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私たちが見つけた品川区の―ち
ょ
っ
と
い
い
所

　
　
素
敵
な
と
こ
ろ
♪

常設展示では大森貝塚・品川宿を中心に原始・古
代から現代にいたるまでの品川の歴史を学ぶこと
ができます。また雰囲気のある建物の奥には庭園
とお茶室、水琴窟があり、都会の中心と忘れるほ
ど心休まる空間となっています。
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『
品
川
区
史
2
0
1
4
』（
以
下
「
区
史
」

と
表
記
す
る
）
を
編
さ
ん
し
た
品
川
区

役
所
総
務
課
区
史
編
さ
ん
担
当
係
長
の

寺
門
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

区
史
編
さ
ん
担
当
は
、
区
史
を
4
年
と
い
う

期
間
で
編
さ
ん
し
刊
行
す
る
部
署
で
す
。
編
さ

ん
作
業
を
始
め
て
3
年
5
ヶ
月
経
っ
た
昨
年
8

月
に
区
史
を
刊
行
し
、
今
年
の
3
月
で
4
年
が

経
ち
ま
す
。
現
在
、
係
は
正
規
職
員
で
あ
る
私

と
、
非
常
勤
職
員
の
女
性
が
一
名
、
昨
年
は
も

う
一
名
い
ま
し
た
の
で
、
事
実
上
3
名
か
2
名

で
や
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に
仕
事
と
し
て
携

わ
っ
た
人
は
職
員
と
印
刷
会
社
の
社
員
だ
け
で

し
た
。
あ
と
は
区
史
に
協
力
者
の
一
覧
を
掲
載

し
て
い
ま
す
が
、
多
く
の
方
に
ご
協
力
い
た
だ

き
ま
し
た
。

何
故
40
年
ぶ
り
に
『
品
川
区
史
2
0
1
4
』

を
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
か
。

区
の
長
期
基
本
計
画
の
区
史
を
つ
く
る
計
画

プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
編
さ
ん
し
ま
し
た
。
前
回

の
区
史
発
行
か
ら
今
ま
で
何
回
か
改
定
し
資

料
編
も
出
ま
し
た
が
、
昭
和
48
年
の
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
で
そ
の
後
、
発
刊
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
ま
ち
や
色
々

