
を
見
て
い
た
の
で
感
じ
た
こ
と 

は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
男
だ
か
ら
」
「
女
だ
か
ら
」
と 

高校生から見た男女共同参画 

山
崎
か
え
で
さ
ん 

（
入
選
） 

「
男
女
で
も 

家
賃
は
同
じ 

給
料
は
？
」 

鷲
見
光
紀
さ
ん 

（
入
選
） 

「
男
女
共
同
参
画
は 

子
ど
も
の
た
め
で
は
な
く 

 

子
ど
も
の
未
来
の
た
め
」 

「
令
和
４
年
度
雇
用
均
等
基
本
調
査
（
厚
生
労
働

省
）
」
に
よ
る
と
、
女
性
の
育
児
休
業
取
得
率
は

％
、
男
性
の
取
得
率
は

％
で
、
前
年

％ 

か
ら
上
昇
し
て
い
ま
す
が
、
女
性
の
取
得
率
と
比 

較
す
る
と
低
い
数
値
に
な
っ
て
い
ま
す
。 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

≪

推
進
員
の
感
想≫

 
 

 

男
女
の
賃
金
格
差
は
、
日
本
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ

ッ
プ
（
男
女
格
差
）
指
数
の
順
位
を
下
げ
て
い
る
原
因

の
一
つ
な
の
で
、
早
急
に
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
で
す
。
分
け
る
必
要
が
な
い
場
面
で
も
男
女
で

分
け
て
し
ま
う
点
は
、
真
剣
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

高
校
生
の
考
え
を
聞
い
て
、
未
来
に
期
待
が
持
て
る

と
心
強
く
思
い
ま
し
た
。
（
遠
藤
推
進
員
） 

  

今
回
の
取
材
に
対
し
て
男
女
格
差
を
あ
ら
た
め
て
深

掘
り
し
て
く
れ
た
と
の
こ
と
。
ま
た
自
分
の
将
来
を
決

め
る
参
考
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
感
じ
た

こ
と
を
自
分
の
生
き
方
に
繋
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

に
感
銘
を
受
け
、
今
回
の
取
材
が
意
義
の
あ
る
も
の
に

な
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。 

 
こ
れ
を
機
に
も
っ
と
若
い
方
の
意
見
を
世
の
中
に
反

映
で
き
た
ら
、
良
い
問
題
提
起
に
な
る
と
思
い
ま
し
た
。

（
新
川
推
進
員
） 

  

自
分
の
考
え
を
持
つ
若
い
人
た
ち
が
こ
れ
か
ら
の
日

本
の
社
会
を
変
え
て
い
く
と
確
信
で
き
た
取
材
と
な
り

ま
し
た
。 

 

小
さ
い
頃
か
ら
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
考
え
方
に

触
れ
て
育
っ
て
き
た
若
者
た
ち
は
、
両
親
の
姿
を
見
て

日
々
成
長
し
、
自
分
た
ち
の
将
来
を 

具
体
的
に
考
え
て
い
ま
す
。
変
わ
る 

べ
き
は
若
者
を
受
け
入
れ
る
こ
れ
か 

ら
の
社
会
で
す
。
（
田
沼
推
進
員
） 

 

≪
取
材
後
の
生
徒
の
感
想≫

 
山
崎
さ
ん 

私
は
「
男
女
共
同
参
画
」
と
い
う
言
葉
に

つ
い
て
詳
し
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
取
材
を
受

け
る
に
あ
た
っ
て
色
々
調
べ
ま
し
た
。 

世
間
で
は
男
女
平
等
が
大
切
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
私
は
男
女
〝
公
平
〟
も
大
切
で
は
な
い
か
と
考
え

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
子
ど
も
を
持
つ
女
性
と
子
ど

も
を
持
た
な
い
女
性
が
同
じ
量
の
仕
事
を
す
る
こ
と
は

難
し
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
を
持
つ
女
性
は
仕
事
を

持
ち
帰
る
こ
と
も
残
業
を
す
る
こ
と
も
難
し
い
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
平
等
で
は
な 

く
公
平
で
あ
る
こ
と
が
大
切 

だ
と
思
い
ま
す
。
今
回
、
取 

材
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て 

こ
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
こ 

と
が
で
き
、
有
意
義
な
時
間 

に
な
り
ま
し
た
。 

 

鷲
見
さ
ん 

自
分
の
作
品
が
入
選
し
、
取
材
を
受
け
る

と
い
う
と
て
も
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
取
材
を
通
じ
、
自
分
の
未
来
や
日
本
の
未

来
、
子
ど
も
た
ち
の
未
来
も
深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
男
女
差
別
と
い
う
点
で
今
ま
で
自
分
が
感
じ

て
い
た
違
和
感
な
ど
に
つ
い
て
、
今
回
、
改
善
に
向
け

た
発
信
の
協
力
が
で
き
た
と
思
う
の
で
、
よ
り
一
層
男

女
の
壁
を
感
じ
さ
せ
な
い
世
の
中
の
実
現
を
願
っ
て
い

ま
す
。
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
自

分
が
で
き
る
こ
と
を
精
一
杯
や
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま

す
。 

     

