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学校で
道徳の時間で
いろいろな授業で
休み時間や放課後に

■
文
章
や
資
料
を
読
ん
で
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
た
り
、
書
い
た
り
し
て
み
よ
う
。

■
「
読
み
物
」
を
読
ん
で
、
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
記
録
し
た
り
、
友
達
と
話
し
合
っ
た
り
し
て
み
よ
う
。

■
「
人
物
探
訪
」
「
こ
の
人
の
ひ
と
言
」
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
な
ど
を
読
ん
で
、
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め
た
り
、

　自
分
で
見
付
け
た
言
葉
な
ど
を
書
い
た
り
し
て
み
よ
う
。

好
き
な
ス
ポ
ー
ツ

好
き
な
言
葉

自
分
の
「
い
い
な
」
と
思
っ
て
い
る
所

夢
中
に
な
っ
て
い
る
こ
と

自
分
の
直
し
た
い
所

感
動
し
た
こ
と

一
番
楽
し
い
こ
と

好
き
な
歌

目
標
に
し
た
い
人

心
に
残
っ
た
本

こ
の
本
の
使
い
方

こ
の
本
の
使
い
方

今
の
私

今
の
私
中
一の
自
分

中
一の
自
分

友達と考えを出し合い、話し合ってみよう。

地域で
地域の人たちと交流しながら

家庭で
家の人と話し合いながら

家の人と話し合い、意見を交換してみよう。

地域の人と話し合ったり、意見を聞いたりしてみよう。

年　　　 月　　　 日

将
来
の
夢

た
ん  
ぼ
う

こう かん
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今
の
私

今
の
私
中
三
の
自
分

中
三
の
自
分

今
の
私

今
の
私
中
二
の
自
分

中
二
の
自
分

好
き
な
ス
ポ
ー
ツ

好
き
な
言
葉

自
分
の
「
い
い
な
」
と
思
っ
て
い
る
所

夢
中
に
な
っ
て
い
る
こ
と

自
分
の
直
し
た
い
所

感
動
し
た
こ
と

一
番
楽
し
い
こ
と

好
き
な
歌

目
標
に
し
た
い
人

心
に
残
っ
た
本

年　　　 月　　　 日

将
来
の
夢

好
き
な
ス
ポ
ー
ツ

好
き
な
言
葉

自
分
の
「
い
い
な
」
と
思
っ
て
い
る
所

夢
中
に
な
っ
て
い
る
こ
と

自
分
の
直
し
た
い
所

感
動
し
た
こ
と

一
番
楽
し
い
こ
と

好
き
な
歌

目
標
に
し
た
い
人

心
に
残
っ
た
本

年　　　 月　　　 日

将
来
の
夢
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１  
自
分
を
見
つ
め
伸
ば
し
て

⑴ 

調
和
の
あ
る
生
活
を
送
る

⑵ 

目
標
を
目
指
し
や
り
抜
く
強
い
意
志
を

⑶ 

自
分
で
考
え
実
行
し
責
任
を
も
つ

⑷ 

真
理
・
真
実
・
理
想
を
求
め
人
生
を
切
り
拓
く

⑸ 

自
分
を
見
つ
め
個
性
を
伸
ば
す

ぬ

の

ひ 

ら
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心と体の健康について学んだこと

栄養、食事、睡眠、病気など、「心と体」の健康について、学校で学んだ

ことや周囲の人から得た情報をまとめてみよう。

調
和
の
あ
る
生
活
を
送
る

調和のある生活を送る

生
き
て
い
く
上
で
、

心
身
が
健
康
で
あ
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
。

私
た
ち
は
幼
い
頃
か
ら

食
べ
る
こ
と
、
寝
る
こ
と
、
運
動
す
る
こ
と
な
ど
を
繰
り
返
し
、

成
長
し
て
き
た
。

そ
し
て
、
食
事
や
睡
眠
、
規
則
正
し
い
生
活
の
大
切
さ
も
学
ん
で
き
た
。

だ
け
ど
、
中
学
生
に
な
っ
て

勉
強
や
部
活
動
で
今
ま
で
よ
り
も
忙
し
く
な
り
、

無
意
識
の
う
ち
に
、

生
活
の
リ
ズ
ム
が
乱
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

体
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
も
、

自
分
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
も
、

規
則
正
し
い
生
活
は
必
要
だ
と
思
う
。

節
度
を
守
り
節
制
す
る
こ
と
は
難
し
い
け
れ
ど
、

自
分
の
意
志
で
、
自
分
な
り
の

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
き
た
い
。

理科で

学級活動で

道徳の時間で

で

家庭で

技術・家庭科で

で

⑴

保健体育科で

こ
ろね

く

い
そ
が

す
い
み
ん

11 10
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自分で生活をコントロールする

自分の生活のスローガン

調和のある生活を送る

自分の生活習慣をチェックしてみよう。

チェックリスト 自己チェック

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

コメント

自己チェックは達成度を％で示してみよう

自分の決めた時刻に起床する

朝食をしっかりと食べる

自分の決めた時刻に就寝する

身辺の整理整頓に気を配る

時間を大切にする

金銭の無駄遣いをしない

身辺の安全に気を配る

物を大切にする

大切にしている生活習慣

改善したい生活習慣

これまで、自分の生活習慣は

主に家族や学校、周囲の大人たちに支えられてきた。

中学生になって、部活動や習い事、

勉強の時間も増え、趣味に費やす時間も必要になって

一日の時間が足りないと思うことも多い。

これからの人生、自分で自分の生活をコントロールするためには

どうしていけばよいだろう。

●朝食を
毎日食べて
いますか。

●毎日、同じ
くらいの時刻
に寝ていますか。

●毎日、同じ
くらいの時刻に
起きていますか。

■ 基本的生活習慣

している どちらかといえば、している あまりしていない

0 20 40 60 80 100

小学６年生

中学３年生

小学６年生

中学３年生

小学６年生

中学３年生

全くしていない

88.6 7.6
3.0 0.7

84.3 9.4 4.5
1.7

37.2 41.7 17.3 3.8

29.5 44.9 20.4 5.2

58.5 32.4 7.3
1.7

0.1

0.2
56.6 35.8 6.1

1.4

文部科学省「平成 25 年度全国学力・学習状況調査」

％

その他（無回答を含む）
ふく
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健康な人間をつくるのも
医学の役目ではないだろうか
香川　綾

●和歌山県出身。医学博士、栄養学者。医師を目指し
上京、東京女子医学専門学校に入学。卒業後、東京帝
国大学医学部内科学教室に勤務し食品科学の研究
をする。●昭和８（19３3）年夫と自宅に「家庭食養研
究会」を設立、バランスのとれた食事の摂取を科学的
に研究。昭和２５（１９５０）年、女子栄養短期大学を創
設。日本の栄養学の普及発展に貢献した。

香川　綾（かがわあや） 1899～1997

この人に学ぶ

人物探訪この人のひと言

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

綾さんが毎日つづった「食事日記」

■ホラティウス（前６５～前８）
古代ローマの詩人。『詩について』『諷刺詩』など。

何事にも節度を守れ。
何事にも中央があり、
その線が適切のしるしなのだから。
　　　　　　　　　　　　　ホラティウス

調和のある生活を送る

columnsaying

■アリストテレス（前 384～前 322）
古代ギリシャの哲学者。プラトンの弟子。『形而上
学』『ニコマコス倫理学』など。

人は繰り返し行うことの集大成である。
だから優秀さとは、行為でなく、習慣なのだ。　
　　　　　　　　　　　　　アリストテレス

「
食
は
生
命
な
り
」

 

昭
和
の
は
じ
め
、ビ
タ
ミ
ン
B
を

多
く
含
ん
だ
胚
芽
米
が
脚
気
の

予
防
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
突
き

止
め
た
香
川
綾
さ
ん
の
言
葉
で
す
。

 

綾
さ
ん
は
、ま
だ
女
医
の
ほ
と
ん

ど
い
な
か
っ
た
時
代
に
医
学
を
志

し
ま
し
た
。東
京
女
子
医
学
専

門
学
校
卒
業
後
は
、東
京
帝
国

大
学
の
内
科
学
教
室
に
勤
務
し
、

「
食
品
科
学
」と
い
う
新
た
な
分

野
の
研
究
を
重
ね
ま
す
。

　
こ
の
研
究
を
通
し
て
綾
さ
ん

は
「
医
者
と
い
う
も
の
は
病
に

な
っ
た
も
の
を
治
療
す
る
こ
と

が
仕
事
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
病

気
に
な
ら
な
い
健
康
な
人
間
を

つ
く
る
こ
と
も
医
学
の
役
目
で

は
な
い
か
」
と
気
付
き
、
「
命

の
源
は
栄
養
に
あ
る
。
正
し
い

栄
養
知
識
を
広
め
、
病
気
を
予

防
す
る
こ
と
」
が
自
分
の
使
命

だ
と
強
く
感
じ
た
の
で
し
た
。

　
綾
さ
ん
は
研
究
室
で
様
々
な

料
理
を
再
現
し
、食
材
の
分
量

や
温
度
、調
理
の
時
間
を
数
値
で

記
録
し
料
理
法
の
数
値
化
を
確

立
、や
が
て
そ
れ
は
、今
で
は
家
庭

で
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
計
量

ス
プ
ー
ン
や
計
量
カ
ッ
プ
の
発
案
に

つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

　
後
に
自
宅
に「
家
庭
食
養
研

究
会
」
を
設
立
、さ
ら
に「
女
子

栄
養
学
園
」
と
し
て
規
模
を
広

げ
て
い
き
ま
し
た
。

　
ど
の
よ
う
な
食
品
を
ど
れ
く
ら

い
食
べ
れ
ば
よ
い
の
か
を
、熱
量
を

基
準
と
し
て
考
え
る「
四
群
点
数

法
」
は
綾
さ
ん
が
考
案
し
た
も
の

で
、今
日
で
も
人
々
の
食
品
摂
取
の

目
安
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
病
気
に
な
ら
な
い
健
康
な
人
間

を
つ
く
る
」
こ
と
を
目
指
し
た
綾

さ
ん
は
、自
ら
が
正
し
い
食
生
活
を

実
践
し
ま
し
た
。

　
毎
日
、毎
食
の
食
材
や
分
量
を

細
か
く
記
録
し
た「
食
事
日
記
」

は
、九
十
八
年
の
生
涯
の
幕
を
閉

じ
る
直
前
ま
で
、つ
づ
り
続
け
ら

れ
た
そ
う
で
す
。

1-(1) ／ 201311224＝責了
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じ
っ  

せ
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し
ょ
う
が
い

か  

っ  

け

ふ  きゅう こう  けん

早寝早起きは、人を健康で豊かで賢明にする。　
　　　　　　　　　　　　　フランクリン

■ベンジャミン・フランクリン（1706～1790）
アメリカの政治家、物理学者。『フランクリン自伝』
など。

けん    めいはや　 ね

く

 ゆう  しゅう　　　　　　　　    こう     い
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目
標
を
目
指
し
や
り
抜
く
強
い
意
志
を

目標を目指しやり抜く強い意志を

「
行
く
手
に
大
き
な
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
ら
、

そ
の
向
こ
う
に
帽
子
を
投
げ
ろ
。
」

と
い
う
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
そ
う
だ
。

帽
子
を
取
る
た
め
に
、
そ
の
壁
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

誰
に
も
目
標
や
希
望
が
あ
る
。

も
う
少
し
で
達
成
で
き
そ
う
な
目
標
、

人
生
を

　け
て
挑
戦
す
る
目
標
、

ど
れ
も
生
き
て
い
く
上
で
の
大
き
な
活
力
に
な
る
。

目
標
達
成
の
満
足
感
は
、
自
信
や
更
な
る
勇
気
を
も
た
ら
す
。

だ
が
、
大
抵
の
場
合
、
そ
の
過
程
で
い
ろ
い
ろ
な
壁
に
ぶ
つ
か
る
。

そ
の
と
き
、
壁
の
向
こ
う
に
希
望
を
投
げ
込
み
、

そ
れ
を
越
え
て
い
く
と
い
う
強
い
意
志
が
、

人
生
を
切
り
拓
い
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中学生のうちに達成したい目標を書いてみよう。

将来の目標を書いてみよう。なぜそれを目標にするのかも考えてみよう。

将来に向けて大きな夢をもつことは

あなたの可能性を

大きく引き出してくれるだろう。

そうした大きな夢の実現のために

少し努力すれば手の届きそうな

小さな目標の実現から始めてみよう。

将来に向けて大きな夢をもつことは

あなたの可能性を

大きく引き出してくれるだろう。

そうした大きな夢の実現のために

少し努力すれば手の届きそうな

小さな目標の実現から始めてみよう。

少年よ 大志をいだけ
　　　　　    クラーク
■ウィリアム・スミス・クラーク（1826～1886）
アメリカの教育者。明治の初め札幌農学校（現北海道大学）に招
かれ、後年近代日本の発展に尽力する多くの若者を指導した。

Boys, be ambitious

ぬ

か
べ

こ

ぼ
う

　し

だ
れ

か

ち
ょ
う
せ
ん

た
い 

て
い

こ

さ 

ら

ひ
ら

さっ ぽろ

じんりょく

賭
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僕
は
一
歩
ず
つ
階
段
を
上
が
って

い
く
タ
イ
プ
だ
と
思
い
ま
す
。急
激

に
す
ご
い
数
字
を
残
す
と
か
、す
ご
い

技
術
を
身
に
つ
け
る
と
か
、そ
う
い

う
こ
と
は
恐
ら
く
な
い
で
し
ょ
う
。

一
進
一
退
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、

ち
ょっ
と
ず
つ
進
歩
し
て
い
く
し
か

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、き
っ
ち
り
階
段
を
上
って

い
く
た
め
に
は
、
「
夢
」と
呼
べ
る
よ

う
な
大
き
な
目
標
だ
け
で
は
足
り

ま
せ
ん
。今
年
の
目
標
、今
月
の
目

標
、今
日
の
目
標
と
、ま
ず
は
身
近

な
目
標
を
定
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。目
標
は
数
字
で
は
な
く
、具
体

的
な
行
動
に
し
た
方
が
目
安
に
な

り
ま
す
。

　
大
リ
ー
グ
へ
移
籍
し
た
当
初
、僕

は
大
リ
ー
グ
投
手
が
持
つ
ク
セ
球
に

悩
み
ま
し
た
。外
角
へ
の
ボ
ー
ル
が
、

沈
む
よ
う
に
し
て
、さ
ら
に
外
へ
落
ち

て
い
く
の
で
す
。（
中
略
）何
度
打
ち

取
ら
れ
て
も
、そ
の
ク
セ
球
に
つ
ら
れ

て
バッ
ト
を
出
し
て
し
ま
い
、セ
カ
ン
ド

ゴ
ロ
に
な
って
し
ま
い
ま
し
た
。「
ゴ
ロ

王
」と
呼
ば
れ
た
由
縁
も
こ
こ
に
あ

り
ま
す
。

　
究
極
の
目
標
と
し
て
は
、そ
の
よ

う
な
球
も
ス
タ
ン
ド
ま
で
運
び
た
い
、

ホ
ー
ム
ラ
ン
に
し
た
い
。し
か
し
、急
に

ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
て
る
よ
う
に
な
る

は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
で
は
、何

を
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

　
僕
は
ま
ず
、外
の
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー

ン
を
見
極
め
る
こ
と
を
目
標
と
し
ま

し
た
。（
中
略
）そ
し
て
次
に
、左
方

向
へ
強
い
打
球
を
飛
ば
そ
う
と
考
え

ま
し
た
。こ
う
し
て
外
の
球
を
ヒッ
ト

に
で
き
れ
ば
、相
手
投
手
の
攻
め
方

が
変
わって
き
ま
す
。「
松
井
は
外
角

球
も
ヒッ
ト
に
す
る
」と
思
え
ば
、内

角
を
攻
め
て
く
る
で
し
ょ
う
。そ
う

な
れ
ば
甘
い
球
も
出
て
き
ま
す
。そ

し
て
、そ
の
球
を
逃
さ
ず
捕
ら
え
れ

ば
、ホ
ー
ム
ラ
ン
だって
打
て
る
は
ず
で

す
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、頭
で
考
え
た

理
屈
で
、実
際
に
は
こ
ん
な
に
簡
単

に
は
い
き
ま
せ
ん
。で
も
、こ
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
、日
々
努
力
す
る
具
体

的
な
内
容
が
分
か
り
ま
す
。打
て
ず

と
も
、混
乱
に
陥
る
こ
と
は
少
な
く

な
り
ま
す
。

僕は一歩ずつ
階段を上がっていく
タイプだと思います。
松井秀喜

●石川県出身。元プロ野球選手。高校時代は春夏４回甲子園
に出場する。卒業後、読売ジャイアンツに入団し背番号５５、外
野手４番の強打者として活躍。日本のプロ野球界の中心選手
となった。●平成１５（2003）年に大リーグのニューヨーク・ヤ
ンキースに移籍。２００９年ワールドシリーズでは日本人選手と
して初の最優秀選手に選ばれた。●2012年のシーズンを最
後に引退。平成２5（2013）年国民栄誉賞受賞。

松井秀喜（まついひでき）1974～

この人に学ぶ

この人のひと言

■ろじん（1881～1936）
中国の小説家、思想家。『阿Ｑ正伝』など。

■バールーフ・デ・スピノザ（1632～1677）
オランダの哲学者。『エチカ』など。

目標なくして人は何事もなしえない。
　　　　　　　　　　　　　アウレリウス

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

素振りを繰り返した高校時代の松井さんの手

自分にはできないと思う大抵の出来事は、できないのではなく、
本当はやりたくないだけなのだ。
　　　　　　　　　　　　　スピノザ

■マルクス・アウレリウス・アントニヌス（121～180）
ローマ帝国１６代皇帝。『自省録』。

希望とは、もともとあるものとも言えぬし、ないものとも言えない。
それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。
歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。　　
　　　　　　　　　　　　　魯迅

目標を目指しやり抜く強い意志を

saying
メッセージ

message

20131225＝責了

＊
松
井
秀
喜
著
『
不
動
心
』（
新
潮
新
書
）

　よ
り
抜
粋

 たい   てい

く

　
　

 

ぼ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
そ

し
ず

い    

せ
きゆ   

え
ん

せ

み    

き
わ

の
が

と

り

　く
つ

ば
っ 

す
い

お
ち
い

こう    し    えん

よみ   うり

 　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かつ  やく

 さい  ゆう  しゅう

 えい   よ   しょう

ぼく
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自
分
で
考
え
実
行
し
責
任
を
も
つ

自分で考え実行し責任をもつ

私
た
ち
は
日
々
様
々
な
場
面
で
考
え
、
判
断
し
、
行
動
し
て
い
る
。

中
学
生
に
な
る
と
、

自
分
の
こ
と
は
自
分
で
決
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
強
ま
っ
て
く
る
。

自
分
は
深
く
考
え
て
判
断
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

周
囲
の
思
惑
を
気
に
し
て
他
人
の
言
動
に
左
右
さ
れ
て
い
な
い
か
。

自
分
の
行
動
が

自
分
や
他
人
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ
と
を

き
ち
ん
と
考
え
て
い
る
か
。

ど
の
よ
う
な
小
さ
な
行
為
で
も
、

自
ら
考
え
て
、
自
分
の
意
志
で
決
定
す
れ
ば
、

そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
も
つ
と
い
う
自
覚
が
芽
生
え
る
。

そ
の
自
覚
が
、
誠
実
に
、
人
間
と
し
て
の
誇
り
を
も
っ
て

生
き
る
こ
と
を
支
え
て
く
れ
る
。

毎日毎日、いろいろなことを

自分はどのように判断して実行しているのか？

自分を見つめて考えてみよう。

誰かに任せてしまえばラクチンだ。

逃げることができるし、知らないふりができるから。

　　　でも

そんな自分はかっこいいだろうか？

そんな自分のままでよいだろうか？

こんな自分がいないだろうか？

⑶

こんなことに
なるとは……

でも……

お
も 

わ
く

こ
う  

い

ほ
こ

だれ

に
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考え、判断し、実行し、責任をもつこと

そのことは善悪に照らしてどうか

自己中心的な考えではないか

誰かの言いなりになっていないか

他人のことを考えているか

結果がどうなるか考えているか

結果に責任がもてるか

何かを思い立ち、実行するまでにはどんなことを考え判断する必要があるのだろうか。

自
律
っ
て
何
だ
ろ
う

他
人
を
見
習
う
こ
と
は
大
事
だ
が

な
ぜ
、
ど
こ
を
見
習
う
の
か

自
分
で
考
え
、
判
断
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。

自
己
中
心
的
で
も
い
け
な
い
。

付
和
雷
同
し
て
も
い
け
な
い
。

自
律
的
に
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
自
分
な
り
に
考
え
て
み
よ
う
。

自律的に判断し誠実に実行するために、特に心掛けたいことを考えてみよう。
友達とも話し合ってみよう。

最近自分で考え判断したことにはどんなことがあるか、振り返ってみよう。

自分で考え実行し責任をもつ

結果に結果に

をもつをもつ

ふ    

わ   

ら
い 

ど
う

だれ

めい  わく

ふ

が
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なせば成る
なさねば成らぬ　何事も
成らぬは人の　なさぬなりけり
上杉鷹山

●江戸時代の大名。米沢藩の第９代藩主。第８代
重定の養子となり、１５歳で藩主となった。大倹約
令を発するなどして、藩政改革に当たるとともに、
織物業を振興し、養蚕や絹織物業を発展させた。
●３０代で隠居し、第１０代藩主治広、第１１代藩主
斉定を支える。５０歳を過ぎてから鷹山を名乗る。

上杉鷹山（うえすぎようざん） 1751～1822

人物探訪

column
この人のひと言

saying

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

上杉神社にある上杉鷹山の歌碑

自分で考え実行し責任をもつ

　
上
杉
治
憲（
の
ち
の
鷹
山
）が
十
五
歳
で
藩
主
と
な
っ
た
米
沢
藩
は
、財
政

が
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。治
憲
は
綿
服
の
着
用
、
一
汁
一

菜
の
食
事
な
ど
率
先
し
て
倹
約
に
努
め
ま
し
た
。ま
た
、田
畑
を
増
や
す
た

め
自
ら
く
わ
を
も
って
働
き
、漆
や
桑
な
ど
の
特
産
品
増
産
も
奨
励
し
ま
し
た
。

　
藩
主
と
し
て
、家
法
に
の
っ
と
り
学
問
と
武
術
に
励
む
こ
と
、民
の
父
母
と

な
る
べ
く
努
め
る
こ
と
、質
素
倹
約
を
行
う
こ
と
、言
っ
た
こ
と
は
必
ず
行
い
、

賞
罰
を
正
し
く
行
う
こ
と
な
ど
を
誓
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、儒
学
者
の
細
井

平
洲
を
招
き
、藩
の
学
校
で
人
材
の
育
成
に
も
力
を
入
れ
ま
し
た
。

　
財
政
立
て
直
し
への
道
は
、決
し
て
平
坦
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。天
明

の
飢
饉
が
起
こ
る
な
ど
の
悪
条
件
が
重
な
り
、懸
命
の
努
力
に
も
関
わ
ら
ず
、

藩
の
改
革
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。三
十
代
で
藩
主
の
座
を
退
き
ま

す
が
、新
し
い
藩
主
の
下
で
財
政
は
さ
ら
に
悪
化
し
、治
憲
は
、再
び
藩
の
立

て
直
し
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
も
は
や
失
敗
は
許
さ
れ
な
い
と
の
決
意
で
改
革
に
取
り
組
み
、政
治
へ
の

信
頼
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
治
憲
は
、藩
の
財
政
状
況

を
公
開
し
、広
く
農
民
や
町
人
に
も
改
革
へ
の
意
見
を
求
め
ま
し
た
。治
憲

の
決
意
は
、次
の
言
葉
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。「
な
せ
ば
成
る
　
な
さ
ね
ば
成

ら
ぬ
　
何
事
も
　
成
ら
ぬ
は
人
の
　
な
さ
ぬ
な
り
け
り
」

　
長
年
の
努
力
が
実
り
、治
憲
が
亡
く
な
る
頃
に
は
、藩
の
借
金
の
多
く
を

返
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。若
き
日
の
志
を
忘
れ
ず
、家
臣
領
民
に
愛
情
を

も
っ
て
接
し
、藩
の
財
政
を
立
て
直
し
た
治
憲
は
、江
戸
時
代
屈
指
の
名
君

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
第
三
十
五
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
の
ジ
ョン・F・ケ
ネ
デ
ィ
は
、尊
敬

す
る
日
本
人
政
治
家
を
問
わ
れ
、上
杉
鷹
山
の
名
を
挙
げ
ま
し
た
。

20131220＝8稿

この人に学ぶ

■その あやこ（1931～）
小説家。『太郎物語』など。

人生において何が正しいかなんて誰にもわからないのだから、
自分の思うとおりに進んで、
その結果を他人の責任にしないことが大切ではないかと思う。　
　　　　　　　　　　　　　曽野綾子

だれ

■しらす じろう（1902～1985）
実業家。

プリンシプルを持って生きていれば、
人生に迷うことは無い。
　　　　　　　　　　　　　白洲次郎
  プリンシプル：principle／主義、信条、原則
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自分で考え実行し責任をもつ

ネ
ッ
ト
将
棋

投
了

不
利
な
方
が
負
け
を
認
め
、
そ

れ
以
上
指
さ
ず
に
直
ち
に
勝
負

が
終
わ
る
こ
と
。

対
局
時
計

対
戦
を
行
う
際
に
、
競
技
者
の

持
ち
時
間
や
制
限
時
間
な
ど
を

表
示
し
て
時
間
管
理
を
行
う
た

め
の
時
計
。

定
跡

昔
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
て
最
善

と
さ
れ
る
、
決
ま
っ
た
指
し
方
。

王
将
が
詰
む

将
棋
の
最
後
の
局
面
。
王
手
。

＊
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＊
＊

「
う
む
む
、
こ
れ
は
厳
し
い
な
ぁ
。」

　僕
と
敏
和
と
の
将
棋
を
横
で
見
て
い
る
拓
也
が
つ
ぶ
や
く
。

（
分
か
っ
て
い
る
よ
。
僕
の
負
け
だ
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
。
早
く
投
了
し
ろ
っ
て
こ
と
か
。
そ
ん
な
こ
と
が
簡
単
に
で

　き
る
か
。）

　春
休
み
が
明
け
て
、
久
し
ぶ
り
の
学
校
だ
。
金
曜
日
の
昼
休
み
、
多
目
的
室
で
の
将
棋
タ
イ
ム
は
楽
し
み
の
一
つ
で
、

腕
前
は
僕
よ
り
は
下
だ
と
思
っ
て
い
た
敏
和
と
、一
戦
交
え
て
い
た
。
簡
単
に
勝
て
る
と
思
っ
て
い
た
の
に
、僕
の
知
っ

て
い
る
敏
和
で
は
な
い
。
四
十
手
ほ
ど
の
指
し
手
で
、
圧
倒
的
に
僕
は
不
利
な
状
況
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

（
敏
和
の
や
つ
、
い
つ
の
間
に
強
く
な
っ
た
ん
だ
。
こ
ん
な
恥
ず
か
し
い
負
け
方
が
で
き
る
も
の
か
。
こ
う
な
れ
ば
、

　指
し
手
を
遅
く
し
て
時
間
切
れ
で
逃
げ
よ
う
。）

　対
局
時
計
を
使
っ
て
の
対
戦
で
は
な
い
の
で
、
一
手
一
手
に
考
え
込
ん
で
い
る
振
り
を
し
て
、
徹
底
的
に
時
間
稼
ぎ

を
し
た
。
見
て
い
る
和
夫
た
ち
は
退
屈
し
た
の
か
、
別
の
組
の
観
戦
に
回
っ
た
。

　や
っ
と
昼
休
み
終
了
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
た
。
僕
は
い
か
に
も
残
念
そ
う
に
言
っ
た
。

「
い
い
と
こ
ろ
な
の
に
、
時
間
切
れ
だ
な
。
と
り
あ
え
ず
引
き
分
け
と
い
う
こ
と
に
し
と
く
か
。」

　敏
和
は
嫌
そ
う
な
顔
も
せ
ず
、
手
早
く
駒
を
片
付
け
る
の
が
、
か
え
っ
て
し
ゃ
く
に
さ
わ
る
。

　教
室
へ
の
廊
下
を
歩
き
な
が
ら
、
拓
也
が
敏
和
に
話
し
掛
け
た
。

「
敏
和
、
ど
う
し
た
。
ち
ょ
っ
と
の
間
に
強
く
な
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。」

　す
る
と
、
敏
和
は
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。

「
実
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
将
棋
を
始
め
た
ん
だ
。
そ
こ
で
、
定
跡
の
勉
強
を
し
た
り
、
対
局
を
申
し
込
ん
で
実
戦
し

　た
り
し
て
。
ま
だ
ま
だ
だ
け
ど
、
少
し
は
強
く
な
っ
た
か
も
。
時
間
が
あ
っ
た
ら
、
や
っ
て
み
て
。
い
ろ
ん
な
道
場

　が
あ
る
か
ら
。」

（
敏
和
の
や
つ
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
か
。）

　聞
き
耳
を
立
て
て
い
た
僕
は
、
さ
っ
そ
く
試
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　帰
宅
し
て
、
飛
び
付
く
よ
う
に
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
た
。
幾
つ
か
の
サ
イ
ト
に
当
た
っ
て
み
て
、
こ
れ
な
ら
ま
あ
勝

て
そ
う
だ
と
思
っ
た
中
学
生
に
対
戦
を
申
し
込
ん
だ
。「
持
ち
時
間
二
十
分
、
切
れ
た
ら
一
手
三
十
秒
」
の
条
件
で
応

じ
て
く
れ
た
。

　と
こ
ろ
が
、
勝
て
る
ど
こ
ろ
か
、
あ
っ
と
い
う
間
に
僕
の
陣
形
は
壊
滅
的
な
状
態
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
同
じ
中
学
生

の
実
力
な
の
か
と
、
情
け
な
く
な
っ
て
き
た
。
王
将
が
詰
む
ま
で
に
は
ま
だ
手
数
は
か
か
る
と
思
わ
れ
た
が
、
僕
は
完

全
に
戦
意
を
喪
失
し
て
、
こ
れ
以
上
や
っ
て
も
無
駄
だ
、
と
感
じ
た
。
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
盤
面
を
見
て
い
る
の
も
嫌

に
な
り
、
僕
は
黙
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
画
面
を
閉
じ
た
。

（
ど
う
せ
顔
が
見
え
る
わ
け
で
も
な
し
、
本
名
を
名
乗
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
し
、
相
手
だ
っ
て
本
当
に
中
学
生
か
ど

　う
か
怪
し
い
も
の
だ
。
み
ん
な
こ
ん
な
も
の
だ
ろ
。
真
面
目
に
や
っ
て
い
ら
れ
る
か
。）

　し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
何
と
か
勝
ち
た
く
て
、
土
曜
日
と
日
曜
日
は
ネ
ッ
ト
上
の
対
戦
を
あ
ち
こ
ち
見
物
し
、

弱
そ
う
な
相
手
に
見
当
を
付
け
て
勝
負
を
申
し
込
ん
だ
り
し
た
。
そ
う
い
う
時
は
、
勝
つ
に
は
勝
つ
が
面
白
く
な
い
。

技
量
が
上
の
相
手
に
は
、
や
は
り
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
面
白
く
な
い
。
ど
っ
ち
に
し
て
も
、
い
き
な
り
ロ
グ
ア
ウ
ト

し
て
や
る
。

（
敏
和
は
ネ
ッ
ト
将
棋
で
強
く
な
っ
た
と
言
っ
て
い
た
け
ど
、
本
当
だ
ろ
う
か…

…

。）
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　週
明
け
の
月
曜
日
、
僕
の
隣
の
席
で
、
明
子
の
元
気
が
な
い
。
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
、
と
い
う
沈
ん
だ
空
気
が
体
中

か
ら
出
て
い
る
。
思
わ
ず
声
を
掛
け
た
。

「
明
子
、
ど
う
し
た
。
相
当
へ
こ
ん
で
い
る
な
。」

　す
る
と
、
後
ろ
の
席
か
ら
智
子
が
言
っ
た
。

「
無
理
な
い
よ
、
昨
日
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
の
地
区
大
会
で
ヒ
ロ
イ
ン
に
な
り
損
ね
た
も
の
。
一
点
差
で
負
け
て
い
る
七

　回
裏
、
ツ
ー
ア
ウ
ト
で
ラ
ン
ナ
ー
二
・
三
塁
、
一
打
、
逆
転
サ
ヨ
ナ
ラ
の
大
チ
ャ
ン
ス
。
こ
こ
で
打
た
な
く
て
ど
う

　す
る
。と
こ
ろ
が
、何
と
も
情
け
な
い
見
逃
し
の
三
振
、ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
。こ
れ
で
へ
こ
ま
ず
に
い
ら
れ
ま
す
か
っ
て
。

　ヒ
ロ
イ
ン
じ
ゃ
な
く
て
も
、
せ
め
て
デ
ッ
ド
ボ
ー
ル
で
塁
に
出
た
か
っ
た
よ
。
最
後
の
バ
ッ
タ
ー
に
は
な
り
た
く
な

　い
も
ん
。『
私
の
せ
い
で
負
け
ま
し
た
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。』
な
ん
て
絶
対
に
嫌
だ
か
ら…

…

。」

　僕
は
内
心
、
つ
ぶ
や
い
た
。

（
そ
れ
は
、
そ
う
だ
。
そ
ん
な
気
分
の
悪
い
こ
と
、
言
え
る
か
。）

「
な
の
に
、
監
督
は
終
わ
り
の
挨
拶
で
、『
明
子
は
二
重
に
い
い
体
験
を
し
た
な
。
ラ
ス
ト
バ
ッ
タ
ー
の
経
験
に
加
え
、

　悔
し
さ
紛
れ
に
、
心
を
忘
れ
た
挨
拶
し
か
で
き
な
か
っ
た
自
分
と
い
う
も
の
を
知
っ
た
こ
と
だ
。
目
の
前
の
相
手
に

　お
礼
を
言
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
よ
う
で
は
、
決
し
て
強
く
は
な
れ
な
い
ぞ
。』
だ
っ
て
。
訳
が
分
か
ら
な
い
ね
。」

　間
髪
入
れ
ず
に
、

「
私
、
今
な
ら
分
か
る
気
が
す
る…

…

。」

と
、
明
子
が
言
っ
た
。

　そ
こ
へ
、
敏
和
も
話
に
入
っ
て
き
た
。

「
僕
の
好
き
な
将
棋
で
は
、
誰
も
が
い
つ
も
最
後
の
バ
ッ
タ
ー
だ
よ
。
誰
も
代
わ
っ
て
く
れ
な
い
し
、
そ
れ
に
『
負
け

　ま
し
た
。』
っ
て
、
自
分
で
言
わ
な
い
と
対
局
が
終
わ
ら
な
い
。」

　智
子
が
驚
い
た
よ
う
に
言
う
。

「
そ
れ
っ
て
、
き
つ
い
で
し
ょ
。」

「
き
つ
か
っ
た
よ
。
特
に
ネ
ッ
ト
将
棋
な
ん
か
、
見
え
な
い
相
手
に
『
お
願
い
し
ま
す
。』
で
始
ま
っ
て
、
勝
負
が
つ
い

　た
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、自
ら『
負
け
ま
し
た
。』っ
て
言
う
。
そ
し
て
、終
わ
り
に
は『
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。』

　と
挨
拶
す
る
ん
だ
け
ど
、
こ
う
い
う
の
は
、
最
初
、
実
感
が
な
か
っ
た
な
あ
。
で
も
、
目
に
は
見
え
な
い
相
手
と
ど

　う
向
き
合
う
か
で
、
自
分
が
試
さ
れ
て
る
気
が
し
て
き
て
、
き
ち
ん
と
挨
拶
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
。」

　静
か
に
聞
き
入
っ
て
い
る
明
子
を
よ
そ
に
、
智
子
は
更
に
尋
ね
た
。

「
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
強
く
な
る
わ
け
じ
ゃ
あ
な
い
で
し
ょ
。」

「
強
く
な
る
た
め
に
、『
負
け
ま
し
た
。』っ
て
言
う
の
じ
ゃ
な
い
と
思
う
。
心
か
ら『
負
け
ま
し
た
。』っ
て
言
う
こ
と
で
、

　対
局
後
の
感
想
戦
で
検
討
さ
れ
る
好
手
や
悪
手
が
ス
ー
ッ
と
頭
に
入
っ
て
き
て
、
心
に
住
み
つ
く
。
そ
れ
で
、
力
が

　伸
び
て
い
く
の
だ
と
思
う
。
初
め
て
の
人
と
も
仲
良
く
な
れ
る

　し
ね
。
だ
か
ら
、最
後
は『
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。』っ
て
、

　本
気
で
言
え
る
ん
だ
。」

　智
子
は
、
敏
和
と
明
子
を
交
互
に
見
て
い
る
。
自
分
に
言
い
聞

か
せ
る
よ
う
に
、
明
子
が
言
っ
た
。

「
ま
あ
私
も
、
試
合
の
前
と
後
で
、『
お
願
い
し
ま
す
。』『
あ
り
が

　と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。』
は
言
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
こ
ま
で
考
え

　た
こ
と
は
な
か
っ
た
な
あ
。
敏
和
く
ん
っ
て
大
人
な
ん
だ…

…

。

　そ
う
か
、『
負
け
ま
し
た
。』と
言
え
る
試
合
を
す
れ
ば
い
い
ん
だ
。」

「
ほ
ぉ
ー
。
明
子
、
深
い
こ
と
言
う
な
あ
。
そ
れ
と
も
、
負
け
た

　言
い
訳
か
い
。」

　敏
和
の
ツ
ッ
コ
ミ
に
明
子
と
智
子
は
笑
っ
た
が
、
僕
は
笑
え
な

か
っ
た
。
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感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

自分で考え実行し責任をもつ

＊

感
想
戦

対
局
後
に
、
対
局
を
再
現
し
、

指
し
手
の
良
し
悪
し
や
最
善

手
を
検
討
す
る
こ
と
。
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「夢をもちたい」という願い

真
理・真
実・理
想
を
求
め
人
生
を
切
り
拓
く

真理・真実・理想を求め人生を切り拓く

真
理
と
は
、

誰
も
否
定
で
き
ず
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
道
理
で
あ
り
、

真
実
と
は
、

う
そ
や
偽
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

人
は
古
来
か
ら
真
理
に
憧
れ
、
真
実
を
求
め
、

そ
の
こ
と
に

生
き
る
こ
と
の
意
味
や
価
値
を
も
見
い
だ
し
て
き
た
。

こ
れ
か
ら
の
長
い
人
生
で
、

私
た
ち
は
様
々
な
事
柄
に
直
面
す
る
だ
ろ
う
。

と
き
に
は
喜
び
、
と
き
に
は
悩
み
、
つ
ま
ず
き
も
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

た
と
え
ど
ん
な
境
遇
に
あ
っ
て
も

真
理
を
愛
し
、
真
実
を
求
め
続
け
る
こ
と
。

そ
の
こ
と
が
、
理
想
を
も
っ
て

自
分
の
人
生
を
切
り
拓
く
原
動
力
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

この投書を読んで感じたことや、投書の高校生に向けたメッセージを書いてみよう。

真
理・真
実・理
想
を
求
め
人
生
を
切
り
拓
く

⑷
　中
学
生
の
こ
ろ
は
、
あ
れ
も
や
り
た
い
、
こ
れ
も

し
て
み
た
い
と
、
自
分
自
身
の
た
く
さ
ん
の
未
来
像

が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
高
校
生
に
な
っ
て
み
る

と
、
ど
れ
も
実
現
が
難
し
い
も
の
だ
と
い
う
気
持
ち

が
し
だ
い
に
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
い
ま
、
私
に

は
夢
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
先
ど
の
よ
う
な
目
標
を

立
て
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の
か…

。

進
路
の
問
題
も
、
は
っ
き
り
し
た
夢
や
目
標
が
な
い

状
態
で
は
、
な
か
な
か
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、

自
分
の
将
来
に
、
あ
せ
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
す
。

　夢
は
心
の
酸
素
だ
と
思
い
ま
す
。
夢
の
な
い
毎
日

は
つ
ま
ら
な
く
て
、
と
て
も
長
く
、
そ
し
て
息
苦
し

い
。
酸
素
な
し
で
生
き
て
い
け
な
い
の
と
同
様
に
、

人
間
は
夢
な
し
で
は
き
っ
と
生
き
て
い
け
な
い
の
で

し
ょ
う
。
夢
を
も
っ
て
が
ん
ば
る
友
達
の
目
が
輝
い

て
い
る
よ
う
で
、
と
て
も
ま
ぶ
し
く
感
じ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
校
生
の
投
書
よ
り
）

ひ
ら

だ
れ

い
つ
わ

あ
こ
が

こ
と 

が
ら

な
や

き
ょ
う
ぐ
う

か
が
や
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志志

１年

２年

３年

「志を立てるのに
　　　　遅すぎるということは決してない」

あなたの夢や理想を実現するために
今、どうすることが大切なんだろう

理想をもって生きることについて学んだこと、考えたことを書いてみよう。

真理・真実・理想を求め人生を切り拓く

こ
う
言
っ
た
の
は

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
。

確
か
に
、

伊
能
忠
敬
が
志
を
立
て
、

測
量
を
始
め
た
の
は
五
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
。

当
時
な
ら
隠
居
し
て
し
ま
う
年
齢
で
し
た
。

さ
あ
、
私
た
ち
も

自
分
の
夢
や
理
想
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

私
た
ち
は
、
ま
だ
中
学
生
、

も
し
、
理
想
と
現
実
に
隔
た
り
を
感
じ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
無
理
だ
と
、