な
も
の
が
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
の
で
、
40
年
ぶ

り
に
改
め
て
記
録
し
作
り
直
す
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

編
さ
ん
す
る
上
で
一
番
配
慮
し
た
こ
と
は

な
ん
で
す
か
。

基
本
中
の
基
本
で
す
が
、
事
実
関
係
を
間

違
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ

れ
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
約
束
通
り
の
時
間
に
刊
行

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
内
容
を

し
っ
か
り
し
た
も
の
に
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
も

で
す
ね
。

区
史
を
手
に
す
る
人
に
一
番
伝
え
た
い

こ
と
は
な
ん
で
す
か
。

区
史
を
読
ん
で
品
川
の
こ
と
や
歴
史
、
地
域

活
動
な
ど
今
の
品
川
の
様
子
を
伝
え
た
か
っ
た

で
す
ね
。
図
書
館
な
ど
に
置
か
れ
て
い
る
と
、

2
、
30
年
経
っ
て
か
ら
読
む
人
も
い
ま
す
。
ま

た
区
内
の
図
書
館
だ
け
で
な
く
、
全
国
に
読
者

が
い
て
、
40
年
前
の
品
川
区
の
こ
と
、
改
め
て

こ
う
い
っ
た
意
味
を
持
つ
の
か
等
と
読
ま
れ
る

と
思
う
ん
で
す
。
本
は
残
る
の
で
将
来
に
わ

た
っ
て
伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
自
治
体

史
と
い
う
の
は
い
つ
も
参
照
さ
れ
ま
す
し
、
私

も
今
回
の
区
史
を
作
る
上
で
、
昭
和
5
年
に
発

行
さ
れ
た
本
を
参
考
に
し
ま
し
た
。
同
じ
よ
う

に
今
回
の
区
史
が
今
後
参
考
に
さ
れ
る
と
き
、

理
解
で
き
る
よ
う
意
識
し
て
書
き
ま
し
た
。

編
さ
ん
作
業
で
、
例
え
ば
資
料
集
め
な
ど

難
し
か
っ
た
点
は
あ
り
ま
し
た
か
。

期
間
も
短
か
っ
た
の
で
、
知
り
合
い
の
研
究

者
に
依
頼
し
ま
し
た
。
印
刷
会
社
の
編
集
者
の

紹
介
で
お
願
い
し
た
先
生
も
い
ま
す
。
品
川
区

に
つ
い
て
は
、
O
B
の
方
に
お
願
い
し
た
部
分

も
あ
り
ま
す
。
残
り
の
部
分
は
私
が
執
筆
し
、

区
史
全
体
の
編
集
を
担
当
し
ま
し
た
が
、
大
体

の
ペ
ー
ジ
が
見
開
き
で
4
0
0
字
詰
め
原
稿
用

紙
5
枚
、
そ
れ
が
2
ペ
ー
ジ
あ
っ
て
10
枚
に
収

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
書
い

品川区の人口
年 世帯数 総　数 男 女

昭和 ５ 年 68,107 311,604 161,848 149,7５6
昭和10年 76,473 366,12５ 188,818 177,307
昭和20年 143,490 7５,9５4 67,５36
昭和30年 96,419 374,184 191,614 182,５70
昭和40年 1５1,3５9 410,637 212,248 198,389
昭和５0年 148,５98 3５9,414 179,421 179,993
昭和60年 1５2,7５7 348,4５0 173,338 17５,112
平成 2 年 1５2,５63 337,784 167,５32 170,2５2
平成10年 1５4,4５3 31５,96５ 1５５,9５6 160,009
平成20年 18５,306 342,472 168,490 173,982
平成27年 20５,290 372,077 182,430 189,647

各年 1 月 1 日現在　品川区の統計より

40年ぶりの
� 区史編さん

未来に引き継ぐ　品川区の歴史

特集

イラスト ･ 『品川区史2014』 より
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た
と
き
、
資
料
が
非
常
に
面
白
く
、
伝
え
た
い

こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
で
、
最
初
は
7
、

80
枚
く
ら
い
書
き
ま
し
た
。
10
回
以
上
削
っ
て
、

や
っ
と
こ
の
分
量
に
な
り
ま
し
た
ね
。
自
分
で

書
く
の
は
楽
で
す
よ
。

編
集
で
は
レ
イ
ア
ウ
ト
が
決
ま
っ
て
い
て
そ

れ
に
沿
っ
て
行
い
ま
し
た
。
レ
イ
ア
ウ
ト
後
、

何
行
削
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
最
後
の
最
後

の
調
整
で
、
あ
と
1
行
削
っ
て
く
だ
さ
い
と
編

集
者
に
言
わ
れ
て
削
っ
た
ら
、
や
は
り
1
行
入

り
ま
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
人
の
原

稿
を
編
集
す
る
立
場
か
ら
見
ま
す
と
、
研
究
者

は
文
章
を
長
め
に
書
き
ま
す
。
5
枚
以
上
を
頂

戴
し
て
、
担
当
職
員
と
印
刷
会
社
の
編
集
者
が

調
整
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
皆
さ
ん
文
体
が
違
う

の
で
、
そ
れ
を
あ
る
程
度
似
た
よ
う
な
表
現
、

文
章
を
ど
う
い
う
風
な
口
調
に
す
る
か
、
そ
の

方
の
雰
囲
気
を
残
し
な
が
ら
読
み
や
す
く
か
つ

統
一
性
が
あ
る
よ
う
に
配
慮
し
ま
し
た
。

編
さ
ん
す
る
中
で
改
め
て
感
じ
た
品
川
の

魅
力
は
あ
り
ま
し
た
か
。

本
音
を
い
う
と
魅
力
を
感
じ
る
余
裕
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
通
常
業
務
が
忙
し
い
こ
と
も