 
 

      

令
和
５
年
８
月
５
日
（
土
）
、
脚
本
家
の
中
園
ミ
ホ

氏
を
講
師
に
迎
え
、
男
女
共
同
参
画
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
し
た
。
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
は
幅
広
い
世
代
か
ら
188

名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
「
私
は
取
材
が
命
」
と
い

う
中
園
氏
が
、
脚
本
執
筆
の
た
め
に
多
く
の
女
性
へ
取

材
を
し
て
き
た
中
で
得
た
経
験
か
ら
、
「
人
と
の
繋
が

り
は
信
頼
か
ら
生
ま
れ
る
た
め
、
自
分
の
気
持
ち
を
正

直
に
声
に
出
す
こ
と
が
大
切
」
と
お
話
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

 

参
加
者
か
ら
は
「
言
い
た
い
こ
と
が
言
え
る
、
本
当

に
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
」
「
年
齢
が
50 

代
で
、
男
尊
女
卑
の 

社
会
の
中
で
仕
事
を 

し
て
き
た
の
で
、
と 

て
も
共
感
出
来
ま
し 

た
。
」
「
５
年
後
、 

10
年
後
に
な
り
た
い 

自
分
の
姿
を
思
い
浮 

か
べ
て
み
ま
す
」
な 

ど
の
声
が
あ
り
ま
し 

た
。 

（
田
沼
推
進
員
） 

  

男
女
共
同
参
画
セ
ミ
ナ
ー
実
施
報
告 

脚
本
家
の
視
点
か
ら 

～
ド
ラ
マ
の
取
材
を
通
し
て
思
う
こ
と
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師
：中
園 

ミ
ホ 

氏 
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今回は 128 名 257 作品の

応募をいただき、一般投票と選

考委員による審査の結果、入賞

６作品が決定しました。 

 

表彰式に出席した入選の岩田さん（中央） 

（左/阪口選考委員長、右/池原副市長） 

【最優秀賞】  

 人生の 生き方決めるの 自分だよ 
飯田 優里さん（高校生） 

【優秀賞】   

 イクメンと 言われるけれど あたりまえ 
上田 美帆さん（高校生） 

 多様性 互いに認める あたたかさ 
岡本 心那さん（高校生） 

【入選】 

 受付『嬢』 元から俺は 対象外 
岩田 桃佳さん（一般） 

 「母親なのに」 貴方も同じ 「親」ですよ 
大野 莉奈さん（一般） 

 重いもの 二人で持つと 軽くなる 
橋本 怜奈さん（高校生） 

講評 どの作品も男女共同参画への思いが込められた素晴らしいものでした。たくさんの作品を見る中で

感じたことは、特に若い世代を中心に、男女共同参画や多様性を認め合うのは当たり前で、性別で差を設け

るなんてナンセンスだ、といった意識が広がっていることです。その一方で、実際の家庭や職場においては

日々の何気ない言葉や行動の中にも、まだまだ「夫だから・妻だから」「父親だから・母親だから」「男性

だから・女性だから」などといった性別役割分担意識が残っている、そんなことをあらためて気付かせてく

れる作品も多くありました。過去の入選作から読み返してみると、着実に社会の中に共生の意識が広まって

きていることを感じます。今年度の入賞作品はいずれも今の時代に即したもので、多くの市民の皆様の心に

響くものと思います。 

「女と男の一行詩」選考委員長 阪口 剛（阪口法律事務所）      

推
進
員
だ
よ
り 

帯
広
市
男
女
共
同
参
画
推
進
員
は
、
市
民
協

働
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
帯
広
市
と
一
緒
に

男
女
共
同
参
画
を
広
げ
る
た
め
の
活
動
を
し

て
い
ま
す
。 

 

こ
こ
で
は
、
活
動
の
様
子
や
メ
ン
バ
ー
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。 

    

先
日
、
保
育
園
の
子
ど
も
に
先
生
が
付
き
添

っ
て
散
歩
し
て
い
る
の
を
見
か
け
ま
し
た
。 

何
十
年
も
前
の
こ
と
な
の
で
ほ
と
ん
ど
の

こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
私
が
幼
稚

園
に
通
っ
て
い
た
頃
、
幼
稚
園
の
バ
ス
に
乗
っ

て
通
園
し
て
い
た
こ
と
や
、
お
店
の
ま
ね
を
し

て
オ
モ
チ
ャ
の
お
札
を
使
い
、
お
金
の
使
い
方

を
勉
強
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

 

テ
レ
ビ
で
小
さ
な
子
ど
も
の
事
故
や
怪
我

な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
る
度
に
、
活
発
で
目
が

離
せ
な
い
年
齢
の
園
児
を
お
世
話
す
る
保
育

士
や
幼
稚
園
の
先
生
の
仕
事
の
大
変
さ
に
感

心
し
て
い
ま
す
。
普
段
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気

を
つ
け
て
い
る
か
、
一
度
聞
い
て
み
た
い
と
思

い
ま
し
た
。 

第２２回 「女
ひ と

と男
ひ と

の一行詩」 入賞作品発表 
 

今
回
は
武
藤
が 

担
当
で
す
。 