最
初
か
ら
諦
め
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。

夢や理想の実現のためには、どうしたらよいか、友達や人生の先輩に取材しよう。

さんの考え

さんの考え

■伊能忠敬（1745～1818）
江戸時代の測量家。５５歳のときに全国測量を始め、
我が国で初めて実測による日本地図を作成した。

■スタンリー・ボールドウィン（1867～1947）
イギリスの政治家。１９28年、男女平等の選挙
権を認めた内閣の首相。

秘
　密

私
ね
　死
に
た
い
っ
て

思
っ
た
こ
と
が

何
度
も
あ
っ
た
の

で
も
　詩
を
作
り
始
め
て

多
く
の
人
に
励
ま
さ
れ

今
は
も
う

泣
き
ご
と
は
言
わ
な
い

九
十
八
歳
で
も

恋
は
す
る
の
よ

夢
だ
っ
て
み
る
の

雲
に
だ
っ
て
乗
り
た
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　

■柴田トヨ（1911～2013）
詩人。90歳を過ぎてから詩作を始める。

『くじけないで』など。

柴
田
ト
ヨ

い  
の
う 
た
だ 

た
か

さ
い

い
ん
き
ょ

ね
ん  

れ
い

へ
だ

あ
き
ら

せん ぱい

は
げ

し
ば
　た

こ
い

わ しゅ しょう
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未知の世界を探究する人々は
地図を持たない旅人である。
湯川秀樹

●東京都出身。物理学者。昭和１０（1935）年に発
表した「素粒子の相互作用について」と題する論文
は、後に世界でも注目されるが、第二次世界大戦で
検証が先延ばしになった。●戦後、宇宙線の中に湯
川博士の予言していた中間子が発見され、昭和２４

（1949）年に日本人として初めてのノーベル賞
（物理学賞）を受賞した。京都大学名誉教授。大阪
大学名誉教授。

湯川秀樹（ゆかわひでき） 1907～1981

この人に学ぶ

人物探訪この人のひと言

真理・真実・理想を求め人生を切り拓く

心で見なければ
本当のことは見えない。
　　　　　　　　　　　　   サン＝テグジュペリ

■アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ
　　　　　　　　　　　　　（1900～1944）
フランスの作家、パイロット。『星の王子さま』『夜間
飛行』など。

大切なのは
疑問を持ち続けること。
　　　　　　　　　　　　   アインシュタイン

■アルベルト・アインシュタイン（1879～1955）
ドイツの物理学者。相対性理論を発表。

未来はいくつか名前を持っている。
弱者にとっては「不可能」。
臆病者にとっては「不可知」。
考え深く勇気のある者にとっては「理想」。
　　　　　　　　　　　　　ユーゴー

■ヴィクトル・ユーゴー（1802～1885）

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

ノーベル賞を授与される湯川秀樹

「
そ
う
か
も
し
れ
ん
、
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
ん
、
よ
う
わ
か
ら
ん
。」

　大
学
の
講
義
で
の
湯
川
博
士
の
口
ぐ
せ
で
あ
る
。そ
し
て「
近
頃
の
学

生
は『
は
っ
き
り
し
て
へ
ん
こ
と
は
聞
か
ん
で
も
え
え
』と
言
う
ん
や
。」と

ぼ
や
い
た
と
い
う
。

　た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、湯
川
博
士
の
真
理
を
愛
す
る
姿

勢
が
見
て
取
れ
る
。学
問
と
い
う
の
は
常
に
そ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
ひ
ろ

げ
て
い
っ
て
い
る
も
の
で
、そ
の
先
端
で
は
ま
だ
ま
だ
解
明
で
き
な
い
こ

と
が
い
く
ら
で
も
あ
り
、あ
あ
で
も
な
い
、こ
う
で
も
な
い
、と
思
い
巡
ら

す
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
湯
川
博
士
は
学
生
に
伝
え
た

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　世
界
的
な
科
学
者
が
飄
々
と
し
な
が
ら
分
か
ら
な
い
こ
と
を
謙
虚
に

受
け
止
め
て
い
る
姿
は
、「
人
間
湯
川
」の
大
き
さ
を
感
じ
さ
せ
る
と
と

も
に
、真
理
や
真
実
を
探
求
す
る
者
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
こ
と
を
教

え
て
い
る
。

　ま
た
湯
川
博
士
は
著
書
の
中
で「
現
実
は
決
し
て
真
実
の
全
部
で
は

な
い
。」と
も
記
し
て
い
る
。現
実
の
背
後
に
あ
る
広
大
な
真
実
の
世
界

を
探
し
続
け
た
、
湯
川
博
士
の
強
い
思
い
が
伝
わ
って
く
る
。

　後
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
に
つ
な
が
る「
中
間
子
論
」を
発
見
し
た
当
時

に
住
ん
で
い
た
、苦
楽
園（
兵
庫
県
西
宮
市
）の
小
学
校
の
校
庭
に
建
つ

記
念
碑
に
は
、湯
川
博
士
の「
未
知
の
世
界
を
探
究
す
る
人
々
は
地
図

を
持
た
な
い
旅
人
で
あ
る
。」と
い
う
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

人物探訪

column
この人のひと言

saying

フランスの作家。『レ・ミゼラブル（ああ、無情）』『ノ
ートルダム』など。

20131223＝責了
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丸ごと自分を好きになる

色や色彩を表すカラー（color）という語には
固有の持ち味、という意味もあり、
個性を「その人のカラー」などという場合もある。
よく、「個性を伸ばす」というが、それは
固有の持ち味をより良い方向へ伸ばすこと、
自分のカラーをより輝かせることである。

私のカラー

自
分
を
見
つ
め
個
性
を
伸
ば
す

自分を見つめ個性を伸ばす

自
分
の
良
い
所
を

発
見
し
ろ
と
言
わ
れ
て
も

短
所
や
欠
点
ば
か
り
が

気
に
な
っ
て
し
ま
う
。

自
分
の
良
い
所
も
、

変
え
た
い
所
も
、

丸
ご
と
ひ
っ
く
る
め
て

好
き
に
な
れ
た
ら

自
分
を
も
っ
と
輝
か
せ
る
こ
と
が

で
き
る
は
ず
。

人
間
は
成
長
し
、

変
わ
っ
て
い
く
も
の
。

こ
う
あ
り
た
い
と
思
う
自
分
を
見
つ
め
、

昨
日
よ
り
も
成
長
し
た

自
分
に
な
り
た
い
。

誰
に
で
も
、
自
分
は
こ
う
あ
り
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
。

そ
の
思
い
を
糧
に
、

日
々
、
自
己
の
向
上
や
改
善
の
た
め
に
努
力
し
て
い
く
。

だ
が
、
一
方
で
私
た
ち
は
、

自
己
本
位
な
考
え
方
に
こ
だ
わ
っ
て
空
回
り
し
た
り
、

他
人
と
比
較
し
て
、

一
人
思
い
悩
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

自
分
自
身
の
良
さ
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

そ
し
て
、
そ
れ
を

ど
う
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

色や色彩を表すカラー（color）という語には
固有の持ち味、という意味もあり、
個性を「その人のカラー」などという場合もある。
よく、「個性を伸ばす」というが、それは
固有の持ち味をより良い方向へ伸ばすこと、
自分のカラーをより輝かせることである。

自
分
を
見
つ
め
個
性
を
伸
ば
す

⑸
か
て

だ
れ

ひ   

か
く

な
や

か
が
や

　　　　　しき さい

の
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あ
な
た
ら
し
さ
が
あ
な
た
の
良
さ
に
な
る

自分の中にある「良い所」「改めたい所」 自
分
自
身
で
嫌
だ
と
思
っ
て
い
る
所
も
、

見
方
を
変
え
て
磨
き
を
か
け
る
こ
と
で
、

輝
く
個
性
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

自
分
の
良
さ
は
、

ど
こ
か
別
の
場
所
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

今
も
っ
て
い
る

あ
な
た
の
特
徴
を
磨
く
こ
と
で
、

輝
き
出
す
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

自分の中にある「良い所」「改めたい所」。

自分の良い所には更に磨きをかけ、

十分ではない所は改善していきたい。

そういう心掛けが、あなたの個性を伸ばしていく。

自分を見つめ個性を伸ばす

自分のこんな所を…

こうしたい

自分のこんな所を…

自分のこんな所を…

自分のこんな所を…
私
の「
頑
固
さ
」は
、

さら

が の

こうしたい

こうしたい

こうしたい

い
や

み
が

か
が
や

と
く
ち
ょ
う

が
ん   

こ
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ぼ
く
の
「
お
し
ゃ
べ
り
」
は
、

人
を
引
き
付
け
る
「
話
し
上
手
」
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
ん  

ら
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

し
ん

信
頼
さ
れ
る
「
芯
の
強
さ
」
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。



この人に学ぶ

この人のひと言この人のひと言

saying

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

自分を見つめ個性を伸ばす

　平
成
二
十
四（
二
〇
一
二
）年
、

i
P
S
細
胞（
人
工
多
能
性
幹
細

胞
）の
研
究
で
ノ
ー
ベル
生
理
学・医

学
賞
を
受
賞
し
た
山
中
伸
弥
さ
ん
。

　高
校
時
代
に
柔
道
を
し
て
い
た
山

中
さ
ん
は
、自
身
の
体
験
か
ら
整
形

外
科
医
を
目
指
し
ま
し
た
。し
か
し
、

研
修
医
と
し
て
初
め
て
勤
務
し
た

病
院
で
、上
手
な
人
な
ら
二
〇
分
で

終
わ
る
手
術
に
二
時
間
も
か
け
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。「
お
前

は
ほ
ん
ま
に
邪
魔
や
。」と
山
中
さ
ん

は
指
導
医
に
怒
ら
れ
、つい
た
あ
だ
名

は
「
ジ
ャ
マ
ナ
カ
」。

　実
験
程
度
な
ら
う
ま
く
い
く
の
で

す
が
、人
間
が
相
手
だ
と
緊
張
し
て

思
い
通
り
に
で
き
な
い
の
で
す
。手
術

を
満
足
に
こ
な
せ
な
い
と
い
う
こ
と

は
、整
形
外
科
医
と
し
て
致
命
的
な

弱
点
で
す
。山
中
さ
ん
は
最
初
か
ら

大
き
な
壁
に
ぶ
つ
かって
い
ま
し
た
。

　そ
し
て
、あ
る
と
き
リ
ウ
マ
チ
患

者
を
担
当
し
ま
す
。全
身
の
関
節
が

み
る
み
る
う
ち
に
変
形
す
る
重
症
で

し
た
。「
い
く
ら
神
業
の
よ
う
な
手
術

テ
ク
ニッ
ク
を
持
って
い
る
医
師
に
も

治
せ
な
い
病
気
や
怪
我
が
あ
る
」
　

　こ
の
こ
と
を
悟
っ
た
山
中
さ
ん
は
、

難
病
で
苦
し
む
患
者
を
救
う
た
め

研
究
者
と
し
て
の
道
を
歩
む
こ
と

を
決
意
し
た
の
で
し
た
。

「
一
番
つ
ら
か
っ
た
の
は
、基
礎
研

究
の
世
界
に
身
を
投
じ
た
後
、自
分

の
研
究
が
本
当
に
人
の
役
に
立
つ
の

か
、何
の
意
味
が
あ
る
の
か
わ
か
ら

な
く
な
っ
た
時
期
で
す
。そ
の
こ
ろ

は
臨
床
医
に
戻
り
た
い
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
。で
も
い
ま
は
戻
り
た
い

と
思
い
ま
せ
ん
。臨
床
医
に
戻
っ
て

も
、ぼ
く
が
こ
れ
ま
で
出
会
っ
た
難

病
の
方
た
ち
は
治
せ
ま
せ
ん
か
ら
。

　ぼ
く
の
父
は
、息
子
が
臨
床
医
に

な
っ
た
こ
と
を
と
て
も
喜
ん
で
死
ん

で
い
き
ま
し
た
。ぼ
く
は
医
師
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
い
ま
で
も
強
い
誇

り
を
持
っ
て
い
ま
す
。臨
床
医
と
し

て
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
か
っ
た

け
れ
ど
、医
師
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、

最
期
は
人
の
役
に
立
っ
て
死
に
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。父
に
も
う
一
度

会
う
前
に
、是
非
、
i
P
S
細
胞

の
医
学
応
用
を
実
現
さ
せ
た
い
の
で

す
。」ノ
ー
ベル
賞
受
賞
後
、山
中
さ

ん
が
語
っ
た
言
葉
で
す
。
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　こ
の
こ
と
を
悟
っ
た
山
中
さ
ん
は
、

難
病
で
苦
し
む
患
者
を
救
う
た
め

研
究
者
と
し
て
の
道
を
歩
む
こ
と

番
つ
ら
か
っ
た
の
は
、基
礎
研

究
の
世
界
に
身
を
投
じ
た
後
、自
分

の
研
究
が
本
当
に
人
の
役
に
立
つ
の

か
、何
の
意
味
が
あ
る
の
か
わ
か
ら

な
く
な
っ
た
時
期
で
す
。そ
の
こ
ろ

は
臨
床
医
に
戻
り
た
い
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
。で
も
い
ま
は
戻
り
た
い

と
思
い
ま
せ
ん
。臨
床
医
に
戻
っ
て

も
、ぼ
く
が
こ
れ
ま
で
出
会
っ
た
難

　ぼ
く
の
父
は
、息
子
が
臨
床
医
に

な
っ
た
こ
と
を
と
て
も
喜
ん
で
死
ん

で
い
き
ま
し
た
。ぼ
く
は
医
師
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
い
ま
で
も
強
い
誇

医師になったからには
最期は人の役に立って
死にたいと思っています。
山中伸弥

●大阪府出身。医学者。神戸大学医学部卒。大阪
市立大学大学院医学研究科、米国グラッドストーン
研究所、奈良先端科学技術大学院大学などを経て
京都大学iPS細胞研究所所長。●人間の体細胞に、
ごく少数の遺伝子を導入し、培養することで、様々
な組織や臓器の細胞に分化する能力をもつ人工
多能性幹細胞（iPS細胞）に変化することを発見。
ノーベル賞（生理学・医学）を受賞した。

山中伸弥（やまなかしんや） 1962～ 記者会見する山中さん

「自分はだめじゃないか」
という気持ちをもっていないと、
進歩がありません。
　　　　　　　　　　　　   河合隼雄

初心忘るべからず
　　　　　　　　　　　　   世阿弥

■ぜあみ（1363～1443）
猿楽師。父、観阿弥と共に能楽を大成。『風姿花伝』

『花鏡』など。

■かわい はやお（1928～2007）
臨床心理学者。元文化庁長官。『昔話と日本人の
心』『明恵　夢を生きる』など。

人は人　吾は吾なり　とにかくに
吾が行く道を　吾は行くなり
　　　　　　　　　　　　　西田幾多郎

■にしだ きたろう（1870～1945）
哲学者。『善の研究』など。

メッセージメッセージ

message

さ
い  

ぼ
う

ぼ
う　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　や
ま  

な
か  

し
ん   

や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

じ
ゅ
う
ど
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
こ

　
　
　
　
　
　
　

 

か
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
み  

わ
ざ

か
ん  

さ
い

じ
ゃ   

ま

き
ん
ち
ょ
う

ち   

め
い  

て
き

か
ん

じ
ゃ

じ
ゅ
う
し
ょ
う

け

　が

さ
と

　
　

 

り
ん 

し
ょ
う  

い

　
　
　

  

も
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

む 

す 

こ

さ
い   

ご

き

　

 

そ

ほ
こ

ぜ     

ひ

さい　　ご

せん  たん

こう    べ

たい  さい  ぼう

ばい  よう

われ

わ
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私
の
人
生
は
、
誰
の
も
の
で
も
な
く
私
自
身
の
も
の
。

周
り
に
流
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
、

投
げ
や
り
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
、

自
分
を
見
つ
め
、
在
る
べ
き
自
分
の
姿
を
描
き
な
が
ら
生
き
て
い
き
た
い
。

誰
に
も
任
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。

前
を
向
い
て
、
一
歩
一
歩
歩
い
て
い
こ
う
。

自
分
を
深
く
見
つ
め
て

木
や
草
と
人
間
と

ど
こ
が
ち
が
う
だ
ろ
う
か

み
ん
な
同
じ
な
の
だ

い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
に

生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
見
る
と

と
き
に
は
か
れ
ら
が

人
間
よ
り
も
偉
い
と
さ
え
思
わ
れ
る

か
れ
ら
は
時
が
く
れ
ば

花
を
咲
か
せ

実
を
み
の
ら
せ

自
分
を
完
成
さ
せ
る

そ
れ
に
く
ら
べ
て
人
間
は

何
一
つ
し
な
い
で
終
わ
る
も
の
も
い
る

木
に
学
べ

草
に
習
え
と

わ
た
し
は
自
分
に
言
い
聞
か
せ

今
日
も
一
本
の
道
を
行
く

一
本
の
道
を

坂
村
真
民

だ
れ

え
が

え
ら

さ
か     

む
ら   

し
ん    

み
ん
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自分を見つめる



２  
人
と
支
え
合
っ
て

⑴ 

礼
儀
の
意
義
を
理
解
し
適
切
な
言
動
を

⑵ 

温
か
い
人
間
愛
の
精
神
と
思
い
や
り
の
心
を

⑶ 

励
ま
し
合
い
高
め
合
え
る
生
涯
の
友
を

⑷ 

異
性
を
理
解
し
尊
重
し
て

⑸ 

認
め
合
い
学
び
合
う
心
を

⑹ 

人
々
の
善
意
や
支
え
に
応
え
た
い

れ
い

　

  

ぎ

は
げ

し
ょ
う 

が
い

47 46
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礼儀に込められた思い

礼儀へのためらい

礼儀の意義を理解し適切な言動を

挨拶や、丁寧な言葉遣い、態度を受けて、気持ちが良いと思ったり、うれしいと
思ったりしたことを思い出してみよう。

礼
儀
の
意
義
を
理
解
し
適
切
な
言
動
を

私
た
ち
は
、
お
互
い
に
気
持
ち
良
く
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

相
手
を
尊
敬
す
る
気
持
ち
を

挨
拶
や
言
葉
遣
い
、
マ
ナ
ー
な
ど
の
礼
儀
を
通
し
て
表
現
し
て
い
る
。

日
本
の
礼
儀
は
、
伝
統
と
し
て
永
く
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
。

外
国
に
も
、
形
は
異
な
る
が
、
様
々
な
礼
儀
が
あ
り

お
互
い
を
尊
重
す
る
気
持
ち
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

礼
儀
は
、
た
だ
形
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

気
持
ち
を
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
に
伝
わ
る
。

様
々
な
礼
儀
が
あ
る
こ
と
を
学
び
、

そ
の
形
の
根
底
に
は
相
手
に
対
す
る
敬
愛
の
気
持
ち
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、

時
と
場
に
応
じ
た
適
切
な
行
動
が
と
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
。

挨拶は自分が行うだけではなく、相手から受けることがある。
そのとき、どんな思いを伝えようとしているのだろうか。

挨拶するのも、応えるのも面倒。
敬語を使うことが恥ずかしい。
形だけのお辞儀をしてしまう。
……そんなことはないだろうか。

礼儀の大切さがわかっていても、実際に振る舞えなかったのはなぜだろう。
振り返って、考えてみよう。

礼
儀
の
意
義
を
理
解
し
適
切
な
言
動
を

⑴
れ 

い
　
　

  

ぎ
た
が

あ
い 

さ
つ                       

づ
か

つ

か

こ

めん どう

てい ねい

じ　  ぎ

ふ　　　  ま

は
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私の心を伝えたい

外国の礼儀・マナー

ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
、

試
合
後
に
選
手
た
ち
が
互
い
を

た
た
え
あ
う
光
景
に
は

誰
も
が
感
動
す
る
。

音
楽
や
演
劇
な
ど
に
お
い
て
、

出
演
者
の
す
ば
ら
し
い
演
奏
や
演
技
に
対
し
て

観
客
が
拍
手
を
送
る
こ
と
も
、

礼
儀
の
一
つ
で
あ
る
。

日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
茶
道
や
華
道
、

武
道
な
ど
に
お
い
て
は
、

そ
れ
を
楽
し
む
こ
と
や
技
を
磨
く
こ
と
だ
け
で
な
く
、

自
分
を
律
す
る
心
や

相
手
を
尊
敬
し
感
謝
す
る
心
を
大
切
に
し
、

そ
れ
を
礼
儀
の
形
で
表
し
て
い
る
。

礼儀の意義を理解し適切な言動を

尊
敬
の
気
持
ち
を
表
す

日
本
の
伝
統
に
息
づ
く
礼
儀

　国や民族にはそれぞれ独自の伝統や習慣があり、日本とは形が異なる場合も

少なくない。

　例えば、外国には

　・知らない人同士でも朝の挨拶を交わし合う

　・挨拶の際に自分の両手を合わせる

　・右手でしか食べ物を取らない

などの様々な礼儀やマナーがある。

　外国の人と接する機会が増えた今日、それぞれの礼儀やマナーがあること

を理解し、相手の立場を考えて接することが大切だ。

時と場に応じたふさわしい言動をとる上で、これから気を付けたいことを考えてみ
よう。

家族、友達、学校の先生に対して、どのような言葉や態度で接すると、毎日、互いに
気持ち良く過ごせるか、考えてみよう。

　「礼も過ぎれば無礼になる」ということわざがあるとおり、礼儀も過剰になる

と相手が不快に感じることもある。相手、時と場に応じた、ふさわしい言動が必

要である。

　また、形だけの礼儀や作法を行う「虚礼」にならないように、相手に対する敬

意、思いやり、慎みを考えた言動を身に付けていきたい。

れ 

い      

ぎ

そ
れ
を
礼
儀
の
形
で
表
し
て
い
る
。

さ   

ど
う         

か   

ど
う

み
が

わ
ざ

あい さつ　　　 か

か  じょう

きょ れい

つつし

は
く 

し
ゅ

た
が

だ
れ
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礼儀作法は
堅苦しいものではなく
単なる形式でもない、
社会生活の潤滑油です。
松下幸之助

松下幸之助（まつしたこうのすけ） 1894～1989

この人に学ぶ

メッセージメッセージ

message
この人のひと言この人のひと言

saying

人の礼法あるは水の堤防あるが如し。
水に堤防あれば氾濫の害なく、人に礼法あれば悪事生ぜず。
　　　　　　　　　　　　　貝原益軒

■にとべ いなぞう（1862～1933）
農学者、教育者、外交官。『武士道』『修養』など。

■チャールズ・チャップリン（1889～1977）
イギリスの映画俳優、映画監督。

『モダン・タイムス』『独裁者』など。

■かいばら えきけん（1630～1714）
江戸時代の儒学者。『養生訓』など。

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

ニューヨークにおける松下さん（中央）

礼儀の意義を理解し適切な言動を

　
礼
儀
作
法
と
い
う
も
の
は
、決
し
て
堅
苦
し
い
も
の
で
も
、単

な
る
形
式
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。そ
れ
は
い
わ
ば
、社
会
生
活

に
お
け
る〝
潤
滑
油
〞の
よ
う
な
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
職
場
で
は
、性
格
や
年
齢
、も
の
の
考
え
方
な
ど
、い
ろ
い
ろ

な
面
で
異
な
る
人
び
と
が
相
寄
っ
て
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。そ

の
お
互
い
の
間
を
な
め
ら
か
に
動
か
す
役
割
を
果
た
す
の
が
礼

儀
作
法
だ
と
思
う
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、礼
儀
作
法
と
い
う
も
の
は
、当
然
、心
の
こ
も
っ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、心
に
思
っ
て
い
る
だ
け
で
は

潤
滑
油
と
は
な
り
得
ま
せ
ん
。や
は
り
形
に
表
わ
し
、相
手
に

伝
わ
り
や
す
く
し
、心
と
形
の
両
面
が
あ
い
ま
っ
た
適
切
な
礼

儀
、作
法
で
あ
って
こ
そ
、は
じ
め
て
生
き
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。

20140107＝責了

私たちがみんなで、
小さい礼儀作法に気をつけたなら、
この人生はもっと暮らしやすくなる。
　　　　　　　　　　　　　チャップリン

信実と誠実なくしては、礼儀は茶番であり芝居である。
                                              新渡戸稲造

●和歌山県出身。実業家。１５歳で働き始め、安全に
電球の着脱ができるソケットを考案し、大正７

（1918）年、その製造販売の会社を3人で大阪に設
立する。●数多くの電気製品を世に出す一方、昭和
２１（１９４６）年、物心両面の繁栄によって、平和と幸
福を、という理想を掲げた研究所を設立した。

　
　

  
れ
い       

ぎ       

さ     

ほ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
た

　

 

く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   
じ
ゅ
ん   

か
つ     

ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

ね
ん    

れ
い

　
　
　
　
　た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

あ
ら

れい　　 ぎ

かた　　くる

じゅん   かつ       ゆ

かか

てい   ぼう　　　　　　　　　ごと

しば　  い

はん   らん

 さい

53 52



温
か
い
人
間
愛
の
精
神
と
思
い
や
り
の
心
を

温かい人間愛の精神と思いやりの心を

人
間
は
、
一
人
で
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

強
さ
も
弱
さ
も
も
ち
合
わ
せ
た
人
間
が
、

互
い
に
認
め
合
い
尊
重
し
合
う

「
思
い
や
り
の
心
」
に
よ
っ
て

私
た
ち
は
支
え
ら
れ
て
い
る
。

思
い
や
り
は
単
な
る
あ
わ
れ
み
と
は
違
う
。

他
者
の
思
い
や
り
に
触
れ
る
こ
と
で
、

人
は
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
く
と
と
も
に

自
分
が
今
こ
う
し
て
あ
る
の
は
、

多
く
の
人
に
支
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

そ
し
て

自
分
も
誰
か
を
支
え
た
い
と
願
う
、

心
を
育
て
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

温
か
い
人
間
愛
の
精
神
と
思
い
や
り
の
心
を

⑵

このような場面に出会ったとき、あなたならどうするか、考えてみよう。

場面１場面２

【場面１】入院している友達を見舞っている人。元気付け
ようとおしゃべりしているうちに、かなり時間がたってし
まっている。

【場面２】宿題を忘れてしまった友達に、自分の
宿題を写させてあげている。

「思いやり」って……なんだろう？
相
手
の
た
め
に
と
思
っ
て

行
う
こ
と
で
も
、

そ
の
と
き
の
状
況
や

そ
の
人
の
気
持
ち
を

本
当
に
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

相
手
か
ら
頼
ま
れ
て
行
う
こ
と
で
も
、

本
当
に
そ
の
こ
と
が

相
手
の
た
め
に

な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

自
分
が
相
手
の
立
場
だ
っ
た
ら

と
考
え
て
、

互
い
に
支
え
合
え
た
ら
、

も
っ
と
い
い
関
係
が

築
け
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

ま

た
が

ち
が

ふ

い
だ

だ
れ

じ
ょ
う
き
ょ
う

た
の
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温かい人間愛の精神と思いやりの心を

思いやりとはどのようなことだろう。あなたの考えを書いてみよう。

人の気持ちがわかる人間になりたい

文部科学省　「平成 25 年度全国学力・学習状況調査」

69.5 73.3
23.4 21.0

5.1

3.7
1.9 1.9 0.1

■あなたは人の気持ちがわかる人間になりたいですか

　
す
ぐ
れ
た
短
編
小
説
を
数
多
く
世
に
出

し
た
米
国
の
小
説
家
O
・
ヘ
ン
リ
ー
。彼
の

作
品
は
日
本
で
も
翻
訳
さ
れ
、多
く
の
人
に

読
ま
れ
、愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
日
本
で
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
の
一
つ
に

「
賢
者
の
贈
り
物
」と
い
う
短
編
が
あ
り
ま

す
。主
人
公
は
貧
し
い
が
幸
せ
に
暮
ら
す
若

い
夫
婦
。こ
の
二
人
こ
そ
賢
者
だ
と
、作
者

O
・
ヘ
ン
リ
ー
が
最
後
に
つ
づ
る
こ
の
作
品
は
、

ど
ん
な
お
話
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
＊

　
月
八
ド
ル
の
安
い
ア
パ
ー
ト
に
暮
ら
す
、ジ

ム
と
デ
ラ
と
い
う
若
い
夫
婦
が
い
ま
し
た
。

　
ク
リ
ス
マ
ス
の
前
の
日
、妻
の
デ
ラ
は
財
布

の
中
の
お
金
を
何
度
も
数
え
ま
す
が
、
一

ド
ル
と
八
十
七
セ
ン
ト
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

愛
す
る
夫
ジ
ム
に
素
敵
な
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ

ン
ト
を
買
う
た
め
の
お
金
が
た
っ
た
こ
れ
だ

け
し
か
な
い
と
、ソ
フ
ァ
ー
に
倒
れ
込
ん
で
悲

嘆
に
暮
れ
ま
す
。彼
女
は
ジ
ム
の
た
め
に
、彼

に
ふ
さ
わ
し
い
、素
敵
で
、珍
し
く
て
、そ
し
て

立
派
な
何
か
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
し
た
。し
か
し
、手
持
ち
の
お
金
で
は
、

ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

　
ふ
と
立
ち
上
が
り
、デ
ラ
は
部
屋
の
窓
の

そ
ば
に
あ
る
細
長
い
鏡
に
自
分
の
姿
を
映
し

ま
し
た
。

　
す
る
と
そ
の
と
き
、自
分
た
ち
夫
婦
が
二

つ
の
す
ば
ら
し
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に

気
付
き
ま
す
。一
つ
は
ジ
ム
の
家
に
代
々
受
け

継
が
れ
て
き
た
金
の
時
計
。そ
し
て
も
う
一

つ
は
、デ
ラ
の
長
い
髪
で
し
た
。そ
の
髪
は
、ま

る
で
、ど
こ
か
の
国
の
王
女
様
が
身
に
着
け
る

装
飾
品
の
よ
う
な
、い
え
、そ
れ
以
上
に
す
ば

ら
し
く
美
し
い
髪
で
し
た
。

　
デ
ラ
は
鏡
の
前
で
、そ
の
髪
を
ま
と
め
上

げ
る
と
、一
瞬
た
め
ら
い
、涙
を
浮
か
べ
ま
し

た
。し
か
し
茶
色
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
と
帽
子
を

か
ぶ
っ
て
、ド
ア
を
開
け
、通
り
へ
降
り
ま
し

た
。

　
そ
し
て「
マ
ダ
ム
・
ソ
フ
ロ
ニ
ー
―
髪
用

品
―
」と
い
う
看
板
が
か
か
っ
て
い
る
店
の

前
で
足
を
止
め
、中
に
入
り
ま
し
た
。　

　「
私
の
髪
を
買
って
く
だ
さ
い
ま
す
か
。」

　「
帽
子
を
取
っ
て
み
せ
て
く
だ
さ
い
。」と
マ

ダ
ム
に
言
わ
れ
、デ
ラ
が
帽
子
を
取
る
と
、褐

色
の
小
滝
が
う
ね
る
よ
う
に
落
ち
、す
ば
ら

し
い
長
い
髪
が
現
れ
ま
し
た
。

　
二
十
ド
ル
で
デ
ラ
の
髪
は
売
れ
ま
し
た
。彼

女
は
そ
の
お
金
を
持
っ
て
ジ
ム
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

を
探
し
て
店
を
見
て
回
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
彼
女
は
つ
い
に
見
付
け
た
の
で
す
。

そ
れ
は
、ジ
ム
の
金
の
時
計
に
ぴ
っ
た
り
な
プ

ラ
チ
ナ
の
チ
ェ
ー
ン
で
、ジ
ム
が
使
う
た
め
に
作

ら
れ
た
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。二
十

一
ド
ル
で
そ
の
チ
ェ
ー
ン
を
買
っ
て
、家
に
戻
り

ま
し
た
。髪
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
何
と

言
わ
れ
る
か
と
い
う
不
安
と
、そ
し
て
ジ
ム
に

素
敵
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
渡
す
こ
と
が
で
き
る

期
待
と
が
入
り
交
じ
る
中
、夕
食
の
準
備
を

し
な
が
ら
、デ
ラ
は
ジ
ム
の
帰
り
を
待
ち
ま
す
。

　
家
に
帰
っ
て
き
た
ジ
ム
は
、デ
ラ
を
見
て
立

ち
す
く
み
ま
し
た
。し
か
し
、デ
ラ
に
は
夫
の

表
情
が
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。怒
り
で
も
驚
き

で
も
落
胆
で
も
恐
怖
で
も
、彼
女
が
想
像
し

て
い
た
ど
れ
と
も
違
う
表
情
な
の
で
す
。

　
デ
ラ
は
ジ
ム
に
寄
り
添
い
、事
の
次
第
を
語
り

ま
す
。ジ
ム
は
し
ば
ら
く
ぼ
う
っ
と
し
て
い
ま
し
た

が
デ
ラ
を
抱
き
し
め
ま
し
た
。そ
し
て
ポ
ケ
ッ
ト

か
ら
包
み
を
取
り
出
し
、机
の
上
に
置
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
、デ
ラ
が
ず
っ
と
欲
し
が
っ
て
、け
れ

ど
も
高
価
な
の
で
あ
き
ら
め
て
い
た
、長
い
髪

の
た
め
の
と
て
も
美
し
い
櫛
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
ジ
ム
は
そ
れ
を
買
う
た
め
に
、大
切
な

金
の
時
計
を
売
って
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

（％）
「賢者の贈り物」 O. ヘンリーの作品より

その他（無回答含む）
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この人に学ぶ

メッセージこの人のひと言この人のひと言

saying

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

温かい人間愛の精神と思いやりの心を

他人に対しても自分に対しても親切であること。
人の生きるのを助け、自分自身の生きるのを助けること。
これこそ真の思いやりである。　　
                                       アラン

■エミール = オーギュスト・シャルティエ
　　　　　　　　　　　　　（1868～1951）
フランスの哲学者。『幸福論』など。

優しい言葉は、短くて簡単なものであっても、
ずっとずっと心にこだまする。
　　　　　　　　　　　　　マザー・テレサ

■マザー・テレサ（1910～1997）
貧しい人々の救済に尽くした修道女。

人を憂える、ひとの淋しさ侘しさ、つらさに敏感な事、
これが優しさであり、
また人間として一番優れている事じゃないか。
　　　　　　　　　　　　　太宰治

■だざい おさむ（1909～1948）
小説家。『走れメロス』『人間失格』など。

日本人の『思いやり』を
世界が見ている
若田光一

若田光一（わかたこういち） 1963～ 2013年 11月宇宙長期滞在に向け出発直前の若田さん

　
地
震
の
第
一
報
は
、米
テ
キ
サ
ス
州
ヒュー
ス
ト
ン
で
聞
き
ま
し
た
。現
地
時

間
で
三
月
十
日
の
午
前
零
時
頃
。J
A
X
A（
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
）筑

波
宇
宙
セ
ン
タ
ー
か
ら
、電
話
で「
大
き
な
地
震
が
起
き
た
」と
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　
職
員
は
建
物
の
外
に
避
難
し
、全
員
無
事
だ
と
聞
き
安
心
し
た
の
で
す
が
、

埼
玉
県
の
家
族
と
す
ぐ
に
は
電
話
が
つ
な
が
ら
ず
、メ
ー
ル
で
よ
う
や
く
無
事
を

確
認
し
ま
し
た
。が
、そ
の
後
の
報
道
に
触
れ
る
に
つ
れ
、被
害
の
甚
大
さ
に
慄
然

と
し
ま
し
た
。

　
ア
メ
リ
カ
で
も
、こ
の
地
震
は
各
局
の
ニュー
ス
で
連
日
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。津
波
の
被
害
の
様
子
や
、被
災
者
の
方
々
の
生
々
し
い
映
像
が
伝
え
ら
れ
、福

島
原
発
の
被
災
も
大
々
的
に
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
る
で
日
本
に
い
て
、自
国

のニュー
ス
を
見
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　
そ
ん
な
中
で
、各
国
の
宇
宙
飛
行
士
の
仲
間
や
宇
宙
開
発
の
関
係
者
な
ど
多

く
の
方
か
ら「
家
族
は
大
丈
夫
か
」「
筑
波
の
皆
は
元
気
か
」と
、メ
ー
ル
な
ど
で

声
を
掛
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
自
分
に
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
」と
尋
ね

て
く
れ
る
方
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

「
被
災
者
に
救
援
の
手
を
差
し
伸
べ
た
い
。」「
震
災
か
ら
の
復
興
を
支
援
し
た
い
。」

そ
れ
は
、世
界
が
一
つ
に
な
って
、日
本
に
応
援
メッ
セ
ー
ジ
を
送
って
い
る
か
の
よ

う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　
ア
メ
リ
カ
で
の
報
道
で
は
、こ
れ
ほ
ど
の
緊
急
事
態
に
陥
り
な
が
ら
、略
奪
行

為
や
暴
動
も
な
く
、秩
序
を
重
ん
じ
て
災
害
に
対
処
す
る
日
本
国
民
の
姿
が
高

く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。皆
が
協
力
し
、助
け
合
う
姿
に
感
銘
を
覚
え
る
と
い
う

報
道
が
と
て
も
多
い
の
で
す
。

　
私
は
、こ
れ
が
世
界
に
誇
れ
る
日
本
人
の
国
民
性
だ
と
思
い
ま
す
。互
い
に
相

手
を「
思
い
や
る
」気
持
ち
が
強
く
、い
ざ
と
な
れ
ば
皆
が
そ
れ
に
根
ざ
し
た
行

動
が
と
れ
る
。こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。

●埼玉県出身。宇宙飛行士。宇宙航空研究開発機構
(JAXA)に所属。１９93年、NASA（アメリカ航空宇
宙局）ミッションスペシャリスト（MS）認定。1996年
スペースシャトル・エンデバー号で宇宙へ。以後
2000年、09年、13年と４度の宇宙飛行を経験。２
０1３年１１月からソユーズ宇宙船でISS（国際宇宙
ステーション）へ。第39次長期滞在で日本人初の船
長（コマンダー）となる。
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励まし合い高め合える生涯の友を

励
ま
し
合
い
高
め
合
え
る
生
涯
の
友
を

友
人
と
の
関
係
は
、
楽
し
く
、
頼
も
し
い
。

一
方
で
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、

そ
の
関
係
に
つ
ま
ず
い
た
り
、
気
ま
ず
く
な
っ
た
り
す
る
。

「
友
情
は
成
長
の
遅
い
植
物
で
あ
る
。
」

と
い
う
の
は
初
代
米
国
大
統
領
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
言
葉
だ
。

そ
し
て
、
友
情
と
い
う
名
に
値
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は

幾
度
か
の
困
難
な
打
撃
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
続
く
。

表
面
的
な
仲
間
関
係
に
し
が
み
つ
い
た
り

無
批
判
に
相
手
に
同
調
し
た
り
、

自
分
が
傷
つ
く
こ
と
を
恐
れ
て
心
を
開
か
な
い
関
係
か
ら
は
、

真
の
友
情
は
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。

心
か
ら
信
頼
で
き
る
友
を
得
る
た
め
に
、

私
た
ち
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

励
ま
し
合
い
高
め
合
え
る
生
涯
の
友
を

⑶
あ
な
た
に
と
っ
て
友
達
と
は
？

あなたにとって友達とはどんな存在か、考えてみよう。

友達のために何ができるか、考えてみよう。

楽
し
い
ば
か
り
で
な
く

周
り
の
こ
と
を
考
え
ら
れ
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
中
三
・
男
子
）

宝
物

友
達
が
い
な
か
っ
た
ら
す
ご
く
寂
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
中
一
・
女
子
）

お
互
い
に

思
い
や
っ
て
い
け
る
人
（
中
二
・
女
子
）

良
き
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
り

相
談
相
手
で
も
あ
り
、
信
頼
で
き
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
中
三
・
女
子
）

け
ん
か
も
す
る
け
れ
ど

何
で
も
話
せ
る
人

　
　（
中
一
・
男
子
）

た
の

お
そ

あ
た
い

た

だ  

げ
き

お
そ

し
ん 

ら
い

い
く

　ど

し
ょ
う
　

 

が
い

は
げ

た
が

さ
び
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見付けよう、友達の良さを

励まし合い高め合える生涯の友を

誰
も
が

そ
の
人
に
し
か
な
い
「
良
さ
」
を

も
っ
て
い
る
。

あ
な
た
の
す
ぐ
近
く
に
い
る

彼
や
彼
女
。

友
達
の
「
良
さ
」
を

見
付
け
て
み
よ
う
。

友達の良い所を書いてみよう。

家族や人生の先輩にそれぞれの考える友情について話を聞いてみよう。

見付けよう、友達の良さを
そ
の
人
に
し
か
な
い
「
良
さ
」
を

も
っ
て
い
る
。

あ
な
た
の
す
ぐ
近
く
に
い
る

彼
や
彼
女
。

友
達
の
「
良
さ
」
を

見
付
け
て
み
よ
う
。

友達の良い所を書いてみよう。

　俳
人
と
し
て
、
ま
た
俳
句
や
短
歌
の
研
究
者
と
し
て
大
き
な
業
績
を
残
し
た
正
岡
子
規
と
、
我
が
国
を
代
表

す
る
小
説
家
・
夏
目
漱
石
は
、
大
学
時
代
か
ら
の
親
友
で
し
た
。
二
人
が
親
し
く
な
る
き
っ
か
け
は
、
共
に
好

き
な
寄
席
の
話
題
で
し
た
。
漱
石
が
英
語
教
師
と
し
て
松
山
に
赴
任
し
た
際
に
は
、
漱
石
の
宿
舎
に
子
規
が
居

候
し
、
共
に
俳
句
づ
く
り
に
没
頭
し
ま
し
た
。

　子
規
と
漱
石
は
日
頃
か
ら
し
ば
し
ば
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
て
い
ま
し
た
。
子
規
は
、
二
十
一
歳
の
頃
か
ら