あ
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
編
さ
ん
作
業
が
終
わ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
品
川
区
の
町
会
長
な
ど
に

資
料
が
あ
り
ま
し
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
と
声

を
か
け
た
り
、
取
材
に
出
か
け
、
そ
こ
で
以
前

勤
務
し
た
品
川
歴
史
館
で
は
聞
け
な
か
っ
た
話

や
、
全
然
知
ら
な
か
っ
た
話
、
職
員
と
し
て
ま

た
人
間
と
し
て
大
切
な
話
を
聞
け
ま
し
た
。

編
さ
ん
に
は
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が
掛
か

り
ま
し
た
か
。

期
間
は
4
年
間
で
最
初
の
1
年
間
は
資
料
の

準
備
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
印
刷
会
社
と

契
約
し
た
り
、
編
集
の
あ
る
程
度
の
部
分
や
デ

ジ
タ
ル
の
デ
ー
タ
を
お
願
い
す
る
な
ど
の
仕
事

が
2
年
目
か
ら
始
ま
り
、
結
局
4
年
目
の
半
分

で
区
史
が
完
成
し
ま
し
た
。
編
さ
ん
の
期
間
か

ら
い
う
と
2
年
目
の
秋
、
契
約
が
始
ま
っ
て
半

年
く
ら
い
で
原
稿
を
頂
き
ま
し
た
。
私
は
こ
の

仕
事
だ
け
で
は
な
い
の
で
、
自
分
の
原
稿
も
書

き
つ
つ
、
写
真
も
撮
る
と
い
う
こ
と
で
時
間
的

に
は
非
常
に
タ
イ
ト
で
し
た
ね
。

前
回
と
今
回
の
編
さ
ん
に
よ
っ
て
大
き
な

変
更
点
は
あ
り
ま
し
た
か
。

前
回
の
区
史
は
非
常
に
専
門
的
に
か
つ
し
っ

か
り
品
川
の
基
礎
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ゆ
え
に
一
般
の
方
が
読
ん
で
も
あ
ま
り
わ
か
ら

な
い
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
の
プ

ラ
ン
は
分
か
り
や
す
く
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
重
視
で

簡
潔
に
写
真
を
置
く
と
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

前
の
区
史
の
内
容
が
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
前
、
つ

ま
り
高
度
経
済
成
長
で
終
わ
っ
て
い
る
ん
で
す

ね
。
そ
の
あ
と
か
ら
書
く
と
い
う
方
針
に
な
っ

て
い
ま
し
た
が
品
川
区
の
誕
生
か
ら
書
い
た
ほ

う
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
品
川
区
の
誕
生
か

ら
現
在
、
未
来
展
望
ま
で
書
い
て
い
ま
す
。
地

域
や
歴
史
が
ま
た
が
り
通
史
編
に
は
盛
り
込
め

な
い
大
切
な
こ
と
、
地
域
の
歴
史
の
中
に
新
た

に
分
か
っ
た
こ
と
は
特
論
や
ト
ピ
ッ
ク
ペ
ー
ジ

で
入
れ
ま
し
た
。
プ
ロ
の
編
集
者
の
腕
で
私
が

み
て
も
非
常
に
読
み
や
す
い
も
の
に
仕
上
が
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

区
史
の
中
の
未
来
展
望
と
は
具
体
的
に
は

ど
う
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す

か
。

区
史
の
始
ま
り
は
前
回
の
続
き
か
ら
書
く
こ

と
は
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ど
こ
ま
で
書
く

か
は
こ
ち
ら
で
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
当
初
通
史
で
は
4
年
前
に
ち
ょ
う
ど

3
・
11
が
あ
っ
た
翌
月
か
ら
仕
事
始
ま
っ
た
の

で
、
最
後
は
3
・
11
と
そ
の
対
応
策
で
終
わ
ろ

う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
地
域
の
こ

と
を
書
い
た
時
点
で
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
風
に

進
ん
で
く
の
か
を
書
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
歴
史
的
事
実
も
残
そ
う
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。

