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遊ぶことは 生きること

10～39才の死因の一位は自死
いじめ報告件数のピークは小２

ストレスフルな

生活をしている

子どもたち

◆子どもたちの現状

感情を外に出せないので怒り

が蓄積し、暴力やいじめ、生

きづらさを生み出している

「休息して自分を取り戻すことが必要」

“休む”って大事

学校を休むのは…？

認定NPO法人フリースペースたまりば
理事長　西野博之さんのお話しから
（プレイセンターにじっこ子育て講演会）

▲出典：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
「子どもの貧困と子どもの権利条約に関する
全国市民意識調査」（2019）

必要な時に医者にかかれること

１日１時間以上の、休んだり、
遊んだり、自由に過ごせる時間

１日３回の食事
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子どもの権利が守られていないと思う時

学校などで休み時間があっても
休まる場所がない時（15才）

大人が「勉強しろ」「遊ぶな」
「休むな」と言うことによって、子どもは
「遊んではいけない」と刷り込まれている

▲出典：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
「子どもの貧困と子どもの権利条約に関する
全国市民意識調査」（2019）

（15才）

ありのままを受け止められないと

Vol.12 性について知る権利

シリーズ：子どもの権利条約

子どもの権利条約

「糖」は小腸から吸収されて血管に入り、

血糖値（血液中のブドウ糖濃度）が上がる

血糖値が急激に上がる

血糖値を下げるためにイン
スリンが大量に分泌され、
血糖値が急激に下がる。
また空腹状態になる。

またおやつを食べる

ご飯が食べられな
くなって栄養不足。
偏った食生活になっ
てしまう。

食事前の空腹時に糖質の多い
おやつを食べてしまうと…

子どもが、チョコとかおやつをいっ
ぱい食べたのに「お腹すいた～」と
言うので「えーいっぱい食べたじゃ
ん！」なんてことがあったのですが、
そういうことだったんですね…。

血糖値が急上昇し
やすい食べ物を食
べてたからなんで
すね！

血糖値を上げるために
また糖分が欲しくなる

エネルギー

インスリン

糖

血糖値を下げるホルモン

はインスリンしかない！

ちょっ
とだけ

♪

糖 分

参考：糖尿病ドットネットHP

おやつと食事のメカニズム

　私がこどもスペース四日市と関わるよ

うになって1年が立ちました。

　初めは中で何が行われているのか全く

分かりませんでしたが、勇気を出して参

加したアベックままんがきっかけでした。

それから娘と一緒にプレイセンターに通

い、スペースは私に様々な感情をもたら

せてくれました。

　子育ての悩みに共感してもらい涙を流したり、私では気づかなかっ

た子どもの成長を発見してもらい驚いたり、子どもについて学び「な

るほど！」と感心したり。

　そしてたまに居場所として遊びに行き、ぼーっとしたりもします。

気がついたら「こどもスペース」はこどもだけの居場所だけではな

く、大人の私の居場所にもなっています。

１１月のスペース

＊日本ユニセフ協会抄訳

　土曜日の午後、比較的静かな時間を狙って入力作業をしていました。しばら

く順調に進んでいたのですが。“あそぼーの”を終えた子どもたちが向こう側

で何やら話し合っています。「ね～ あそぼーよ」と、いつもの光景です。

　「まずは朝ご飯をつくりましょう！」家族になってる会話がほほえましく、

とても様子が気になってしまいます。

　次はお勉強！引き算です。

「お墓に…」 えっお墓なの？ ついつい聞き入ってしまいました。

「みかんが４つお供えしてあります。泥棒が

２つとっていきました。いくつあるでしょう？」 

「２つ！」

「いいえ、通りかかった人が２つ置いていっ

たので４つです」

　子どもたちのやりとりが面白く、遊びを作

り出す能力に感心します。またまた入力する

手が止まってしまいました。

「はーい。次は外で遊びましょう」と、元気

に外に飛び出し、夕日で赤く染まったデッキ

で子どもたちの遊びは延々と続いていました。

　私の仕事は次に持ち越しです。（吉田）

自分

　「目の見えない白鳥さんと

　　　　　　　アートを見にいく」

岩波少年文庫(880円)