病
気
が
ち
と
な
り
、
次
第
に
床
に
伏
す
こ
と
も
多
く
な
り
ま
す
。

　明
治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
に
漱
石
が
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
す
る
頃
に
は
、
子
規
の
病
状
は
か
な
り
悪
く
な
っ

て
い
ま
し
た
。
留
学
し
た
漱
石
は
、
病
気
の
子
規
を
慰
め
る
た
め
、
ロ
ン
ド
ン
の
人
々
の
様
子
や
下
宿
先
で
の

生
活
に
つ
い
て
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
手
紙
に
書
き
、
子
規
に
送
り
ま
す
。
子
規
は
そ
れ
を
喜
び
、「
倫
敦
消
息
」

と
し
て
雑
誌
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
し
ま
し
た
。

　明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
十
一
月
、
病
状
の
悪
化
に
苦
し
む
子
規
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
漱
石
に
手
紙
を
書
き

ま
す
。
僕
は
も
う
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
毎
日
訳
も
な
く
号
泣
し
て
い
る
、
と
つ
づ
り
、
た
だ
漱
石
が
く
れ

た
手
紙
は
非
常
に
面
白
か
っ
た
、
君
の
手
紙
を
見
て
西
洋
に
行
っ
た
よ
う
な
気
に
な
っ
て
愉
快
で
た
ま
ら
な
い
、

も
し
書
け
る
な
ら
自
分
の
目
が
あ
い
て
い
る
う
ち
に
今
一
便
く
れ
な
い
か
、
と
頼
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
ら

も
体
調
を
悪
化
さ
せ
て
い
た
漱
石
は
、
更
な
る
手
紙
を
書
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　子
規
は
、
漱
石
の
帰
国
を
待
た
ず
、
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
三
十
四
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
。
漱
石

の
胸
に
は
深
い
悔
恨
が
残
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
漱
石
は
、後
に
自
ら
の
出
世
作
と
な
っ
た
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

の
序
文
で
、
子
規
へ
の
哀
悼
の
気
持
ち
を
述
べ
、
こ
の
作
品
を
亡
き
友
に
さ
さ
げ
て
い
ま
す
。

正
岡
子
規
と
夏
目
漱
石

す
る
小
説
家
・
夏
目
漱
石
は
、
大
学
時
代
か
ら
の
親
友
で
し
た
。
二
人
が
親
し
く
な
る
き
っ
か
け
は
、
共
に
好

き
な
寄
席
の
話
題
で
し
た
。
漱
石
が
英
語
教
師
と
し
て
松
山
に
赴
任
し
た
際
に
は
、
漱
石
の
宿
舎
に
子
規
が
居

　子
規
と
漱
石
は
日
頃
か
ら
し
ば
し
ば
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
て
い
ま
し
た
。
子
規
は
、
二
十
一
歳
の
頃
か
ら

　明
治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
に
漱
石
が
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
す
る
頃
に
は
、
子
規
の
病
状
は
か
な
り
悪
く
な
っ

て
い
ま
し
た
。
留
学
し
た
漱
石
は
、
病
気
の
子
規
を
慰
め
る
た
め
、
ロ
ン
ド
ン
の
人
々
の
様
子
や
下
宿
先
で
の

正
岡
子
規

夏
目
漱
石

ま
さ  

お
か    

し    

き             

な
つ    

め    

そ
う   

せ
き

よ

　せ

わ
さ
い

こ
ろ

と
こ
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友情は、人間感情の中で
最も洗練された、
そして純粋な
美しいものの一つだと思う。
本田宗一郎

●静岡県出身。自動車メーカーの創業者、技術者。
自動車修理工場で働いた経験を生かし、昭和２１

（１９４６）年浜松市に会社を設立。その後、のちの
副社長となる藤沢武夫に出会い、共に会社の発展
に尽くした。

本田宗一郎（ほんだそういちろう）1906～1991

この人に学ぶ

メッセージメッセージ

message
この人のひと言この人のひと言

saying

しばらく二人で黙っているといい。
その沈黙に耐えられる関係かどうか。
　　　　　　　　　　　　　キルケゴール

私は世界にふたつの宝をもっていた。
私の友と私の魂と。
　　　　　　　　　　　　　ロマン・ロラン

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

本田宗一郎さん（左）と藤沢武夫さん

■セーレン・キルケゴール（1813～1855）

フランスの作家。『ジャン・クリストフ』『魅せられた
魂』など。

■ロマン・ロラン（1866～1944）

空気と光と
そして友達の愛。
これだけが残っていれば
気を落とすことはない。
　　　　　　　　　　　　　ゲーテ

デンマークの思想家。実存主義の先駆者。

励まし合い高め合える生涯の友を

　
日
本
を
代
表
す
る
世
界
有
数
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
創
業
者
本
田
宗
一
郎
さ

ん
は
、
会
社
が
大
き
く
な
っ
て
も
作
業
服
で
製
造
現
場
に
顔
を
出
し
社
員
を
叱

咤
激
励
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
本
田
さ
ん
は
も
っ
ぱ
ら
技
術
畑
で
そ
の

才
能
を
発
揮
し
会
社
を
大
き
く
し
て
き
た
が
、
そ
の
彼
を
し
て
「
藤
沢
が
い
な

か
っ
た
ら
会
社
は
と
っ
く
の
と
う
に
潰
れ
て
い
た
。」
と
い
わ
せ
る
人
物
が
い

た
。
藤
沢
武
夫
さ
ん
は
、
本
田
さ
ん
の
会
社
の
販
売
・
経
理
を
一
手
に
担
い
、

生
涯
、
共
に
支
え
合
っ
て
き
た
間
柄
で
あ
る
。

　
そ
の
出
会
い
は
昭
和
二
十
四（
一
九
四
九
）年
、
本
田
さ
ん
が
会
社
を
つ
く
っ

て
三
年
目
だ
っ
た
。
本
田
さ
ん
は
会
っ
て
す
ぐ
に
藤
沢
さ
ん
を
会
社
に
誘
い
、

常
務
取
締
役
に
抜
擢
し
た
。
そ
れ
は
会
っ
た
瞬
間
の
直
感
だ
っ
た
と
い
う
。
本

田
さ
ん
は
後
年
、
「
創
立
期
に
藤
沢
武
夫
っ
て
経
営
の
名
人
に
巡
り
合
え
て
、

二
十
数
年
も
一
緒
に
仕
事
を
し
て
き
た
。
世
間
の
人
た
ち
は
、
俺
と
藤
沢
の
こ

と
を
水
と
油
だ
と
か
、
太
陽
と
月
だ
と
か
に
例
え
て
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
ど
、

若
い
こ
ろ
に
腹
を
ぶ
ち
割
っ
て
話
し
合
い
、
互
い
の
長
所
を
心
底
認
め
合
っ
た

ん
だ
。
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
じ
ゃ
壊
れ
る
仲
じ
ゃ
な
い
。
男
同
士
の
友
情
な
ん

て
派
手
な
言
葉
は
好
き
じ
ゃ
な
い
が
、
他
人
に
友
情
を
求
め
る
な
ら
相
手
の
秘

密
を
絶
対
に
守
る
こ
と
。
人
間
親
し
く
な
れ
ば
当
然
相
手
の
不
可
侵
領
域
ま
で

立
ち
入
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
軽
々
し
く
他
人
に
喋
る
よ
う
じ
ゃ
、
友
情
だ

の
信
頼
だ
の
が
成
り
立
つ
わ
け
が
な
い
よ
ね
。」
と
語
っ
て
い
る
。

「
世
界
に
は
四
十
五
億
（
当
時
）
も
人
間
が
い
る
が
、
み
ん
な
と
付
き
合
う
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
藤
沢
と
僕
の
出
会
い
は
そ
の
代
表
み
た
い
な
も
の
で
、
藤

沢
は
い
わ
ば
四
十
五
億
の
代
表
で
す
か
ら
。」

　
本
田
さ
ん
に
と
っ
て
藤
沢
さ
ん
は
、
か
け
が
え
の
な
い
友
で
あ
っ
た
。

「
友
情
は
、
人
間
感
情
の
中
で
最
も
洗
練
さ
れ
た
、
そ
し
て
純
粋
な
美
し
い
も

の
の
一
つ
だ
と
思
う
。
友
情
を
交
わ
す
友
人
の
い
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
人
生

に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
プ
ラ
ス
で
あ
る
。」

　
こ
れ
も
本
田
さ
ん
の
言
葉
だ
。

■ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
　　　　　　　　　　　（1749～1832）
ドイツの詩人、劇作家、小説家。『若きウェルテルの
悩み』『ファウスト』など。

20131223＝責了
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異性を理解し尊重して

異
性
を
理
解
し
尊
重
し
て

男
女
は
、
社
会
の
対
等
な
構
成
員
で
あ
り
、

家
庭
に
お
い
て
も
、
学
校
や
職
場
に
お
い
て
も
、

互
い
に
協
力
し
、
共
に
責
任
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

望
ま
し
い
社
会
生
活
が
営
ま
れ
る
。

一
個
の
独
立
し
た
人
格
と
し
て

互
い
を
尊
重
し
合
う
こ
と
が
必
要
な
の
は
、

男
性
も
女
性
も
変
わ
ら
な
い
。

一
方
で
、

思
春
期
の
真
っ
た
だ
中
、
小
学
校
の
頃
と
は
違
っ
た
意
識
で
、

互
い
を
見
始
め
、
気
に
な
っ
て
仕
方
な
い
こ
と
も
あ
る
。

異
性
の
特
性
や
違
い
を
受
け
止
め
た
上
で

相
手
を
理
解
し
尊
重
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

自分の考えを書いてみよう。友達とも話し合ってみよう。

互いによりよく理解するために
　中学生は異性について互いにどのように考えているのだろうか。

　ある中学生の男女に「異性のここが好きだ・嫌だ」と思うところを尋ね

てみた。

　あなたにも共通した考えや思いがあるだろうか。

てみた。

　あなたにも共通した考えや思いがあるだろうか。　あなたにも共通した考えや思いがあるだろうか。　あなたにも共通した考えや思いがあるだろうか。

でも、本当にそうだろうか？

それは全ての異性に言えること？

それは異性にだけに言えること？

異
性
を
理
解
し
尊
重
し
て

⑷

異性のここが嫌だ異性のここが嫌だ異性のここが好きだ異性のここが好きだ

す　なお

優しい

さっぱりしている
素直

器用

自分とは違うものをもっている

けんかしてもすぐ仲直りできる

落ち着きがない うるさい

デリカシーがない

すぐ怒る自分勝手

集団になってせめてくる

けじめがない

粘り強い 面白い
おも  しろ

おこ

ねば

自己中心的

た
が

に
な

こ
ろ

ち
が

いや たず

やさ
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３年

社会は男女互いの力で成り立っている

異性を理解し尊重して

なぜ男女共同参画社会の実現が必要なのか、その実現に向けてどのような課題が
あるのか、考えてみよう。友達とも話し合ってみよう。

　我が国は男女共同参画社会の実現を目指している。

　男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって

男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会」（男女共同参画社会基本法第２条）のことである。

好きな異性がいるのは自然なこと
中学生で、好きな異性や意識してしまう異性がいるのは不思議ではない。

むしろそれは自然な気持ちで、大切にしなければならない気持ちだ。

この気持ちを、明日を生きるエネルギーにできたらいいと思う。

だけど、二人だけの殻に籠もってしまうと、

周りが見えなくなって、

人間としての幅を狭めてしまうこともあるかもしれない。

考えてみよう、男女交際の在り方を。

３年

「中学生の男女交際」について考えてみよう。友達とも話し合ってみよう。

から こ

はば せば

たが

きょうじゅおよ

にな

わ

69 68
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“… she is a person
who does handsome.”

（新島襄が妻の八重を紹介した言葉）

●会津藩出身。砲術師範の家に生まれ、砲術に強
い関心をもち、その技術を身につけた。会津戦争
では断髪し男装して若松城籠城戦に参加した。
●明治維新後京都にて女紅場（後の京都府立第一
高等女学校）に勤務。新島襄と出会い、結婚し、同
志社の設立に尽力する。●夫の死後、日本赤十字
社の正会員となり、看護師の地位の向上に努めた。

新島八重（にいじまやえ） 1845～1932

この人に学ぶ

人物探訪人物探訪

column
この人のひと言この人のひと言

saying

女に大切なものは
男にも同じく大切な筈である。　　
                                      与謝野晶子

尊敬ということがなければ
真の恋愛は成立しない。
　　　　　　　　　　　　　フィヒテ

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

女学校の卒業式で。右から３人目が八重。

■よさの あきこ（1878～1942）

ドイツの哲学者。『ドイツ国民に告ぐ』など。
■ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ（1762～1814）

愛とは他人の運命を自分の興味とすることである。
他人の運命を傷つけることを畏れる心である。
　　　　　　　　　　　　　倉田百三

劇作家、評論家。『出家とその弟子』など。
■くらた ひゃくぞう（1891～1943）

歌人。『みだれ髪』など。

異性を理解し尊重して

　「
亭
主
が
東
を
向
け
と
命
令
す

れ
ば
、三
年
間
で
も
東
を
向
い
て
い

る
よ
う
な
御
婦
人
は
ご
め
ん
で

す
。」…
…
こ
れ
は
同
志
社
大
学
の

創
設
者
新
島
襄
が
、結
婚
相
手
は
日

本
人
、外
国
人
い
ず
れ
か
ら
迎
え
る

の
か
、と
い
う
問
い
に「
日
本
の
婦
人

と
結
婚
し
た
い
。」と
述
べ
た
後
に
付

け
加
え
た
と
い
わ
れ
る
、よ
く
知
ら

れ
た
コ
メ
ン
ト
で
す
。そ
し
て
そ
の
理

想
に
か
な
っ
た
女
性
が
、八
重
で
し
た
。

　
明
治
初
期
、ま
だ
ま
だ
女
性
の

社
会
的
地
位
が
低
か
っ
た
日
本
の

世
の
中
。ア
メ
リ
カ
で
先
進
の
社
会

を
目
の
当
た
り
に
し
た
新
島
襄
は
、

そ
の
よ
う
な
古
い
日
本
の
因
習
を

打
破
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
強

く
も
って
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
八
重
は
、会
津
藩
の
砲
術
師
範

の
家
に
生
ま
れ
、武
士
の
娘
と
し
て

求
め
ら
れ
た
作
法
を
学
び
、機
織

り
、な
ぎ
な
た
の
技
術
を
身
に
つ
け

な
が
ら
も
、一
方
で
兄
に
刺
激
さ
れ

射
撃
や
砲
術
に
強
い
関
心
を
も
ち

ま
す
。
会
津
戦
争
で
は
男
装
し
、

若
松
城
に
籠
城
し
て
戦
っ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。

　
当
時
の
女
性
で
は
考
え
ら
れ
な

い
よ
う
な
体
験
を
、八
重
は
幕
末

か
ら
明
治
初
年
の
間
に
積
ん
で
い

ま
し
た
。

　
夫
の
襄
は
、男
女
の
性
差
に
よ

る
社
会
的
立
場
の
違
い
に
大
き
な

疑
問
を
抱
い
て
い
た
人
で
す
か
ら
、

こ
う
し
た
八
重
の
生
き
方
を
理
解

し
、尊
重
し
た
の
で
し
た
。

　
し
か
し
当
時
の
社
会
的
風
潮
は
、

対
等
な
男
女
の
関
係
に
は
否
定
的

で
し
た
。そ
の
よ
う
な
環
境
で
も
、八

重
は
、襄
が
設
立
を
目
指
す
同
志

社
の
運
営
に
積
極
的
に
関
わ
り
、大

き
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。ま
た
、

襄
の
死
後
は
篤
志
看
護
婦
と
な
っ

て
日
清
戦
争
、日
露
戦
争
に
従
軍

し
傷
病
兵
の
看
護
に
当
た
り
ま
し

た
。

　「
彼
女
は
決
し
て
美
人
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。し
か
し
私
が
彼
女
に
つ

い
て
知
っ
て
い
る
の
は
、美
し
い
行
い

を
す
る
人
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）だ
と
い
う

こ
と
で
す
。私
に
は
そ
れ
で
充
分
で

す
。」

　
こ
れ
は
襄
が
ア
メ
リ
カ
の
知
人
へ

の
結
婚
報
告
で
、八
重
を
紹
介
し

た
言
葉
で
す
。

20131223＝責了

a  

p
e
r
son  w

h
o  

d
o
e
s  

h
an
d
som

e

　
　
　
　 

て
い  

し
ゅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

ご     

ふ     

じ
ん

　
　
　
　  

　
　
　
　
　
　
　                

ど
う   

し    

し
ゃ

　
　
　
　
　
　
　 

に
い  

じ
ま 

じ
ょ
う
　
　
　 

け
っ  

こ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

む
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や   

え

　
　   

ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

あ
い    

づ    

は
ん
　
　
　
ほ
う 

じ
ゅ
つ    

し   

は
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　     

む
す
め

                      

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

は
た   

お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

し   

げ
き

し
ゃ   

げ
き

わ
か   

ま
つ  

じ
ょ
う
　
　 

ろ
う  

じ
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

ば
く  

ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　     

ち
が

　
　
　
　
　
　
　
　 

い
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

か
ん 

き
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

と
く   

し

　
　  

にっ   
し
ん
　
　  

　
　
　
　  

に
ち   

ろ

　      

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　     

　
　
　
　
　
　
じ
ゅ
う 

ぶ
ん

   

                      

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

し
ょ
う  

か
い

にい  じま  じょう

 にょ   こう   ば

 じん   りょく

 だん  ぱつ

 い   しん

はず

れん   あい

おそ

71 70



人それぞれに異なるものの見方・考え方がある

認め合い学び合う心を

一つのものについても、見る角度によって見え方が違う。

世の中の出来事についても同じこと。

自分の見方や考え方だけが全てではない。

相手の立場や考え方を尊重しつつ

自分らしく行動するには

どのようにしたらよいだろうか。

自分と異なるものの見方や考え方と出会って印象に残っているのはどんなことですか。

認
め
合
い
学
び
合
う
心
を

人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
が
あ
り
、
個
性
が
あ
る
。

人
間
が
あ
る
物
事
を
見
る
と
き
、

初
め
か
ら
そ
の
全
体
を
知
り
尽
く
す
こ
と
は
難
し
く
、

自
分
な
り
の
角
度
や
視
点
か
ら
見
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
た
め
、

人
に
よ
っ
て
様
々
な
も
の
の
見
方
や
考
え
方
が
出
て
く
る
。

し
か
し
、

誰
も
が
自
分
の
意
見
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
で
は
何
も
解
決
し
な
い
。

自
分
と
同
じ
よ
う
に
相
手
に
も
そ
の
立
場
か
ら
の
意
見
が
あ
り
、

そ
の
立
場
に
立
っ
て
物
事
を
眺
め
れ
ば
、

き
っ
と
新
た
な
発
見
が
あ
る
。

互
い
の
個
性
や
立
場
を
尊
重
し
、

相
手
と
の
違
い
を
認
め
、
謙
虚
に
学
ぶ
こ
と
で
、

よ
り
良
い
解
決
方
法
が
見
つ
か
る
。

そ
し
て
、
自
分
自
身
の
成
長
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

認
め
合
い
学
び
合
う
心
を

⑸

つ

だ
れ

な
が

た
が

け
ん 

き
ょ

ち
が

73 72
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他の人の立場や考えを
理解していない自分に
気付いた経験がありますか

いろいろな人の
ものの見方や考え方から学ぶことで

自分がより大きくなる
自分とは違うからこそ、学ぶ価値がある。

多くの人と出会い、関わり合う中で

自分では気付かなかった周囲の人のものの見方や考え方に謙虚に学ぶことは、

人間としての成長に大きく役立つだろう。

認め合い学び合う心を

あ
な
た
に
は

自
分
の
こ
と
を
他
の
人
に
分
か
っ
て
も
ら
え
ず
に

傷
付
い
た
経
験
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
の
人
に
理
解
さ
れ
な
い
と
き
は

ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

相
手
が
理
解
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

反
対
に
、
自
分
が
相
手
の
考
え
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と

気
付
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

人
に
は
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
あ
り
、
考
え
方
も
十
人
十
色
。

相
手
の
考
え
や
立
場
を
尊
重
し
な
が
ら

人
間
関
係
を
つ
く
っ
て
い
く
の
は
難
し
い
こ
と
だ
け
ど
、

そ
れ
だ
け
に
互
い
に
理
解
し
合
え
た
と
き
に
は
、

う
れ
し
い
気
持
ち
に
な
る
。

異なる意見を尊重しつつ、自分も成長していくにはどうすればよいか、考えてみよう。
た
が

じ
ゅ
う
に
ん   

と  

い
ろ

ちが

けん  きょ
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己の知らざることは
何人にてもならうべし
山岡鉄舟

●江戸生まれ。江戸幕府の幕臣。明治時代の政治家。幕末、江戸
を目指して駿府まで来ていた西郷隆盛に、鉄舟一人で会いに行き、
江戸城の無血開城の交渉を行った。●明治維新後は徳川家ととも
に駿府に移るが、廃藩置県後には、新政府の下で権令などを務め
たほか、西郷隆盛の依頼で、明治天皇の侍従を１０年間務めた。
●幕末・維新の争乱で命を落とした人たちを弔うために東京谷中
に全生庵を建立した。

山岡鉄舟（やまおかてっしゅう） 1836～1888

この人に学ぶ

人物探訪人物探訪

column
この人のひと言この人のひと言

saying

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

山岡鉄舟の書
「晴てよし　曇りてもよし　不二の山

元の姿は　かはらさりけり」

認め合い学び合う心を

　勝
海
舟
、義
兄
の
高
橋
泥
舟
と

と
も
に「
幕
末
の
三
舟
」と
言
わ
れ

た
江
戸
城
無
血
開
城
の
功
労
者
の

一人
、山
岡
鉄
舟
。

　十
五
歳
の
と
き
に
自
分
を
律

す
る
ル
ー
ル
を
作
り「
己
の
知
ら

ざ
る
こ
と
は
何
人
に
て
も
な
ら
う

べ
し
」や「
他
を
顧
し
て
自
分
の
善

ば
か
り
す
る
べ
か
ら
ず
」な
ど
を

実
践
し
た
。

　鉄
舟
は
、剣
の
達
人
、禅
を
極
め

た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る
が
、

書
の
名
人
と
し
て
、次
の
よ
う
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
。

　あ
る
日
、門
人
た
ち
と
夜
祭
り

に
出
か
け
た
鉄
舟
は
露
天
商
に

「
こ
の
書
は
、か
の
山
岡
鉄
舟
先

生
の
書
か
れ
た
本
物
で
す
ぜ
。」

と
声
を
か
け
ら
れ
、書
を
の
ぞ
き

込
ん
で「
そ
う
か
、そ
れ
で
は
頂
こ

う
か
。」と
買
い
求
め
た
。

「
何
で
先
生
、こ
ん
な
偽
物
を
…
…
。」

と
い
う
門
人
に「
俺
よ
り
う
ま
い
。

こ
い
つ
を
手
本
に
す
る
よ
。」と
言
っ

た
。誰
か
ら
も
学
ぼ
う
と
い
う
謙

虚
さ
に
、門
人
た
ち
は
感
銘
を
受

け
た
と
い
う
。

　ま
た
あ
る
と
き
、牛
屋（
牛
肉
を

売
る
商
売
）が
看
板
の
字
を
書
い

て
欲
し
い
と
鉄
舟
の
と
こ
ろ
へ
や
っ

て
き
た
。門
人
た
ち
は
、恐
れ
多
く

も
先
生
に
店
の
看
板
を
書
か
せ
る

と
は
何
事
か
と
激
怒
し
牛
屋
を
と

が
め
て
い
た
と
こ
ろ
、鉄
舟
は「
構

わ
ん
よ
、俺
が
書
い
た
字
で
商
売
が

繁
盛
す
り
ゃ
結
構
だ
。
」と
言
っ
て

快
く
引
き
受
け
た
、と
勝
海
舟
が

彼
の
回
顧
録
で
語
って
い
る
。

　江
戸
城
開
城
に
あ
た
っ
て
、鉄

舟
は
幕
臣
と
し
て
西
郷
隆
盛
と
の

最
初
の
交
渉
相
手
と
な
っ
た
。そ

の
懸
命
の
訴
え
が
西
郷
と
勝
と
の

会
見
に
つ
な
が
り
、江
戸
の
町
を

戦
火
か
ら
救
う
こ
と
に
な
る
。

　西
郷
に
は
、そ
の
と
き
の
印
象

が
強
烈
だ
っ
た
ら
し
い
。

「
金
も
い
ら
ぬ
、名
誉
も
い
ら
ぬ
、命

も
い
ら
ぬ
人
」と
鉄
舟
の
そ
の
人

柄
に
大
き
な
影
響
を
受
け
、後
年
、

自
身
の
無
欲
は
鉄
舟
の
生
き
方
に

学
ん
だ
と
回
顧
し
、「
始
末
に
悪
い

が
、そ
の
よ
う
な
人
で
な
け
れ
ば

天
下
の
偉
業
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な

い
。」と
も
語
って
い
る
。
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とむら や   なか

一つの立場を選んではならぬ。
一つの思想を選んではならぬ。
選べば、君はその視座からしか、
人生を眺められなくなる。   
                                       ジッド

■アンドレ・ジッド（1869～1951）
フランスの小説家。『狭き門』など。

なが

君子は和して同ぜず。
小人は同じて和せず。
　　　　　　　　　　　　　孔子

古代中国の思想家。言行録『論語』。
■こうし（前 551～前 479）

しょう   じん

互いの知識を持ち寄り、
互いに許し合わなければならない。
たった一人の者が見解を異にしたとしても
この者を大目に見なければならない。
　　　　　　　　　　　　　ヴォルテール

フランスの啓蒙思想家。
■ヴォルテール（1694～1778）

たが

          ぜん  しょう  あん        こん りゅう

おのれ

 なん     ぴと

77 76



629
：わーいわーい！祭りだ！！祭りだ！！！

630
：A，ありがとう！うれしすぎる。

631
：チームが優勝するのも久々だもんなー。

　　  今
日は最高の夜だ！！！！！！

632
：（

>□<）喜ビームっ ̃̃̃̃
。

633
：明日，どっかのスポーツニュースでも映像くるでしょ。

　　  楽
しみだな。

634
：とりあえず A のコメントが聞きたい。

     
  まだだよね？

635
：ずっと応援してきたので，号泣です。。。

　　
A，おめでとう，そしてありがとう。

636
：いま見てきた。

　　  あ
そこであれを決められるのは A くらいでしょ。

637
：オレも見た。

　　 きわどかったな。

638
：今日はいい夢見られそう。

　　
ヽ (*´

∀｀*)ﾉ 
おやすみなさ～い♪

639
：A，大好きだよ～♡♡♡

640
：きわどいゲームだったみたいだから，A の得点は大きい。

640
：きわどいゲームだったみたいだから，A の得点は大きい。

641
：前半はずっとおされっぱなし。

641
：前半はずっとおされっぱなし。

後半，相手がバテたところで A がうまくマークを外した。

後半，相手がバテたところで A がうまくマークを外した。

642
：＞＞636

373
：おめでとう！！！！！！

374
：A 選手，やったね！

375
：チームが勝って A のゴール付き。

　　  最
高だな。

376
：A，おめでとう。ファンのみんなもおめでとう。

377
：久々にゴール決めてくれたな。ちょっと感動した。

　　  や
ばい，泣けてきた。

378
：優勝おめでとう。A があそこで決めてくれたのは大きかった。

     
   A

のゴール，すごくよかった。さすがだよ。

379
：♪♪ｖ(⌒ｏ⌒)ｖ♪♪イエーイ

380
：早く映像見たい！！

381
：みんな興奮しすぎ。まあまあ，落ち着いて。

　　  気
持ちはわかるけどＯ(≧∇≦)Ｏ

382
：＼（

＾ ＾）／ バンザーイ

383
：A，かっこいい！！！

384
：A が決めたのって，決勝点？

385
：＞＞377

  　
　ずっと不調だったからなあ。オレも感動したよ。

386
：とにかく A の調子が戻ってきてよかった。

　　  も
う怪我するなよ！

387
：みんな、オメ ( ^_

^)ｏ
-ｏ<※ ☆ パンッ

388
：盛り上がってきたね。

389
：確かに怪我のあと，パッとしなかったな。

　　  こ
れで完全復活だ！！

390
：378

さんは，映像見たってことですか？

391
：A がこの調子でいってくれたら来シーズンも期待できる。

392
：ウォォォ━━☆━━（

・`∀・´）━
━☆━━ッッ !!!!

704：それ，どこにある？

635
：ずっと応援してきたので，号泣です。。。

704：それ，どこにある？

635
：ずっと応援してきたので，号泣です。。。

A，おめでとう，そしてありがとう。

704：それ，どこにある？

A，おめでとう，そしてありがとう。

636
：いま見てきた。

704：それ，どこにある？

636
：いま見てきた。

　　  あ
そこであれを決められるのは A くらいでしょ。

704：それ，どこにある？　　  あ
そこであれを決められるのは A くらいでしょ。

637
：オレも見た。

704：それ，どこにある？
637

：オレも見た。

きわどかったな。

704：それ，どこにある？
きわどかったな。

638
：今日はいい夢見られそう。

704：それ，どこにある？

638
：今日はいい夢見られそう。

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

　　705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

　　

636
：いま見てきた。

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

636
：いま見てきた。

　　  あ
そこであれを決められるのは A くらいでしょ。

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

　　  あ
そこであれを決められるのは A くらいでしょ。

637
：オレも見た。

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

637
：オレも見た。

きわどかったな。
705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

きわどかったな。

638
：今日はいい夢見られそう。

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

638
：今日はいい夢見られそう。

ヽ (*´
∀｀*)ﾉ 

おやすみなさ～い♪
705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

ヽ (*´
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おやすみなさ～い♪

639
：A，大好きだよ～♡♡♡

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。639
：A，大好きだよ～♡♡♡

640
：きわどいゲームだったみたいだから，A の得点は大きい。

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。
640

：きわどいゲームだったみたいだから，A の得点は大きい。

641
：前半はずっとおされっぱなし。

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

641
：前半はずっとおされっぱなし。

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

後半，相手がバテたところで A がうまくマークを外した。
705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

後半，相手がバテたところで A がうまくマークを外した。

389
：確かに怪我のあと，パッとしなかったな。

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

389
：確かに怪我のあと，パッとしなかったな。
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389
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705：A の今後がますます楽しみになってきたな。
640

：きわどいゲームだったみたいだから，A の得点は大きい。

389
：確かに怪我のあと，パッとしなかったな。

640
：きわどいゲームだったみたいだから，A の得点は大きい。

　　  こ
れで完全復活だ！！

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。　　  こ
れで完全復活だ！！

641
：前半はずっとおされっぱなし。

　　  こ
れで完全復活だ！！

641
：前半はずっとおされっぱなし。

705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

641
：前半はずっとおされっぱなし。

　　  こ
れで完全復活だ！！
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さんは，映像見たってことですか？
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705：A の今後がますます楽しみになってきたな。

後半，相手がバテたところで A がうまくマークを外した。
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：378

さんは，映像見たってことですか？

後半，相手がバテたところで A がうまくマークを外した。706：ところで移籍の噂はどうなった？

　　  あ
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　　  あ
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：オレも見た。706：ところで移籍の噂はどうなった？

637
：オレも見た。

　　 

706：ところで移籍の噂はどうなった？

　　 

638
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706：ところで移籍の噂はどうなった？
639

：A，大好きだよ～♡♡♡

640
：きわどいゲームだったみたいだから，A の得点は大きい。

706：ところで移籍の噂はどうなった？

640
：きわどいゲームだったみたいだから，A の得点は大きい。

641
：前半はずっとおされっぱなし。

706：ところで移籍の噂はどうなった？

641
：前半はずっとおされっぱなし。

707：映像見たけど，A, スゲー。

　　 

707：映像見たけど，A, スゲー。

　　 

638
：今日はいい夢見られそう。

707：映像見たけど，A, スゲー。

638
：今日はいい夢見られそう。

ヽ (*´
∀｀*)ﾉ 

おやすみなさ～い♪

707：映像見たけど，A, スゲー。

ヽ (*´
∀｀*)ﾉ 

おやすみなさ～い♪

639
：A，大好きだよ～♡♡♡

707：映像見たけど，A, スゲー。
639

：A，大好きだよ～♡♡♡

640
：きわどいゲームだったみたいだから，A の得点は大きい。

707：映像見たけど，A, スゲー。

640
：きわどいゲームだったみたいだから，A の得点は大きい。

708：(*^ ーﾟ)b ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ!!　　

708：(*^ ーﾟ)b ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ!!　　

639
：A，大好きだよ～♡♡♡708：(*^ ーﾟ)b ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ!!

639
：A，大好きだよ～♡♡♡

709：＞＞706そろそろありそうですよね。

709：やっぱり
A がチームの柱♡。今シーズンはいまいちだったか

認め合い学び合う心を

言
葉
の
向
こ
う
に

　夜
中
に
、は
っ
と
目
が
覚
め
た
。
す
ぐ
に
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
出
し
て
リ
ビ
ン
グ
へ
降
り
、パ
ソ
コ
ン
の
電
源
を
つ
け
る
。

画
面
の
光
が
部
屋
の
片
隅
に
ま
ぶ
し
く
広
が
っ
た
。

　私
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
る
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の
フ
ァ
ン
。
特
に
エ
ー
ス
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
の
Ａ
選
手
が
大
好
き
。
ち
ょ

う
ど
今
頃
、
向
こ
う
で
や
っ
て
い
る
決
勝
の
試
合
が
終
わ
っ
た
は
ず
。
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
試
合
結
果
が
分
か
る
サ
イ
ト

を
ク
リ
ッ
ク
し
た
。

「
や
っ
た
、
勝
っ
た
。
Ａ
選
手
、
ゴ
ー
ル
決
め
て
る
。」

　思
わ
ず
声
が
出
て
し
ま
っ
た
。
大
声
出
し
た
ら
家
族
が
起
き
ち
ゃ

う
。
そ
っ
と
一
人
で
ガ
ッ
ツ
ポ
ー
ズ
。

　み
ん
な
も
う
知
っ
て
る
か
な
。
い
つ
も
の
よ
う
に
日
本
の
フ
ァ
ン

サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
た
。
画
面
に
は
、「
お
め
で
と
う
」
の
文
字

が
あ
ふ
れ
て
る
。
み
ん
な
喜
ん
で
る
。
う
れ
し
く
て
胸
が
一
杯
に
な
っ

た
。
私
も
す
ぐ
に
「
お
め
で
と
う
」
と
書
き
込
ん
で
続
け
た
。

「
Ａ
選
手
や
っ
た
ね
。
ず
っ
と
不
調
で
心
配
だ
っ
た
よ
。
シ
ュ
ー
ト

　シ
ー
ン
が
見
た
い
。」

　す
る
と
、
す
ぐ
に
誰
か
が
返
事
を
く
れ
た
。

「
そ
れ
な
ら
、
観
客
席
で
撮
影
し
て
く
れ
た
人
の
が
見
ら
れ
る
よ
。

　ほ
ら
、
こ
こ
に
。」

「
Ａ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
来
て
る
。
翻
訳
も
付
け
て
く
れ
て
る
。
感
動
す
る
よ
。」

　画
面
が
言
葉
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
く
。
私
は
夢
中
で
教
え
て
く
れ
た
サ
イ
ト
を
次
々
に
見
に
行
っ
た
。

　学
校
で
も
サ
ッ
カ
ー
の
話
を
す
る
け
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
サ
ッ
カ
ー
の
フ
ァ
ン
は
男
子
が
多
い
。
私
が
Ａ
選
手
を
か
っ

こ
い
い
よ
ね
、
っ
て
言
っ
て
も
女
子
同
士
で
は
あ
ん
ま
り
盛
り
上
が
ら
な
い
。
寂
し
か
っ
た
け
ど
、
今
は
違
う
。
ネ
ッ

ト
に
ア
ク
セ
ス
す
れ
ば
、
フ
ァ
ン
仲
間
が
一
杯
。
も
ち
ろ
ん
顔
も
知
ら
な
い
人
た
ち
だ
け
ど
。
今
こ
の
瞬
間
、
遠
く
の

誰
か
が
私
と
同
じ
感
動
を
味
わ
っ
て
る
。
な
ん
か
不
思
議
、
そ
し
て
う
れ
し
い
。
気
が
付
く
と
も
う
す
ぐ
朝
。
続
き
は

ま
た
今
夜
に
し
よ
う
。

　今
日
は
部
活
の
後
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
長
か
っ
た
。
家
へ
帰
る
と
、
食
事
を
用
意
し
て
待
っ
て
い
た
母
に
、

「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
。」

と
言
っ
て
、
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
た
。
優
勝
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
か
、
も
っ
と
詳
し
く
読
め
る
か
な
。
楽
し
み
。

「
Ａ
は
最
低
の
選
手
。
あ
の
ゴ
ー
ル
前
は
フ
ァ
ー
ル
だ
よ
、
ず
る
い
や
つ
。」

　開
い
た
画
面
か
ら
飛
び
込
ん
で
き
た
言
葉
に
、
胸
が
ど
き
っ
と
し
た
。
何
、
こ
れ
。

「
人
気
が
あ
る
か
ら
優
遇
さ
れ
て
る
ん
だ
ろ
。
大
し
て
才
能
な
い
の
に
ス
タ
ー
気
取
り
だ
か
ら
な
。」

　ひ
ど
い
言
葉
が
続
い
て
る
。
読
み
進
む
う
ち
に
顔
が
火
照
っ
て
く
る
の
が
分
か
っ
た
。

　怒
り
で
一
杯
に
な
っ
て
夢
中
で
キ
ー
ボ
ー
ド
に
向
か
っ
た
。
フ
ァ
ン
サ
イ
ト
に
悪
口
を
書
く
な
ん
て
。

「
負
け
惜
し
み
な
ん
て
最
低
。
悔
し
か
っ
た
ら
、
そ
っ
ち
も
ゴ
ー
ル
決
め
た
ら
。」

　す
る
と
、
ま
た
次
々
に
反
応
が
あ
っ
た
。

「
向
こ
う
の
新
聞
に
も
、Ａ
の
プ
レ
イ
が
荒
い
っ
て
、
批
判
が
出
て
る
。
お
前
、
英
語
読
め
な
い
だ
ろ
。」

「
Ａ
の
フ
ァ
ン
な
ん
て
、
サ
ッ
カ
ー
知
ら
な
い
や
つ
ば
っ
か
り
。
ゴ
ー
ル
シ
ー
ン
し
か
見
て
な
い
ん
だ
な
。」

「
Ａ
は
、
わ
が
ま
ま
振
り
が
チ
ー
ム
メ
イ
ト
か
ら
も
嫌
わ
れ
て
る
ん
だ
よ
。」
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　必
死
で
反
論
す
る
私
の
言
葉
も
、
段
々
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
。
で
も
絶
対
負
け
ら
れ
な
い
。

「
加
奈
子
、
い
い
加
減
に
し
な
さ
い
。
食
事
は
ど
う
す
る
の
。」

　母
の
怒
っ
た
声
。
は
っ
と
気
付
い
て
時
計
を
見
た
。
も
う
一
時
間
も
た
っ
て
る
。

「
加
奈
ち
ゃ
ん
、
パ
ソ
コ
ン
は
時
間
を
決
め
て
や
る
約
束
よ
。」

　ず
っ
と
待
た
さ
れ
て
い
た
母
は
不
機
嫌
そ
う
だ
。

「
ご
め
ん
ご
め
ん
。
ち
ょ
っ
と
調
べ
て
た
ら
つ
い
長
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。」
　

「
そ
う
な
の
。
な
ん
だ
か
こ
わ
い
顔
し
て
た
わ
よ
。
加
奈
ち
ゃ
ん
、
こ
っ
ち
に
顔
を
向
け
て
話
し
な
さ
い
。」

「
は
あ
い
、
分
か
り
ま
し
た
。
ち
ゃ
ん
と
時
間
守
り
ま
す
。
お
母
さ
ん
の
御
飯
お
い
し
い
よ
ね
。」

　そ
う
言
い
な
が
ら
も
、
私
の
頭
は
Ａ
選
手
へ
の
あ
の
ひ
ど
い
コ
メ
ン
ト
の
こ
と
で
一
杯
だ
っ
た
。

「
ま
っ
た
く
調
子
い
い
ん
だ
か
ら
。
で
も
ね
、
ほ
ん
と
か
ど
う
か
目
を
見
れ
ば
分
か
る
の
よ
。」

　私
は
思
わ
ず
顔
を
上
げ
て
母
を
見
つ
め
た
。
そ
の
表
情
が
お
か
し
か
っ
た
の
か
、
母
が
ぷ
っ
と
吹
き
出
し
た
。
つ
ら

れ
て
私
も
笑
っ
た
。
急
に
お
な
か
が
す
い
て
き
ち
ゃ
っ
た
。

　食
事
の
後
、
サ
イ
ト
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
気
に
な
っ
て
、
恐
る
恐
る
パ
ソ
コ
ン
を
開
い
て
み
た
。

「
こ
こ
に
Ａ
選
手
の
悪
口
を
書
く
人
も
マ
ナ
ー
違
反
だ
け
ど
、
い
ち
い
ち
反
応
し
て
、
ひ
ど
い
言
葉
を
向
け
て
る
人
、

　フ
ァ
ン
と
し
て
恥
ず
か
し
い
で
す
。
中
傷
を
無
視
で
き
な
い
人
は
こ
こ
に
来
な
い
で
。」

　え
え
ー
っ
。
な
ん
で
私
が
非
難
さ
れ
る
の
。
Ａ
選
手
を
必
死
で
か
ば
っ
て
る
の
に
。

「
Ａ
選
手
の
悪
口
を
書
か
れ
て
黙
っ
て
い
ろ
っ
て
言
う
ん
で
す
か
。
こ
ん
な
こ
と
書
か
れ
た
ら
、
見
た
人
が
Ａ
選
手
の