こ
の
区
史
の
見
所
は
ど
こ
で
す
か
。

編
集
者
と
し
て
は
、
皆
さ
ん
が
住
む
前
の
品

川
区
は
ど
の
よ
う
な
様
子
だ
っ
た
の
か
、
ど
の

よ
う
に
で
き
て
い
っ
た
の
か
を
ぜ
ひ
見
て
い
た

取材風景

寺門係長と編集委員
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だ
き
た
い
で
す
。
個
人
と
し
て
、
日
に
よ
っ
て

変
わ
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
見
ど
こ
ろ
あ
り
ま
す
が

今
、
特
に
思
い
入
れ
が
深
い
の
は
建
物
疎
開
に

関
係
す
る
日
記
や
配
給
切
符
の
部
分
で
す
。
日

記
は
以
前
品
川
歴
史
館
で
学
童
疎
開
に
つ
い
て

の
展
示
が
あ
っ
た
時
に
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た

史
料
で
、
非
常
に
面
白
く
、
ま
た
、
あ
る
町
会

で
大
切
に
し
て
い
た
配
給
切
符
も
未
使
用
の
も

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
め
っ
た
に
見
か
け
な
い
貴
重

な
も
の
で
す
。
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
し
た
の

で
、
両
方
と
も
喜
ん
で
区
史
に
掲
載
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
こ
う
い
う
も
の
は
研
究
者
冥
利
に