　白鳥健二さんは、全盲の美術鑑賞家で

あり写真家。その白鳥さんを案内しつつアー

トと向き合うことで見えなかったものが

見えてくるエピソードがつまっています。

いや、見えていると思っていたのに、見

えていなかったことに気が付くといった

ほうがいいかな。

　「白鳥さん」という新しい窓を通して

鮮明に見えてくるのは、目の前のアート

作品だけでなく、世の中のこと、私自身

のこと…。読み終わると、世界がちょっ

と違ってみえます。

　一見分厚いですが、会話文が多くてサラッ

と読めます。忙しいあなたにこそ、おす

すめの１冊です。（上田）

温度だけじゃなく
心のこもったとい
う意味も含まれる

自分の存在が大切
にされていると感
じる

養子縁組

11月に、「はもりあカレッジ2022市民企画講座」で性教育についての講演会を開催しました。

普段子どもと接するなかで「性教育」はハードルが高い、何から始めたらいいのかわからない、そもそも

必要なの？と思うことはないでしょうか。

子どもには「性について知る権利」があり、今月は市民企画講座で学んだことを中心に、性教育の目的や、

高校生の現状を紹介します。そして「自分を大切にする」ことについて改めて考えました。

休息・レクリエーション

表現の自由・知る権利
子どもの「気持ち」・「声」

大人はどう受け止めてる？

相手 自分

受け止める

★気持ちを受け止めるってどういうこと？

相手の声を聴く

子どもの意見表明権の保障

お互いが侵されていない

ではでは、
「意見表明」していくとどうなるの？

気持ちや
意見

これが「意見」
をつくっていく

「気持ち」を
いっぱい出して
受け止めてもら
う体験

気持ち
常に中心 意見表明

自由に自分の
意見を言える

活動 集まったり、グループを
作ったり、活動できる

自己決定 様々なことを自分で
決めることができる

「権利の主体」になる

大人が支える

いやだ

嬉しい

よかった

怖い

第13条

「子どもの意見をきく仕組み」の整備

←国連からの勧告

ごはん何食べたい？明日どこ行く？

あ、私ってこう
思ってるんだ

大人と一緒に、自
分も社会を創ってい
くひとりのひと

　アドボカシーは、子どもの声を大きくする「マイク」

に例えられ、3つのレベルがあるそうです。1つ目は、日

常的な意見表明を保障するアドボカシー。ごはん何食べ

たい？明日どこ行く？など普段のコミュニケーションの

中にあるアドボカシーです。2つ目はいじめ・差別など

子どもの権利が侵害されたとき、それを守るアドボカシー、

3つ目は命が危ないが「家にいたい」子どもの側に立ち、

子どもの最善の利益を考慮した専門家によるアドボカシー

です。

宿題やったの？

宿題やったの？

ちゃんと話を
聞いてよ！

人間関係人間関係

価値観・人権・文化・
セクシャリティ

価値観・人権・文化・
セクシャリティ

ジェンダーの理解ジェンダーの理解

暴力・同意・安全暴力・同意・安全 健康と幸福健康と幸福

人間の身体と発達人間の身体と発達

セクシャリティと
性的な行動
セクシャリティと
性的な行動

生と生殖に
関する健康
生と生殖に
関する健康

いろいろな家族の形があるこ
と、友人・恋人など様々な種
類の愛情とその表現方法があ
ることを学ぶ。

自分の価値観が他者にどんな
影響を与えるか考える。そし
て全ての人に人権があること
を学ぶ。

生物学的な性とジェンダー（
社会的な性）の違いを知り、
固定概念や偏見を知る。

どんな関係でも暴力は間違っ
ている。自分のからだの権利
を知り、性的同意やＳＮＳの
良し悪しも学ぶ。

仲間の影響のなかで、自分で意思
決定する権利とその結果を引き受
けることを学ぶ。メディアリテラ
シー、性に関して困ったとき支援
を受ける権利があることを知る。

一人ひとりが素晴らしいからだを持
っていることを知る。生殖のプロセ
スの他、外見が人間としての価値を
決めるわけではないことも学ぶ。

親密さ・愛情表現としての身体
的接触。性への欲求は自然なこ
とであることを知り、性的接触
のリスクを避ける方法も学ぶ。

妊娠と避妊について学ぶとと
もに、ＨＩＶと共に生きる人
の権利や性感染症のリスクの
理解を深める。

世界のスタンダードへ

包 括 的 性 教 育

　女の子はこの色、こう！と言われて嫌だっ

たりしたのを思い出して、自分の子どもには

しないようにしようと改めて思いました。

どんなふうに伝えていこうと思っていた内容

だったので、貴重な会でした。

　これまで性教育を受けたことがほとんど

なかったが、今回の講座を受けて、子供の

目線で考えること、自分を大切にすること

　相手を尊重することもすべて性教育につ

ながることを学んだ。知らないことがあっ

て当然なので、性教育は子供と一緒に学ん

でいけばよいのだと考えると、気持ちは楽

になった。

第28条 教育を受ける権利

第17条 適切な情報の入手

知る 

性教育後進国の日本は・・・
「寝た子を起こすな」？

幅広いテーマを含む包括的性教育。
ユネスコの「国際セクシュアリティ
教育ガイダンス」は、性教育の国際
的な指針になっています。

大谷麻美さん