　こ
と
を
誤
解
し
て
し
ま
う
よ
。」

「
あ
な
た
の
ひ
ど
い
言
葉
も
見
ら
れ
て
ま
す
。
読
ん
だ
人
は
、
Ａ
選
手
の
フ
ァ
ン
は
そ
う
い
う
感
情
的
な
人
た
ち
だ
っ

　て
思
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
中
傷
す
る
人
た
ち
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
争
わ
な
い
で
。」

　な
ん
で
私
が
責
め
ら
れ
る
の
か
全
然
分
か
ら
な
い
。
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打
つ
手
が
震
え
た
。

「
だ
っ
て
悪
い
の
は
悪
口
書
い
て
く
る
人
で
し
ょ
。
ほ
っ
と
け
っ
て
言
う
ん
で
す
か
。」

「
挑
発
に
乗
っ
ち
ゃ
駄
目
。
一
緒
に
中
傷
し
合
っ
た
ら
き
り
が
な
い
よ
。」

　優
勝
を
喜
び
合
っ
た
仲
間
な
の
に
。
遠
く
の
み
ん
な
と
つ
な
が
っ
て
る
っ
て
、
今
朝
は
あ
ん
な
に
実
感
で
き
た
の

に
。
何
だ
か
突
然
真
っ
暗
な
世
界
に
一
人
突
き
落
と
さ
れ
た
み
た
い
だ
。

　も
う
見
た
く
な
い
。
こ
れ
で
最
後
。
と
、
も
う
一
度
画
面
を
更
新
し
た
。

「
ま
あ
み
ん
な
、
そ
ん
な
き
つ
い
言
い
方
す
る
な
よ
。
ネ
ッ
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
っ
て
難
し
い
よ
な
。
自
分
も

　ど
う
し
た
ら
い
い
か
な
っ
て
、
悩
む
こ
と
よ
く
あ
る
。
失
敗
し
た
な
ー
っ
て
と
き
も
。」

「
匿
名
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
な
た
が
書
い
た
言
葉
の
向
こ
う
に
い
る

　人
々
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
。」

　え
っ
、
顔
。
思
わ
ず
私
は
も
う
一
度
読
み
直
し
た
。
そ
し
て
画

面
か
ら
目
を
離
す
と
椅
子
の
背
に
も
た
れ
て
考
え
た
。

　そ
う
だ…

…

。
駄
目
だ
な
あ
。
何
で
字
面
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て

い
た
ん
だ
ろ
う
。
一
番
大
事
な
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
け
ど
。

　私
は
立
ち
上
が
り
、
リ
ビ
ン
グ
の
窓
を
大
き
く
開
け
、
思
い
っ

き
り
外
の
空
気
を
吸
っ
た
。

「
加
奈
ち
ゃ
ん
。
調
べ
物
は
も
う
終
わ
っ
た
の
。」

台
所
か
ら
母
の
声
が
す
る
。

「
調
べ
物
じ
ゃ
な
い
の
。
す
ご
い
こ
と
発
見
し
ち
ゃ
っ
た
。」

私
は
、
明
る
い
声
で
母
に
言
っ
た
。

認め合い学び合う心を

13.12.19=2

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。
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相手の善意や支えに気付くこと

人
々
の
善
意
や
支
え
に
応
え
た
い

人々の善意や支えに応えたい

私
た
ち
は
、
助
け
合
い
、
協
力
し
合
っ
て
生
き
て
い
る
。

こ
の
世
の
中
を
支
え
、
円
滑
に
動
か
し
て
い
る
の
は
、

「
感
謝
の
心
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

感
謝
の
心
を
表
し
、
互
い
に
届
け
合
う
こ
と
で

温
か
く
、
潤
い
の
あ
る
人
間
関
係
が
築
か
れ
る
。

身
近
な
と
こ
ろ
で
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
人
、

社
会
の
中
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
人
、

さ
ら
に
は

私
た
ち
を
育
ん
で
く
れ
る
自
然
の
恵
み
、

様
々
な
人
や
環
境
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を

素
直
に
表
し
、
伝
え
た
い
。

そ
し
て
、
自
分
も
誰
か
を
支
え
る
存
在
に
な
っ
て
い
き
た
い
。

思い浮かべてみよう。

自分の生活が、

どんな人たちに支えられているか。

自分が

誰をどんなふうに

支えることができているか。

なぜ人は自分を支えてくれるのか、考えてみよう。

なぜ感謝の気持ちをうまく表現できないことがあるのか、考えてみよう。

人
々
の
善
意
や
支
え
に
応
え
た
い

⑹

え
ん 
か
つ

た
が

う
る
お

め
ぐ

か
ん
き
ょ
う

す   

な
お

だ
れ

う
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伝
え
ら
れ
な
か
っ
た「
あ
り
が
と
う
」

「ありがとう」の思いを込めて

人々の善意や支えに応えたい

い
っ
ぱ
い
言
っ
と
け
ば
よ
か
っ
た

あ
り
が
と
う
。

あ
り
が
と
う
。

あ
り
が
と
う
。

あ
り
が
と
う
。

あ
り
が
と
う
。

ま
だ
足
り
な
い
、
百
回
、
い
や
千
回
、

も
っ
と
も
っ
と
、
で
も
ま
だ
足
り
な
い
。

お
父
さ
ん
が
生
き
て
い
た
間
に
い
っ
ぱ
い
言
っ
と
け
ば
よ
か
っ
た
。

「ありがとう」

伝えたいけど何だか照れくさい。

「ありがとう」

口にすれば何だか恩着せがましい。

「ありがとう」

その言葉だけでは伝えられないものがある。

そう思っているあなた。

伝えられなかった「ありがとう」が迷子になっていませんか。

伝えられてうれしかった「ありがとう」を書いてみよう。

伝えたい「ありがとう」について考えてみよう。

（
十
七
歳
・
女
子
）

こ

85 84
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平
成
二
十
五（
二
〇
一
三
）年
一

月
、初
場
所
前
、私
は「
幕
下
に
落
ち

た
ら
引
退
す
る
」と
公
言
し
自
分
を

奮
い
立
た
せ
ま
し
た
。こ
の
場
所
、東

十
両
十
二
枚
目
。負
け
越
せ
ば
幕
下

陥
落
で
す
。

　
し
か
し
十
三
日
目
で
四
勝
九
敗
、

新
聞
に
は「
高
見
盛
引
退
へ
」と
い

う
記
事
が
載
り
ま
し
た
。そ
の
日
の

夜
、年
末
に
胸
椎
の
大
手
術
を
し
て

入
院
中
の
師
匠
東
関
親
方
は
、引

退
を
心
配
す
る
後
援
会
の
方
に「
い

や
、サ
カ
リ
が
ま
だ
や
る
と
言
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
か
ら
。」と
、答
え
て

く
れ
た
そ
う
で
す
。世
間
が
私
の

引
退
を
決
め
付
け
て
い
る
中
、私
の

意
志
を
大
事
に
し
て
く
れ
た
の
で

し
た
。入
院
先
か
ら
毎
日
、激
励
の

メ
ー
ル
を
送
って
く
れ
ま
し
た
。

　
私
は
子
供
の
頃
か
ら
体
は
大
き

か
っ
た
の
で
す
が
、気
が
弱
く
、不
器

用
で
、よ
く
同
級
生
に
か
ら
か
わ
れ

ま
し
た
。弱
虫
と
い
う
か
、い
じ
め
ら

れ
て
た
わ
け
で
す
ね
。

　
小
学
校
四
年
生
の
と
き
、見
か
ね

た
担
任
の
先
生
が
、自
信
を
つ
け
さ

せ
よ
う
と
私
を
相
撲
部
に
入
れ
ま

し
た
。中
学
横
綱
に
な
り
、相
撲
の

強
い
高
校
に
入
学
し
ま
し
た
が
、そ

こ
で
も
不
器
用
で
周
囲
に
迷
惑
の
か

け
っ
ぱ
な
し
。し
か
し
、監
督
や
先
輩

が
助
け
て
く
れ
ま
し
た
。大
学
の
相

撲
部
で
も
、同
じ
で
し
た
。

　
そ
の
間
、つ
ら
く
て
相
撲
を
辞
め

よ
う
と
思
っ
た
こ
と
が
二
度
あ
り
ま

す
。そ
の
と
き「
辞
め
る
の
は
いつ
で

も
で
き
る
か
ら
、も
う
一日
頑
張
って

み
れ
。」と
母
が
言
って
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
言
葉
が
な
か
っ
た
ら
、青
森
に

戻
って
い
た
で
し
ょ
う
ね
。

　
千
秋
楽
、私
は
引
退
を
決
心
し

ま
し
た
。

　
緊
張
か
ら
解
放
さ
れ
ほ
っ
と
し

た
と
き
、私
は
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ

な
人
に
支
え
ら
れ
て
今
日
を
迎
え

た
こ
と
に
、改
め
て
気
付
き
ま
し
た
。

　
相
撲
で
も
う
一日
頑
張
れ
と
背
中

を
押
し
て
く
れ
た
母
、病
床
の
親
方
、

先
輩
や
先
生
、そ
し
て
力
士
の
仲
間

た
ち
。不
器
用
な
自
分
を
支
え
て

く
れ
た
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
の
顔
が
、

支
度
部
屋
で
浮
か
ん
で
き
た
の
で
す
。

　
不
器
用
な
性
格
は
直
り
ま
せ
ん

が
、こ
れ
か
ら
は
、こ
れ
ま
で
の
恩
返

し
を
し
な
が
ら
、い
ろ
い
ろ
な
善
意
や

支
え
に
気
付
き
、感
謝
の
気
持
ち
を

し
っ
か
り
伝
え
ら
れ
る
よ
う
心
掛
け

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

不器用な自分を支えてくれた
全ての人に感謝したい。
振分精彦（元小結高見盛）

●青森県出身。日本相撲協会年寄。元大相撲力士
高見盛。小学校４年生から相撲を始め、中学横綱、
高校では国体少年の部優勝、大学４年のときアマ
チュア横綱。●平成１１（１９９９）年春場所幕下付
出で初土俵。平成１２（２０００）年初場所新十両、
名古屋場所で新入幕。最高位小結。平成２５（２０
１３）年初場所後引退、年寄振分を襲名した。

振分精彦（ふりわけせいけん）1976～

この人に学ぶ

この人のひと言

■すずき だいせつ（1870～1966）
仏教学者。『日本的霊性』『禅と日本文化』など。

■ジョン・F・ケネディ（1917～1963）
第35代アメリカ合衆国大統領。

感謝を言葉や態度で表すことを後延ばしにすることのないように
自分を訓練しなさい。
　　　　　　　　　　　　　シュヴァイツァー

おかげさまは、
人間でなくては十分に体験せられぬのである。
　　　　　　　　　　　　　鈴木大拙

感謝の念を表すときの最も崇高な方法は
ただ言葉にするのではなく、
行動で表すことだということを忘れてはいけない。
　　　　　　　　　　　　　ケネディ

■アルベルト・シュヴァイツァー（1875～1965）
アルザス地方（当時はドイツ、現在はフランス）出身
の哲学者、医師。

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

メッセージメッセージ

message

現役時代の振分親方（高見盛）

人々の善意や支えに応えたい

この人のひと言

saying

20131219＝6稿
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人々の善意や支えに応えたい
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　私
は
故
郷
の
Ｋ
町
に
向
か
っ
た
。
一
人
暮
ら
し
の
母
が
脳
卒
中
で
倒
れ
、
町
の
病
院
に
運
ば
れ
た
と
連
絡
が
入
っ
た

か
ら
だ
。

　Ｆ
駅
で
新
幹
線
を
降
り
、
小
雪
の
ち
ら
つ
く
在
来
線
ホ
ー
ム
で
な
か
な
か
来
な
い
電
車
を
待
っ
て
い
た
。
家
路
を
急

ぐ
人
た
ち
の
中
で
、
自
分
の
周
り
だ
け
空
気
が
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。

　や
っ
と
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
き
た
電
車
に
乗
り
込
む
と
、
一
番
隅
の
座
席
に
身
を
沈
め
た
。

　動
き
始
め
た
電
車
の
揺
れ
を
体
に
感
じ
な
が
ら
、
目
を
閉
じ
て
い
る
と
、
朝
か
ら
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
た
。
撮
影

現
場
に
出
掛
け
よ
う
と
し
た
と
き
、
電
話
が
入
っ
た
。
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
監
督
に
だ

け
事
情
を
話
し
て
急
い
で
東
京
を
出
て
き
た
。

　私
は
Ｋ
町
で
生
ま
れ
た
。
父
は
、
私
が
幼
い
頃
に
亡
く
な
り
、
母
は
女
手
一
つ
で
私
を
育
て
た
。
高
校
を
卒
業
す
る

と
、
俳
優
を
目
指
し
て
一
人
上
京
し
た
。
幸
い
劇
団
の
研
修
生
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
演
技
の
練
習
の
合
間
に
は
、

食
べ
る
た
め
に
夜
昼
と
な
く
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
金
を
稼
い
だ
。
よ
う
や
く
端
役
で
は
あ
る
が
、
仕
事
を
も
ら
え
る
よ

う
に
な
り
、
少
し
ず
つ
映
画
や
テ
レ
ビ
に
も
出
演
す
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
に
は
、
三
十
も
半
ば
を
過
ぎ
て
い
た
。
今
で

は
、
一
人
暮
ら
し
な
ら
何
と
か
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　　そ
う
い
え
ば
、
母
の
所
へ
帰
っ
た
の
は
い
つ
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
母
の
声
を
聞
い
た
の
は
い
つ
だ
っ
た
の
か
。
思
い
出

せ
な
い
。
母
は
、
い
く
つ
に
な
っ
た
だ
ろ
う…

…

。

「…
…

七
十
歳
に
な
る
の
か
。」

　窓
の
外
は
暗
い
。
小
さ
な
明
か
り
だ
け
が
ち
ら
ち
ら
と
点
滅
し
て
去
っ
て
行
く
。

　

「
命
に
別
状
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

　私
は
コ
ー
ト
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
手
を
強
く
握
り
締
め
た
。

　ふ
と
気
が
付
く
と
、
車
両
に
は
数
人
し
か
乗
っ
て
い
な
い
。

　Ｋ
駅
の
階
段
を
駆
け
下
り
、
雪
が
一
段
と
激
し
く
舞
う
中
を
、
タ
ク
シ
ー
乗
り
場
に
急
い
だ
。

開
い
た
ド
ア
に
身
を
滑
り
込
ま
せ
る
と
、
ド
ア
が
ま
だ
閉
ま
り
切
ら
な
い
う
ち
に
、

「
町
立
病
院
に
急
い
で
く
だ
さ
い
。」

と
、
告
げ
た
。

　私
の
た
だ
な
ら
ぬ
様
子
を
察
し
た
の
か
、
運
転
手
は
返
事
を
し
て
ち
ら
っ
と
私
を
見
た
。

　病
院
に
近
付
く
と
、
運
転
手
は
、

「
正
面
は
閉
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
夜
間
入
口
に
回
し
ま
し
ょ
う
。」

と
言
う
。
礼
を
言
っ
て
タ
ク
シ
ー
か
ら
降
り
る
と
、
受
付
で
、
名
前
を
告
げ
て
病
室
を
聞
い
た
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
降
り
た
私
は
、
病
室
の
前
で
少
し
た
め
ら
っ
て
、
ド
ア
に
手
を
掛
け
た
。

　私
の
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
、
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
る
母
の
姿
だ
っ
た
。
ベ
ッ
ド
の
向

こ
う
に
座
っ
て
い
た
老
夫
婦
が
同
時
に
立
ち
上
が
っ
た
。

「
母
は…

…

、
ど
う
で
す
か
。」

「
大
丈
夫
。
命
に
別
状
は
な
い
そ
う
よ
。」

　ひ
そ
や
か
な
声
で
お
ば
さ
ん
は
答
え
た
。

「
今
は
も
う
、
落
ち
着
い
て
眠
っ
て
い
る
。」

　お
じ
さ
ん
は
、
私
の
顔
を
見
つ
め
て
言
っ
た
。

　私
は
大
き
く
息
を
吐
い
た
。

帰

　郷
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上
京

東
京
へ
行
く
こ
と
。
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「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

　私
は
た
だ
、
頭
を
下
げ
続
け
た
。

「
研
ち
ゃ
ん
、
か
ば
ん
を
置
い
て
、
お
座
り
よ
。
疲
れ
た
だ
ろ
う
。」

　お
ば
さ
ん
は
、
そ
う
言
っ
て
、
自
分
の
座
っ
て
い
た
椅
子
を
持
っ
て
き
た
。

「
お
じ
さ
ん
、
お
ば
さ
ん
。
何
か
ら
何
ま
で
お
世
話
に
な
っ
て
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
二
人
こ
そ
お

　疲
れ
で
し
ょ
う
。
今
夜
は
僕
が
い
ま
す
か
ら
、
も
う
、
お
う
ち
で
休
ん
で
く
だ
さ
い
。」

　老
夫
婦
を
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ま
で
見
送
り
、
病
室
に
戻
ろ
う
と
し
て
、
廊
下
の
明
か
り
が
落
と
し
て
あ
る
の
に
気
が
付

い
た
。
腕
時
計
を
見
る
と
十
時
を
回
っ
て
い
る
。

　病
室
に
戻
っ
て
改
め
て
母
の
顔
を
見
る
。
母
の
顔
に
苦
痛
は
な
く
、
寝
息
は
穏
や
か
だ
。

　翌
朝
、
夜
の
う
ち
に
降
っ
た
雪
が
一
面
に
白
い
世
界
を
つ
く
り
、
朝
日
に
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
い
た
。

　私
が
ま
ど
ろ
み
か
ら
目
を
覚
ま
す
と
、
母
が
見
つ
め
て
い
た
。

「
研
一
。
心
配
か
け
た
ね
。」

　気
丈
な
母
の
声
と
は
思
え
ぬ
弱
々
し
い
声
だ
っ
た
。

「
何
言
っ
て
る
ん
だ
。」

　私
が
、
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
た
と
き
、
老
夫
婦
が
入
っ
て
き
た
。

「
研
ち
ゃ
ん
、
朝
御
飯
、
ま
だ
だ
ろ
う
。」

と
言
っ
て
、
岡
持
ち
か
ら
皿
を
出
し
た
。

「
朝
御
飯
ら
し
く
な
い
け
ど
、
チ
ャ
ー
ハ
ン
だ
よ
。
子
供
の
頃
好
き
だ
っ
た
よ
ね
。」

　老
夫
婦
は
、
私
た
ち
親
子
が
住
み
込
み
で
働
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
中
華
料
理
店
を
経
営
し
て
い
た
。

　お
じ
さ
ん
は
自
分
た
ち
の
ま
か
な
い
を
作
る
と
き
は
、
私
の
食
事
も
必
ず
作
っ
て
く
れ
た
。
お
じ
さ
ん
に
、

「
研
ち
ゃ
ん
、
今
日
の
ま
か
な
い
何
に
し
よ
う
か
。」

と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
い
つ
も
、

「
チ
ャ
ー
ハ
ン
。」

と
、
答
え
た
も
の
だ
っ
た
。

　老
夫
婦
は
す
で
に
店
を
た
た
ん
で
年
金
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
母
が
そ
の
店
を
借
り
て
小
さ
な
居
酒
屋
を
開
い
た
と

き
も
何
か
と
力
に
な
っ
て
く
れ
た
と
母
は
手
紙
で
知
ら
せ
て
き
た
。
そ
の
老
夫
婦
が
、
私
の
好
き
で
あ
っ
た
チ
ャ
ー
ハ

ン
を
朝
か
ら
作
っ
て
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
私
は
、
お
じ
さ
ん
が
差
し
出
し
た
チ
ャ
ー
ハ
ン
の
皿
を
押
し
頂
く
よ
う
に

受
け
取
っ
た
。
私
の
胸
に
熱
い
も
の
が
流
れ
る
の
を
感
じ
た
。

「
研
一
。
昨
日
の
晩
、
寝
て
な
い
ん
だ
ろ
う
。
家
に
帰
っ
て
眠
っ
て
お
い
で
。」

　母
に
促
さ
れ
た
。
眠
る
気
は
な
か
っ
た
が
、
身
の
回
り
の
も
の
を
少
し
持
っ
て
こ
よ
う
と
、
老
夫
婦
と
一
緒
に
か
つ

て
親
子
で
住
ん
だ
所
に
向
か
っ
た
。

「
研
ち
ゃ
ん
。
佐
知
子
さ
ん
の
こ
と
だ
け
ど
、
軽
い
後
遺
症
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
と
お
医
者
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
け

　ど
。」

「
そ
う
で
す
か
。
リ
ハ
ビ
リ
が
必
要
に
な
る
ん
で
す
ね
。」

　店
に
は
、
お
じ
さ
ん
の
字
で
、

「
都
合
に
よ
り
し
ば
ら
く
の
間
休
業
し
ま
す
。」

と
い
う
張
り
紙
が
し
て
あ
っ
た
。
母
の
店
は
、
母
の
お
い
し
い
手
料
理
と
優
し
い
人
柄
で
町
の
人
が
集
ま
っ
て
い
た
ら

し
い
。

　母
の
部
屋
で
入
院
生
活
に
必
要
な
も
の
を
ま
と
め
て
い
る
と
、
引
き
出
し
の
中
に
小
さ
な
包
み
が
あ
っ
た
。
私
名
義

の
通
帳
だ
っ
た
。
見
る
と
私
が
母
に
送
金
し
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
貯
金
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
私
の
芸
能
活
動
の
ス
ク

ラ
ッ
プ
帳
も
出
て
き
た
。
何
度
も
何
度
も
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
た
の
だ
ろ
う
。
端
が
す
っ
か
り
め
く
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

岡
持
ち

料
理
を
出
前
す
る
際
に
用
い
る

箱
の
こ
と
。

ま
か
な
い

従
業
員
用
の
料
理
。

押
し
頂
く

高
く
さ
さ
げ
て
、
礼
儀
正
し
く

丁
寧
に
物
を
受
け
取
る
。

＊

＊

＊
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し
か
し
、
先
ほ
ど
通
っ
て
き
た
一
階
の
店
の
方
に
は
、
私
の
写
真
は
、
一
枚
も
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　病
院
に
戻
る
と
、
さ
っ
そ
く
見
舞
い
客
が
あ
っ
た
。
町
の
人
で
店
の
常
連
さ
ん
た
ち
だ
と
い
う
。
私
が
入
っ
て
い
く
と
、

「
え
っ
、
研
一
さ
ん
っ
て
。
俳
優
の…

…

。」

「
お
ば
さ
ん
、
何
に
も
言
わ
な
い
ん
だ
よ
。
何
で
だ
よ
。」

　母
は
黙
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
私
に
は
、
店
に
写
真
が
一
切
な
い
こ
と
の
理
由
が
分
か
っ
た
。
母
は
、
き
っ
と
私
の
俳

優
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
私
は
そ
ん
な
母
の
こ
と
を
気
に
掛
け
も
せ
ず
、
遠

く
離
れ
た
都
会
で
一
人
で
の
う
の
う
と
暮
ら
し
て
き
た
。

　見
舞
い
客
の
帰
っ
た
後
、
私
は
母
に
言
っ
た
。

「
母
さ
ん
、
東
京
で
一
緒
に
暮
ら
そ
う
。」

　母
は
、
首
を
振
っ
た
。

「
だ
っ
て
、
し
ば
ら
く
リ
ハ
ビ
リ
も
必
要
な
ん
だ
ろ
う
。
も
う
遠
慮
し
な
い
で
い
い
ん
だ
よ
。」

「
こ
の
町
が
い
い
ん
だ
よ
。」

　母
が
、
ぽ
つ
り
と
言
っ
た
。

　そ
の
言
葉
を
聞
い
た
老
夫
婦
は
顔
を
見
合
わ
せ
た
。

「
研
ち
ゃ
ん
。
私
た
ち
は
ま
だ
元
気
だ
か
ら
、
私
た
ち
で
よ
け
れ
ば
、
佐
知
子
さ
ん
の
リ
ハ
ビ
リ
や
身
の
回
り
の
こ
と

　は
手
伝
う
け
ど…

…

。」

　お
ば
さ
ん
は
、
遠
慮
が
ち
に
申
し
出
た
。

　私
は
驚
い
た
。
確
か
に
長
年
世
話
に
は
な
っ
た
け
れ
ど
、
病
気
に
な
っ
た
母
を
お
願
い
し
ま
す
と
は
言
え
る
は
ず
が

な
か
っ
た
。

「
研
ち
ゃ
ん
、私
ら
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。
さ
っ
き
見
舞
い
に
来
た
連
中
だ
っ
て
、ち
ょ
く
ち
ょ
く
の
ぞ
く
っ
て
、言
っ

　て
る
ん
だ
よ
。」

　嫌
が
る
母
を
東
京
に
連
れ
帰
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、母
の
こ
と
は
私
が
面
倒
を
見
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ

て
い
る
。
母
は
、
こ
の
町
で
ど
ん
な
人
た
ち
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
大
人
に
な
っ
て
こ
の
町
で
暮
ら
し
て
い

な
い
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
甘
え
さ
せ
て
も
ら
っ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

　頭
を
上
げ
る
と
二
人
が
私
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
。
そ
の
目
は
優
し
か
っ
た
。

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
母
と
ゆ
っ
く
り
話
し
合
っ
て
み
ま
す
。」

　私
は
、
た
だ
こ
の
言
葉
し
か
な
か
っ
た
。

　　ド
ラ
マ
の
撮
影
の
た
め
、
と
り
あ
え
ず
一
度
東
京
に
戻
ら
な
く

て
は
な
ら
ず
、
翌
日
私
は
駅
に
向
か
っ
た
。

「
研
一
。」

と
声
を
掛
け
ら
れ
て
振
り
向
く
と
、
中
学
校
の
同
級
生
の
雅
也
で

あ
っ
た
。

「
お
母
さ
ん
、
悪
い
ん
だ
っ
て
な
。
大
丈
夫
か
。」

　思
い
が
け
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
雅
也
と
は
、
特
別
仲
が
良
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
病
状
を
尋
ね
て
く
れ
る
。
そ
ん
な

ぬ
く
も
り
が
こ
の
町
に
あ
っ
た
の
か
。

　来
た
道
を
引
き
返
す
電
車
に
乗
っ
た
。
私
は
優
し
さ
に
包
ま
れ

て
い
た
。

　窓
か
ら
見
え
る
山
々
は
雪
を
残
し
て
い
る
が
、
柔
ら
か
い
光
が

当
た
っ
て
い
る
。
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感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。
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支
え
合
い
共
に
生
き
る

他
の
ひ
と
が
や
っ
て
き
て

こ
の
小
包
の
紐

　ど
う
し
た
ら

ほ
ど
け
る
の
か
し
ら
と
言
う

他
の
ひ
と
が
や
っ
て
き
て
は

こ
ん
が
ら
か
っ
た
糸
の
束

な
ん
と
か
し
て
よ

　と
言
う

鋏
で
切
れ
い
と
進
言
す
る
が

肯
じ
な
い

仕
方
な
く
手
伝
う

　も
そ
も
そ
と

生
き
て
る
よ
し
み
に

こ
う
い
う
の
が
生
き
て
る
っ
て
こ
と
の

お
お
よ
そ
か

　そ
れ
に
し
て
も
あ
ん
ま
り
な

ま
き
こ
ま
れ

ふ
り
ま
わ
さ
れ

く
た
び
れ
は
て
て

あ
る
日

　卒
然
と
悟
ら
さ
れ
る

も
し
か
し
た
ら

　た
ぶ
ん
そ
う

沢
山
の
や
さ
し
い
手
が
添
え
ら
れ
た
の
だ

一
人
で
処
理
し
て
き
た
と
思
っ
て
い
る

わ
た
く
し
の
幾
つ
か
の
結
節
点
に
も

今
日
ま
で
そ
れ
と
気
づ
か
せ
ぬ
ほ
ど
の
さ
り
げ
な
さ
で

知

　命

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　茨
木
の
り
子

　私
た
ち
は
今
ま
で
、
多
く
の
人
た
ち
と
出
会
い
、

共
に
生
き
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
の
人
生
で
、
も
っ
と

も
っ
と
多
く
の
人
た
ち
と
の
出
会
い
が
あ
る
こ
と
だ

ろ
う
。

　今
、
自
分
の
周
り
に
い
る
人
た
ち
と
の
関
わ
り
方

に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
。

ひ
も

こ 

づ
つ
み

ち               

め
い

い
ば
ら  

ぎ

は
さ
み

が
え
ん

さ
と

そ

た
く  

さ
ん

い
く

人と支え合う

95 94
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３  
生
命
を
輝
か
せ
て

⑴ 

か
け
が
え
の
な
い
自
他
の
生
命
を
尊
重
し
て

⑵ 

美
し
い
も
の
へ
の
感
動
と
畏
敬
の
念
を

⑶ 

人
間
の
強
さ
や
気
高
さ
を
信
じ
生
き
る

生
命
を
輝
か
せ
て

か
が
やい

　

 

け
い

97 96

【３の視点】20131219／ 5稿



今
、
自
分
が
こ
こ
に
生
き
て
い
る
こ
と
の
偶
然
性
。

誰
も
が
い
つ
か
必
ず
死
を
迎
え
る
と
い
う
有
限
性
。

そ
し
て

先
祖
か
ら
受
け
継
ぎ
、
子
孫
へ
受
け
渡
し
て
い
く
連
続
性
。

さ
ら
に
、
自
分
は
他
の
誰
で
も
な
い
、

唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
こ
と
。

私
た
ち
人
間
ば
か
り
で
な
く
、

生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
に

思
い
を
は
せ
て
み
る
。

考
え
て
み
よ
う
、

生
命
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
。

地
球
の
永
い
永
い
歴
史
を
考
え

人
類
の
誕
生
を
考
え

そ
し
て
今
こ
こ
に
い
る
自
分
を
考
え
て
み
る
。

こ
う
や
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と

存
在
し
て
い
る
こ
と
が

何
か
不
思
議
に
思
え
て
く
る
。

私
の
周
り
に

い
つ
も
の
笑
顔
、
い
つ
も
の
声
。

で
も
、
こ
の
人
た
ち
と
の
出
会
い
も

今
、
こ
こ
に
生
命
を
授
か
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
。

星
の
数
ほ
ど
の
偶
然
が
あ
っ
て

私
が
、
今
こ
こ
に
い
る
こ
と
の
不
思
議
。

生
き
て
い
る
こ
と
の
有
り
難
さ
。

生
命
を
考
え
る

い

　
　の

　
　ち

生命を考える

今ここにいる不思議

だ
れ

ぐ
う 

ぜ
ん 

せ
い

む
か

わ
た

つ

ゆ
い
い
つ   

む    

に

え  

が
お

さ
ず

が
た

99 98

重点化＝生命／ 20131219／７稿

生 命 を 考 え る

偶然性



こ
の
生
命
は
私
の
も
の
。

誰
の
も
の
で
も
な
い
、
か
け
が
え
の
な
い
私
の
生
命
。

で
も
、
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　
　
　そ
う

こ
れ
は
私
が
受
け
継
い
だ
も
の
。

ず
っ
と
遠
い
昔
か
ら
受
け
継
が
れ

私
が
受
け
取
っ
た
も
の
。

こ
の
生
命
は
私
の
生
命
だ
け
れ
ど

私
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

私
は
生
命
と
い
う
た
す
き
を
受
け
取
り

人
生
と
い
う
コ
ー
ス
を

走
り
き
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
駅
伝
走
者
。

転
ん
で
も
、
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
じ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

た
す
き
を
私
に
届
け
て
く
れ
た
人
た
ち
の
た
め
に
も
、

そ
し
て
私
の
た
す
き
を

待
っ
て
い
る
人
た
ち
の
た
め
に
も
。

大
切
な
人
を
亡
く
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

自
分
の
生
命
に
も

い
つ
か
終
わ
り
が
や
っ
て
く
る
。

一
度
し
か
な
い

こ
の
生
命
の
証
を

自
分
は
こ
の
世
に

ど
の
よ
う
に
刻
ん
で
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
っ
と

生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
、
喜
び
た
い
。

そ
し
て
、
か
け
が
え
の
な
い
私
の
人
生
を
、
生
命
を

も
っ
と
も
っ
と
輝
か
せ
て
い
き
た
い
。

重点化＝生命／ 20131219／第７稿

いつか終わりがあること

生 命 を 考 え る

有限性
ずっとつながっていること

生 命 を 考 え る

連続性

な
あ
か
しか

が
や

だ
れ

つ

101 100

生命を考える



生命の誕生と死

かけがえのない自他の生命を尊重して

これまでの生活を振り返って、生命のかけがえのなさについて感じたことを書
いてみよう。

か
け
が
え
の
な
い
自
他
の
生
命
を
尊
重
し
て

お
ば
さ
ん
と
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
が

私
の
家
に
や
っ
て
き
た
。

赤
ち
ゃ
ん
は
に
こ
に
こ
と
笑
っ
て
と
て
も
か
わ
い
い
。

お
ば
さ
ん
の
話
を
聞
く
と
、
夜
、
泣
き
出
す
こ
と
も
多
い
よ
う
で
、

赤
ち
ゃ
ん
の
世
話
は
大
変
だ
と
思
っ
た
。

赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
み
る
と

ず
っ
し
り
と
重
く
て
、
温
か
い
。

言
葉
に
な
ら
な
い
声
を
発
し
た
り
、

手
足
を
動
か
し
た
り
、

も
う
い
ろ
い
ろ
な
感
情
が
あ
る
よ
う
だ
。

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
頃
は

私
も
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
の
か
と
、

不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

あ
ん
な
に
元
気
だ
っ
た
祖
父
が

息
も
せ
ず
、
静
か
に
眠
っ
て
い
る
。

い
つ
も
そ
ば
に
い
た
大
切
な
人
が
、

も
う
二
度
と
、
笑
顔
を
見
せ
た
り
、

私
に
話
し
掛
け
た
り
し
な
い
こ
と
が

と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
。

た
く
さ
ん
の
人
の
涙
、
そ
れ
は
祖
父
が

た
く
さ
ん
愛
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
。

誰
か
が

「
も
っ
と
一
緒
に
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
話
が
し
た
か
っ
た
。
」

と
、
言
っ
て
い
た
。

私
は
、
身
近
な
人
の
死
に
接
し
て
初
め
て

生
命
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
知
っ
た
。

生命の誕生と死生命の誕生と死

あ
ん
な
に
元
気
だ
っ
た
祖
父
が

息
も
せ
ず
、
静
か
に
眠
っ
て
い
る
。

い
つ
も
そ
ば
に
い
た
大
切
な
人
が
、

い
つ
も
そ
ば
に
い
た
大
切
な
人
が
、

も
う
二
度
と
、
笑
顔
を
見
せ
た
り
、

も
う
二
度
と
、
笑
顔
を
見
せ
た
り
、

も
う
二
度
と
、
笑
顔
を
見
せ
た
り
、

私
に
話
し
掛
け
た
り
し
な
い
こ
と
が

私
に
話
し
掛
け
た
り
し
な
い
こ
と
が

私
に
話
し
掛
け
た
り
し
な
い
こ
と
が

と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
。

と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
。

た
く
さ
ん
の
人
の
涙
、
そ
れ
は
祖
父
が

た
く
さ
ん
の
人
の
涙
、
そ
れ
は
祖
父
が

た
く
さ
ん
の
人
の
涙
、
そ
れ
は
祖
父
が

た
く
さ
ん
愛
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
。

た
く
さ
ん
愛
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
。

た
く
さ
ん
愛
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
。

誰
か
が

誰
か
が

「
も
っ
と
一
緒
に
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
話
が
し
た
か
っ
た

「
も
っ
と
一
緒
に
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
話
が
し
た
か
っ
た

「
も
っ
と
一
緒
に
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
話
が
し
た
か
っ
た
。
」」

と
、
言
っ
て
い
た
。

と
、
言
っ
て
い
た
。

と
、
言
っ
て
い
た
。

私
は
、
身
近
な
人
の
死
に
接
し
て
初
め
て

私
は
、
身
近
な
人
の
死
に
接
し
て
初
め
て

私
は
、
身
近
な
人
の
死
に
接
し
て
初
め
て

生
命
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
知
っ
た
。

生
命
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
知
っ
た
。

これまでの生活を振り返って、生命のかけがえのなさについて感じたことを書

お
ば
さ
ん
と
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
が

お
ば
さ
ん
と
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
が

お
ば
さ
ん
と
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
が

お
ば
さ
ん
と
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
が

お
ば
さ
ん
と
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
が

私
の
家
に
や
っ
て
き
た
。

私
の
家
に
や
っ
て
き
た
。

私
の
家
に
や
っ
て
き
た
。

私
の
家
に
や
っ
て
き
た
。

赤
ち
ゃ
ん
は
に
こ
に
こ
と
笑
っ
て
と
て
も
か
わ
い
い
。

赤
ち
ゃ
ん
は
に
こ
に
こ
と
笑
っ
て
と
て
も
か
わ
い
い
。

赤
ち
ゃ
ん
は
に
こ
に
こ
と
笑
っ
て
と
て
も
か
わ
い
い
。

赤
ち
ゃ
ん
は
に
こ
に
こ
と
笑
っ
て
と
て
も
か
わ
い
い
。

赤
ち
ゃ
ん
は
に
こ
に
こ
と
笑
っ
て
と
て
も
か
わ
い
い
。

お
ば
さ
ん
の
話
を
聞
く
と
、
夜
、
泣
き
出
す
こ
と
も
多
い
よ
う
で
、

お
ば
さ
ん
の
話
を
聞
く
と
、
夜
、
泣
き
出
す
こ
と
も
多
い
よ
う
で
、

お
ば
さ
ん
の
話
を
聞
く
と
、
夜
、
泣
き
出
す
こ
と
も
多
い
よ
う
で
、

お
ば
さ
ん
の
話
を
聞
く
と
、
夜
、
泣
き
出
す
こ
と
も
多
い
よ
う
で
、

お
ば
さ
ん
の
話
を
聞
く
と
、
夜
、
泣
き
出
す
こ
と
も
多
い
よ
う
で
、

お
ば
さ
ん
の
話
を
聞
く
と
、
夜
、
泣
き
出
す
こ
と
も
多
い
よ
う
で
、

赤
ち
ゃ
ん
の
世
話
は
大
変
だ
と
思
っ
た
。

赤
ち
ゃ
ん
の
世
話
は
大
変
だ
と
思
っ
た
。

赤
ち
ゃ
ん
の
世
話
は
大
変
だ
と
思
っ
た
。

赤
ち
ゃ
ん
の
世
話
は
大
変
だ
と
思
っ
た
。

赤
ち
ゃ
ん
の
世
話
は
大
変
だ
と
思
っ
た
。

赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
み
る
と

赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
み
る
と

赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
み
る
と

ず
っ
し
り
と
重
く
て
、
温
か
い
。

ず
っ
し
り
と
重
く
て
、
温
か
い
。

ず
っ
し
り
と
重
く
て
、
温
か
い
。

ず
っ
し
り
と
重
く
て
、
温
か
い
。

言
葉
に
な
ら
な
い
声
を
発
し
た
り
、

言
葉
に
な
ら
な
い
声
を
発
し
た
り
、

言
葉
に
な
ら
な
い
声
を
発
し
た
り
、

言
葉
に
な
ら
な
い
声
を
発
し
た
り
、

手
足
を
動
か
し
た
り
、

手
足
を
動
か
し
た
り
、

手
足
を
動
か
し
た
り
、

も
う
い
ろ
い
ろ
な
感
情
が
あ
る
よ
う
だ
。

も
う
い
ろ
い
ろ
な
感
情
が
あ
る
よ
う
だ
。

も
う
い
ろ
い
ろ
な
感
情
が
あ
る
よ
う
だ
。

も
う
い
ろ
い
ろ
な
感
情
が
あ
る
よ
う
だ
。

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
頃
は

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
頃
は

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
頃
は

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
頃
は

私
も
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
の
か
と
、

私
も
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
の
か
と
、

私
も
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
の
か
と
、

私
も
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
の
か
と
、

私
も
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
の
か
と
、

私
も
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
の
か
と
、

不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

あ
ん
な
に
元
気
だ
っ
た
祖
父
が

息
も
せ
ず
、
静
か
に
眠
っ
て
い
る
。

広
く
高
い
空
を
見
上
げ

果
て
し
な
い
宇
宙
を
想
像
し
て
み
る

自
分
は
な
ん
と
小
さ
い
存
在
な
の
だ
ろ
う

し
か
し

こ
こ
に
立
つ
私
は
「
私
」
し
か
い
な
い

満
天
の
星
を
仰
ぎ

悠
久
の
時
の
流
れ
を
感
じ
る

自
分
は
な
ん
と
は
か
な
い
存
在
な
の
だ
ろ
う

し
か
し

こ
こ
に
い
る
私
は
「
私
」
で
し
か
な
い

果
て
し
な
い
宇
宙
に
あ
っ
て
も

は
る
か
永
劫
の
時
の
中
に
あ
っ
て
も

こ
の
私
は

た
だ
一
つ
の
存
在
、
二
つ
と
な
い
存
在

一
人
一
人
の
か
け
が
え
の
な
い
生
命
を

尊
重
し
合
っ
て
生
き
て
い
き
た
い

か
け
が
え
の
な
い
自
他
の
生
命
を
尊
重
し
て

⑴
あ
お

ゆ
う
き
ゅ
う

え
い
ご
う

だ

こ
ろ

ね
む

え

　が
お

な
み
だ

だ
れ

い
っ
し
ょ

ふ

か

103 102

3-(1)／ 20131218／第 8稿



かけがえのない生命

かけがえのない自他の生命を尊重して

自分の生命、他人の生命、生きとし生けるものの生命の尊さについて考えたことを
まとめよう。

科学技術の発達と生命倫理

生命倫理に関する問題について、調べたり、話し合ったりしたことを書いてみよう。

科学技術や医療の急速な発達により、

これまで難しかった診断や治療が可能になった。

一方で、そういった実態と、人間としての在り方や生命倫理との関係について、

様々な角度から議論が行われるようになった。

こうした課題について、私たちは今後、どのように考えていけばよいだろう。

今、世界の人口は７０億人を超えたと言われる。

日本の人口は約１億３千万人となっている。

日本だけでみると１年間に

１００万人以上が誕生し、亡くなっている。

医療が発達した現代では、日本人の平均寿命は８０歳を超えているが、

一人一人の生命の長さは違う。

私たちの世代でも、毎年、かけがえのない生命が失われている。

奇跡のように偶然が重なって自分に生命が与えられたことや、

その生命にもいつか終わりがあることを考え、

私たちは、どのように自他の生命を尊重していけばよいのだろう。

厚生労働省「人口動態調査」（平成 24 年）

脳死と
臓器提供

遺伝子検査

代理母

ク
ロ
ー
ン
技
術

出
生
前
診
断

し
ん  

だ
ん

日本の出生数・死亡数
出生数　1,037,231人
死亡数　1,256,359人

い りょう

こ

じゅ みょう さい

な

ちが

き   せき ぐう ぜん あた

りん　　り
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人の命を救い、
人々の苦しみを
和らげる以外に考えることは
何もない。
緒方洪庵