尽
き
ま
す
ね
。

出
来
上
が
っ
た
瞬
間
は
ど
う
で
し
た
か
。

疲
れ
ま
し
た
ね
。
お
そ
ら
く
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ

ン
を
10
回
や
り
ゴ
ー
ル
し
た
時
の
気
分
の
よ
う

だ
と
思
い
ま
す
。
達
成
感
と
い
う
よ
り
は
、「
終

わ
っ
た
」
と
い
う
ほ
う
が
強
か
っ
た
で
す
。
出

来
上
が
っ
て
か
ら
は
少
し
満
腹
状
態
だ
っ
た
の

で
一
か
月
程
経
っ
て
か
ら
読
み
だ
し
ま
し
た
。

反
響
は
あ
り
ま
し
た
か
。

あ
り
ま
し
た
。
自
治
体
史
は
普
段
あ
ま
り
手

に
取
っ
て
頂
け
な
い
も
の
で
す
が
、
書
店
や
区

長
な
ど
が
様
々
な
所
で
P
R
し
て
下
さ
っ
て
い

る
お
か
げ
で
多
く
の
方
々
か
ら
反
響
を
頂
い
て

お
り
ま
す
。
こ
の
区
史
は
D
V
D
2
枚
が
付
き
、

税
込
み
で
4
5
0
0
円
と
い
う
値
段
な
の
で
す

が
、
様
々
な
値
段
へ
の
価
値
観
が
あ
る
中
で
こ

の
区
史
を
選
ん
で
手
に
取
っ
て
頂
い
た
こ
と
に

感
謝
し
て
い
ま
す
。

編
集
後
記

カ
ラ
ー
写
真
が
多
く
、
読
み
手
に
と
っ

て
わ
か
り
や
す
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た

『
品
川
区
史
』
の
編
さ
ん
・
編
集
作
業

の
お
話
は
、
編
集
委
員
と
し
て
も
大
変

勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
文
字
と
し
て
未

来
に
残
る
も
の
を
作
る
活
動
に
携
わ
る

者
と
し
て
、
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む

姿
勢
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 

（
椎
名
悠
）

今
回
の
取
材
で
は
、
品
川
区
の
区
史
編

さ
ん
に
関
す
る
興
味
深
い
お
話
を
沢
山

聞
く
こ
と
が
で
き
、
非
常
に
有
意
義
な

時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
私
た
ち
の
学
校
も
あ
る
品
川
区
に

つ
い
て
、
さ
ら
に
学
ん
で
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

（
石
井
佐
帆
）

区
史
を
編
さ
ん
す
る
期
間
が
思
っ
て
い

た
以
上
に
短
く
、
通
常
業
務
と
同
時
並

行
だ
っ
た
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
今
回

こ
こ
に
載
せ
き
れ
な
か
っ
た
貴
重
な
お

話
を
今
後
マ
イ
セ
ル
フ
で
の
編
集
作

業
、
自
身
の
生
活
面
に
活
か
し
て
い
き

た
い
で
す
。
ぜ
ひ
皆
様
に
も
『
品
川
区

史
』
を
手
に
取
っ
て
ご
覧
頂
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。 

（
尾
島
環
）

『
品
川
区
史
』
に
は
時
代
と
共
に
変
化

し
て
い
く
品
川
の
様
子
が
書
か
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
興
味

深
か
っ
た
の
は
品
川
区
の
未
来
展
望

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
点
で
す
。

「
今
」
読
む
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、「
将
来
」

に
わ
た
っ
て
読
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を

見
据
え
て
編
さ
ん
を
行
な
っ
て
い
る
と

い
う
お
話
が
非
常
に
印
象
的
で
し
た
。

 

（
川
畑
茉
梨
）

取
材
を
通
し
て
、
歴
史
や
編
集
作
業
に

つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
高
校
以
来
あ
ま
り
触
れ
て
い
な

か
っ
た
日
本
史
を
、
ま
た
勉
強
し
直
し

た
い
と
思
う
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
今
回
初
め
て
本
格
的
に
編

集
作
業
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
編
集
の

難
し
さ
が
少
し
分
か
り
ま
し
た
。

 
 （

宮
内
美
紀
）

区の合併の遍歴図
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品川区配偶者暴力対策基本計画改訂版を
策定しました。
　配偶者暴力は、個人の尊厳を著しく傷つけ、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。「配偶者」という親密
な間柄において、家庭という人目に触れにくい場所で起こることから、潜在化しやすく被害が深刻化しやすいといっ
た特徴があり、また、近年では「デートDV」「ストーカー行為」も重大な社会問題になっています。
　配偶者暴力等を未然に防ぐため、暴力防止に向けた意識啓発を行い、早期発見に繋げます。また、被害者の支援
にあたっては、相談から自立まで、被害者一人ひとりの状況に応じた総合的な支援体制づくりの等に取り組みます。

  目的 
　区では、平成21年に策定した「男女共同参画のための品川区行動計画（第 4 次）」の中で、

「配偶者からの暴力の防止と被害者支援をめざす取組み」を重点施策のひとつとし、平成
23年 3 月には「品川区配偶者暴力対策基本計画」を策定し、体系的かつ計画的に推進して
きました。このたび平成26年度で本計画期間が終了し、改訂版を策定しました。

  計画期間 
　平成27年度から30年度までの 4 年間

  施策体系 

暴力の未然防止と
早期発見

人材の育成

被害者の立場に立った
相談の充実と支援体制
の整備

区の体制整備および関
係機関等との連携

さまざまな機会や手段を通じ意識啓発を行い、未然
防止および早期発見に繋げます。

職務関係者に加え、住民票や健康保険、年金を担当
する職員など窓口で対応する職員に対しても研修を
行い、資質の向上および二次被害の防止に努めます。

基本目標
１

基本目標
3

基本目標
2

基本目標
4

施策目標

施策目標

施策目標

施策目標

⑴ 暴力防止に向けた啓発活動の推進
⑵ 若年層に向けた意識啓発の推進
⑶ 早期発見への取り組み

⑴ 人材育成の推進

被害者が一人で悩むことなく安心して相談でき、相
談から自立まで切れ目ない支援体制づくりに取り組
みます。

配偶者暴力防止に関わる関係各課、警察、医療機関、
民間支援団体等との連携強化を図ります。

⑴ 相談機能の充実
⑵ 安全確保に向けた体制の整備
⑶ 情報の適切な管理
⑷ 自立に向けた支援体制の整備
⑸ 子どもへの支援体制の整備

⑴ 区の体制の整備と施策の推進
⑵ 関係機関との連携の推進

品川区配偶者暴力対策基本計画

平成27（2015）年 4月

改 訂 版
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■ライフ&マネープラン講座　（12月4日・11日（全2回）　参加者延べ27名）