藤吉智治さん

倉田実和さん

秋田県では中高生への性教育に力を入れ、その後10代の人工
妊娠中絶率は下がった。

NO   （いや！）
GO   （逃げる）
TELL（話す）

自分のからだは自分のもの
自分は大切な存在

性を知ることは、生を知ること

本当の　　　 って、なんだろう本当の　　　 って、なんだろう性教育性教育

はもりあカレッジ２０２２市民企画講座

講師　中谷奈央子さん
　　　（元養護教諭、思春期保健相談士）

性教育ってなぜ必要
なのか、そして身近
なことからできるヒ
ントがたくさん！

と、子どもたちが思えるために必要。
大人は「教えなきゃ！」と思わずに子
どもと一緒に学んでいけばＯＫ

性教育は、

そして、何かあったときに

と言える子どもになって
ほしいのです。

オムツを変えるときに
声をかけるだけでも、
子どもが「自分のから
だは自分のもの」と意
識付いていくし、大人
の側の意識も変わって
くる。

高校生の性知識 PILCON調査（2016）より抜粋

Q. 排卵はいつも
　月経中に起こる（×）

Q. 精液がたまりすぎると
　体に悪影響がある（×）

Q. 月経中や安全日の
　性交なら妊娠しない（×）

・・・正答率 18％

・・・正答率 24％

・・・正答率 38％

参加者の感想はもりあカレッジ

　日本では「性教育」と

いうと、生理や妊娠など「生

殖」に関することを教え

ると思う方が多いと思い

ます。しかも、子どもた

ちが性について詳しく知

ると性行動が早まるので

はという不安から、学校

では受精や妊娠は教えても、肝心のそこに至る過程＝性

行為は教えないと決められています。子どもにとっては、

肝心の性行為について教えられていないのに、性感染症

や避妊だけ教えられても、自分事として捉えるのは難し

いのではないでしょうか。実際に高校生に性の知識を聞

いた結果を見ると、正答率は高くありません。

　海外でスタンダードになりつつある「包括的性教育」

について調べると、日本の性教育で教えている「生殖」

については、その中のほんの一部でしかないことが分か

りました。「包括的性教育」は、身体について科学的に

知ることで、自分の身体を大切にし、そうすることで自

分も相手も大切にできるようになる。また性は自分のあ

り方や生き方に深く関係しているので、自分が主体的に

どう生きるかという、人生の根幹に関わることだと感じ

ました。（下村）

「人権」をベースに幅広く学ぶ

 スペースの事業「ぼくのからだ　わたしのから

だ」に親子で参加してから、６才の娘が体の機能

について質問することが多くなりました。例えば

「なんでお母さんは血が出るの？お父さんも血が

出るの？」と聞いたことがありました。女性の生

理について興味を持ったようだったので、簡単に

生理の仕組みや女性と男性の体の違いを話したり、

体の絵本の中の子宮の図を見ながら親子で話をす

ることがありました。

　ある時、家族の会話の中で私が生理中であるこ

とがわかり夫が「血が怖い」と言ったところ、そ

れを聞いていた娘は「怖いことじゃないよ。私だっ

ていつかなるんだから。」と言ったのです。

 毎月私の体の中で起こっていることに興味を持

ち親子で体の話をす

るうちに、娘自身が

いつか自分にも起き

ることなんだと体の

変化に見通しがつき、

自分事になっていっ

たようです。（矢田）

権利

　性教育、2歳になったばかりの子にとって

はまだ程遠い話だなと思っていましたが、今

だから伝えてあげられる事、今後の成長過程

で大切にしていかなければならない事が少し

分かった気がします。

　前半の話を聞いて、子どもがHelpを出せた

り相談しやすい環境を作り、さり気なく教え

られるようにしていきたいと思います。

　後半で皆でいろんな深い話ができて良かっ

たです。2歳の子どもであっ

ても分からないと思わず必

要な事はしっかりと伝えて

いきたいと思いました。

　私は子どものころから「自分は大切な存在だ」とは思えずに育っ

てきたので、今思えばとても無防備で危なっかしいことがたくさん

ありました。

　変質者やつきまといによくあい、そのたびに親から「そんな帰りが遅いバイト

してるから」「そんな所で一人暮らしするから」と言われ、「心配なのよ」とい

う言葉を隠れみのに、さんざん「あなたが悪い」というメッセージを受け取って

きました。通りすがりの人に「警察に通報しますか？」と聞かれた時も、なぜか

遠慮して「大丈夫です」と断ったこともありました。

　「自分は大切な存在だ」と思い、嫌な時は「ＮＯ」と言うのは当たり前のこと

のようですが、性教育の知識をたくさん得たとしても、それだけでいざという時

「ＮＯ」と言えるのかと考えると、本当に難しいと思いました。

　自分は大切な存在だとは、思おうとして思えるものでもなく、子どもの頃から

の環境が本当に大切です。包括的性教育は自分を大切に思って生きていけるよう

な「手段」として有効だと思いますが、最終的には自分の主体の確立があってこ

そのものだと感じています。（藤吉）

川内有緒／著　
集英社インターナショナル

（2310円）