●備中足守藩出身。蘭学者。１８３６年、長崎へ出て
西洋医学を学び、大阪で「適々斎塾」（適塾）を開く。
●輸入された牛痘種痘の痘苗を入手し、大阪に種
痘所「除痘館」を開き、故郷の備中足守にも種痘所
を開設した。●適塾では多くの門人が学び、近世か
ら近代への時代の変化の中で、重要な役割を果た
す人材を輩出した。

緒方洪庵（おがたこうあん） 1810～1863

この人に学ぶ

人物探訪人物探訪

column
この人のひと言この人のひと言

saying

人はいつか必ず死ぬということを
思い知らなければ、
生きているということを
実感することもできない。 
                                       ハイデッガー

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

大阪市中央区北浜に残る「適塾」

ドイツの哲学者。『存在と時間』『形而上学入門』な
ど。

■マルティン・ハイデッガー（1889～1976）

人間が生きることには、常に、どんな状況でも、意味がある。
                                       フランクル

オーストリアの精神医学者、心理学者。『夜と霧』な
ど。

■ヴィクトル・フランクル（1905～1997）

ひとの生命を愛せない者に、自分の生命を愛せるわけがない。
                                       吉川英治

小説家。『宮本武蔵』『私本太平記』など。
■よしかわ えいじ（1892～1962）

「
人
の
た
め
に
生
き
て
自
分
の
た
め

に
生
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。楽
を
せ
ず
、名
声
や
利
益
を

考
え
ず
、自
分
を
捨
て
て
人
を
救
う

の
が
よ
い
。」

　
江
戸
時
代
の
末
期
、ま
だ
ま
だ
医

学
が
未
熟
な
時
代
、人
命
を
救
う
こ

と
に
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
使
命
を
自

己
に
課
し
、実
践
し
た
人
が
い
ま
し

た
。

　
そ
の
名
は
緒
方
洪
庵
。適
塾
の
創

設
者
で
あ
り
、適
塾
は
大
村
益
次
郎
、

福
澤
諭
吉
な
ど
幕
末・明
治
に
活
躍

す
る
偉
人
を
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。医
師
洪
庵
の
原
点
は
、

ま
さ
に
人
の
命
と
向
き
合
う
こ
と
に

あ
り
ま
し
た
。

　
天
然
痘
の
流
行
に
、当
時
人
々
は

恐
怖
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。天
然

痘
は
、患
って
し
ま
え
ば
死
に
至
る
か
、

そ
の
難
を
逃
れ
て
も
重
大
な
後
遺

症
が
残
る
恐
ろ
し
い
病
だ
っ
た
か
ら

で
す
。

　
古
来
よ
り
天
然
痘
に
一
度
か
か

り
治
っ
た
者
は
二
度
と
感
染
し
な
い

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
事

か
ら
、天
然
痘
に
か
か
っ
た
人
の
う
み

を
健
康
な
人
の
体
に
接
種
し
て
、人

為
的
に
軽
度
の
天
然
痘
に
か
か
ら
せ

る
人
痘
種
痘
法
と
い
う
予
防
法
が

あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、こ
の
方
法
で
は
、時
に
重

度
の
天
然
痘
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
り
ま
し
た
。洪
庵
は
、自
分
の

幼
い
甥
と
姪
ら
に
人
痘
種
痘
を
試
み

ま
し
た
が
、や
は
り
良
い
結
果
は
得

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。洪
庵
は
こ
れ

ら
を
踏
ま
え
て
危
険
性
の
高
い
人
痘

種
痘
を
多
く
の
子
供
た
ち
に
施
す

わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
ま
し
た
。

　
や
が
て
イ
ギ
リ
ス
で
開
発
さ
れ
た

安
全
性
の
高
い
牛
痘
種
痘
法
の
牛
痘

苗（
ワ
ク
チ
ン
）が
日
本
に
渡
っ
て
き

ま
し
た
。

　
洪
庵
は
同
志
と
協
力
し
て
牛
痘

種
痘
を
す
る
施
設
と
し
て
除
痘
館

を
設
立
し
、そ
の
普
及
に
尽
力
し
ま

し
た
。

　
こ
の
こ
ろ
西
洋
医
学
を
理
解
す

る
人
は
ま
だ
少
数
で
、反
対
勢
力

か
ら
の
誹
謗
中
傷
に
も
遭
い
ま
し

た
。そ
ん
な
中
、洪
庵
は
時
に
は
米

や
菓
子
を
与
え
る
こ
と
で
接
種
す

る
子
供
を
募
り
、牛
痘
種
痘
の
活

動
を
続
け
て
多
く
の
命
を
救
っ
た
の

で
す
。
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かけがえのない自他の生命を尊重して

キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
椿

「
こ
ん
に
ち
は
、
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
。」

　裕
介
た
ち
の
学
校
で
は
学
期
に
一
回
、
近
く
の
一
人
暮
ら
し
の
老
人
を
訪
問
し
て
い
る
。
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
今
年

七
十
八
歳
。
長
い
間
、
大
学
で
国
文
学
を
教
え
て
い
た
そ
う
だ
。
大
学
の
先
生
と
い
う
と
、
気
難
し
そ
う
に
思
わ
れ
が

ち
だ
け
ど
、
と
て
も
気
さ
く
で
話
好
き
で
あ
る
。

「
よ
う
来
て
く
れ
た
ね
。
美
紀
ち
ゃ
ん
、
佐
織
ち
ゃ
ん
、
順
ち
ゃ
ん
。
あ
れ
、
裕
ち
ゃ
ん
は
い
な
い
の
か
い
。」

　訪
問
も
三
年
目
に
な
っ
て
、
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
訪
問
し
て
元
気
付
け
る
と
い
う
よ
り
も
、
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
裕

介
た
ち
の
相
談
相
手
に
な
っ
て
く
れ
て
い
る
。

「
裕
介
ね
、ま
た
入
院
し
た
ん
だ
。
し
ば
ら
く
か
か
る
ら
し
い
。
昨
日
寄
っ
て
み
た
ん
だ
け
ど
、あ
い
つ
あ
ん
ま
り
し
ゃ

　べ
ら
な
く
て
、黙
っ
て
い
る
の
も
気
詰
ま
り
で
、せ
っ
か
く
行
っ
た
け
ど
、す
ぐ
に
病
室
を
出
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。…

…

　ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
な
あ
。」

　順
平
が
助
け
を
求
め
る
よ
う
に
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
方
を
見
た
。
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
す
ぐ
に
順
平
の
気
持
ち
を
察

し
た
よ
う
だ
。

「
難
し
い
な
あ
、
順
ち
ゃ
ん
。
で
も
心
配
し
て
い
る
順
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
は
裕
ち
ゃ
ん
に
も
分
か
る
よ
。」

　そ
れ
か
ら
四
か
月
が
た
ち
、
最
後
の
訪
問
日
と
な
っ
て
、
四
人
は
そ
ろ
っ
て
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
に
行
っ
た
。

　キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
み
ん
な
の
顔
を
見
る
な
り
、
す
ぐ
に
裕
介
に
調
子
は
ど
う
か
と
尋
ね
た
。

「
こ
こ
ん
と
こ
は
ま
あ
ま
あ
な
ん
で
す
け
ど
。
す
ぐ
に
具
合
悪
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で…

…

。」

と
、
裕
介
は
寂
し
そ
う
に
答
え
た
。

「
裕
ち
ゃ
ん
、
一
人
で
悩
む
と
落
ち
込
む
よ
。
裕
ち
ゃ
ん
に
は
心
配
し
て
く
れ
る
友
達
も
い
る
ん
だ
か
ら
ね
。」

と
、
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
裕
介
の
背
中
を
ポ
ン
と
た
た
い
た
。
美
紀
も
佐
織
も
そ
う
だ
そ
う
だ
と
言
う
よ
う
に
う
な

ず
い
た
。

「
う
ん
。
元
気
に
な
れ
る
っ
て
い
つ
も
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
ん
だ
け
ど
。
時
々
ね
、…

…

苦
し
く
な
る
ん

　だ
。」

「
苦
し
く
な
る
っ
て
。」

「
ず
っ
と
一
生
こ
ん
な
ふ
う
に
病
院
を
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
の
か
な
、
と
思
う
と…

…

。」

　キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
裕
介
の
肩
に
手
を
置
い
て
座
ら
せ
、
優
し
い
目
で
次
の
言
葉
を
促
し
た
。

「
親
に
も
心
配
や
迷
惑
ば
か
り
か
け
て
心
苦
し
い
し
、
何
の
た
め
に
生
き
て
る
の
か
な
、
生
き
て
い
て
も
仕
方
が
な
い

　の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。」

　い
つ
も
は
感
情
を
あ
ま
り
表
に
出
さ
な
い
裕
介
の
声
が
、
震
え
て
い
る
の
に
気
付
い
た
順
平
は
、
驚
い
て
裕
介
の
そ

ば
に
寄
っ
た
。

「
そ
う
か
い
。」

　キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
穏
や
か
に
言
う
と
、
立
ち
上
が
っ
た
。

　隣
の
部
屋
か
ら
何
冊
か
の
本
を
手
に
戻
っ
て
く
る
と
、
一
冊
を
開
い
て
裕
介
の
前
に
置
い
た
。
そ
の
ペ
ー
ジ
に
は
、

し
お
り
が
挟
ん
で
あ
っ
た
。

「
裕
ち
ゃ
ん
、
こ
の
本
に
は
、『
広
瀬
淡
窓
』
と
い
う
人
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
七
十
五
歳
ま
で
生
き
た
ん
だ

　け
れ
ど
も
、
と
て
も
病
弱
だ
っ
た
人
な
ん
だ
よ
。
そ
の
淡
窓
が
二
十
三
歳
の
と
き
に
倉
重
湊
と
い
う
医
師
に
宛
て

　た
手
紙
と
、
そ
の
後
の
い
き
さ
つ
が
書
い
て
あ
る
か
ら
読
ん
で
ご
ら
ん
。」

　裕
介
は
本
を
手
に
取
っ
た
。

15　　　　　　　　 　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  520　　　　　　　　　　　　　  15　　　　　　　　 　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  5

広
瀬
淡
窓

江
戸
時
代
の
儒
学
者
、
漢
詩

人
、
教
育
者
。
私
塾
「
咸
宜

園（
か
ん
ぎ
え
ん
）」
を
創
設
。

身
分
な
ど
を
問
わ
な
い
教
育

を
行
っ
た
。

＊
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「
生
来
、
多
病
の
私
で
す
が
、
今
最
も
憂
え
て
い
る
の
は
、
何
を
目
標
に
生
き
て
い
け
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　幼
い
と
き
か
ら
勉
強
に
励
ん
で
き
た
こ
と
を
生
か
し
て
身
を
立
て
る
以
外
に
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
そ
う
す
る

　な
ら
、
ど
こ
か
の
藩
に
仕
官
す
る
か
、
都
へ
出
て
自
分
で
塾
を
開
く
か
だ
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
病
気
が
ち
の

　私
に
は
務
ま
り
ま
せ
ん
。
こ
の
日
田
で
教
師
と
な
る
こ
と
も
考
え
ま
し
た
が
、
こ
の
地
で
儒
者
と
し
て
成
功
し
た
人

　は
い
ま
せ
ん
。
私
も
数
年
来
、
生
徒
を
集
め
て
教
え
て
い
ま
す
が
、
と
て
も
生
計
を
立
て
ら
れ
る
ほ
ど
に
は
人
は
集

　ま
り
ま
せ
ん
。
医
師
に
な
る
こ
と
も
考
え
た
の
で
す
が
、
長
い
修
行
も
必
要
で
す
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
農
工
商
売

　も
た
や
す
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
悩
ん
で
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
解
決
の
良
い
方
法
を
教
え

　て
く
だ
さ
い
。」

　と
こ
ろ
が
な
か
な
か
返
事
が
来
な
い
の
で
、
待
ち
き
れ
な
く
て
淡
窓
は
倉
重
に
会
い
に
出
掛
け
て
行
っ
た
。

「
確
か
に
手
紙
は
読
ん
だ
。
趣
旨
は
と
も
か
く
、
同
じ
こ
と
を
く
ど
く
ど
繰
り
返
し
て
、
愚
痴
や
恨
み
言
ば
か
り
並
べ

　て
見
苦
し
い
。
君
の
行
く
べ
き
道
は
た
だ
一
つ
し
か
な
く
迷
い
よ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
。
君
の
得
意
な
分
野
で
生

　き
て
い
く
こ
と
だ
。
教
師
で
は
食
え
な
い
と
言
う
が
、
そ
れ
は
ま
だ
真
剣
に
教
え
て
い
な
い
か
ら
だ
。
私
の
見
る
と

　こ
ろ
で
は
、
ま
だ
工
夫
や
努
力
が
足
り
な
い
。
不
健
康
を
理
由
に
、
だ
ら
だ
ら
し
た
生
活
を
送
る
な
ら
ば
、
父
母
へ

　の
最
大
の
不
孝
だ
。
迷
う
こ
と
な
く
、
た
だ
一
筋
に
教
師
の
道
を
進
む
べ
き
で
あ
る
。」
　

　倉
重
の
こ
の
言
葉
で
、
淡
窓
は
こ
れ
ま
で
の
判
断
し
か
ね
て
い
た
気
持
ち
を
吹
っ
切
っ
て
塾
に
専
念
す
る
こ
と
に
し

た
。　裕

介
は
、
こ
こ
ま
で
読
ん
で
顔
を
上
げ
た
。
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
湯
飲
み
を
両
手
に
包
み
込
む
よ
う
に
持
っ
て
こ
ち

ら
を
向
い
て
い
る
。
順
平
は
少
し
心
配
そ
う
な
顔
付
き
で
見
て
い
る
。
裕
介
は
、
広
瀬
淡
窓
は
こ
の
後
ど
う
し
た
の
だ

ろ
う
と
い
う
思
い
が
湧
き
上
が
っ
て
き
た
。
そ
し
て
病
気
は
ど
う
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
も
消
え
な
か
っ
た
。

「
淡
窓
は
、江
戸
時
代
に
今
の
大
分
県
の
日
田
に
『
咸
宜
園
』
と
い
う
塾
を
開
い
た
ん
だ
よ
。『
咸
宜
』
と
い
う
の
は
『
み

　な
よ
ろ
し
』
と
い
う
意
味
で
ね
。
身
分
に
関
わ
ら
ず
、
み
ん

　な
勉
強
し
に
来
な
さ
い
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
日
本
中
か
ら

　塾
生
が
集
ま
っ
て
き
た
ん
だ
よ
。

　淡
窓
の
病
弱
は
治
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
つ
も
体
中
の
あ

　ち
こ
ち
に
痛
み
が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
何
か
月
も
寝
込
ん

　だ
ん
だ
よ
。
な
か
な
か
辛
抱
で
き
な
い
よ
う
な
痛
み
も
耐
え

　て
、
懸
命
に
頑
張
っ
た
ん
だ
。
ま
あ
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
病

　気
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
少
々
の
困
難
に
は
び
く
と
も
し
な
い

　精
神
的
な
強
さ
を
身
に
付
け
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
自
分
だ
け
が

　何
で
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
と
は
思
う
け
ど
。
そ
れ
を
何
か

　の
せ
い
に
せ
ず
、
前
へ
進
も
う
と
し
た
の
が
広
瀬
淡
窓
な
ん

　だ
よ
。

　あ
れ
あ
れ
、
ち
ょ
っ
と
お
説
教
臭
く
な
っ
た
か
ね
え
。
そ
れ

　な
ら
、
一
つ
面
白
い
も
の
を
見
せ
よ
う
。
淡
窓
の
チ
ャ
レ
ン

　ジ
だ
よ
。」

　キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
黒
と
白
の
丸
が
ず
ら
っ
と
並
ん
だ
コ

ピ
ー
用
紙
を
み
ん
な
に
配
っ
た
。
右
上
に
万
善
簿
と
書
い
て
あ

る
。

「
ま
ん
ぜ
ん
ぼ
。」

　四
人
が
一
斉
に
声
を
上
げ
た
。

「
そ
う
、『
万
善
簿
』
と
言
っ
て
ね
。
淡
窓
が
、
今
日
か
ら
一
万

咸宜園

＊

＊

仕
官
す
る

役
人
に
な
る
こ
と
。
武
士
が

大
名
な
ど
に
仕
え
る
こ
と
。

儒
者

儒
教
を
学
ぶ
者
、
ま
た
教
え

る
者
。
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かけがえのない自他の生命を尊重して
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か
ん
つ
ば
き

　個
の
良
い
こ
と
を
し
よ
う
と
付
け
た
帳
面
な
ん
だ
。
良
い
こ
と
を
し
た
と

　き
は
白
丸
。
悪
い
こ
と
を
し
た
と
き
は
黒
丸
。
例
え
ば
、
生
き
物
を
大
事

　に
し
た
と
い
う
と
き
は
白
丸
。
体
に
悪
い
こ
と
を
し
た
と
き
は
黒
丸
。
毎

　日
帳
面
に
付
け
て
、
白
丸
と
黒
丸
を
計
算
し
て
、
今
日
は
白
丸
が
い
く
つ

　残
っ
た
と
い
う
よ
う
に
付
け
る
ん
だ
。
私
が
一
番
好
き
な
の
は
、
黒
丸
が

　十
個
も
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
。
何
を
こ
ん
な
に
悪
い
こ
と
を
し
た
の
か
と

　思
っ
て
み
る
と
、『
権
藤
生

　死
す
』
と
あ
る
。
権
藤
さ
ん
と
い
う
塾
生
が

　亡
く
な
っ
た
ん
だ
ね
。
そ
し
て
、『
介
抱
不
行
き
届
き
』
と
書
い
て
あ
る
ん

　だ
よ
。
自
分
の
所
に
来
て
い
る
塾
生
が
死
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
だ

　け
の
黒
丸
を
連
ね
て
い
る
ん
だ
よ
。
気
に
な
っ
て
、
帳
面
の
少
し
前
を

　見
る
と
、
今
日
は
権
藤
生
を
見
舞
っ
た
。
白
丸
一
つ
。
今
日
は
権
藤
生
を

　見
舞
う
つ
も
り
だ
っ
た
が
行
け
な
か
っ
た
。
黒
丸
一
つ
と
書
い
て
あ
る
ん

　だ
よ
。
自
分
が
病
人
な
の
に
ね
。
そ
れ
で
も
、
権
藤
さ
ん
が
亡
く
な
っ

　た
と
き
に
は
、
黒
丸
を
い
く
つ
も
連
ね
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
ね
。

　人
柄
が
分
か
る
ね
。」

「
す
ご
い
人
が
い
た
ん
だ
ね
。
と
っ
て
も
僕
は
広
瀬
淡
窓
と
か
い
う
人
の
よ

　う
に
な
れ
な
い
だ
ろ
う
け
ど…

…

。
甘
か
っ
た
ん
だ
ね
。
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
あ
り
が
と
う
。」

　裕
介
は
、
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
手
を
取
っ
て
ぐ
っ
と
握
り
締
め
た
。

「
裕
介
、
僕
ら
も
万
善
簿
、
い
や
、
百
善
簿
く
ら
い
や
っ
て
み
る
か
。」

　美
紀
と
佐
織
は
、私
た
ち
も
や
っ
て
み
よ
う
と
言
い
出
し
た
。
そ
し
て
、庭
を
指
差
し
た
。

「
庭
の
椿
が
き
れ
い
だ
ね
。
美
し
い
も
の
を
美
し
い
と
思
う
、こ
の
気
持
ち
に
白
丸
一
個
。」

と
、
す
ま
し
て
言
う
と
、
キ
ミ
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
窓
を
開
け
た
。

「
き
れ
い
だ
ろ
う
。
あ
の
椿
。
あ
れ
は
ね
、
冬
の
寒
い
中
で
も
き
れ
い
な
花
を
咲
か
せ

　る
。
そ
し
て
、
椿
は
最
後
の
最
後
ま
で
生
き
き
る
。
だ
か
ら
私
は
好
き
な
ん
だ
よ
。
あ

　ん
な
ふ
う
に
生
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
よ
。
そ
う
そ
う
五
所
平
之
助
さ
ん
と
い
う
人
が

　詠
ん
で
い
る
句
が
あ
っ
て
ね
。『
生
き
る
こ
と
は
一
と
筋
が
よ
し
寒
椿
』、
い
い
ね
え
。」

万善簿

20　　　　　　　　　　　　　  15　　　　　　　　　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  5

 5

五
所
平
之
助

昭
和
の
映
画
監
督
、
俳
人
。

＊

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

13.12.19

かけがえのない自他の生命を尊重して
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自然の恵み

自然の美しさ

美しいものへの感動と畏敬の念を

美
し
い
も
の
へ
の
感
動
と
畏
敬
の
念
を

広
大
な
平
原
、
そ
び
え
立
つ
山
脈
、
果
て
し
な
い
水
平
線
、

地
球
に
は
息
を
の
む
ほ
ど
の

美
し
い
自
然
が
あ
る
。

地
球
の
自
然
は
、
人
類
が
誕
生
す
る
は
る
か
前
か
ら
育
ま
れ
て
き
た
。

人
間
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
動
植
物
は

自
然
の
恵
み
に
よ
っ
て
生
命
を
営
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
と
き
に
、
自
然
は
荒
々
し
い
姿
を
見
せ
る
。

海
は
荒
れ
狂
い
、
山
は
噴
煙
を
上
げ
、
大
地
は
揺
れ
る
。

自
然
は
私
た
ち
に
感
動
や
恵
み
を
与
え
て
く
れ
る
。

同
時
に
、
自
然
は
、
人
間
の
力
を
超
え
た
力
で
、

私
た
ち
に
畏
敬
の
念
を
抱
か
せ
る
。

私
た
ち
は
、
有
限
な
存
在
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
謙
虚
に
受
け
止
め
な
が
ら
、

そ
の
中
で
人
間
と
し
て
よ
り
良
く
生
き
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

私たち人間を含め、地球上の動植物は、自然からの恩恵を得て生活している。

日本の各地では古くから自然の恵みに感謝する祭りが行われ、

現代に受け継がれている。

自然は季節や時間によって様々な表情を見せる。

地球上の自然には、

極めて長い時間を掛けて形成されたものがある。

また、ほんの一瞬だけ輝きを放つものもある。

これまでの経験で、自然が美しいと感じたことや、自然から癒されると感じたことを
振り返ってみよう。

⑵

いや

ふ

め
ぐ

あ

く
る

あ
ら 

あ
ら

ふ
ん 

え
ん

ゆ

こ あ
た

い
だ

け
ん 

き
ょ

いっしゅん かがや

か

い
　

     

け
い

ふく おん けい

つ
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人
間
の
力
を
超
え
る
も
の

自
然
の
神
秘
を
感
じ
る

自然との調和

これまで見たことや経験したことから、自然の不思議さについて感じたことを書いて
みよう。

これまで見たことや経験したことから、今後、私たちは自然とどのように関わって
いけばよいかを考えてみよう。

自
然
は
美
し
さ
を
み
せ
る
一
方
で
、

台
風
や
豪
雪
、

地
震
、
火
山
の
噴
火
と
い
っ
た

人
間
の
力
で
は
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い

猛
威
を
振
る
う
こ
と
も
あ
る
。

私
た
ち
は
、

自
然
の
神
秘
や
美
し
さ
に
感
動
し
、

山
野
の
変
化
や
、

動
物
の
営
み
を
不
思
議
に
思
う
。

文
学
、
絵
画
、
音
楽
な
ど

芸
術
作
品
の
中
で

自
然
を
賛
美
し
て
い
る
も
の
も
多
い
。

地球環境保全の意識の高まりとともに、

人間生活と自然との調和、共存を目指す考え方が広まっている。

今後も、自然の恩恵を享受していくために、

私たちはどうすればよいだろう。

美しいものへの感動と畏敬の念を

　かつて日本の多くの地域で見られたコウノトリは、戦後、兵庫県豊岡市な
ど一部の地域でしか見られなくなった。
　減り続けるコウノトリを救うため、豊岡市では昭和４０（1965）年から人
工飼育を始めた。
　待望のヒナが誕生したのは、人工飼育の開始から２５年目の平成元

（1989）年。その後、コウノトリの飼育下増殖が軌道に乗り始めると、コ
ウノトリをもう一度野生に帰すことが現実のものとなってきた。
　豊岡市では「コウノトリ野生復帰プロジェクト」を進めている。コウノト
リの野生復帰は、単にコウノトリが生息できる豊かな環境を再生、創出する
だけでなく、人と自然との関係を再生、創出することを目指すものである。
　平成１７（2005）年、最初の放鳥が行われ、現在では７０羽を超えるコウ
ノトリが豊岡の空を舞っている。

コウノトリ野生復帰プロジェクト

ご
う 

せ
つ

ふ
ん   

か

あ
ら
が

も
う  

い

ふ

じ   

し
ん

こ

かんきょう

おん けい　　  きょうじゅ

ぞう しょく

ひょう   ご　     　とよ  おか

き     どう

こ

ま
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私たちのために
地球という星があるわけでは
ありません。
大木聖子

●東京都出身。地震学者。高校1年生のときテレ
ビで見た阪神淡路大震災の被災地の惨状に衝撃
を受け、地震学者を志す。●単に地震のメカニズ
ムを研究するだけではなく、災害情報や防災教育
の研究に取り組み、命を守るための対策を広く訴
えている。●現在、慶応義塾大学環境情報学部准
教授。

大木聖子（おおきさとこ） 1978～

この人に学ぶ

saying

あなたの感じたこと、考えたこと。

　

小
学
校
の
低
学
年
の
こ
ろ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
手
の
ひ
ら
に
ア
リ
を

乗
せ
て
歩
い
て
い
る
と
、
母
が
こ
う
言
い
ま
し
た
。
「
そ
の
ア
リ
さ
ん
は
、

手
の
ひ
ら
の
上
に
い
る
っ
て
気
付
い
て
い
る
か
な
？
」
こ
の
問
い
は
、
私

の
視
点
を
ぐ
っ
と
引
き
上
げ
る
、
衝
撃
的
な
も
の
で
し
た
。

　
中
学
生
の
と
き
に
出
会
っ
た
本
や
学
校
で
習
う
大
地
や
地
球
に
関
す
る
授

業
で
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
地
球
と
い
う
星
が
ど
ん
な
形
を
し
て
い
る
の
か
、
そ

の
内
部
に
は
何
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る
の
か
を
知
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
み
ず
み
ず
し
く
活
動
す
る
生
き
て
い
る
地
球
の
姿
で
し

た
。
そ
れ
か
ら
私
は
、
地
球
と
い
う
生
き
物
の
と
り
こ
に
な
り
ま
し
た
。

　
同
時
に
、
こ
ん
な
に
大
き
な
生
き
物
の
上
に
暮
ら
す
私
た
ち
は
、
な
ん

て
小
さ
い
の
だ
ろ
う
、
と
の
思
い
が
強
く
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
人
間
は
、

私
の
手
の
ひ
ら
に
い
た
ア
リ
と
同
じ
で
す
。
ア
リ
は
私
の
手
の
ひ
ら
の
上

で
、
一
生
懸
命
右
に
進
ん
で
い
ま
し
た
。
で
も
私
は
ア
リ
が
進
む
よ
り
速

い
ス
ピ
ー
ド
で
、
前
に
む
か
っ
て
歩
い
て
い
ま
す
。
ア
リ
は
そ
れ
を
知
り

ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
私
が
い
つ
で
も
手
を
握
り
し
め
、
ア
リ
を
握
り
つ
ぶ

す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
知
ら
な
い
の
で
す
。

　
日
本
が
地
震
国
な
の
は
、
海
底
の
岩
盤
で
あ
る
広
大
な
「
プ
レ
ー
ト
」

が
日
本
の
下
に
沈
み
込
ん
で
い
く
た
め
で
す
。
プ
レ
ー
ト
が
動
く
理
由
は
、

地
球
の
内
部
が
対
流
し
て
い
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
地
球
全

体
の
壮
大
な
活
動
の
う
ち
の
、
ほ
ん
の
一
部
が
地
震
と
い
う
現
象
で
す
。

　
地
震
は
、
私
た
ち
人
類
が
出
現
す
る
ず
っ
と
前
か
ら
地
球
上
で
起
こ
っ

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
地
球
に
と
っ
て
ご
く
自
然
な
営
み
で
あ
る
地
震

を
私
た
ち
が
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
地
球
と
い
う
星
に
間
借
り
を

し
て
暮
ら
し
て
い
る
の
は
私
た
ち
人
類
の
方
で
、
私
た
ち
の
た
め
に
地
球

と
い
う
星
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　
手
の
ひ
ら
の
上
の
ア
リ
と
、
地
球
に
暮
ら
す
私
た
ち
。
こ
う
し
て
自
分

た
ち
の
小
さ
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
地
球
の
恵
み
に
感
謝
し
て
、

と
き
お
り
起
こ
る
地
震
に
は
謙
虚
に
備
え
よ
う
と
思
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

メッセージ

message
美しいものへの感動と畏敬の念を

■ウィリアム・ワーズワース（1770～1850）
イギリスのロマン派詩人。自然讃美の詩を
多く書く。「抒情民謡集」「かっこう」など。

　　　　 　　　 　　　　　　

                            The Rainbow
　　　　　　 My heart leaps up when I behold
　　　　　　　A rainbow in the sky:
　　　　　　So was it when my life began,
　　　　　　So is it now I am a man,
　　　　　　So be it when I shall grow old
　　　　　　　   Or let me die!
　　　　　　The Child is father of the Man:
　　　　　　And I could wish my days to be
　　　　　　Bound each to each by natural piety.

　　　　　　「虹」
　　　　　　私の心は躍る、大空にかかる
　　　　　　　　虹の美しさを見たときに。
　　　　　　子供の頃もそうだった、
　　　　　　大人となった今もそうなのだ、
　　　　　　そして、これから年を重ねてもそうでありたい
　　　　　　　　そうでなければ、この世に生きている意味はない！
　　　　　　子供の頃の思いは、大人になっても忘れない。
　　　　　　願わくば、私のこれからの一日一日が、　
　　　　　　自然への畏敬の念とともにありますように。　

ワーズワース

20140108＝責了

この人の言葉

（原文記載）
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人間として生きる喜び ⑶ 
人
間
の
強
さ
や
気
高
さ
を
信
じ
生
き
る

人間の強さや気高さを信じ生きる

　誰でも、自分に自信がもてなかったり、劣等感に悩んだり、誰かを妬ん
だり、恨んだりすることがある。
　同時に、それはいけないと引き止めたり、勇気を出そうと励ましてくれ
たりする良心をもっている。
　そして、自分の弱さや醜さと、良心との間で、苦しみ、悩むことがある。
　人間として生きる喜びは、こうした苦しみに打ちかって、自分に誇りを
もつことができたときに、生まれるのではないか。

これまでの経験を振り返り、自分の心の中の　藤に打ちかてたことを書いてみ
よう。

卑怯卑怯
傲慢傲慢

妬み妬み

虚栄心虚栄心

謙虚さ謙虚さ

克己心克己心

誇り誇り

勇気勇気

けんきょ

ごう  まん

ひ きょう

きょ えい しん

ねた
  こっき  しん

ほこ

かっとう

欠
点
や
弱
点
の
な
い
人
間
は
い
な
い
。

誰
の
心
の
中
に
も

弱
さ
や
醜
さ
が
あ
る
。

同
時
に
、

人
間
は
そ
の
弱
さ
や
醜
さ
を
克
服
し
た
い
と
、

願
う
心
を
も
っ
て
い
る
。

誘
惑
に
負
け
、

易
き
に
流
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、

「
し
ま
っ
た
」
と
思
う
心
の
揺
れ
が
、

良
心
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
良
心
の
声
に
耳
を
傾
け
、

人
間
と
し
て
よ
り
良
く
生
き
よ
う
と
す
る

自
分
を
大
切
に
し
た
い
。

だ
れ

み
に
く

こ
く 

ふ
く

ゆ
う 

わ
く

や
す

か
た
む

ゆ

れっ とう かん なや ねた

うら

はげ

ほこ

ふ
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「今からの私」を育てていきたい

わたし

「変わったね」
むかしの友達に言われるたび、うれしくなるわたし
「いままでのわたし」は、いつも楽な方へ流され
わがままで友達の数も少なかった
「これじゃいけない」
そう思ったのは、６年生のとき

わたしは、少しずつ変身していくことを決心した
中学に進学することによって
わたしの心も考えも
困難をひとつひとつ乗り越えていこうと誓った
たくさんの人に出会い
たくさんの考えや生き方を知り
たくさんの悩みをかかえて一年が過ぎ
「いまのわたし」がいる
「いまのわたし」は、まだ完全じゃない
時々、「いままでのわたし」が顔を出す
そんなとき、「いまのわたし」が顔をひっこめる
少し後悔しながら…

これからはもっとたくさんの人と出会い
もっとたくさんの考えや生き方を知り
もっとたくさんの悩みをかかえながら
困難を乗り越え、生きる喜びを感じたい
そして、わたしのまわりにいる人に感謝しながら
「いまからのわたし」を育てていきたい

これからの私が目指す生き方とはどのようなものか、考えてみよう。

先人の伝記などから、人間としての誇りある生き方について考えてみよう。

人間の強さや気高さを信じ生きる

（中２ 生徒作文）

あ
な
た
な
ら
ど
う
考
え
、
行
動
し
ま
す
か
。ふ  

に
ん

は
く 

が
い

の
が

　杉
原
千
畝
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
リ
ト

ア
ニ
ア
に
外
交
官
と
し
て
赴
任
し
て
い
ま
し
た
。

　ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
迫
害
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

各
地
か
ら
逃
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
の
難
民

を
目
の
前
に
し
て
、
自
ら
の
判
断
で
通
過
ビ
ザ

（
通
過
査
証
）
を
発
行
し
、
約
六
千
人
の
命
を
救

い
ま
し
た
。

　私
も
、
何
を
か
く
そ
う
、
回
訓
を
受
け
た
日
、
一
晩
中
考
え
た
。

（
中
略
）

　ユ
ダ
ヤ
民
族
か
ら
永
遠
の
恨
み
を
買
っ
て
ま
で
、
旅
行
書
類
の
不
備
、

公
安
配
慮
云
々
を
盾
に
と
っ
て
、
ビ
ザ
を
拒
否
し
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、

そ
れ
が
果
た
し
て
、
国
益
に
叶
う
こ
と
だ
と
い
う
の
か
。

　苦
慮
、
煩
悶
の
揚
句
、
私
は
つ
い
に
、
人
道
、
博
愛
精
神
第
一
と
い
う

結
論
を
得
た
。

　そ
し
て
私
は
、
何
も
恐
る
る
こ
と
な
く
、
職
を
賭
し
て
忠
実
に
こ
れ
を

実
行
し
了
え
た
と
、
今
も
確
信
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　杉
原
千
畝
の
手
記
よ
り

杉原 千畝（1900～1986）

す
ぎ
は
ら  

ち

　う
ね

う
ら

は
い 

り
ょ  

う
ん 

ぬ
ん

た
て

か
な

き
ょ

　ひ

く   

り
ょ        

は
ん  

も
ん         

あ
げ  

く

お
そ

と

お

ほこ

こ ちか

こう かい
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私たちは皆、
幸せになることを目的に
生きています。
アンネ・フランク

●ドイツ、フランクフルト生まれ。ナチスによるユダヤ
人への迫害を避けるために、家族と共にオランダのア
ムステルダムへ逃れる。１９４２年から隠れ家で暮らし
ていたが、1944年に発見され、ナチスの強制収容所
へ送られる。●１９４５年３月収容先の強制収容所でチ
フスを患い１５歳で死去。●隠れ家でアンネが記した
日記は父の友人の手によって保管され、戦後、「アンネ
の日記」として出版され、世界中の人々に愛読された。

アンネ・フランク（Annelies Marie Frank） 1929～1945

この人に学ぶ

人物探訪

column
この人のひと言

saying

人間は
ひとくきの葦にすぎない。
自然のなかで最も弱いものである。
だが、それは考える葦である。
                                      パスカル

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

アンネがつづった日記

■ブレーズ・パスカル（1623～1662）

人を知る者は智なり、自ら知る者は明なり。
人に勝つ者は力有り、自らに勝つ者は強し。
　　　　　　　　　　　　　老子

古代中国の思想家。道家の祖。
■ろうし（生没年不詳）

フランスの哲学者、数学者、物理学者。『パンセ』な
ど。

人間の強さや気高さを信じ生きる

　
し
ば
し
ば
、人
間
の
生
命
・

尊
厳
は
地
球
よ
り
重
い
と
言
わ

れ
ま
す
が
、歴
史
の
中
で
、そ
れ

が
踏
み
に
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
中
、ナ
チ
ス

に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
迫
害
を
避

け
る
た
め
に
故
国
を
逃
れ
、オ
ラ
ン

ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
隠
れ
家
で

日
々
危
機
に
直
面
し
な
が
ら
、日

記
を
書
き
続
け
た
少
女
が
い
ま

す
。そ
の
名
は
、ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
。

　
や
が
て
強
制
収
容
所
へ
送
ら

れ
、十
五
歳
で
命
を
落
と
す
こ

の
少
女
が
、人
間
の
生
き
る
意

味
を
見
つ
め
、平
和
を
希
求
し
つ

つ
書
き
遺
し
た
日
記
の
一
言
一

言
は
、戦
後
、世
界
中
の
多
く
の

読
者
の
心
を
打
ち
ま
し
た
。

「
希
望
が
あ
る
と
こ
ろ
に
人
生
も

あ
る
。希
望
が
新
し
い
勇
気
を
も

た
ら
し
、再
び
強
い
気
持
ち
に
し

て
く
れ
ま
す
。」

　
厳
し
い
状
況
の
中
で
も
希
望

を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
ア
ン

ネ
の
姿
が
浮
か
び
ま
す
。

　「
私
が
私
と
し
て
生
き
る
こ
と

を
、許
し
て
ほ
し
い
。」と
い
う
言

葉
か
ら
は
、ど
れ
だ
け
人
間
ら
し

く
生
き
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
か

と
い
う
こ
と
が
伝
わ
って
き
ま
す
。

そ
し
て「
私
は
理
想
を
捨
て
ま
せ

ん
。ど
ん
な
こ
と
が
あ
って
も
、人

は
本
当
は
す
ば
ら
し
い
心
を
も
っ

て
い
る
と
今
も
信
じ
て
い
る
か
ら

で
す
。」と
、人
間
の
気
高
さ
を
信

じ
る
思
い
も
つ
づ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
私
た
ち
は
皆
、幸
せ
に
な
る
こ

と
を
目
的
に
生
き
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
人
生
は
一
人
一
人
違

う
け
れ
ど
、目
的
は
皆
同
じ
な

の
で
す
。」

「
た
っ
た
一
本
の
ロ
ウ
ソ
ク
が
ど

ん
な
に
暗
闇
を
否
定
し
、そ
の

意
味
を
定
義
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
を
見
て
く
だ
さ
い
。」

　
し
か
し
、彼
女
を
照
ら
す
ロ

ウ
ソ
ク
の
火
は
、一
九
四
五
年
三

月
、無
惨
に
吹
き
消
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。

20131222＝８稿

良心は魂の声である。
　　　　　　　　　　　　　ルソー

■ジャン・ジャック・ルソー（1712～1778）
フランスの啓蒙思想家。『社会契約論』『エミール』
など。
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人間の強さや気高さを信じ生きる

二
人
の
弟
子

15　　　　　　　　 　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  520　　　　　　　　　　　　　  15　　　　　　　　 　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  5

　池
を
め
ぐ
ら
し
た
本
堂
の
奥
か
ら
修
行
僧
た
ち
の
読
経
が
聞
こ
え
て
く
る
。
西
山
寺
の
深
い
木
々
の
緑
が
白
い
も
や

の
中
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
現
れ
る
。
山
門
に
立
っ
て
深
呼
吸
し
、杉
木
立
に
囲
ま
れ
た
薄
暗
い
参
道
に
目
を
や
っ
た
智
行
は
、

急
な
石
段
を
ゆ
っ
く
り
登
っ
て
く
る
一
人
の
男
が
い
る
の
を
見
付
け
た
。
ぼ
ろ
の
着
物
を
ま
と
い
、
髪
を
伸
ば
し
て
痩

せ
こ
け
た
男
の
姿
に
、
一
瞬
、
眉
を
ひ
そ
め
、
声
を
掛
け
よ
う
と
歩
み
出
し
て
智
行
は
は
っ
と
息
を
の
ん
だ
。