講師　飯村　久美氏（ファイナンシャルプランナー）

幸せな人生とはなにかということで、心と、お金と、健康とがオリンピックの輪のように3重に重
なりあった図が示されました。お金がたまるステップとして、まず夢を描いて目標を立て、今の家計
を知り、そして行動します。週に1回は家計簿もしくはレシートを見て使い道を振り返ることで、我
が家の家計を「見える化」します。今の家計を知ることが大切なのです。出て行ったお金を見直して
見ると、「生き金」と「死に金」があります。良い買い物をして満足度が高いことも価値があります。「死
に金」にメスを入れるのです。講座中はグループに分かれて座り、アイデアを出し合ったり話し合い
をしたり、和気あいあいと交流しました。双六を使った消費者教育のゲームも行いました。「参加し
てよかった」と、多くの方々から感想をいただきました。

 講 座 報 告 

今 人生 楽しんでますか？
　～自分らしい 仕事と育児の バランスを見つけよう～
開催日　平成26年11月15日（土）　　場所　品川区立総合区民会館きゅりあん小ホール
参加者　186名

講演講師　　安藤　哲也氏（NPO法人ファザーリング・ジャパン　代表理事）

平成26年4月から「イクメン」をテーマに男女共同参画推進フォーラム2014の企画運営委員会を積み重ね安藤氏を講師にお招きし開催しま
した。 9回の転職を経て、2006年に父親支援事業を展開する「ファザーリング・ジャパン」を設立し、笑っている父親を増やしたいと全国各
地で講演会やセミナー講師をされている安藤氏に仕事と育児の両立の秘訣は？家族の笑顔をもっと見るためには？子どもたちの明るい未来の
ためは？そして自分らしくもっと人生を楽しむために、いろいろなポイントを教えていただきました。
最後は質疑応答が行われるなど、充実した講演会となりました。また、今年度もホールのホワイエでは、委員による「おすすめの読み聞か
せ絵本」やお子様とお出かけしてほしい「おすすめスポット」などの展示もあり入場された方たちに大好評でした。

■  やはり人の気持ち、いや人を変えるのは怒りによるものより優しさによるものの方が大きいのかな⁈と考
えました。（30歳代・男性）

■年齢に関係なく、人は自立しなくてはいけないと感じた。（60歳代・女性）
■ハッピー・ワーク・ライフ・バランスという言葉が面白かった。（70歳代・男性）
■  ワーク・ライフ・バランスをどのように考えるのか、私にとって新しい考え方でした。仕事だからしょう
がないと思っていました。（30歳代・女性）

■  日々仕事しかしていないので反省。凝り固まった頭をもみほぐしていただきました。（40歳代・男性）
■  人生を楽しむには、家庭が大事というのがそうだ！と思いました。（50歳代・女性）
■父親の視点で話していただいて勇気がわきました（30歳代・男性）
■今までの中で、一番素敵なパパにお会いした！と思いました（40歳代・女性）
■地域コミュニティの重要さに気づきました。イクボスの活動も気になります。（40歳代・男性）

参

加

者

の

感

想

 男女共同参画推進フォーラム 2014 報告 

■身近な法律講座
①「相続と遺言の基礎知識～いざという時に家族がもめないために～」（11月20日　参加者19名）

講師　亀井　時子氏（弁護士）

「いざという時に家族がもめないための相続と遺言の基礎知識」を、平成27年1月1日施行の相続税
および贈与税の税制改正の主な内容を交えながらわかりやすく説明し、参加者からは「参考になりま
した」「遺言書の大切さがわかりました」などの感想が寄せられました。