「
道
信
、
道
信
な
の
か
。」

　智
行
は
土
地
の
名
家
の
三
男
に
生
ま
れ
た
。
幼
い
と
き
か
ら
才
覚
を
発
揮
し
こ
の
寺
の
上
人
に
師
事
し
て
い
た
。
道

信
は
智
行
と
同
年
輩
で
、
先
の
戦
で
孤
児
と
な
り
、
上
人
が
引
き
取
っ
て
育
て
た
の
だ
っ
た
。
若
い
二
人
の
学
問
へ
の

深
い
情
熱
を
愛
し
た
上
人
は
、
十
四
歳
に
な
っ
た
二
人
を
都
の
本
山
へ
送
り
出
し
て
く
れ
た
。

　都
で
の
修
行
と
学
問
の
日
々
は
今
と
な
っ
て
は
懐
か
し
い
も
の
だ
が
、
少
年
た
ち
に
は
つ
ら
い
も
の
だ
っ
た
。
智
行

は
自
分
を
励
ま
し
て
学
問
に
没
頭
し
、
ま
た
厳
し
い
修
行
に
も
必
死
の
思
い
で
つ
い
て
い
っ
た
。

　そ
ん
な
あ
る
夜
の
こ
と
、
道
信
に
呼
び
出
さ
れ
た
智
行
が
聞
い
た
話
は
思
い
も
か
け
ぬ
も
の
だ
っ
た
。 

「
私
は
あ
る
女
性
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
勉
強
し
て
い
る
こ
と
が
、そ
の
女
性
と
会
っ

　て
い
る
と
全
て
無
意
味
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。」

　そ
の
女
性
と
は
都
で
評
判
の
白
拍
子
で
、
学
問
一
辺
倒
の
智
行
で
す
ら
幾
度
か
そ
の
名
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
共
に
厳
し
い
修
行
に
励
ま
し
合
っ
て
き
た
同
志
だ
と
思
っ
て
き
た
智
行
に
と
っ
て
、
道
信
の
こ
の
言
葉
は

に
わ
か
に
信
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
元
々
道
信
は
情
熱
的
で
一
途
だ
が
少
し
突
っ
走
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

思
い
詰
め
て
周
り
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
止
め
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
智
行
の
言
葉
は
厳
し
く

な
っ
た
。

「
そ
れ
は
一
時
の
気
の
迷
い
だ
。
白
拍
子
だ
っ
て
本
気
で
相
手
に
す
る
も
の
か
。
お
前
は
目
の
前
の
修
行
の
つ
ら
さ
か

　ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
だ
。
目
を
覚
ま
せ
、
道
信
。」

　そ
の
ま
ま
う
つ
む
き
、
う
な
だ
れ
て
い
た
道
信
、
肩
を
落
と
し
て
何
か
に
じ
っ
と
耐
え
て
い
る
よ
う
な
道
信
の
姿
を

智
行
は
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
智
行
は
道
信
が
分
か
っ
て
く
れ
た
も
の
と
思
っ
て
い
た
。

二
人
で
励
ま
し
合
い
な
が
ら
続
け
て
き
た
学
問
の
道
の
大
切
さ
を
道
信
も
よ
く
分
か
っ
て
い
る
は
ず
だ
っ
た
。

　と
こ
ろ
が
数
か
月
後
、
道
信
は
本
山
を
出
奔
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
道
信
の
行
方
は
全
く
分
か
ら

な
か
っ
た
。
智
行
は
道
信
の
行
為
が
、
二
人
で
励
ま
し
合
っ
た
日
々
へ
の
裏
切
り
の
よ
う
に
思
っ
た
も
の
だ
。
だ
が
、

い
ず
れ
道
信
に
は
厳
し
い
修
行
の
道
は
合
わ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
だ
け
の
男
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
、
自
ら
の
修
行
に

熱
中
す
る
中
で
、
道
信
の
こ
と
は
記
憶
か
ら
薄
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
智
行
は
都
で
の
修
行
を
終
え
、
知
識
を
身
に

付
け
、
立
派
な
僧
侶
に
成
長
し
て
故
郷
の
西
山
寺
に
帰
っ
て
い
っ
た
。

「
あ
の
白
拍
子
に
は
す
ぐ
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
。」

　道
信
の
言
葉
に
、
智
行
は
古
い
思
い
出
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
た
。

「
そ
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
た
よ
。」

「
そ
の
後
は
ひ
ど
い
も
ん
だ
。
遊
び
暮
ら
し
が
身
に
付
い
て
し
ま
っ
て
い
た
し
、
金
は
な
い
し
。
随
分
ひ
ど
い
こ
と
も

　や
っ
た
よ
。
盗
人
み
た
い
な
こ
と
も
や
っ
て
し
ま
っ
た
し…

…

」

　少
し
の
間
、
道
信
は
遠
く
を
見
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
ゆ
っ
く
り
と
言
葉
を
継
い
だ
。

「
そ
れ
で
も
何
と
か
生
き
ら
れ
る
も
の
だ
な
。
人
並
み
に
女
房
を
迎
え
て
所
帯
も
も
っ
た
ん
だ
。」

　だ
が
そ
の
女
も
二
年
後
に
病
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ

白
拍
子

歌
や
舞
い
を
す
る
芸
人
。

上
人

徳
を
備
え
た
優
れ
た
僧
。

こ
こ
で
は
寺
の
住
職
の
こ
と
。

本
山

同
じ
宗
派
に
属
す
る
多
く
の
寺

を
取
り
ま
と
め
る
、
そ
の
宗
派

の
中
心
的
な
寺
院
。

出
奔

逃
げ
出
す
こ
と
。

＊

＊
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た
、
と
道
信
は
、
ぽ
つ
り
と
つ
ぶ
や
い
た
。

「
一
体
お
前
、
こ
こ
へ
何
し
に
。
い
や
、
何
だ
っ
て
今
頃
、
寺
を
訪
ね
る
気
に
な
っ
た
の
だ
。」

　智
行
は
自
分
の
声
が
非
難
が
ま
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
に
気
付
き
、
言
葉
を
改
め
て
聞
い
た
。

「
俺
は
死
の
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
だ
。」

　道
信
は
淡
々
と
語
っ
た
。
ま
と
も
な
暮
ら
し
を
し
よ
う
と
し
た
矢
先
に
妻
を
亡
く
し
た
こ
と
は
道
信
に
と
っ
て
深
い

哀
し
み
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
再
び
酒
浸
り
に
な
り
、
そ
し
て
今
度
は
も
う
生
き
る
意
欲
す
ら
無
く
し
て
し
ま
っ
て
い

た
の
だ
っ
た
。
捨
て
鉢
な
気
持
ち
の
ま
ま
、
ま
だ
雪
残
る
北
山
へ
向
か
っ
た
の
だ
と
道
信
は
語
っ
た
。
歩
き
疲
れ
、
雪

に
足
を
と
ら
れ
た
。
そ
の
ま
ま
眠
る
よ
う
に
し
て
死
ね
た
ら
と
い
う
思
い
が
頭
を
か
す
め
た
と
い
う
。

「
で
も
そ
の
と
き
見
付
け
た
ん
だ
よ
。」

　道
信
の
声
が
急
に
華
や
い
だ
。

「
雪
の
中
に
倒
れ
て
こ
の
ま
ま
眠
れ
る
と
思
っ
た
。
ゆ
っ
く
り
と
雪
が
溶
け
て
い
く
頃
に
は
も
う
冷
た
い
と
か
い
う
感

　覚
も
な
か
っ
た
な
。
そ
の
と
き
さ
。
雪
が
溶
け
た
地
面
の
中
に
何
か
丸
い
茶
色
い
物
が
出
て
い
た
の
さ
。
小
指
の
先

　ぐ
ら
い
の
が
い
く
つ
も
。
妙
に
気
に
な
っ
て
周
り
の
土
を
ど
け
て
み
た
ん
だ
。
そ
う
し
た
ら
、
見
付
け
た
ん
だ
よ
。」

「
何
を
。」

「
フ
キ
ノ
ト
ウ
さ
。
ま
だ
雪
が
覆
っ
て
い
る
の
に
。
掘
っ
て
み
る
と
も
う
鮮
や
か
な
薄
緑
色
な
ん
だ
よ
。」

　道
信
の
顔
は
と
て
も
幸
せ
そ
う
に
輝
い
て
い
る
。
智
行
は
子
供
の
よ
う
に
興
奮
し
て
頰
を
紅
潮
さ
せ
て
い
る
道
信
の

心
を
は
か
り
か
ね
て
い
た
。

「
寺
を
出
奔
し
て
も
、
盗
み
を
や
っ
て
も
、
女
房
に
つ
ら
く
当
た
っ
て
も
、
悪
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
ど
う
せ
俺
は

　こ
の
程
度
の
人
間
さ
、
っ
て
ね
。
後
悔
も
し
な
か
っ
た
よ
。
で
も
あ
の
フ
キ
ノ
ト
ウ
を
見
た
と
き…

…

」

　道
信
は
不
意
に
言
葉
を
詰
ま
ら
せ
た
。
そ
し
て
智
行
の
目
を
真
っ
す
ぐ
に
見
つ
め
て
言
っ
た
。

「
智
行
、
私
は
も
う
一
度
修
行
を
や
り
直
し
た
い
ん
だ
。」

「
じ
ゃ
あ
お
前
、
こ
の
寺
に
戻
り
た
い
と
言
う
の
か
。」

「
上
人
様
の
お
許
し
が
い
た
だ
け
る
な
ら
。
い
や
、
許
し
て
い
た
だ
け
る

　ま
で
何
度
で
も
お
願
い
す
る
つ
も
り
だ
。」

　そ
ん
な
勝
手
が
許
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
、
と
言
お
う
と
し
て
智
行
は
口

を
つ
ぐ
ん
だ
。
自
分
が
差
し
出
が
ま
し
く
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
上
人

様
は
道
信
が
期
待
を
裏
切
っ
て
出
奔
し
た
こ
と
に
深
く
心
を
痛
め
て
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
今
更
戻
り
た
い
な
ど
と
言
っ
て
も
お
許
し
に
な
る
は
ず

が
な
い
。

　道
信
に
は
、
上
人
様
に
お
話
し
て
み
る
、
と
だ
け
言
っ
て
、
智
行
は
本

堂
の
上
人
の
元
に
向
か
い
、
道
信
の
帰
郷
を
伝
え
た
。

　意
外
に
も
上
人
は
道
信
に
す
ぐ
会
お
う
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　上
人
に
は
十
年
ぶ
り
の
再
会
で
あ
る
。
も
う
一
度
こ
の
寺
で
修
行
を
、

と
懇
願
す
る
そ
の
男
は
、
上
人
が
愛
し
た
あ
の
頰
を
上
気
さ
せ
目
を
き
ら

き
ら
輝
か
せ
て
い
た
少
年
で
は
な
い
。
修
行
を
捨
て
、
す
さ
ん
だ
暮
ら
し

に
手
を
汚
し
、
進
退
極
ま
っ
て
寺
を
頼
っ
て
き
た
貧
し
い
男
だ
。

　じ
っ
と
黙
っ
て
遠
く
道
信
を
見
つ
め
る
上
人
の
深
い
し
わ
の
刻
ま
れ
た

険
し
い
横
顔
を
見
な
が
ら
、や
は
り
上
人
様
の
お
怒
り
は
解
け
な
い
の
だ
、

と
智
行
は
確
信
し
た
。と
、そ
の
と
き
、上
人
は
深
く
う
な
ず
い
て
言
っ
た
。

「
お
前
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ん
で
き
た
の
だ
な
。
も
う
一
度
こ
の
寺
で
修
行
し
た
い
と
い
う
の
な
ら
、
こ

　こ
で
暮
ら
せ
ば
よ
い
。
お
前
は
今
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
私
の
大
切
な
弟
子
な
の
だ
か
ら
。」

　上
人
は
道
信
の
手
を
取
っ
た
。
そ
の
手
は
道
信
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
握
り
返
さ
れ
て
い
た
。
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人間の強さや気高さを信じ生きる
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　思
わ
ぬ
展
開
に
驚
き
、
智
行
は
そ
っ
と
そ
の
場
を
離
れ
た
。
仏
の
道
を
一
旦
捨
て
、
罪
を
犯
し
た
男
が
一
体
何
の
た

め
に
戻
っ
て
来
た
の
か
。
上
人
様
は
な
ぜ
、
そ
ん
な
男
を
再
び
弟
子
に
お
と
り
に
な
る
と
い
う
の
か
。
智
行
に
は
ど
う

し
て
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
分
か
ら
な
さ
は
、
智
行
の
中
で
次
第
に
怒
り
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　智
行
は
そ
の
夜
、
意
を
決
し
て
上
人
の
部
屋
を
訪
ね
、
こ
ら
え
か
ね
た
思
い
を
吐
き
出
し
た
。

「
上
人
様
、
道
信
は
修
行
を
途
中
で
放
り
出
し
て
逃
げ
出
し
た
人
間
で
す
。
そ
の
よ
う
な
男
を
ど
う
し
て
再
び
弟
子
に

　お
と
り
に
な
る
の
で
す
か
。
あ
の
男
に
は
も
う
学
問
を
す
る
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

　上
人
が
何
も
答
え
な
い
の
で
、
智
行
の
声
は
更
に
力
が
入
り
上
擦
っ
て
い
く
。

「
他
の
弟
子
た
ち
は
皆
厳
し
い
教
え
を
守
り
、
修
行
に
耐
え
て
勉
学
し
て
い
ま
す
。
そ
の
つ
ら
さ
に
耐
え
切
れ
ず
に
逃

　げ
た
道
信
を
許
し
て
よ
い
の
で
す
か
。
脱
落
し
た
者
に
は
厳
し
い
態
度
で
臨
む
べ
き
で
は
な
い
の
で
す
か
。」

　智
行
の
激
し
い
言
葉
を
上
人
は
黙
っ
て
聞
い
て
い
た
。
や
が
て
智
行
に
優
し
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
つ
ぶ
や
い
た
。

「
智
行
よ
、
人
は
皆
、
自
分
自
身
と
向
き
合
っ
て
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。」

　そ
れ
き
り
黙
し
て
語
ら
ぬ
上
人
に
、
智
行
は
い
た
た
ま
れ
ず
一
礼
し
て
部
屋
を
退
い
た
。

　上
人
の
言
葉
の
意
味
を
は
か
り
か
ね
、
僧
房
に
戻
る
気
に
も
な
れ
ず
、
智
行
は
ふ
ら
ふ
ら
と
草
の
茂
っ
た
庭
の
小
道

へ
歩
き
出
し
た
。

　夜
の
月
に
照
ら
さ
れ
て
、
池
の
水
が
き
ら
き
ら
と
光
っ
て
い
る
。
月
は
、
暗
い
夜
の
闇
の
中
か
ら
池
の
ほ
と
り
に
咲

く
一
輪
の
白
ゆ
り
を
く
っ
き
り
と
照
ら
し
て
い
た
。
そ
の
純
白
の
輝
き
に
智
行
の
暗
い
心
は
圧
倒
さ
れ
た
。
知
ら
ず
に

あ
ふ
れ
て
く
る
涙
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
智
行
は
月
の
光
の
中
に
い
つ
ま
で
も
立
ち
尽
く
し
て
い
た
。

僧
房

僧
の
寝
起
き
す
る
建
物
。

＊

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

13.12.20

人間の強さや気高さを信じ生きる
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４  
社
会
に
生
き
る

　
　
　
　
　
一
員
と
し
て

【４の視点】20131220／ 6稿
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⑴ 

法
や
き
ま
り
を
守
り
社
会
で
共
に
生
き
る

⑵ 

つ
な
が
り
を
も
ち
住
み
よ
い
社
会
に

⑶ 

正
義
を
重
ん
じ
公
正
・
公
平
な
社
会
を

⑷ 

役
割
と
責
任
を
自
覚
し
集
団
生
活
の
向
上
を

⑸ 

勤
労
や
奉
仕
を
通
し
て
社
会
に
貢
献
す
る

⑹ 

家
族
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を

⑺ 

学
校
や
仲
間
に
誇
り
を
も
つ

⑻ 

ふ
る
さ
と
の
発
展
の
た
め
に

⑼ 

国
を
愛
し
、
伝
統
の
継
承
と
文
化
の
創
造
を

⑽ 

日
本
人
の
自
覚
を
も
ち
世
界
に
貢
献
す
る

ほ
う
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法やきまりを守り社会で共に生きる

法
や
き
ま
り
を
守
り
社
会
で
共
に
生
き
る

人
間
は
誰
に
で
も
、
自
由
に
幸
せ
を
求
め
て
生
き
る
権
利
が
あ
る
。

し
か
し
、
と
き
と
し
て
、

自
分
の
権
利
と
他
人
の
権
利
と
が
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。

私
た
ち
の
社
会
は
、

一
人
一
人
の
支
え
合
い
が
な
け
れ
ば
、
成
り
立
た
な
い
。

そ
の
た
め
一
人
一
人
の
権
利
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
す
べ
き
義
務
を
明
ら
か
に
し
た
り
、

対
立
を
未
然
に
防
い
だ
り
、
解
決
し
た
り
す
る
方
法
と
し
て
、

法
や
き
ま
り
を
生
み
出
し
て
き
た
。

法
や
き
ま
り
の
意
義
を
理
解
し
た
上
で
、

互
い
に
権
利
を
尊
重
し
、

安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、

一
人
一
人
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
考
え
て
い
き
た
い
。

法やきまりについて学んだことや、生活のいろいろな場面で知ったこと、感じたこと、
考えたことを書いてみよう。

法やきまりについて学んだこと

　私たちの社会には、国で作られた法律、都道府県や市町村で作られた条例

などがある。また、学校や学級のきまりを守って、学校生活を送っている。

　法やきまりは守らなければいけないと分かっていても、忘れてしまったり、

どこか反発したくなったりすることはなかっただろうか。

町のきまり

クラスのきまり

部活動の規則

友達との取決め

校則

条例

法律

門限

法
や
き
ま
り
を
守
り
社
会
で
共
に
生
き
る

⑴
だ
れ

た
が
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法やきまりを守ることの意義について、考えたり話し合ったりしたことを書いてみよう。

一人一人が義務を果たさなかったり、自分の権利と他人の権利が衝突したときに
きまりがなかったりしたら、どのようなことが起こるだろうか。身近な法やきま
りを例に考えてみよう。

より良い社会を目指して

権利と義務って何だろう

私たちの身の回りのきまりについて、生活の変化に対応するために、見直すべきもの
があるかどうかを話し合ってみよう。

ルールがなければラグビーは単なるボールの奪い合いとなり、

競技として成り立たないばかりか、

観戦している私たちに感動を与えることもないだろう。

ラグビーでも、バレーボールでも、

サッカーでも、野球でも、

これは、スポーツ競技全てに共通する。

競技の中で、ルールは誰もが守るものと定められ、

もしこれに反する行為があれば、罰せられる。

　法やきまりを破ったら、刑罰を受けるだけではなく、相手に対する償いをする責任を負う。

また、そのことで自分や周囲の人のそれまでの生活が失われることもある。

一
つ
の
楕
円
の
ボ
ー
ル
を
め
ぐ
っ
て
、

激
し
く
ぶ
つ
か
り
合
う
ラ
グ
ビ
ー
。

み
る
者
は
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
展
開
さ
れ
る

迫
力
と
緊
迫
の
ゲ
ー
ム
に
興
奮
し
、
感
動
す
る
。

激
し
く
ボ
ー
ル
を
奪
い
合
っ
た
選
手
た
ち
が

た
っ
た
一
吹
き
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
攻
防
を
解
き
、

さ
っ
と
二
手
に
分
か
れ
る
。

ル
ー
ル
を
守
る
姿
と

互
い
を
尊
敬
し
合
う
精
神
が
こ
こ
に
あ
る
。

社会の秩序と規律

法やきまりの意義

法やきまりを守り社会で共に生きる

法やきまりは、

人々の権利を守り

みんなで社会を支え合うために、

義務として「しなければならない」ことや、

「してはならない」ことを定めている。

　私たちの先人は、皆が快適に暮らせるための方法を話し合い、合意し、法やきまりと

して定めてきた。そして、それを守ると同時に、時代の変化に応じて、より良いものに

変えてきた。

　法やきまりは、私たち自身のものであるという自覚をもち、しっかりと守った上で、

より良いものに見直していくことも、私たちの大切な役割である。

しょうとつ

だ   

え
ん

き
ん 

ぱ
く

は
く
り
ょ
く

う
ば

こ
う 

ぼ
う

ふ

た
が

だれ

あた

ばっこう  い

けいばつ つぐな

みな

ちつ      じょ
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ワールドカップでも、
Jリーグでもジュニアの試合でも、
カードに相当する行為に
違いはない。
西村雄一

●東京都出身。サッカーのプロフェッショナルレフリー（PR）。
国際主審。小学校からサッカーを始める。指導をしていた子
供のチームが審判の誤った判定により負けてしまい、悔しい
思いをしている子供たちを見て「選手の夢をかなえる審判
になろう」と審判員の道を歩み始める。●会社員をしながら
アマチュアの試合で審判活動を続け、1999年に１級審判
員として登録、２００４年にスペシャルレフリー（SR、現PR）。
2010年のワールドカップでは４試合の主審を務めた。

西村雄一（にしむらゆういち） 1972～

この人に学ぶ

メッセージこの人のひと言

義務心をもっていない自由は本当の自由ではない。
　　　　　　　　　　　　　夏目漱石

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

ワールドカップで主審を務める西村さん

メッセージ

message
この人のひと言

saying
法やきまりを守り社会で共に生きる

■なつめ そうせき（1867～1916）
小説家。『坊っちゃん』『それから』など。

約束は必ず守りたい。
人間が約束を守らなくなると社会生活は出来なくなるからだ。
　　　　　　　　　　　　　菊池寛

■きくち かん（1888～1948）
小説家。『父帰る』『恩讐の彼方に』など。

法律の規定に触れさえしなければ
何をやっても可いという思想ほど、
社会に迷惑をかけるものはない。
　　　　　　　　　　　　　吉野作造

■よしの さくぞう（1878～1933）
民本主義を唱えた政治学者。

20131220＝５稿

　
サ
ッ
カ
ー
の
審
判
員
は
、時
に「
カ
ー
ド
を
乱
発
し
荒
れ
た
試
合
と
な
っ
た
」

と
、あ
た
か
も
主
審
が
ゲ
ー
ム
を
荒
ら
し
た
よ
う
な
言
わ
れ
方
を
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。

　
し
か
し
、サ
ッ
カ
ー
国
際
主
審
で
あ
る
西
村
雄
一
さ
ん
は
言
う
。

「
カ
ー
ド
を
も
ら
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
な
、と
選
手
が
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、選
手
は
フ
ェア
プ
レ
ー
の
心
を
思
い

出
し
、プ
レ
ー
に
集
中
し
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
も
、J
リ

ー
グ
で
も
ジ
ュニ
ア
の
試
合
で
も
、カ
ー
ド
に
相
当
す
る
行
為
に
違
い
は
な
い
の

で
、同
じ
よ
う
に
対
応
す
る
。そ
う
す
る
こ
と
で
、そ
の
選
手
が
、未
来
の
大
事

な
試
合
で
同
じ
よ
う
な
行
為
で
カ
ー
ド
を
も
ら
わ
な
く
な
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。で
す
か
ら
、カ
ー
ド
に
相
当
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
き
に
は
選
手
の
年
齢

や
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
係
な
く
、ち
ゃ
ん
と
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
が
選
手
の

た
め
に
も
大
切
で
す
。」

　
西
村
さ
ん
は
二
〇
一
〇
年
F
I
F
Ａ
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
南
ア
フ
リ
カ
大
会
で
、

ブ
ラ
ジ
ル
対
オ
ラ
ン
ダ
と
い
う
強
豪
国
同
士
の
一
戦
で
主
審
を
務
め
、さ
ら
に
決

勝
戦
で
は
万
一
の
と
き
に
主
審
の
代
役
を
務
め
る
第
四
審
判
に
抜
擢
さ
れ
た
。

　
ス
ポ
ー
ツ
は
、し
ば
し
ば
社
会
の
縮
図
と
し
て
例
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

守
る
べ
き
ル
ー
ル
が
あ
り
、そ
れ
に
反
し
た
行
為
は
罰
せ
ら
れ
る
。サ
ッ
カ
ー
の

主
審
は
違
反
行
為
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
が
、罰
則
を
与
え
る
か
ど
う
か
は

判
断
し
て
い
な
い
。「
サ
ッ
カ
ー
の
ル
ー
ル
」が
違
反
に
基
づい
て
罰
則
を
設
定
し

て
い
て
、主
審
は
そ
の
ル
ー
ル
を
施
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
選
手
が
守
る
べ
き
ル
ー
ル
は
同
じ
な
の
で
、プ
ロ
で
あ
ろ
う
と
、少
年
少
女
の

サ
ッ
カ
ー
で
あ
ろ
う
と
区
別
な
く
同
じ
対
応
を
す
る
。」

　
同
時
に
、西
村
さ
ん
は
言
う
。

「
そ
の
選
手
の
人
間
性
が
悪
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
、カ
ー
ド
に
相

当
す
る
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
だ
け
。罰
則
を
与
え
ら
れ
る
の
は
そ
の『
行

為
』で
あ
って
、そ
の『
人
』で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
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法やきまりを守り社会で共に生きる

「
駄
目
だ
と
言
っ
た
ら
駄
目
だ
。」

「
ど
う
し
て
で
す
か
。
か
わ
い
そ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
僕
、
入
れ
て
あ
げ
ま
す
よ
。」

「
お
前
が
言
わ
な
い
の
な
ら
俺
が
言
う
。
そ
こ
を
ど
く
ん
だ
。」

　立
ち
は
だ
か
る
山
田
を
押
し
の
け
て
、
佐
々
木
は
窓
口
に
顔
を
出
し
た
。

「
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
お
客
様
。
あ
い
に
く
た
っ
た
今
、
入
場
券
の
販
売
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
規
則
上

　お
入
れ
す
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
ま
た
の
御
来
園
を
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。」

　高
校
生
く
ら
い
だ
ろ
う
か
、
流
行
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
身
を
包
ん
だ
二
人
組
の
若
い
女
の
子
た
ち
は
、
佐
々
木
の
言

葉
に
不
服
な
顔
を
し
な
が
ら
も
き
び
す
を
返
し
て
去
っ
て
行
っ
た
。

　こ
の
市
営
の
動
物
園
の
入
園
終
了
時
刻
は
、
午
後
四
時
、
今
わ
ず
か
に
数
分
を
回
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

「
ま
っ
た
く
、
佐
々
木
さ
ん
は
頭
が
固
い
ん
だ
か
ら
、
二
、
三
分
過
ぎ
た
か
ら
っ
て
ど
う
し
た
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。

　今
日
は
ま
だ
随
分
客
が
入
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。」

「
お
前
が
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
う
気
持
ち
は
分
か
る
。
し
か
し
ま
あ
待
て
、
俺
の
話
を
聞
い
て
く
れ
な
い
か
。」

　そ
う
言
う
と
佐
々
木
は
、
何
か
を
思
い
出
す
か
の
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
と
話
し
始
め
た
。

　何
年
か
前
、
今
お
前
が
や
っ
て
い
る
入
園
係
の
仕
事
を
し
て
い
た
元
さ
ん
っ
て
い
う
人
が
い
た
ん
だ
。
元
さ
ん
は
、

定
年
ま
で
の
数
十
年
を
こ
の
動
物
園
で
働
い
て
い
た
ん
だ
。
そ
の
働
き
ぶ
り
は
誰
も
が
感
心
す
る
も
の
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
定
年
間
際
に
奥
さ
ん
を
亡
く
し
て
し
ま
っ
て
、子
供
が
い
な
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
、話
相
手
も
身
寄
り
も
な
か
っ
た
。

そ
の
落
胆
ぶ
り
は
、見
て
い
て
も
気
の
毒
な
く
ら
い
だ
っ
た
よ
。「
こ
の
ま
ま
職
場
を
去
っ
た
ら
、

何
を
楽
し
み
に
生
き
て
い
こ
う
か
ね
ぇ
。」
元
さ
ん
の
い
つ
も
の
口
癖
だ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
ま
で
の
勤
勉
さ
と
真
面
目
さ
を
か
わ
れ
て
、
退
職
後
も
引
き
続
き
臨
時
で
働
か
な
い
か

と
い
う
話
が
も
ち
上
が
っ
た
ん
だ
。
元
さ
ん
の
生
き
が
い
が
、
ま
た
で
き
た
っ
て
い
う
わ
け
だ
。

　確
か
学
校
が
春
休
み
に
入
っ
た
頃
だ
な
、
き
っ
と
。
毎
日
終
了
間
際
に
、
決
ま
っ
て
女
の

子
が
弟
の
手
を
引
い
て
や
っ
て
来
た
ん
だ
。
小
学
校
三
年
生
く
ら
い
の
子
な
ん
だ
よ
。
弟
の

方
は
、
三
、
四
歳
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
な
。
い
つ
も
入
場
門
の
柵
の
所
に
身
を
乗
り
出
し
て

園
内
を
の
ぞ
い
て
い
た
ん
だ
。
時
々
弟
を
抱
っ
こ
し
て
の
ぞ
か
せ
て
や
っ
た
り
し
て
ね
。
そ

ん
な
様
子
が
ほ
ほ
笑
ま
し
く
て
俺
と
元
さ
ん
は
顔
を
見
合
わ
せ
て
眺
め
て
い
た
よ
。

　そ
ん
な
あ
る
日
の
こ
と
、
入
園
終
了
時
間
が
過
ぎ
て
入
り
口
を
閉
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
、

い
つ
も
の
姉
弟
が
現
れ
た
。
何
だ
か
い
つ
も
と
様
子
が
違
う
。

「
お
じ
ち
ゃ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。」

「
も
う
終
わ
り
だ
よ
。
そ
れ
に
こ
こ
は
、
小
さ
い
子
は
お
う
ち
の
人
が
一
緒
じ
ゃ
な
い
と
入

　れ
な
い
ん
だ
。」

「
で
も…

…

。
こ
れ
で
や
っ
と
入
れ
る
と
思
っ
た
の
に…

…

。
キ
リ
ン
さ
ん
や
ゾ
ウ
さ
ん
に

　会
え
る
と
思
っ
た
の
に…

…

。
今
日
は
弟
の
誕
生
日
だ
か
ら…

…

だ
か
ら
見
せ
て
や
り

　た
か
っ
た
の
に…
…

。」

　今
に
も
泣
き
出
さ
ん
ば
か
り
の
女
の
子
の
手
に
は
、
し
っ
か
り
と
入
園
料
が
握
り
締
め
ら

れ
て
い
た
。
何
か
事
情
が
あ
っ
て
、
親
と
一
緒
に
来
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
察
し
が
付
い
た
。

「
そ
う
か
、
そ
ん
な
に
キ
リ
ン
や
ゾ
ウ
に
会
い
た
か
っ
た
の
か
。
よ
し
、
じ
ゃ
、
お
じ
さ
ん
が
二
人
を
特
別
に
中
に
入

　れ
て
あ
げ
よ
う
。
そ
の
代
わ
り
、
な
る
べ
く
早
く
見
て
戻
る
ん
だ
よ
。
も
し
、
出
口
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
ら
係
の

き
び
す
を
返
す

後
戻
り
を
す
る
。
引
き
返
す
。

＊
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　人
を
探
し
て
、
教
え
て
も
ら
い
な
さ
い
。
お
じ
さ
ん
は
そ
こ
で
待
っ
て
い
る
か
ら
ね
。」

　入
園
時
間
も
過
ぎ
て
い
る
。
し
か
も
小
学
生
以
下
の
子
供
は
、
保
護
者
同
伴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
園
の
規

則
を
元
さ
ん
が
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
何
日
も
二
人
の
様
子
を
見
て
い
た
元
さ
ん
だ
っ
た
。
元
さ
ん
の

そ
の
と
き
の
判
断
に
俺
も
異
存
は
な
か
っ
た
。

　二
人
を
中
に
入
れ
た
元
さ
ん
は
、
雑
務
を
済
ま
せ
て
す
ぐ
に
出
口
の
方
に
回
っ
た
。

「
御
来
園
の
お
客
さ
ま
に
閉
園
時
刻
の
お
知
ら
せ
を
い
た
し
ま
す
。
五
時
を
も
ち
ま
し
て
当
園
出
口
を
閉
門
い
た
し
ま

　す
。
本
日
は
、
中
央
動
物
園
に
御
来
園
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
の
お
越
し
を
お
待
ち
申
し
上
げ

　て
お
り
ま
す
。」

　閉
門
十
五
分
前
の
園
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
だ
っ
た
。
別
れ
の
曲
が
流
れ
、
園
内
の
人
々
は
足
早
に
出
口
ヘ
と
向
か
う
。
出

口
事
務
所
の
前
で
待
っ
て
い
た
元
さ
ん
は
、
さ
っ
き
か
ら
何
度
も
自
分
の
腕
時
計
と
、
歩
い
て
く
る
人
々
と
に
交
互
に

視
線
を
向
け
て
い
た
。

　閉
門
時
刻
の
五
時
、
と
う
と
う
人
の
流
れ
が
止
ま
り
、
も
う
誰
も
出
て
く
る
気
配
は
な
い
。
今
に
も
門
は
閉
鎖
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
が
大
変
だ
っ
た
。
出
口
の
担
当
職
員
に
二
人
の
姉
弟
を
入
場
さ
せ
た
い
き
さ
つ
を
告
げ
、

各
部
署
の
担
当
係
員
に
内
線
電
話
で
の
連
絡
が
行
き
渡
っ
た
。
園
内
職
員
を
挙
げ
て
一
斉
に
二
人
の
子
供
の
捜
索
が
始

ま
っ
た
の
だ
。

　十
分
、
二
十
分
、
刻
々
と
時
間
は
経
過
す
る
。
事
務
所
の
中
、
祈
る
よ
う
な
気
持
ち
で
元
さ
ん
は
連
絡
を
待
っ
た
。

一
時
間
も
た
っ
た
だ
ろ
う
か
、
う
っ
す
ら
と
辺
り
が
暮
れ
か
か
っ
た
頃
、
机
の
上
の
電
話
の
ベ
ル
が
鳴
っ
た
。

「
見
付
か
っ
た
か
。」

　園
内
の
雑
木
林
の
中
の
小
さ
な
池
で
、
遊
ん
で
い
た
二
人
を
発
見
し
た
と
の
報
告
だ
っ
た
。

　数
日
後
、
事
務
所
へ
元
さ
ん
宛
て
に
一
通
の
手
紙
が
届
い
た
。

　そ
の
手
紙
を
元
さ
ん
は
、何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
読
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、俺
に
も
読
ん
で
聞
か
せ
て
く
れ
た
ん
だ
。

20　　　　　　　　　　　　　  15　　　　　　　　　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  5

異
存

反
対
意
見
。

不
甲
斐
な
い

情
け
な
い
さ
ま
。

不
始
末

他
人
に
迷
惑
を
か
け
る
よ
う

な
行
い
を
す
る
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
行
い
や
そ
の
さ
ま
。

＊

前
略　突

然
の
お
手
紙
で
驚
か
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
お
許
し
く
だ
さ
い
。
私
は
、
先
日
そ
ち
ら
の
動
物

園
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
二
人
の
子
供
の
母
親
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
節
は
、
皆
様
に
大
変
な
御
迷

惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
と
の
成
り
行
き
の
一
部
始
終

を
知
り
、
私
の
親
と
し
て
の
不
甲
斐
な
さ
を
反
省
さ
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
し
た
。

　実
は
、
主
人
が
今
年
に
入
っ
て
病
気
で
倒
れ
て
か
ら
、
私
が
働
き
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
間
、
あ
の
子
た
ち
は
、
い
つ
も
私
の
帰
り
を
夜
遅
く
ま
で
待
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

弟
の
面
倒
を
見
な
が
ら
待
っ
て
い
る
幼
い
娘
の
姿
を
想
像
す
る
と
、
ど
ん
な
に
大
変
だ
っ
た
か
、
寂
し

か
っ
た
か
。
今
更
な
が
ら
に
胸
が
痛
み
ま
す
。
そ
ん
な
折
り
に
、
子
供
か
ら
聞
い
た
の
が
動
物
園
の
話

で
し
た
。
今
度
連
れ
て
行
っ
て
あ
げ
る
と
言
っ
て
は
み
る
も
の
の
、
仕
事
の
関
係
上
、
そ
ん
な
め
ど
す

ら
立
た
な
い
日
々
で
し
た
。

　よ
ほ
ど
中
に
入
り
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
弟
の
誕
生
日
だ
っ
た
あ
の
日
、
娘
は
自
分
で
貯
め
た
お

小
遣
い
で
、
ど
う
し
て
も
中
に
入
っ
て
見
せ
て
や
り
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　そ
ん
な
子
供
の
心
を
察
し
て
、
中
に
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
温
か
い
お
気
持
ち
に
心
か
ら
感
謝
い
た
し

ま
す
。
自
分
た
ち
の
不
始
末
は
、
子
供
な
が
ら
に
も
分
か
っ
て
い
た
よ
う
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
あ
の

晩
の
二
人
の
は
し
ゃ
ぎ
よ
う
は
、
長
い
間
こ
の
家
で
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
光
景
だ
っ
た
の
で
す
。

　あ
の
子
た
ち
の
夢
を
大
切
に
思
っ
て
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
親
子
に
ひ
と
と
き
の
幸
福
を
与
え
て
く
だ

さ
っ
た
あ
な
た
様
の
こ
と
は
、
一
生
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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　と
こ
ろ
が
、
喜
び
も
つ
か
の
間
、
元
さ
ん
は
上
司
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
戻
っ
て
き
た
元
さ
ん
の

手
に
は
、
ま
た
一
通
の
手
紙
が
握
り
締
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
懲
戒
処
分
」
の
通
告
だ
っ
た
。

　今
度
の
事
件
が
上
の
方
で
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
元
さ
ん
は
停
職
処
分
と
な
っ
た
。

　そ
れ
に
し
て
も…

…

。
俺
は
ど
う
し
て
も
納
得
い
か
な
か
っ
た
。
あ
ん
な
に
あ
の
子
た
ち
も
母
親
も
喜
ん
で
く
れ
た

じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
に
こ
こ
の
従
業
員
だ
っ
て
、
み
ん
な
協
力
的
だ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
何
で
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
ん

だ
。　元

さ
ん
は
、
二
通
の
手
紙
を
机
の
上
に
並
べ
て
置
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
見
比
べ
な
が
ら
こ
う
言
っ
た
ん
だ
。

「
佐
々
木
さ
ん
、
子
供
た
ち
に
何
事
も
な
く
て
よ
か
っ
た
。
私
の
無
責
任
な
判
断
で
、
万
が
一
事
故
に
で
も
な
っ
て
い

　た
ら
と
思
う
と…

…

。
こ
の
年
に
な
っ
て
初
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
す
。
こ
の
二
通
の
手
紙
の
お
陰

　で
す
よ
。
ま
た
、
新
た
な
出
発
が
で
き
そ
う
で
す
。
本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。」

　元
さ
ん
の
姿
に
失
望
の
色
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
で
身
の
回
り
を
片
付
け
始
め
た
の

だ
っ
た
。

　そ
の
日
を
も
っ
て
元
さ
ん
は
自
ら
職
を
辞
し
、
こ
の
職
場
を
去
っ
て
行
っ
た
ん
だ
。

　今
日
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、
元
さ
ん
の
あ
の
日
の
言
葉
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
ん
だ
よ
。

　佐
々
木
は
、
窓
越
し
に
園
内
を
眺
め
な
が
ら
最
後
の
言
葉
を
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
言
っ
た
。

「
御
来
園
の
お
客
さ
ま
に
閉
園
時
刻
の
お
知
ら
せ
を
い
た
し
ま
す
。…

…
」

　ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
退
園
を
促
す
園
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
流
れ
始
め
た
。

15　　　　　　　　　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  5

懲
戒
処
分

罰
則
の
意
味
を
も
つ
職
務
上

の
処
分
。

上
の
方

職
場
の
幹
部
、
上
司
。

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

法やきまりを守り社会で共に生きる
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法
や
き
ま
り
は
、
社
会
生
活
に
秩
序
を
与
え
、
摩
擦
を
少
な
く
し
て

個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

私
た
ち
も
、
社
会
の
一
員
と
し
て
、
法
や
き
ま
り
の
意
義
や
そ
れ
ら
を
守
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
、

よ
り
良
い
も
の
に
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
。

虚
言
を
い
う
事
は

な
り
ま
せ
ぬ

卑
怯
な
振
舞
を
し
て
は

な
り
ま
せ
ぬ

弱
い
者
を
い
じ
め
て
は

な
り
ま
せ
ぬ

一
人
一
人
が
守
る
べ
き
も
の
が
あ
る

一
人
一
人
が
守
る
べ
き
も
の
が
あ
る

オリンピック憲章（抜粋）

　近年、会社として守るべき規範を定める企業が
増えている。

一、より良い商品を作ります

一、環境保全に努めます

一、社会貢献活動を進めます

　　　　　　　　　　　　　　　など

オリンピズムの根本原則
1. オリンピズムは人生哲学であり、肉体と意志と知性の資質を高めて融
　合させた、均衡のとれた総体としての人間を目指すものである。スポー
　ツを文化と教育と融合させることで、オリンピズムが求めるものは、
　努力のうちに見出される喜び、よい手本となる教育的価値、社会的責任、
　普遍的・基本的・倫理的諸原則の尊重に基づいた生き方の創造である。
4. スポーツを行うことは人権の一つである。すべての個人はいかなる種
　類の差別もなく、オリンピック精神によりスポーツを行う機会を与え
　られなければならず、それには、友情、連帯そしてフェアプレーの精
　神に基づく相互理解が求められる。
6. 人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や個人に対する差
　別はいかなる形であれオリンピック・ムーブメントに属する事とは相
　容れない。

国際スポーツの場でも 古くから

現代の企業でも

国際スポーツの場でも

法やきまりを守る

▲
江
戸
時
代
の
会
津
藩
で
、
藩
士
と
し
て
の
心
構
え

を
定
め
た
も
の
。
子
供
た
ち
は
「
什
の
掟
」
を
学
び
、

藩
士
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
人
間
に
な
る
た
め
、
学
問

や
武
術
に
励
ん
だ
。

あ
い   

づ    

は
ん

は
げ

（例）　○○会社企業行動憲章

　世界の歴史を遡ると、古代ヨーロッパでつくられ、発
展したローマ法は、近代のヨーロッパの法に大きな影響
を与え、今日の法の基礎となっている。
　我が国の各地にも古くから伝わる社会規範があり、
人々に尊重されてきた。

う

　

  

そ

ひ   

き
ょ
う

ふ
る  

ま
い

てつ  がく ゆう

ごう きん こう

ふ   へん てき りん  り  てき もと

み  いだ

あい

い

そう  ご

き        ぎょう

かん きょう

　　　　  こう けん

ち
つ 

じ
ょ

あ
た

ま   

さ
つ

さかのぼ

あた き 　そ

き  はんわ
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「
什
の
掟
」（
抜
粋
）

じ
ゅ
う

　
　お
き
て

ば
っ
す
い



つながりをもち住みよい社会に

つ
な
が
り
を
も
ち
住
み
よ
い
社
会
に

近
年
、
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
が
希
薄
化
し
て
き
た
と
言
わ
れ
る
。

確
か
に
、
公
共
の
場
に
お
い
て
、

自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
、
周
り
の
人
た
ち
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
人
や
、

困
っ
て
い
る
人
が
い
て
も

気
付
か
な
い
振
り
を
す
る
人
を
見
掛
け
る
こ
と
が
あ
る
。

私
た
ち
の
社
会
で
は
、

法
や
き
ま
り
で
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
も
、

そ
の
場
に
応
じ
て
、
周
り
の
人
に
配
慮
す
る
こ
と
や
、

互
い
に
助
け
合
う
こ
と
が
必
要
だ
。

社
会
の
一
員
と
し
て
、
一
人
一
人
が
手
を
携
え
、

安
心
し
て
生
活
で
き
る
環
境
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
、

私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

公徳心、社会連帯の大切さ
もし、私たちの社会が、他人の迷惑を考えず、

自分勝手な行動をとる人ばかりになってしまったら、どうなるだろうか。

公共の場における他者への配慮や思いやりを大切にし、

一人一人が助け合い、つながり合いながら、

安心して暮らせる社会の実現を目指すにはどうすればよいだろうか。

公徳心や社会連帯の大切さについて、学校生活や毎日の生活の中で感じたことや
体験したことを振り返りながら、考えたことをまとめてみよう。

１年

２年

３年

つ
な
が
り
を
も
ち
住
み
よ
い
社
会
に

⑵

き   

は
く  

か

め
い 

わ
く

ふ

かは
い 

り
ょ

た
が

た
ず
さ

か
ん
き
ょ
うふ

149 148
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より良い社会づくりに向けた、自分自身の具体的な関わりを考えてみよう。

社会に対する興味関心

私たちの社会連帯の実践

他者への配慮、思いやり

町で見掛けた、他者への配慮や思いやりがあると思った行為について、自分の考え
を書いてみよう。

　　公共の場では、周囲の人への配慮を呼び掛けるポスターなどが、よく掲示されている。

　その場の状況に応じた適切な行動をとる上で大切なことは何だろうか。

　自分の身の回りや社会で起こっている様々な問題は、いつか、別の誰かが解決し

てくれると、他人事のように考えてはいないだろうか。自分たちが生きていく社会

を良くするために、自分たちも関わっていこうとする態度を育ててみよう。

つながりをもち住みよい社会に

私たちの社会連帯の実践

てくれると、他人事のように考えてはいないだろうか。自分たちが生きていく社会

を良くするために、自分たちも関わっていこうとする態度を育ててみよう。

当てはまる どちらかといえば、当てはまる どちらかといえば、当てはまらない

参加したことがある 参加したことがない 分からない

当てはまらない その他（無回答を含む）

その他（無回答を含む）

ふく

文部科学省「平成 25 年度全国学力・学習状況調査」

●地域や社会で起こっている問題や
　出来事に関心がありますか

●地域や社会をよくするために何を
　すべきかを考えることがありますか

●地域社会などでボランティア活動
　に参加したことがありますか

中学３年生 0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80

17.2 34.7 31.3 16.6
0.1

0.２
7.1 19.8 41.0 31.9

44.5 24.8 30.4

100（％）
0.２

けい  じか

じょうきょう

こう い

は い     り ょ

だれ

じっ      せん

151 150
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いくら年をとっても
人間を
辞職するわけにはいかん
渋沢栄一

●現在の埼玉県深谷市の出身。実業家。幕末期に
幕臣としてヨーロッパを訪問し、進んだ産業や、商
人の社会的地位の高さに刺激される。●明治維新
後、大蔵省（現財務省）に勤めた後は、銀行、製紙会
社、ガス会社などの企業設立に関わった。●商業教
育に力を入れたほか、利益を社会に還元すること
を説き、社会貢献活動にも熱心に取り組んだ。

渋沢栄一（しぶさわえいいち） 1840～1931

この人に学ぶ

人物探訪

インドの詩人タゴールを自宅に招いた渋沢（左）

人物探訪

column
つながりをもち住みよい社会に

「
富
を
つ
く
る
と
い
う
一
面
に
は
、
常
に
社
会
的
恩
誼
あ
る
を
思
い
、
徳

義
上
の
義
務
と
し
て
社
会
に
尽
く
す
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。」

　
こ
れ
は
幕
末
か
ら
明
治
、大
正
、昭
和
に
わ
た
っ
て
日
本
の
近
代
経
済
社

会
の
基
盤
づ
く
り
に
貢
献
し
た
渋
沢
栄
一
の
著
書『
論
語
と
算
盤
』の
中
の

言
葉
で
す
。渋
沢
は
、一
般
に
は
、実
業
家
と
し
て
日
本
で
初
め
て
株
式
会

社
の
基
礎
に
な
る
組
織
を
立
ち
上
げ
、銀
行
や
製
紙
会
社
、船
舶
会
社
な
ど

多
く
の
企
業
の
創
設
と
育
成
に
関
わ
り
、近
代
日
本
の
資
本
主
義
形
成
を

先
導
し
て
き
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
渋
沢
は
一
方
で
、社
会
公
共
事
業
に
も
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。十
九
世
紀
の

末
、明
治
維
新
と
い
う
華
や
か
な
日
本
の
近
代
黎
明
の
影
で
、多
く
の
人
が
貧

困
と
飢
え
に
苦
し
む
と
い
う
社
会
情
勢
を
憂
い
、明
治
十
二
（
一
八
八
〇
）年

に
東
京
府
養
育
院
の
院
長
と
な
り
、同
院
の
活
動
に
尽
力
し
、身
寄
り
の
な
い

子
供
や
お
年
寄
り
、路
上
生
活
者
な
ど
を
受
け
入
れ
救
済
し
ま
し
た
。貧
し

い
人
に
税
金
を
使
う
と
怠
け
者
を
つ
く
る
と
い
う
反
対
意
見
を「
政
治
は
仁

に
基
づい
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」と
敢
然
と
突
っ
ぱ
ね
た
そ
う
で
す
。

　
亡
く
な
る
前
年
の
年
の
瀬
に
、社
会
事
業
に
取
り
組
む
人
々
が
渋
沢
の
家

に
陳
情
に
訪
れ
ま
し
た
。生
活
に
困
っ
て
い
る
人
た
ち
を
救
済
す
る
救
護
法

の
成
立
に
力
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。渋
沢
は
そ
の
と
き
九
十

歳
で
体
調
を
崩
し
寝
込
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。し
か
し
、陳
情
の
人
々
の
話
を

聞
く
と
、す
ぐ
さ
ま
政
府
の
要
人
に
面
会
を
申
し
込
み
、出
掛
け
よ
う
と
し

ま
す
。家
人
や
往
診
に
来
て
い
た
主
治
医
は
慌
て
、外
出
を
必
死
に
止
め
ま

し
た
。し
か
し
渋
沢
は「
い
く
ら
年
を
と
っ
て
も
、人
間
を
辞
職
す
る
わ
け
に

は
い
か
ん
。」と
言
っ
て
そ
れ
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
話
が
、渋
沢
の
四

男
の
秀
雄
の
著
書
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
か
ら
、人
間
で
あ
る
以
上
は
、何
ら
か
の
か
た
ち
で
社
会
に
役

立
つ
存
在
で
あ
り
た
い
と
い
う
、渋
沢
の
強
く
そ
し
て
深
い
思
い
が
伝
わ
っ
て

き
ま
す
。

20131224＝責了

▶
大
船
渡
市
立
第
一
中
学
校
が
発
行
し
た
新
聞
「
希
望
」
第
一
号

「一中生に、声をかけて下さい！」「一中生に、声をかけて下さい！」

message

　東日本大震災発生数日後の平成２３（２０１１）年３月１８日、岩手県大船渡市
立第一中学校の生徒が、被害を受けた自分たちの地域の役に立とうと「一中
生に、声をかけて下さい ！　何でもやります」という大見出しの新聞を発行しまし
た。
　新聞は「希望」と名付けられて発行を続け、支援の輪を広げていきました。
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つながりをもち住みよい社会に

15　　　　　　　　 　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  5

　明
治
の
初
め
、華
や
か
な
鹿
鳴
館
で
、訪
れ
た
ド
イ
ツ
人
医
師
に
『
私
が
こ
れ
ま
で
出
会
っ
た
最
も
魅
力
的
な
女
性
』

と
称
賛
さ
れ
た
一
人
の
女
性
が
い
ま
し
た
。
限
ら
れ
た
家
庭
の
子
女
し
か
教
育
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
。
フ
ラ
ン

ス
に
留
学
し
、
華
族
女
学
校
の
教
師
と
し
て
日
本
の
女
子
教
育
に
奔
走
し
て
い
た
筆
子
（
石
井
筆
子
）
で
す
。
明
治

三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
、
筆
子
ら
の
努
力
で
女
子
教
育
が
充
実
し
つ
つ
あ
っ
た
あ
る
日
、
筆
子
は
も
う
一
つ
の
道
へ

と
進
も
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

　女
学
校
の
校
長
室
の
窓
か
ら
、
外
に
広
が
る
緑
が
ま
ぶ
し
く
輝
い
て
い
る
。
明
る
い
光
が
差
し
込
む
校
長
室
の
机
を

筆
子
は
慈
し
む
よ
う
に
見
つ
め
た
。
日
本
の
未
来
を
築
く
女
子
を
育
て
る
。
そ
の
筆
子
の
夢
を
支
え
て
き
た
学
校
を
、

今
日
、
筆
子
は
手
放
そ
う
と
し
て
い
た
。

「
強
い
人
は
弱
い
人
を
助
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」

　筆
子
の
耳
に
、
ふ
と
、
遠
い
日
に
聞
い
た
言
葉
が
よ
み
が
え
っ
た
。

　あ
れ
は
、
筆
子
が
女
学
校
の
教
員
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
、
あ
る
英
語
講
演
の
同
時
通
訳
を
し
た
と
き
だ
。
講
師
は

ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
た
め
の
学
校
を
設
立
し
た
女
性
。
彼
女
の
父
が
い
つ
も
彼
女
に
教
え
聞
か
せ
て
い
た
言
葉
だ
と
い

う
。
困
難
の
中
で
意
志
を
貫
き
通
し
た
女
性
の
姿
は
、
自
信
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
筆
子
は
い
つ
し
か
自
分
自
身
に
問
い

掛
け
て
い
た
。

「
私
に
で
き
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
。」

　当
時
、
筆
子
は
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
次
女
の
病
気
の
看
病
に
追
わ
れ
な
が
ら
仕
事
を
続
け
て
い
た
。
三
歳
の
長
女

に
は
知
的
障
害
が
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。
明
治
半
ば
の
日
本
、
知
的
障
害
の
あ
る
人
に
は
、
学
ぶ
場
所
も
働
く
場
所

も
な
い
時
代
だ
っ
た
。
筆
子
の
華
や
か
な
活
躍
を
知
る
世
間
の
人
々
は
、「
か
わ
い
そ
う
に
」
と
筆
子
に
同
情
の
目
を

向
け
た
。
私
は
負
け
な
い
、と
筆
子
は
思
っ
た
。
日
本
の
将
来
を
担
う
日
本
人
女
性
た
ち
を
育
て
る
こ
と
が
自
分
の
仕
事
。

筆
子
は
き
っ
ぱ
り
と
前
を
見
つ
め
た
。

　生
ま
れ
つ
き
病
弱
だ
っ
た
次
女
恵
子
は
、
わ
ず
か
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
悲
し
み
が
癒
さ
れ
な
い
中
で
生
ま
れ

た
三
女
の
康
子
に
も
障
害
が
見
付
か
る
。
更
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
筆
子
の
仕
事
を
理
解
し
、
支
え
て
き
た

夫
も
、
病
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。
筆
子
と
子
供
た
ち
を
残
し
て
。

　筆
子
た
ち
の
努
力
で
日
本
の
女
子
教
育
は
実
を
結
び
つ
つ
あ
っ
た
。
だ
が
、筆
子
の
心
に
は
晴
れ
な
い
思
い
が
あ
っ
た
。

自
分
の
娘
た
ち
は
こ
の
ま
ま
社
会
の
片
隅
で
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
い
く
の
か
。

「
私
に
お
嬢
さ
ん
を
預
け
ま
せ
ん
か
。
お
嬢
さ
ん
の
よ
う
な
子
供
た
ち
の
た
め
の
学
校
を
創
っ
て
、
教
育
を
受
け
さ
せ

　た
い
の
で
す
。」

　そ
う
言
っ
た
の
は
、
筆
子
の
学
校
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
た
石
井
亮
一
だ
っ
た
。（
教
育
？
）
筆
子
は
亮
一
の
言
葉

に
驚
い
た
。
母
で
あ
る
筆
子
で
す
ら
、
娘
た
ち
は
社
会
の
重
荷
な
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。

「
こ
の
子
た
ち
に
教
育
を
？
」

　不
思
議
そ
う
な
顔
の
筆
子
に
、
亮
一
は
力
強
く
理
想
を
語
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
最
先
端
の
障
害
児
教
育
を

学
ん
だ
亮
一
は
、
ふ
さ
わ
し
い
環
境
が
あ
れ
ば
知
的
障
害
児
も
そ
の
子
の
歩
み
で
学
び
、
育
ち
、
社
会
で
働
く
こ
と
も

で
き
る
、
と
確
信
し
て
い
た
の
だ
。
そ
の
夢
に
、
筆
子
の
心
は
踊
っ
た
。

（
こ
の
夢
を
実
現
さ
せ
た
い
。
自
分
も
そ
の
役
に
立
ち
た
い
。）

　亮
一
の
歩
む
道
を
共
に
進
も
う
。
そ
う
決
意
し
て
、
筆
子
は
、
こ
れ
ま
で
育
て
て
き
た
女
学
校
を
仲
間
の
一
人
に
託

し
た
の
だ
っ
た
。
女
学
校
の
校
長
室
の
扉
を
閉
め
、
筆
子
は
亮
一
の
も
と
へ
向
か
っ
た
。

　亮
一
は
、
滝
乃
川
学
園
を
創
設
し
、
親
を
な
く
し
た
子
供
た
ち
や
障
害
の
あ
る
子
供
た
ち
へ
の
教
育
を
充
実
さ
せ
よ

鹿
鳴
館

国
際
的
社
交
機
関
と
し
て
明

治
政
府
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ

た
洋
館
。

奔
走
す
る

物
事
が
う
ま
く
運
ぶ
よ
う
あ

ち
こ
ち
忙
し
く
駆
け
回
っ
て

努
力
す
る
こ
と
。

＊

＊
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　と
ん

う
と
し
て
い
た
。
筆
子
は
一
教
師
と
し
て
子
供
た
ち
に
向
き
合
い
、

自
ら
も
障
害
児
教
育
に
つ
い
て
学
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
情
熱
は
、
二

人
の
心
を
強
く
結
び
付
け
た
。
筆
子
は
亮
一
と
結
婚
し
、
学
園
の
充

実
に
奔
走
す
る
。
ゆ
っ
く
り
と
、
し
か
し
確
か
に
学
ん
で
い
く
子
供

た
ち
の
た
く
さ
ん
の
笑
顏
が
、
日
々
の
苦
労
を
乗
り
越
え
る
大
き
な

力
を
与
え
て
く
れ
た
。

　次
女
恵
子
、
三
女
康
子
を
病
で
亡
く
し
た
筆
子
の
も
と
に
は
、
長

女
幸
子
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
た
。
学
園
の
子
供
た
ち
と
共
に
成
長
し

て
い
く
幸
子
の
姿
は
筆
子
の
心
の
支
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
幸
子
も
、

入
退
院
を
繰
り
返
し
た
後
、
筆
子
に
看
取
ら
れ
て
目
を
閉
じ
た
。
筆

子
は
初
め
て
声
を
上
げ
て
泣
い
た
。
幸
せ
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ

て
名
付
け
た
幸
子
、
豊
か
な
恵
み
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
名
付
け
た

恵
子
、
そ
し
て
、
健
康
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
を
込
め
た
康
子
。

大
切
な
娘
た
ち
の
誰
一
人
と
し
て
幸
せ
に
し
て
や
れ
な
か
っ
た
。
突

き
刺
す
よ
う
な
痛
み
が
胸
に
迫
っ
た
。

　筆
子
は
幸
子
が
学
園
で
描
い
た
絵
や
刺
し
ゅ
う
入
り
の
ハ
ン
カ
チ

を
手
に
取
っ
た
。
そ
の
一
枚
に
小
さ
な
鳩
が
刺
し
ゅ
う
さ
れ
て
い

た
。
仲
間
た
ち
と
一
緒
に
一
針
を
丁
寧
に
入
れ
る
姿
が
目
に
浮
か

ぶ
。
広
い
世
界
へ
飛
び
立
つ
日
を
迎
え
ら
れ
な
か
っ
た
娘
た
ち
。
ハ

ン
カ
チ
を
強
く
握
り
締
め
、
筆
子
は
再
び
強
く
な
ろ
う
と
決
意
し

た
。
学
園
の
子
供
た
ち
を
守
り
育
て
る
の
が
自
分
の
使
命
だ
。
あ
の

子
た
ち
が
い
つ
も
笑
顏
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
支
え
て
い
こ
う
。
苦
し

い
こ
と
も
つ
ら
い
こ
と
も
、
子
供
た
ち
と
一
緒
に
乗
り
越
え
て
い
こ

う
。　大

正
九
（
一
九
二
〇
）
年
の
秋
、
筆
子
が
学
園
の
教
育
に
取
り
組

ん
で
二
十
年
が
た
っ
た
あ
る
夜
、
学
園
で
火
災
が
発
生
し
た
。
大
火

に
襲
わ
れ
る
中
、
筆
子
た
ち
職
員
は
必
死
に
子
供
た
ち
を
避
難
さ
せ

た
。
さ
ら
に
、
火
の
中
へ
入
っ
て
子
供
を
救
お
う
と
し
て
、
筆
子
自

身
も
足
に
大
き
な
け
が
を
し
て
し
ま
う
。
こ
の
火
災
で
、
園
児
六
人

の
命
が
失
わ
れ
た
。
火
事
の
原
因
は
、
一
人
の
子
供
の
火
遊
び
だ
っ

た
。　火

で
遊
ぶ
こ
と
の
危
険
が
分
か
ら
な
い
子
供
。
火
が
目
の
前
に

迫
っ
て
い
て
も
、
恐
ろ
し
さ
が
分
か
ら
な
い
子
供
。
ま
た
、
恐
ろ
し

さ
の
あ
ま
り
、
逃
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
布
団
に
う
ず
く
ま
っ
て
死
ん

で
い
っ
た
子
供
た
ち
。
自
分
が
何
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
、
筆
子

は
立
ち
す
く
ん
だ
。

　社
会
か
ら
見
放
さ
れ
た
子
供
た
ち
を
守
る
の
が
自
分
の
使
命
。
そ

の
た
め
に
強
く
な
ら
な
け
れ
ば
。
そ
う
決
意
し
て
こ
こ
ま
で
歩
ん
で

き
た
。
だ
が
、
そ
の
子
供
た
ち
を
目
の
前
の
危
険
か
ら
救
っ
て
あ
げ

ら
れ
な
か
っ
た
。
助
け
を
求
め
て
い
た
だ
ろ
う
に
。
迫
り
く
る
火
の

中
で
ど
ん
な
に
苦
し
ん
だ
だ
ろ
う
か
。
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つながりをもち住みよい社会に
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げ

　誰
一
人
、
守
っ
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
自
分
の
使
命
だ
な
ど
と
、
何
と
い
う
思
い
上
が
り
だ
ろ
う
。

　亮
一
も
同
じ
思
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
学
園
の
廃
止
を
決
意
し
た
亮
一
に
筆
子
は
黙
っ
て
う
な
ず
い
た
。
こ
の
先
、

一
生
、
亡
く
な
っ
た
子
供
た
ち
を
思
っ
て
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
い
こ
う
。

　と
こ
ろ
が
、
筆
子
の
元
に
、
学
園
の
廃
止
を
知
っ
た
人
々
か
ら
た
く
さ
ん
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。
学
園
存
続
の
た
め

に
寄
付
金
を
送
っ
て
く
れ
る
人
。
筆
子
が
教
え
た
卒
業
生
か
ら
も
。
筆
子
の
故
郷
か
ら
も
。

　励
ま
し
の
手
紙
を
読
む
筆
子
の
眼
前
に
故
郷
の
海
が
広
が
っ
た
。
少
女
だ
っ
た
頃
、
切
り
立
つ
よ
う
な
坂
道
を
一
気

に
駆
け
下
り
る
と
、
突
然
視
界
が
開
け
、
青
い
海
が
筆
子
を
受
け
止
め
る
よ
う
に
広
が
っ
て
い
た
。
入
り
組
ん
だ
湾
に

重
な
り
合
う
島
々
の
深
い
緑
の
中
か
ら
、
一
羽
の
鳥
の
影
が
水
面
を
低
く
か
す
め
、
や
が
て
青
く
ど
こ
ま
で
も
広
が
る

大
空
へ
と
、
高
く
、
遠
く
飛
び
立
っ
て
い
っ
た
。

　助
け
ら
れ
な
か
っ
た
子
供
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
る
。（
せ
ん
せ
い
。）
と
呼
ぶ
声
が
す
る
。

「
私
に
は
子
供
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
る
。」

と
筆
子
は
つ
ぶ
や
い
た
。
自
分
は
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
あ
の
声
に
助
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
声
に
応
え
よ
う
。

応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が
、私
た
ち
が
、こ
の
社
会
の
中
に
あ
の
子
た
ち
の
居
場
所
を
創
る
の
だ
。
も
う
一
度
、

そ
し
て
、
何
度
で
も
。

　筆
子
は
、
亮
一
と
共
に
学
園
を
再
開
し
た
。
学
校
で
学
び
、
社
会
で
働
く
。
そ
の
可
能
性
が
全
て
の
人
に
開
か
れ
た

社
会
へ
。
筆
子
の
歩
み
は
、
最
後
ま
で
止
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

 15　　　　　　　　　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  5

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

13.12.20

つながりをもち住みよい社会に
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正
義
を
重
ん
じ
公
正・公
平
な
社
会
を

正義を重んじ公正・公平な社会を

「
人
権
の
世
紀
」
と
言
わ
れ
る
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て

既
に
十
年
以
上
が
過
ぎ
た
。

正
義
を
重
ん
じ
、

公
正
、
公
平
で
差
別
や
偏
見
の
な
い
社
会
を
目
指
し
て
、

社
会
全
体
で
様
々
な
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、

依
然
と
し
て
、
差
別
や
偏
見
を
受
け
、
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
が
い
る
。

こ
う
し
た
差
別
や
偏
見
に
対
し
、

社
会
を
構
成
す
る
私
た
ち
一
人
一
人
が

断
固
と
し
て
立
ち
向
か
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

私
た
ち
の
学
校
で
も
起
こ
り
う
る
「
い
じ
め
」
も
、

正
義
に
反
す
る
卑
怯
な
行
為
で
あ
る
。

私
た
ち
の
力
で
、

い
じ
め
や
差
別
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、

ど
う
し
て
い
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　「……人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しな

ければならない。」世界人権宣言、第一条の文言である。

　ここで述べられていることが達成できれば、どれだけ世の中が明るくなることだろう。

　近い将来、私たちが社会の担い手となる。差別や偏見を憎み、それを断固として許

さないという強い思いを、自分の中に、そして社会全体に育てていきたい。

差別や偏見のない社会の実現のための課題や、これまで学んだこと、考えたこと、話
し合ったことなどをまとめてみよう。

正
義
を
重
ん
じ
公
正・公
平
な
社
会
を

⑶
【前文】

　人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、

世界における自由、正義及び平和の基礎であるので…（以下略）

【第一条】

　すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、

理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

【第二条】

１　すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、

　財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この

　宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。（２以下略）

す
で

へ
ん 

け
ん

い   

ぜ
ん

ひ
き
ょ
う

　
　
　こ
う

　い

ゆず

ばっ すい

しょうにん

き  そおよ

さず

うま

たが　　　 どうほう

ひ  ふ も

かか

じ ゆうまた

きょうゆう

にな にく
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いじめをなくそう 正義感

悪いことをやめさせることがなかなかできないのは、なぜだろう。これまでの生
活を振り返り、考えたことや話し合ったことをまとめてみよう。

正義を重んじ公正・公平な社会を

いじめを解決するために一人一人に何ができるか、友達と話し合ってみよう。

友達に嫌なことを言ったり、無視してしまったりしたことはないだろうか。

友達がいじめを受けているとき、

知らない振りをしたり、

いじめている人に注意ができなかったり、

いじめられている仲間から相談を受けても

何もできなかったりしたことはないだろうか。

正義感

悪いことをやめさせることがなかなかできないのは、なぜだろう。これまでの生
活を振り返り、考えたことや話し合ったことをまとめてみよう。

国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等と自立に関する実態調査」（平成 22 年度）

「友達が悪いことをしていたら、やめさせること」
■あなたはどのくらいしていますか。

小学４年生

小学５年生

小学６年生

中学２年生

高校２年生

必ずしている していない 不明だいたいしている あまりしていない

0 20 40 60 80 100（％）

17.5 46.9 27.0 7.8
0.9

13.4 50.9 29.7 5.6
0.5

11.3 49.6 30.8 8.0
0.4

5.9 29.4 45.2 19.2
0.2

8.0 30.2 42.3 19.2
0.2

いじめを解決するために一人一人に何ができるか、友達と話し合ってみよう。

いじめられている仲間から相談を受けても

何もできなかったりしたことはないだろうか。

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（平成 24 年度）

中学校におけるいじめの形態（複数回答）

冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

仲間はずれ、集団による無視をされる。

軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

金品をたかられる。

金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。

その他

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

6.7

7.5

7.3

おど

は

66.7

18.7

18.7

5.8

2.4

3.1
ふ

いや

けたた

こわぬすかく

ひ   ぼうけい たい でん  わ
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全ての人の目から、
あらゆる涙を拭い去ることが
私の願いである。
ガンディー

●インド出身。弁護士、政治指導者。非暴力・不服従
の方針を掲げ、イギリスの植民地とされていたイ
ンドの独立運動を指導した。●その思想は、米国で
アフリカ系アメリカ人の公民権運動を指導したキ
ング牧師にも影響を与えたと言われる。

ガンディー（Mohandas Karamchand Gandhi）1869～1948

この人に学ぶ

メッセージ

若き日のガンディー

メッセージ

message
正義を重んじ公正・公平な社会を

すべての生徒は、“楽しい学校生活を送る”権利を持っています。
“いじめ”は、この権利を奪うものです。
いじめを受けた人のみならず、
いじめを行った人や周囲で見ていた人にも、
心に癒えることのない傷が残るのです。
いじめは、絶対に犯してはならない大きな過ちです。
人間は本来、優しい心を持っています。
人を思いやり、愛し、慈しむ心があるのです。
その優しさを表す勇気こそ、私達は持つべきなのです。

東京都内の全ての中学校から、全ての生徒の責任として、
あらゆるいじめをなくし、
互いに支えあい、誰もが楽しいと思える学校を作るために、
私達はここに次のことを宣言します。
一、どんな理由があっても“いじめ”は絶対にしません。
一、いじめを見つけたら、自分たちに出来ることを考え、行動します。
一、一人ひとりが互いの個性を認め合い、思いやりの心を持って、
　  中学校生活を送ります。

いじめ撲滅宣言

■東京都中学校生徒会長サミット
平成１９年１２月２２日

20140108＝責了

　
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、非
暴
力
、不
服
従
を
貫
き
、イ
ン
ド
独
立
運
動
を
指
導
し
た

人
物
で
す
。彼
は
自
叙
伝
で
次
の
よ
う
な
少
年
時
代
の
体
験
を
語
って
い
ま
す
。

　
十
五
歳
の
と
き
、ガ
ン
デ
ィ
ー
は
兄
の
純
金
の
腕
輪
か
ら
金
を
少
し
削

り
取
っ
て
売
っ
て
し
ま
い
ま
す
。兄
の
借
金
を
返
す
た
め
で
し
た
が
、盗
み

を
し
た
こ
と
で
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
心
は
深
く
傷
付
き
ま
し
た
。二
度
と
盗
み

を
し
な
い
と
決
心
し
、父
に
打
ち
明
け
よ
う
と
し
ま
す
。し
か
し
、臆
病
だ

っ
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
は
、口
に
出
す
勇
気
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。ガ
ン
デ
ィ
ー

は
手
紙
を
書
き
、父
に
罰
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
み
ま
す
。手
紙
を

読
み
終
え
た
父
の
目
か
ら
、涙
が
両
ほ
お
を
伝
わ
っ
て
こ
ぼ
れ
落
ち
ま
し

た
。手
紙
を
引
き
裂
き
、何
も
言
わ
ず
悲
し
む
そ
の
と
き
の
父
の
姿
を
ガ

ン
デ
ィ
ー
は
終
生
忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
人
種
差
別
と
の
闘
い
は
、
一
八
九
三
年
の
南
ア
フ
リ
カ
で
の
出
来
事
か
ら

始
ま
り
ま
す
。イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
、弁
護
士
の
資
格
を
取
っ
た
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
、イ
ン
ド
人
の
経
営
す
る
会
社
に
雇
わ
れ
南
ア
フ
リ
カ
に
渡
り
ま
す
。ヨ

ー
ロッ
パ
式
の
服
装
を
し
て
い
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
で
し
た
が
、マ
リ
ッ
ツ
バ
ー
グ
駅

で「
一
生
で
、一
番
創
造
的
な
体
験
」を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。一
等
車

の
切
符
を
購
入
し
乗
車
し
て
い
ま
し
た
が
、人
種
差
別
に
遭
い
、低
い
等
級

の
車
両
に
移
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
で
す
。移
動
を
拒
ん
だ
ガ
ン
デ
ィ
ー
は

警
官
に
降
ろ
さ
れ
、一
晩
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
過
ご
し
ま
し
た
。こ
の

体
験
が
、ガ
ン
デ
ィ
ー
の
出
発
点
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
後
、ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、人
種
差
別
と
の
闘
い
を
始
め
ま
す
。ま
た
、差

別
と
貧
困
に
苦
し
む
人
々
を
救
う
た
め
に
、伝
染
病
が
流
行
し
た
と
き
に

は
ス
ラ
ム
に
行
き
看
護
も
し
ま
し
た
。イ
ン
ド
に
帰
国
し
て
か
ら
は
、身
分

制
度
の
最
下
層
に
置
か
れ
、長
く
苦
し
ん
で
き
た
人
々
の
地
位
向
上
の
た

め
に
力
を
尽
く
し
、さ
ら
に
は
非
暴
力
、不
服
従
の
考
え
方
の
下
、イ
ン
ド

の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
独
立
運
動
の
先
頭
に
立
っ
た
の
で
し
た
。　

　
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
言
い
ま
す
。「
全
て
の
人
の
目
か
ら
、あ
ら
ゆ
る
涙
を
拭
い

去
る
こ
と
が
私
の
願
い
で
あ
る
。」「
私
の
人
生
こ
そ
が
、私
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
あ
る
。」と
。

人物探訪人物探訪

column

　大きな社会問題ともなっているいじめ。その防止や解決に向けて、中学生自身
が立ち上がり、力を合わせ、主体的に取り組む例も増えてきています。
　これはそうした取組の一つとして宣言されたものです。
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えい  きょう あた
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役
割
と
責
任
を
自
覚
し
集
団
生
活
の
向
上
を

役割と責任を自覚し集団生活の向上を

人
間
は
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
、

何
ら
か
の
集
団
の
一
員
に
な
っ
て
い
る
。

自
分
の
意
志
で
所
属
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

学
級
の
よ
う
に
、
決
め
ら
れ
た
集
団
に

所
属
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ど
ん
な
集
団
で
も
、
目
標
を
達
成
し
た
り
、

そ
こ
で
の
生
活
を
向
上
さ
せ
た
り
し
て
い
く
た
め
に
は
、

構
成
す
る
一
人
一
人
が
協
力
し
合
い
、

役
割
と
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

集
団
の
中
で
も
互
い
に
尊
重
し
合
い
、

そ
の
目
標
を
着
実
に
実
現
し
、

他
の
集
団
か
ら
も
尊
敬
さ
れ
る
、

そ
ん
な
集
団
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

ど
う
し
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

集団として目標を達成するために、大切なことは何かを考えてみよう。

　オーケストラには、弦楽器、管楽器や打楽器の独特の音色や、旋律の重なり、
ピアニッシモからフォルティッシモまでの音量のダイナミックな変化など、合
奏ならではの魅力がある。
　しかし、オーケストラで美しい曲を奏でるためには、音量のバランス、テン
ポ、タイミング……、どれか一つ、誰か一人が、少しでもずれると調和がとれ
ない。
　各楽器を担当する一人一人、そして指揮者も、各自が担う役割をしっかりと
果たすことで、聴く人の心に響く音楽が生まれる。
　私たちが所属する様々な集団においても、その目的と意義を理解し、自分の
役割を自覚して責任を果たしているか、自分自身を振り返って考えてみたい。

役
割
と
責
任
を
自
覚
し
集
団
生
活
の
向
上
を

⑷一人一人が輝く集団づくり

た
が

かがや

げん が っ   き せんりつ

み  りょく

かな

だれ

ひび

にな

ふ

き
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所属している集団 自分の果たしている役割

自分が所属している集団の中で、どのような役割や責任を果たしているか振り返っ
てみよう。

これまでの学校生活や日常生活を振り返って、集団の一員であることについて、良かっ
たこと、また、苦労したことを書いてみよう。

良かったこと

苦労したこと

自分の所属する集団をより良い集団にしていくために、これからやってみたいことを
書いてみよう。

集
団
や
社
会
に
所
属
す
る
こ
と
は
、

様
々
な
役
割
を
果
た
す
中
で
、
自
分
の
長
所
を
伸
ば
し
、

苦
労
や
努
力
を
重
ね
て
自
分
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
、

格
好
の
機
会
で
あ
る
。

役割と責任を自覚し集団生活の向上を

集
団
の
中
の
役
割
と
責
任

の

ふ
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●宇宙科学研究所が打ち上げた小惑星探査機プ
ロジェクト（MUSES-C）。平成8（1996）年プロ
ジェクトが開始し、平成15（2003）年打ち上げに
成功、小惑星「イトカワ」のサンプルを世界で初め
て採取し、平成22（2010）年カプセルが帰還。●
同研究所の川口淳一郎教授がプロジェクトマネー
ジャーを務めた。

はやぶさプロジェクト

読んでみよう

はやぶさプロジェクトこの人のひと言

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

「はやぶさ」

はやぶさプロジェクト

column
この人のひと言

saying
役割と責任を自覚し集団生活の向上を

　
平
成
二
十
二（
二
〇
一
〇
）年
六
月
十
三
日
、

地
球
を
出
発
し
て
か
ら
七
年
、約
六
十
億
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
を
旅
し
た「
は
や
ぶ
さ
」か
ら
放
た
れ

た
カ
プ
セ
ル
が
地
球
に
着
陸
し
ま
し
た
。

「
は
や
ぶ
さ
」
の
目
的
は
、
小
惑
星
「
イ
ト

カ
ワ
」
に
到
着
し
、
サ
ン
プ
ル
を
採
取
し
、
地

球
に
持
ち
帰
る
こ
と
。
世
界
初
の
挑
戦
で
し
た
。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
の
は
平
成
八

（
一
九
九
六
）年
。宇
宙
科
学
研
究
所（
現
宇
宙

航
空
研
究
開
発
機
構
）の
川
口
淳
一
郎
教
授

を
中
心
に
、軌
道
計
算
、通
信
、力
学
、宇
宙
科

学
な
ど
の
専
門
家
が
様
々
な
所
属
先
か
ら
集

め
ら
れ
ま
し
た
。全
て
が
初
め
て
の
こ
と
だ
け
に
、

時
に
は
学
生
も
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
う
と
こ

ろ
か
ら
の
出
発
で
し
た
。二
度
の
打
ち
上
げ
の

延
期
な
ど
を
経
て
、平
成
十
五（
二
〇
〇
三
）年

五
月
、「
は
や
ぶ
さ
」は
打
ち
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
後
も
順
調
に
は
い
き
ま
せ
ん
。姿
勢
制

御
装
置
の
故
障
と
い
う
深
刻
な
ト
ラ
ブ
ル
。イ
ト

カ
ワ
に
到
着
後
一
回
目
の
タ
ッ
チ
ダ
ウ
ン
の
失
敗
。

し
か
し
、最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で「
は
や
ぶ
さ
」が
人

類
史
上
初
め
て
小
惑
星
の
サ
ン
プ
ル
採
取
に
取

り
組
ん
だ
様
子
は
全
世
界
に
中
継
さ
れ
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
数
時
間
後
に
は
、今
度
は
燃
料
が

漏
れ
出
す
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
。サ
ン
プ
ル
採
取

が
失
敗
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
も
明
ら
か

に
な
り
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
は
記
者
会
見
の

対
応
に
追
わ
れ
ま
す
。さ
ら
に
、「
は
や
ぶ
さ
」

か
ら
の
通
信
も
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
も
、
幾
多
の
試
練
を
乗
り
越
え
て
、

「
は
や
ぶ
さ
」
は
地
球
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

帰
還
の
日
、
カ
プ
セ
ル
を
切
り
離
し
た
後
、
大

気
圏
に
入
り
「
は
や
ぶ
さ
」
は
燃
え
尽
き
、

夜
空
に
消
え
ま
し
た
。
カ
プ
セ
ル
か
ら
は
、
採

取
し
た
粒
子
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
川
口
教
授
は
言
い
ま
す
。

「
あ
の
と
き
、『
も
う
無
理
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
』

と
弱
気
に
な
る
自
分
が
い
ま
し
た
が
、
決
し
て

弱
音
は
吐
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
メ
ン
バ
ー
全
員

が
『
は
や
ぶ
さ
の
ゴ
ー
ル
は
イ
ト
カ
ワ
で
は
な
く
、

地
球
だ
』
と
認
識
を
共
有
し
、
最
後
ま
で
ゆ

ら
ぎ
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
す
べ
て
の
エ
ン

ジ
ニ
ア
の
技
術
と
経
験
、
絶
対
に
あ
き
ら
め
な

い
と
い
う
気
持
ち
、
そ
し
て
我
々
の
期
待
と
願

い
に
応
え
、
運
用
し
て
い
る
人
間
が
驚
か
さ
れ

る
ほ
ど
の
頑
張
り
を
見
せ
た
『
は
や
ぶ
さ
』、

そ
こ
に
奇
跡
が
加
わ
り
、
壮
大
な
旅
を
終
え
る

こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。」

自己形成がある程度まで進んだら、
比較的大きな集団に加わり、
他人のために生き、
我が身のことを忘れるほど、
これが自分の義務だと感じた活動に身をていするのが望ましい。
人間は、そうやって初めて自分自身を知ることができる。
                                       ゲーテ

ドイツの詩人、劇作家、小説家。『若きウェルテルの
悩み』『ファウスト』など。

■ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
　　　　　　　　　   　 （1749～1832）

人間の器は、その人間が進んで引き受ける責任の重さによって
測ることができる。
　　　　　　　　　　　　　エマーソン

米国の思想家、詩人。
■ラルフ・ワルド・エマーソン（1803～1882）

人間は、自分の置かれた、その中で
最善を尽くすほかないでしょう。
　　　　　　　　　　　　　小津安二郎

映画監督。『東京物語』『晩春』など。
■おづ やすじろう（1903～1963）

かわ  ぐち  じゅん いち  ろう
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働くことの実感

働くことの楽しさ、難しさ

勤
労
や
奉
仕
を
通
し
て
社
会
に
貢
献
す
る

勤労や奉仕を通して社会に貢献する

私
た
ち
の
社
会
に
は
、
様
々
な
仕
事
が
あ
り
、

一
人
一
人
の
勤
労
や
奉
仕
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

働
く
こ
と
は
、
自
分
の
夢
を
実
現
し
た
り
、

収
入
を
得
て

大
切
な
家
族
の
生
活
を
維
持
し
た
り
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