②「離婚～知っておきたい婚姻費用と養育費～」（11月26日　参加者 8名）

講師　寺﨑　　京氏（弁護士）

「婚姻費用」と「養育費」に絞っての講義でした。特に「養育費」については、養育費分担義務や
算定方法、養育費の始期と終期などの基礎知識のほか、よくある事例を交えながらわかりやすく説明
し、参加者からは「養育費の支払いについて、大変参考になりました」「慰謝料と財産分与について
の話も聞いてみたい」などの感想が寄せられました。
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夫など、パートナーからの暴力に悩んでいませんか？

暴力は犯罪です。ひとりで悩まず、ご相談ください。
東京都の配偶者暴力相談支援センターなどもご紹介いたします。詳しいことは品川区男女共同参画センターへ　℡. 5479-4104
★男女共同参画センターDV相談 …………………………………毎月第1・3・4・5金 午後1時～4時（受付時間は午後3時まで）

…………………………………毎月第2金　午後5時30分～8時30分（受付時間は午後7時30分まで）
※面接または電話による相談。予約優先。

★しながわ見守りホットライン（児童虐待・DV） ………………℡. 3772-6622　24時間つながります。
★国（内閣府男女共同参画局）の相談窓口「DV相談ナビ」 ……℡. 0570-0-55210（お近くの相談窓口を自動音声によりご案内）もあります。

緊急のときは （身の危険を感じたら） ………………………  警察　110番（事件発生時）

■ DV理解基礎講座　～DVを知って DVをなくす～　（ 1 月14・21日（全2回）　参加者延べ28名）

講師　松田　知恵氏（心理カウンセラー）

DVとは、相手を押さえ込み、生きる力を奪う暴力、身体的・精神的・性的・経済的暴力であり、
安全と健康を破壊されてしまいます。密室のなかでおこるため、発見されにくいです。そして被害者
でありながら、自分がしっかりしないから、と自分を責めてしまい自信喪失してしまいます。自己決
定する力も奪われてしまいます。しかしここ数年で大きな変化がありました。社会的問題として認知
され、警察も対応しているのです。被害をなくすために、構造的問題として理解することが重要です。
なにを得れば力の落差が減るか、また社会的資源等（警察、法的・福祉的・就労・子育ての支援など）
の利用を検討していくことも大切な支援となります。
相談から支援を受けて生活再建中の事例の紹介が現実的で、よりわかりやすかったと感想をいただ

きました。

開催日 内　容 募集掲載予定
広報しながわ

5月19・26日 火午前10時～12時
6月 2・ 9日 ママのおしゃべりCafé（全 4回） 講師　別府　明子氏 4月 11日号

6月 6日 土（予定）午前10時～12時 おやこ応急手当講座 講師　品川消防署員
（会場：品川第一地域センターを予定）

5月 11日号

 講 座 報 告 

 講座のお知らせ 
■会　　場  品川区立総合区民会館きゅりあん（品川区東大井5－18－1）
■問合せ先  男女共同参画センター　電話 5479－4104　FAX 5479－4111
■定　　員  25名　託児あり（定員に達している場合もありますのでご了承ください。）
※以下の内容は原稿作成時のものです。最新の情報は広報しながわおよび品川区HPでご確認ください。

■デートDV講座『デートDVを知っていますか』　（12月14日　参加者27名）

講師　佐藤　　香氏（NPO法人全国女性シェルターネット）

結婚していない恋たちの間で起こる暴力、特に若い世代で親密な関係にある相手からの暴力を「デ
ートDV」といいます。暴力は、身体的な暴力だけでなく、精神的、経済的、性的暴力等も含まれます。
また、DV被害者は婚姻前から暴力を振るわれている場合が多く、デートDVの延長線上にDVがあると
言われています。自分を大切にする気持ち、それと同じように相手を大切にする気持ちをもち、自分
も相手も大切にする素敵な関係を築くことを学びました。
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●　 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ　 ●

心や、生き方の悩み、
家庭のことで困っていること、

また、法律に関することや離婚、金銭トラブルなど、
お気軽にご相談ください。
 （男性もご利用ください）

カウンセラーによる電話相談
毎月第 1・2・3木曜日　 午前 10時～午後 4時
（ただし、木曜日が祝日の場合はお休みとなります）
正午～午後 1時前後は休憩時間のため、対応できないことがあります。
終了時間が午後 4時ですので、お電話は午後 3時 30分ごろまでにお願いいたします。

専用電話　 5479 -4105

電話相談

相談時間 4月 5月 6月 7月

弁 護 士

午後1時～3時30分 1日
(水)

13日
(水)

3日
（水）

1日
（水）

午後1時～3時30分 7日
(火)

19日
(火)

9日
（火）

7日
(火)

午後5時30分～8時 20日
(月)

25日
(月)

15日
(月)

13日
(月)

カウンセラー 午後1時～4時 23日
(木)

28日
(木)

25日
(木)

23日
(木)

DV相談
午後1時～4時 3･17･24日

（金）
1･15･22･29日
（金）

5･19･26日
（金）

3･17･24･31日
（金）

午後5時30分～8時30分 10日
(金)

8日
(金)

12日
(金)

10日
(金)

※法律に関することは法律相談（弁護士）を、
　こころと生き方の悩みごとはカウンセリング相談（カウンセラー）を、
　DVに関することはDV相談（専門相談員）をご利用ください。

☆ 交流室や会議室を、男女共同参画の推進を目的とする活動や学習のために、ご利用ください。交流室には資料コーナーが併設されています。

◇ 交流室 18席 (最大 ): 個人やグループの活動の場としてご利用ください｡
◇ 会議室 36席 (最大 ): 利用する場合は､ あらかじめ団体登録が必要です｡ 詳しくは男女共同参画センターにお問い合わせください｡

○次号「マイセルフ　自分らしく」49号は平成 27年 8月発行予定です

マイセルフ-自分らしく-VOL.48（しながわの女性から通算すると78号）　2015年 4 月発行（年 3 回発行）品川区総務部人権啓発課男女共同参画担当
〒140-0011　品川区東大井5-18-1　品川区男女共同参画センター　TEL. 5479-4104　FAX. 5479-4111　Eメール：danjo@city.shinagawa.tokyo.jp
●区内の各図書館、地域センター、文化センターなどで配布しています。古紙を配合した紙を使用しています

紹介
コーナー

無料。事前予約が必要です｡ 予約電話　 5479-4104面接
相談

男女共同参画推進登録団体紹介15� 「アドボカシー」代表　堀口　義知

女性
相談員

による相談室

特集記事にご意見・ご感想をお寄せください。お待ちしています。

　名称のアドボカシーとは「権利擁護の代弁者」という意味です。本会は成年後見、福祉・医療制

度の活用の相談や支援を行っています。

　メンバーは、社会福祉士、精神保健福祉士、ケアマネージャーほか、福祉に関心がある人です。

成年後見制度についてご紹介します。高齢になり認知症になられた方、あるいは知的障害や精神障

害等によって、判断能力が十分でない方でもご本人が自分らしく生活することができるように、後

見人等がサポートし、本人の権利を守るための制度です。

　一人暮らしの方、施設入所中の方、入院中の方、また障害のあるなしに関わらず、日常の生活に不安を感じたら、ご相談く

ださい。

たとえば、

1．身寄りがないので、寝たきりになったり、認知症になってしまったあとが心配なとき、今後のことについて相談したい。

2．障害を抱える子どもを持っているが自分たち親が亡くなった後について相談したい。

3．有料老人ホームなど、どの施設を選んでよいのかわからない。

4．振込詐欺にあわないために

などなどです。

　本会はすでに活動し業務を継続中です。その活動の中で、制度上な

どを含みさまざまな問題を感じています。特に利用者と信頼できる関

係をつくり、ただちにサポートできる仕組みづくり必要であると実感

しています。

　そして、このような仕組みが社会に定着し、次の担い手に引き継ぐ

ことができるように整備することを目指しています。