誰
か
人
の
た
め
に
役
立
ち
、

地
域
や
日
本
、
世
界
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
も

つ
な
が
っ
て
い
る
。

自
分
は
将
来
、
ど
ん
な
仕
事
に
就
い
て

ど
の
よ
う
に
働
く
の
だ
ろ
う
。

働
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

これまで自分が経験したことや、実際に働いている人へのインタビューなどから、
働くことの楽しさ、難しさを考えてみよう。

自分が働いたと感じられるのはどんなときだろう。

勉強をしたときだろうか。

部活動に打ち込んだときだろうか。

誰かの役に立ったと感じたときではないだろうか。

職業に就き、

日々働き続けることには、

どんな楽しさや

難しさがあるのだろうか。

■ 職場体験活動の成果

有意義な体験になったか

67％
27％

5％ 1％

非常によく当てはまる
当てはまる

あまり当てはまらない
まったく当てはまらない

○職場体験は、とても充実して、実にためにな

　りました。今回学んだことを生かし、これか

　らの生活に生かしていきたいです。

○挨拶は、仕事をする上で一番大切だと思いま

　した。

○働く大人（家族）たちに感謝する気持ちを強

　く感じた。

○きつい仕事を乗り切ったときこそ、達成感が

　大きいことを感じた。

○自分の将来なりたい職業が見つかった。

平成22年度杉並区中学校職場体験学習実施後生徒アンケート

勤
労
や
奉
仕
を
通
し
て
社
会
に
貢
献
す
る

⑸
こ

じゅうじつ

あいさつ

い    

じ

だ
れ

つ ほ
う
　
　し

こ
う
　
　け
ん

173 172
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働
く
こ
と
の
意
義

職場体験活動やボランティア活動で取り組んだことを振り返り、働くことの意義
について考えたことを書いてみよう。働くことを通して、社会にどのように貢献していきたいか考えてみよう。

将
来
、
私
た
ち
は
社
会
に
出
て
、
職
業
に
就
く
。

今
、
中
学
生
の
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
、

職
場
体
験
活
動
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を
通
し
て

働
く
こ
と
の
意
義
を
考
え
、

将
来
に
向
か
っ
て

し
っ
か
り
と
準
備
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。

社会との関わり
あなたが働いたと感じるとき、

それは、どこかで誰かの役に立っている。

仕事を通じて、社会と関わり、人々の生活の向上に貢献することができる。

勤労や奉仕を通して社会に貢献する

将
来
、
私
た
ち
は
社
会
に
出
て
、
職
業
に
就
く
。

つ

ふ

だれ

こう けん
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仕事の見返りは
相手の方が走れた感動です。
鈴木邦雄

●山梨県出身。視覚障害者ランナーの伴走者。
昭和５９（1984）年、会社に勤めながら、マラソ
ンと伴走にほぼ同時に取り組み始め、現在まで
続けている。●NPO法人日本盲人マラソン協会

（JBMＡ）の常務理事を務め、全国で伴走教室を
展開、平成２３（２０１１）年にはランナーズ賞を受
賞した。

鈴木邦雄（すずきくにお） 1945～

この人に学ぶ

メッセージこの人のひと言

人はどんな場合にいても　常に楽しい心をもって
その仕事をすることができれば
すなわちその人はまことの幸福な人といい得る。　　
　　　　　　　　　　　　　国木田独歩

我々が死ぬまでには　
此世の中を少しなりとも善くして死にたいではありませんか。　
何か一つ事業を成し遂げて　
できるならば我々の生まれた時よりも
此日本を少しなりとも善くして　逝きたいではありませんか。
　　　　　　　　　　　　　内村鑑三

小説家。『武蔵野』など。

■うちむら かんぞう（1861～1930）

■くにきだ どっぽ（1871～1908）

キリスト教文学者、思想家。『後世への最大遺物』
『代表的日本人』など。

研究だけをやっていたのでは駄目だ。
それをどうやって世の中に役立てるかを考えよ。
　　　　　　　　　　　　　北里柴三郎

■きたさと しばさぶろう（1853～1931）
医学者、細菌学者。

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

伴走する鈴木邦雄さん（中央）

メッセージ

message
この人のひと言

saying
勤労や奉仕を通して社会に貢献する

　
マ
ラ
ソ
ン
な
ど
で
視
覚
障
害
者
ラ
ン
ナ
ー
の
た
め
に
伴
走
す
る
人
の
存

在
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。鈴
木
邦
雄
さ
ん
は
、約
三
十
年
前
会
社
勤

め
の
傍
ら
、視
覚
障
害
者
ラ
ン
ナ
ー
の
マ
ラ
ソ
ン
伴
走
と
い
う「
仕
事
」を

始
め
た
。無
報
酬
で
し
か
も
交
通
費
も
宿
泊
費
も
自
分
で
も
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
仕
事
だ
。

　
伴
走
と
い
う
仕
事
の
見
返
り
は
何
か
、と
い
う
質
問
に
鈴
木
さ
ん
は

「
相
手
の
方
が
走
れ
た
感
動
」だ
と
、即
答
す
る
。「
相
手
の
方
が
喜
ん
で

く
れ
る
こ
と
が
、僕
の
喜
び
」な
の
だ
と
い
う
。

　
伴
走
者
と
ラ
ン
ナ
ー
と
は
短
い
ロ
ー
プ
で
つ
な
が
れ
て
い
る
。あ
く
ま
で

も
主
役
は
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
り
、伴
走
者
は
歌
舞
伎
で
い
う
黒
子
だ
。鈴
木

さ
ん
は「
ラ
ン
ナ
ー
に
対
す
る
気
配
り
、気
遣
い
、思
い
や
り
、そ
し
て
基
本

は
信
頼
関
係
」と
言
う
。苦
し
く
て
も
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
達
成
感
、充

実
感
が
格
別
だ
そ
う
で
、そ
れ
を
ラ
ン
ナ
ー
と
共
有
す
る
こ
と
が
鈴
木
さ

ん
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。

　
決
し
て
ラ
ン
ナ
ー
に
は
無
理
を
さ
せ
な
い
。「
や
め
た
い
」と
言
わ
れ
た

ら「
が
ん
ば
れ
」な
ど
と
は
言
わ
ず「
や
め
ま
し
ょ
う
」と
応
じ
る
。折
返

し
地
点
に
達
す
る
と
鈴
木
さ
ん
は
ラ
ン
ナ
ー
に「
楽
し
み
が
半
分
に
な
っ

ち
ゃ
い
ま
し
た
ね
。」「
楽
し
み
は
残
り
半
分
で
す
よ
。」と
声
を
か
け
る

そ
う
だ
。

　
鈴
木
さ
ん
は
、以
前
従
事
し
て
い
た
電
気
会
社
の
仕
事
で
鈴
木
さ
ん

と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
え
て
き
た
。さ
ら
に
今
は
、全
国
の
ど
こ
へ
で
も

出
掛
け
、視
覚
障
害
者
ラ
ン
ナ
ー
を
支
え
る
仕
事
を
続
け
て
い
る
。

20131223＝責了

ば
ん   

そ
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●あなたが大人になった時、どんなまちになっていたら良いと思うか（複数回答）

■ 中学生アンケート

安全で安心して暮らせるまち

買い物する場所の充実したまち

自然環境を大切にするまち

働くところのたくさんあるまち

医療や福祉の充実したまち

レジャーや芸術鑑賞施設の充実したまち

多くの観光客が訪れる魅力あるまち

都市基盤（道路・公園など）の整備されたまち

人権が守られ尊重されるまち

子育てのしやすいまち

子供からお年寄りまで学ぶ環境の整ったまち

外国との交流の活発なまち

不明・無回答

0 10 20 30 40 50 60（％）

安全で安心して暮らせるまち

買い物する場所の充実したまち

自然環境を大切にするまち

働くところのたくさんあるまち

医療や福祉の充実したまち

レジャーや芸術鑑賞施設の充実したまち

多くの観光客が訪れる魅力あるまち

の整備されたまち

人権が守られ尊重されるまち

子育てのしやすいまち

子供からお年寄りまで学ぶ環境の整ったまち

外国との交流の活発なまち

40.5

30.4

29.7

23.5

20.9

11.3

10.7 社会に目を向け、
と関わり、
を良くする。

●もしあなたが市長だったらどんな「まちづくり」を進めたいか（自由意見）

島根県松江市調査（平成 23 年）

地域の文化継承

職場体験活動

避難所での炊き出し

英語観光ガイドボランティア

●いじめがなく子供たちにとって住みやすい所にしたいと思います。

●ラムサール条約登録湿地である宍道湖や中海を地域住民みんなで「守  

　り大切にする」という意識をもてるような取組を行いたいです。

●ショッピングモールなど若者が楽しめる場所を増やし松江城や武家

　屋敷などの昔の町並みを生かし観光客も楽しめる町にする。

●障害者用の駐車場を増やしたり、道路や歩道の段差をなくしたり、

　老人ホームを増やすなど、福祉の充実した町にしたいです。

●働く所をたくさんつくってワークシェアリングも取り入れる。

中学生アンケート

社会に参画する

54.0

26.7

15.8

6.3

5.5

5.3

じゅうじつ

かんきょう

い りょう       ふく し

かんしょう し  せつ

み りょく

き ばん

しっ  ち    し  ん  じ   こ なか  うみ

まつ    え じょう

や  しき

ちゅうしゃじょう

179 178
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家族や家庭の役割

家
族
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を

家族は私が生まれてからずっと、

私の命を守り、

深い愛情を注いでくれた。

そして家庭は、

疲れた自分を癒してくれる、

かけがえのない安らぎの場所。

家族や家庭について、これまで学んだことや考えたことなどをまとめてみよう。

家族の一員としての自覚を

家
族
は
、
最
も
身
近
な
共
同
体
で
あ
る
。

一
緒
に
生
活
を
し
、

食
事
や
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
く
れ
、

私
の
心
と
体
を
育
て
て
く
れ
た
。

私
も
、

少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
家
事
を
手
伝
っ
た
り
、

家
族
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
、

家
庭
の
仕
事
の
大
変
さ
や
、

家
族
の
有
り
難
さ
が
分
か
っ
て
き
た
。

一
方
で
、
家
族
に
反
抗
し
た
り
、

一
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
り
、

自
立
し
た
い
と
思
っ
た
り
す
る
こ
と
も
増
え
て
き
た
。

将
来
、
私
も
家
族
を
支
え
る
立
場
に
な
る
。

私
を
育
て
て
く
れ
た
家
族
に
感
謝
し
、

自
分
が
築
き
た
い
家
庭
を
思
い
描
き
な
が
ら
、

人
生
を
歩
ん
で
い
き
た
い
。

家
族
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を

⑹い
っ 

し
ょ

   

　
　

    

が
た

に
な

は
ん 

こ
う

え
が

いやつか
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命の長いつながり

いつか新しい家庭を築く

家庭でのコミュニケーション

家族との出来事や語らいで印象に残ったことを書き留めておこう。

私
の
命
は
父
母
か
ら
授
か
り
、

父
母
の
命
は
祖
父
母
か
ら
授
か
り
、

過
去
か
ら
ず
っ
と
引
き
継
が
れ
て
き
た

命
の
つ
な
が
り
の
中
で
、

私
た
ち
は
生
き
て
い
る
。

か
け
が
え
の
な
い
命
を

授
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
ず
に
、

命
の
長
い
つ
な
が
り
に
感
謝
し
な
が
ら
、

生
き
て
い
き
た
い
。

将来、自分が築きたい家庭をイメージしてみよう。

家族の一員としての自覚を

家庭でのコミュニケーション

家族との出来事や語らいで印象に残ったことを書き留めておこう。

文部科学省「平成 25 年度全国学力・学習状況調査」

（％）

（％）

家の人と普段（月～金曜日）、
夕食を一緒に食べていますか

家の手伝いをしていますか

家の人と学校での出来事に
ついて話をしていますか

中学３年生の状況

している
全くしていない

どちらかといえばしている あまりしていない
その他（無回答を含む）

している
全くしていない

時々している あまりしていない
その他（無回答を含む）

0 20 40 60 80 100

0.1

20.6 43.7 26.8 8.8

0 20 40 60 80 100

0.1

35.0 31.8 23.2 9.9

いっ しょ

  ふ   だん 0.1

59.5 23.3 12.4

4.7

ふく

さ
ず

つ
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　僕
が
看
取
っ
た
患
者
さ
ん
に
、
ス
キ

ル
ス
胃
が
ん
に
罹
っ
た
女
性
の
方
が
い

ま
し
た
。
余
命
三
か
月
と
診
断
さ
れ
、

彼
女
は
諏
訪
中
央
病
院
の
緩
和
ケ
ア
病

棟
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　あ
る
日
、
病
室
の
ベ
ラ
ン
ダ
で
お
茶

を
飲
み
な
が
ら
話
し
て
い
る
と
、
彼
女

が
こ
う
言
っ
た
ん
で
す
。
「
先
生
、
助

か
ら
な
い
の
は
も
う
分
か
っ
て
い
ま
す
。

だ
け
ど
、
少
し
だ
け
長
生
き
を
さ
せ
て

く
だ
さ
い
」
彼
女
は
そ
の
時
、
四
十
二

歳
で
す
か
ら
ね
。
そ
り
ゃ
そ
う
だ
ろ
う

な
と
思
い
な
が
ら
も
返
事
に
困
っ
て
、

黙
っ
て
お
茶
を
飲
ん
で
い
た
。
す
る
と

彼
女
が
、
「
子
供
が
い
る
。
子
供
の
卒

業
式
ま
で
生
き
た
い
。
卒
業
式
を
母
親

と
し
て
見
て
あ
げ
た
い
」
と
言
う
ん
で

す
。
九
月
の
こ
と
で
し
た
。
彼
女
は
あ

と
三
か
月
、
十
二
月
く
ら
い
ま
で
し
か

生
き
ら
れ
な
い
。
で
も
私
は
春
ま
で
生

き
て
子
供
の
卒
業
式
を
見
て
あ
げ
た
い
、

と
。
子
供
の
た
め
に
と
い
う
思
い
が
何

か
を
変
え
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

学
校
に
行
き
ま
し
た
。
久
し
ぶ
り
の
お
弁

当
が
嬉
し
く
て
、
嬉
し
く
て
。
昼
の
時
間

に
な
っ
て
、
お
弁
当
を
広
げ
て
食
べ
よ
う

と
思
っ
た
ら
、
切
な
く
て
、
切
な
く
て
、

な
か
な
か
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
」

　お
母
さ
ん
の
人
生
は
四
十
年
ち
ょ
っ
と
、

と
て
も
短
い
命
で
し
た
。
で
も
、
命
は
長

さ
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
お
母
さ
ん
は
お

母
さ
ん
な
り
に
精
い
っ
ぱ
い
、
必
死
に
生

き
て
、
大
切
な
こ
と
を
子
供
た
ち
に
ち
ゃ

ん
と
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
。
人
間
は
「
誰

か
の
た
め
に
」
と
思
っ
た
時
に
、
希
望
が

生
ま
れ
て
く
る
し
、
そ
の
希
望
を
持
つ
こ

と
に
よ
っ
て
免
疫
力
が
高
ま
り
、
生
き
る

力
が
湧
い
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

    

（『
致
知
』
２
０
１
２
年
７
月
号
）

　奇
跡
は
起
き
ま
し
た
。
春
ま
で
生
き
て
、

卒
業
式
に
出
席
で
き
た
。
こ
う
し
た
こ
と

は
科
学
的
に
も
立
証
さ
れ
て
い
て
、
例
え

ば
希
望
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
人
の
ほ
う

が
、
が
ん
と
闘
っ
て
く
れ
る
ナ
チ
ュ
ラ
ル

キ
ラ
ー
細
胞
が
活
性
化
す
る
と
い
う
研
究

も
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
彼
女

の
場
合
も
、
希
望
が
体
の
中
に
あ
る
見
え

な
い
三
つ
の
シ
ス
テ
ム
、
内
分
泌
、
自
律

神
経
、
免
疫
を
活
性
化
さ
せ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　さ
ら
に
不
思
議
な
こ
と
が
起
き
ま
し
た
。

彼
女
に
は
二
人
の
お
子
さ
ん
が
い
ま
す
。

上
の
子
が
高
校
三
年
で
、
下
の
子
が
高
校

二
年
。
せ
め
て
上
の
子
の
卒
業
式
ま
で
は

生
か
し
て
あ
げ
た
い
と
僕
た
ち
は
思
っ
て

い
ま
し
た
。
で
も
彼
女
は
、
余
命
三
か
月

と
言
わ
れ
て
か
ら
、
一
年
八
か
月
も
生
き

て
、
二
人
の
お
子
さ
ん
の
卒
業
式
を
見
て

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、

一
か
月
ほ
ど
し
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　＊

　彼
女
が
亡
く
な
っ
た
後
、
娘
さ
ん
が
僕

●東京都出身。医師。諏訪中央病院名誉院長。経営危
機の状況にあった諏訪中央病院の医師として勤務、昭
和６３（１９８８）年に院長になる。●著書「がんばらな
い」では、延命だけを目的にした治療を批判的にとら
え、患者とその家族に接する豊富な経験や豊かな生と
死についての考えがつづられている。●ベラルーシ共
和国（当時ソ連）のチェルノブイリ原子力発電所事故
の被爆患者の治療などの支援活動に取り組んでいる。

鎌田　實（かまたみのる） 1948～

読んでみよう

誰かのために

あなたの感じたこと、考えたこと。

誰かのために

column
家族の一員としての自覚を

の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
き
て
、
び
っ
く
り
す

る
よ
う
な
話
を
し
て
く
れ
た
ん
で
す
。
僕

た
ち
医
師
は
、
子
供
の
た
め
に
生
き
た
い

と
言
っ
て
い
る
彼
女
の
気
持
ち
を
大
事
に

し
よ
う
と
思
い
、
彼
女
の
体
調
が
少
し
よ

く
な
る
と
外
出
許
可
を
出
し
て
い
ま
し
た
。

「
母
は
家
に
帰
っ
て
く
る
た
び
に
、
私
た

ち
に
お
弁
当
を
作
っ
て
く
れ
ま
し
た
」
と

娘
さ
ん
は
言
い
ま
し
た
。
彼
女
が
最
後
の

最
後
に
家
へ
帰
っ
た
時
、
も
う
そ
の
時
は

立
つ
こ
と
も
で
き
な
い
状
態
で
す
。
病
院

の
皆
が
引
き
留
め
た
ん
だ
け
ど
、
ど
う
し

て
も
行
き
た
い
と
。
そ
こ
で
僕
は
、
「
じ

ゃ
あ
家
に
布
団
を
敷
い
て
、
家
の
空
気
だ

け
吸
っ
た
ら
戻
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と

言
っ
て
送
り
出
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
日
、
彼
女
は
家
で
台
所
に
立
ち
ま
し
た
。

立
て
る
は
ず
の
な
い
者
が
最
後
の
力
を
振

り
絞
っ
て
お
弁
当
を
作
る
ん
で
す
よ
。

　そ
の
時
の
こ
と
を
娘
さ
ん
は
こ
の
よ
う

に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
「
お
母
さ
ん
が

最
後
に
作
っ
て
く
れ
た
お
弁
当
は
お
む
す

び
で
し
た
。
そ
の
お
む
す
び
を
持
っ
て
、

20131225＝責了
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家族の一員としての自覚を

「
お
兄
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
だ
け
ど
、
こ
の
頃
か
な
り
物
忘
れ
が
激
し
く
な
っ
た
と
思
わ
な
い
。
僕
に
、

　何
度
も
同
じ
こ
と
を
聞
く
ん
だ
よ
。」

「
う
ん
。
今
ま
で
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
は
別
人
の
よ
う
に
見
え
る
よ
。
い
つ
も
自
分
の
眼
鏡
や
財
布
を

　探
し
て
い
る
し
、
自
分
が
思
い
違
い
を
し
て
い
る
の
に
、
自
分
の
せ
い
で
は
な
い
と
我
を
張
る

　よ
う
に
な
っ
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
で
は
、
お
母
さ
ん
、
か
な
り
参
っ
て
い
る
み
た

　い
だ
よ
。」

　弟
の
隆
と
そ
ん
な
会
話
を
交
わ
し
た
翌
朝
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

「
お
母
さ
ん
、
僕
の
数
学
の
問
題
集
、
ど
こ
か
で
見
な
か
っ
た
。」

「
さ
あ
、
見
か
け
な
か
っ
た
け
ど
。」
　
　

「
お
か
し
い
な
。
お
と
と
い
、
こ
の
部
屋
で
勉
強
し
た
後
、
確
か
に
テ
レ
ビ

　の
上
に
置
い
と
い
た
の
に
な
あ
。」

　学
校
へ
出
か
け
る
時
間
が
迫
っ
て
い
た
の
で
、
僕
は
段
々
い
ら
い
ら

し
て
、
祖
母
に
言
っ
た
。 

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
ま
た
、
ど
こ
か
へ
片
付
け
て
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な

　い
の
。」

「
私
は
、
何
も
し
て
い
ま
せ
ん
よ
。」

　そ
う
答
え
な
が
ら
も
、
祖
母
は
部
屋
の
あ
ち
こ
ち
を
探
し
て
い
た
。

母
も
隆
も
問
題
集
を
探
し
始
め
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
隆
が
隣
の

部
屋
か
ら
誇
ら
し
げ
に
問
題
集
を
持
っ
て
き
た
。

「
あ
っ
た
よ
、
あ
っ
た
よ
。
押
入
の
新
聞
入
れ
に
、
昨
日
の
新
聞

　と
一
緒
に
入
っ
て
い
た
よ
。」

「
や
っ
ぱ
り
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
か
。」

「
ど
う
し
て
、
い
つ
も
私
の
せ
い
に
す
る
の
。」

　祖
母
は
、
責
任
が
自
分
に
押
し
付
け
ら
れ
た
の
で
、
さ
も
、
不
満

そ
う
に
答
え
た
。

「
そ
う
よ
、
何
で
も
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
せ
い
に
す
る
の
は
よ
く
な
い

　わ
。」

　母
が
、
僕
を
た
し
な
め
る
よ
う
に
言
っ
た
。
僕
は
、
む
っ
と
し
て
声
を

荒
げ
て
言
い
返
し
た
。 

「
何
言
っ
て
る
ん
だ
よ
。
昨
日
、
こ
の
部
屋
の
掃
除
を
し
た
の
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

　じ
ゃ
な
い
か
。
新
聞
と
一
緒
に
問
題
集
も
押
入
に
片
付
け
た
ん
だ
ろ
う
。
も
っ

　と
考
え
て
く
れ
よ
な
。」

「
そ
う
だ
よ
。
お
兄
ち
ゃ
ん
の
言
う
と
お
り
だ
よ
。
こ
の
前
、
僕
の
帽
子
が
な
く
な
っ

　た
の
も
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
せ
い
だ
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。」

「
し
っ
か
り
し
て
よ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。
近
頃
、
だ
い
ぶ
ぼ
け
て
る
よ
。
僕
ら
迷
惑
し
て

　る
ん
だ
。
今
も
隆
が
問
題
集
を
見
付
け
な
か
っ
た
ら
、
遅
刻
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
か
。」

　い
つ
も
被
害
に
あ
っ
て
い
る
僕
と
隆
は
、
一
斉
に
祖
母
を
非
難
し
た
。
祖
母
は
、
悲
し
そ
う
な
顔
を
し
て
、
僕
と
隆

を
玄
関
ま
で
見
送
っ
た
。
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が  

あ
た
ま

20　　　　　　　　　　　　　  15　　　　　　　　　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  5

　学
校
か
ら
帰
る
と
、
祖
母
は
小
さ
な
机
に
向
か
っ
て
何
か
を
書
き
込
ん

で
い
た
。
僕
に
は
、
そ
の
と
き
の
祖
母
の
寂
し
そ
う
な
姿
が
、
な
ぜ
か
い

つ
ま
で
も
目
に
焼
き
付
い
て
離
れ
な
か
っ
た
。

　祖
母
は
、
若
い
頃
夫
を
病
気
で
亡
く
し
た
。
そ
の
後
、
女
手
一
つ
で
四

人
の
息
子
を
育
て
上
げ
る
傍
ら
、
民
生
委
員
や
婦
人
会
の
係
を
引
き
受

け
る
な
ど
地
域
の
活
動
に
も
積
極
的
に
携
わ
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
し
っ

か
り
者
の
祖
母
の
物
忘
れ
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
六
十
五
歳

を
過
ぎ
た
こ
こ
一
、
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
祖
母
は
、
自
分
は
決
し
て

物
忘
れ
な
ど
し
て
い
な
い
と
言
い
張
り
、
家
族
と
の
間
で
衝
突
が
絶
え

な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
若
い
頃
の
記
憶
だ
け
は
し
っ
か
り
し
て
お
り
、

思
い
出
話
を
何
度
も
僕
た
ち
に
聞
か
せ
て
く
れ
た
。
こ
の
と
き
ば
か
り
は
、

自
分
が
子
供
に
返
っ
た
よ
う
に
目
を
輝
か
せ
て
話
を
し
た
。
両
親
が
共

働
き
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
僕
た
ち
兄
弟
は
幼
い
頃
か
ら
祖
母
に
身
の

回
り
の
世
話
を
し
て
も
ら
っ
て
お
り
、
今
で
も
何
か
と
祖
母
に
頼
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。

　あ
る
日
、
部
活
動
が
終
わ
っ
て
、
僕
は
友
達
と
話
し
な
が
ら
学
校
を
出
た
。

途
中
の
薬
局
の
前
で
、
友
達
の
一
人
が
突
然
指
差
し
た
。

「
お
い
、
見
ろ
よ
。
あ
の
ば
あ
さ
ん
、
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い

　か
。」

「
本
当
だ
。
何
だ
よ
、
あ
の
変
て
こ
り
ん
な
格
好
は
。」

　指
差
す
方
を
見
る
と
、
そ
れ
は
、
季
節
外
れ
の
服
装
に
エ
プ
ロ
ン
を
か
け
、

古
く
て
大
き
な
買
い
物
籠
を
持
っ
た
祖
母
の
姿
で
あ
っ
た
。
確
か
に
友
達

が
言
う
と
お
り
、
そ
の
姿
は
何
と
な
く
み
す
ぼ
ら
し
く
異
様
で
あ
っ
た
。

僕
は
、
慌
て
て
祖
母
か
ら
目
を
離
す
と
辺
り
を
見
回
し
た
。
道
路
の
向
か

い
側
で
、
二
人
の
主
婦
が
笑
い
な
が
ら
立
ち
話
を
し
て
い
た
。
僕
に
は
、

二
人
が
祖
母
の
う
わ
さ
話
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

　祖
母
は
、
擦
れ
違
う
と
き
、
ほ
ほ
笑
み
な
が
ら
何
か
を
話
し
掛
け
た
。

し
か
し
、
僕
は
友
達
に
気
付
か
れ
な
い
よ
う
に
、
知
ら
ん
顔
を
し
て
通
り
過

ぎ
た
。
友
達
と
別
れ
た
後
、
僕
は
急
い
で
家
に
帰
り
、
祖
母
の
帰
り
を
待
っ
た
。

「
た
だ
い
ま
。」

　祖
母
の
声
を
聞
く
と
同
時
に
、
僕
は
玄
関
へ
飛
び
出
し
た
。
祖
母
は
、

大
き
な
買
い
物
籠
を
腕
に
ぶ
ら
下
げ
て
、
汗
を
拭
き
な
が
ら
入
っ
て
き
た
。

「
あ
あ
、
暑
か
っ
た
。
さ
っ
き
途
中
で
会
っ
た
二
人
は…

…

。」

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。
何
だ
よ
、
そ
の
変
な
格
好
は
。
何
の
た
め
に
ふ
ら
ふ

　ら
外
を
出
歩
い
て
い
る
ん
だ
よ
。」

　僕
は
、
問
い
詰
め
る
よ
う
な
厳
し
い
口
調
で
祖
母
の
話
を
遮
っ
た
。

「
何
を
そ
ん
な
に
怒
っ
て
い
る
の
。
買
い
物
に
行
っ
て
来
た
こ
と
ぐ
ら
い

　見
れ
ば
分
か
る
で
し
ょ
。
私
が
行
か
な
か
っ
た
ら
誰
が
す
る
の
。」

「
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
み
ん
な
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

　の
こ
と
を
笑
っ
て
る
よ
。
か
っ
こ
悪
い
じ
ゃ
な
い
か
。」

「
そ
う
し
て
、
み
ん
な
で
私
を
ば
か
に
し
な
さ
い
。
一
体
ど
こ
が
お
か
し

　い
っ
て
言
う
の
。
誰
だ
っ
て
年
を
取
れ
ば
し
わ
も
で
き
れ
ば
白
髪
頭
に

20　　　　　　　　　　　　　  15　　　　　　　　 　　　　　  10 　　　　　　　　　　　　　  5
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ひ
っ   

ち

　
　
　
　
　
　
　ひ

　ご
ろ

　も
な
っ
て
し
ま
う
も
の
よ
。」

　祖
母
の
言
葉
は
、
怒
り
と
悲
し
み
で
震
え
て
い
た
。

「
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
大
体
こ
ん
な
古
ぼ
け
た
買
い
物
籠
を
持
っ
て
歩
か
な
い
で
く
れ
よ
。」

　僕
は
、
腹
立
ち
ま
ぎ
れ
に
祖
母
の
手
か
ら
買
い
物
籠
を
ひ
っ
た
く
っ
た
。

「
ど
う
し
た
の
、
大
き
な
声
を
出
し
て
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
僕
が
頼
ん
だ
物
ち
ゃ
ん
と
買
っ
て
き
て
く
れ
た
。」

「
は
い
、
は
い
。
買
っ
て
き
ま
し
た
よ
。」

　隆
は
、
買
い
物
籠
を
僕
か
ら
受
け
取
る
と
、
さ
っ
そ
く
中
身
を
点
検
し
始
め
た
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
ば
ん
そ
う
こ
う
と
軍
手
が
入
っ
て
な
い
よ
。」

「
そ
ん
な
の
書
い
て
あ
っ
た
か
な
あ
。
え
ー
と
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
ね
。」

　祖
母
は
、
あ
ち
こ
ち
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
突
っ
込
み
な
が
ら
一
枚
の
紙
切
れ
を
探
し
出
し
た
。
見
る
と
、
そ
れ
は
隆

が
明
日
か
ら
の
宿
泊
学
習
の
た
め
に
祖
母
に
頼
ん
だ
買
い
物
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
買
い
忘
れ
が
な
い
よ
う
に
、
祖
母
の

手
で
何
度
も
鉛
筆
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
。

「
や
っ
ぱ
り
、
ば
ん
そ
う
こ
う
も
軍
手
も
、
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
よ
。」

「
そ
れ
と
は
別
に
、
今
朝
、
買
っ
て
お
い
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
だ
ろ
う
。」

「
そ
ん
な
こ
と
、
私
は
聞
い
て
い
ま
せ
ん
よ
。
絶
対
聞
い
て
い
ま
せ
ん
。」

「
あ
の
ね
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。…

…

。」

　隆
は
、
今
に
も
か
み
つ
く
よ
う
な
顔
で
祖
母
を
に
ら
ん
だ
。

「
も
う
や
め
ろ
よ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
か
ら
。」

「
何
だ
よ
。
お
兄
ち
ゃ
ん
だ
っ
て
、
さ
っ
き
ま
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
大
き
な
声
を
出
し
て
い
た
く
せ
に
。」

　僕
は
、
不
服
そ
う
な
隆
を
誘
っ
て
買
い
物
に
出
か
け
た
。
道
す
が
ら
、
隆
は
何
度
も
祖
母
の
文
句
を
言
っ
た
。

　
　

　そ
の
晩
、
祖
母
が
休
ん
で
か
ら
、
僕
は
今
日
の
出
来
事
を
父
に
話
し
、
何
と
か
な
ら
な
い
か
と
訴
え
た
。
父
は
、
僕

と
隆
に
、
先
日
、
祖
母
を
病
院
に
連
れ
て
行
っ
た
と
き
の
こ
と
を
話
し
出
し
た
。

「
お
前
た
ち
が
言
う
よ
う
に
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
記
憶
は
相
当
弱
く
な
っ
て
い
る
。

　し
か
し
、
お
医
者
さ
ん
の
話
で
は
、
残
念
な
が
ら
現
在
の
医
学
で
は
治
す
こ

　と
は
で
き
な
い
ん
だ
そ
う
だ
。
こ
れ
か
ら
も
っ
と
ひ
ど
く
な
っ
て
い
く
こ
と

　も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ

　ん
な
り
に
一
生
懸
命
や
っ
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
か
ら
み
ん
な
で
温
か
く
見

　守
っ
て
あ
げ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
よ
。
今
ま
で
の
よ
う
に
、
何
で
も
お

　ば
あ
ち
ゃ
ん
に
任
せ
っ
き
り
に
し
な
い
で
、
自
分
で
で
き
る
こ
と
ぐ
ら
い
は

　自
分
で
す
る
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
ね
。」

「
そ
れ
は
僕
た
ち
も
よ
く
分
か
っ
て
い
る
よ
。
だ
け
ど…

…

。」

　こ
れ
ま
で
の
祖
母
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
僕
は
そ
れ
以
上
何
も
言
え
な
く
な
っ

た
。　そ

の
後
も
、
祖
母
は
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
な
く
家
の
内
外
の
掃
除
や
片
付
け

に
動
き
回
っ
た
。
そ
し
て
、
物
が
な
く
な
る
回
数
は
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
た
。

　あ
る
日
、
友
達
か
ら
の
電
話
を
受
け
た
祖
母
が
、
伝
言
を
忘
れ
た
た
め
、
僕

は
友
達
と
の
約
束
を
破
っ
て
し
ま
っ
た
。
父
に
話
し
た
後
怒
ら
な
い
よ
う
に
し

て
い
た
僕
も
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
激
し
く
祖
母
を
の
の
し
っ
た
。

　そ
れ
か
ら
一
週
間
余
り
過
ぎ
た
あ
る
日
、
探
し
物
を
し
て
い
た
僕
は
引
き
出

し
の
中
の
一
冊
の
手
あ
か
に
汚
れ
た
ノ
ー
ト
を
見
付
け
た
。
何
だ
ろ
う
と
開
け

て
み
る
と…

…

　そ
れ
は
、
祖
母
が
少
し
震
え
た
筆
致
で
、
日
頃
感
じ
た
こ
と
な
ど
を
日
記
風
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だ
ま

に
書
き
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
見
て
は
い
け
な
い
と
思
い
な
が

ら
、
つ
い
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
最
初
の
ペ
ー
ジ
は
、
物
忘
れ

が
目
立
ち
始
め
た
二
年
ほ
ど
前
の
日
付
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、

自
分
で
も
記
憶
が
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
ど
か
し
さ
や
、
こ
れ
か
ら

先
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
不
安
な
ど
が
、
切
々
と
書
き
込
ま
れ
て
い

た
。
普
段
の
活
動
的
な
祖
母
の
姿
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
苦
悩
の
中
に
も
、
家
族
と
共
に
幸

せ
な
日
々
を
過
ご
せ
る
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
行
間
に
あ
ふ
れ

て
い
た
。

『
お
む
つ
を
取
り
替
え
て
い
た
孫
が
、
今
で
は
立
派
な
中
学
生
に
な

　り
ま
し
た
。
孫
が
成
長
し
た
分
だ
け
、
私
は
年
を
と
り
ま
し
た
。

　記
憶
も
段
々
弱
く
な
っ
て
し
ま
い
、
今
朝
も
孫
に
し
か
ら
れ
て
し

　ま
い
ま
し
た
。
自
分
で
は
気
付
い
て
い
な
い
け
れ
ど
、
他
に
も
迷

　惑
を
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
で
は
一
生
懸
命
や
っ
て
い

　る
つ
も
り
な
の
に…

…

。
あ
と
十
年
、
い
や
、
せ
め
て
あ
と
五
年
、

　何
と
か
孫
た
ち
の
面
倒
を
見
な
け
れ
ば
。
ま
だ
ま
だ
老
け
込
む
わ

　け
に
は
い
か
な
い
ぞ
。
し
っ
か
り
し
ろ
。
し
っ
か
り
し
ろ
。
ば
あ

　さ
ん
や
。』

　そ
れ
か
ら
先
は
、
ペ
ー
ジ
を
繰
る
ご
と
に
少
し
ず
つ
字
が
乱
れ
て

き
て
、
判
読
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
後
の
空
白
の
ペ
ー

ジ
に
、
ぽ
つ
ん
と
に
じ
ん
だ
イ
ン
ク
の
跡
を
見
た
と
き
、
僕
は
も
う

い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
て
、
外
に
出
た
。

　庭
の
片
隅
で
か
が
み
こ
ん
で
草
取
り
を
し
て
い
る
祖
母
の
姿
が
目
に
入
っ
た
。
夕
焼
け
の
光
の
中
で
、
祖
母
の
背
中

は
幾
分
小
さ
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。
僕
は
、
黙
っ
て
祖
母
と
並
ん
で
草
取
り
を
始
め
た
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
き
れ
い
に
な
っ
た
ね
。」

　祖
母
は
、
に
っ
こ
り
と
う
な
ず
い
た
。
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自分と学校との関わり

学
校
や
仲
間
に
誇
り
を
も
つ

今、この学校を見つめてみる。

この学校の一員であることを

考えてみる。

全国には

約一万もの中学校があるけれど、

私の学校は、今いるこの学び舎。

この学校の良さや

私と学校との関わりを

もう一度見つめ、考えてみたい。

学校や仲間に誇りをもつ

こ
の
学
校
に
通
う
日
々
の
中
で
、

授
業
や
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
通
し
て
、

学
級
や
学
校
の
仲
間
と
触
れ
合
い
、

学
校
で
し
か
で
き
な
い
、

貴
重
な
経
験
を
積
ん
で
き
た
。

学
校
は
、
私
た
ち
中
学
生
だ
け
で

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

毎
日
、
私
た
ち
に
向
き
合
っ
て
く
れ
る
先
生
た
ち
、

そ
し
て
支
え
て
く
れ
る
地
域
の
人
々
な
ど
、

た
く
さ
ん
の
人
の
力
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

私
た
ち
の
生
活
の
中
心
で
あ
る
学
校
を

よ
り
良
い
場
所
に
す
る
た
め
に
、

私
た
ち
は
何
を
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か

考
え
て
い
き
た
い
。

私たちの学校の伝統、校風について話し合ってみよう。

学
校
や
仲
間
に
誇
り
を
も
つ

⑺

や

ほ  

こ

ふ

195 194
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１年

２年

３年

後
輩
に
伝
え
た
い
こ
と

自分の学校について、こうすればもっと良くなると思うこと、これまで取り組んで
きたこと、これから取り組みたいことをまとめよう。

学校を良くするために
私たちの学校には「良い所」があり

「良くしなければならない所」もあるだろう。

脈々と受け継がれる校風も、

私たちの力で一層輝くものにすることができるのではないだろうか。

後輩に伝えていきたいことを書いてみよう。

学校や仲間に誇りをもつ

ど
の
中
学
校
に
も
、

そ
の
学
校
ら
し
さ
が
あ
る
。

先
輩
か
ら
受
け
継
ぎ
、

後
輩
に
伝
え
て
い
き
た
い
こ
と
は

ど
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
。

せ
ん 

ぱ
い

つ

かがや

こ
う

　

  

は
い

197 196
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「旅立ちの日に」

読んでみよう

「旅立ちの日に」

あなたの感じたこと、考えたこと。

影森中学校の歌碑

「旅立ちの日に」

column
学校や仲間に誇りをもつ

　
昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）

年
、埼
玉
県
秩
父
市
立
影
森
中

学
校
に
赴
任
し
た
小
嶋
登
校

長
は「
歌
声
の
響
く
学
校
を
作

る
」と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ

ま
し
た
。当
時
、小
嶋
校
長
は
落

ち
着
か
な
い
雰
囲
気
の
影
森
中

学
校
を
歌
の
力
で
変
え
よ
う
と

考
え
て
い
た
の
で
す
。

　
小
嶋
校
長
と
同
時
に
着
任

し
た
の
が
、音
楽
の
坂
本
浩
美

先
生
で
し
た
。音
楽
の
授
業
で

は
生
徒
た
ち
は
な
か
な
か
口
を

開
こ
う
と
せ
ず
、教
壇
の
方
を

向
か
な
い
生
徒
も
い
ま
し
た
。若

い
坂
本
先
生
に
と
って
は
、つ
ら
い

毎
日
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

　
一
学
期
の
半
ば
、坂
本
先
生

は
合
唱
部
に
コ
ン
ク
ー
ル
への
出

場
を
提
案
し
ま
し
た
。そ
こ
に

は「
歌
声
の
響
く
学
校
」と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、「
み
ん
な
で

一
つ
の
も
の
を
作
る
喜
び
」を
生

徒
た
ち
に
経
験
し
て
も
ら
い
た

い
、と
い
う
坂
本
先
生
の
思
い
が

あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、合
唱
部

の
部
員
は
女
子
ば
か
り
十
六
人
。

混
声
合
唱
の
た
め
に
は
、男
子
の

応
援
が
必
要
で
し
た
。そ
の
時

期
に
運
動
部
を
引
退
す
る
三
年

生
の
男
子
た
ち
に
、坂
本
先
生

は「
本
気
で
や
り
た
い
」と
必
死

に
伝
え
、応
援
を
頼
み
ま
し
た
。

勇
気
を
出
し
て
振
り
絞
っ
た
そ

の
声
は
震
え
て
い
た
と
いい
ま
す
。

　
そ
し
て
昼
休
み
、待
っ
て
い
た

坂
本
先
生
の
も
と
に
、男
子
生
徒

た
ち
が
現
れ
始
め
ま
し
た
。中
に

は
全
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
生

徒
の
顔
も
あ
り
ま
し
た
。十
数

名
も
の
男
子
が
、坂
本
先
生
の
呼

び
掛
け
に
応
じ
て
く
れ
た
の
で
す
。

　
運
動
部
で
活
躍
し
た
三
年
生

が
本
気
で
合
唱
の
練
習
を
し
て

い
る
――
そ
の
姿
に
よ
って
学
校

の
空
気
が
変
わ
り
始
め
ま
し
た
。

「
本
気
で
歌
う
っ
て
か
っ
こ
い
い
」

と
他
の
生
徒
た
ち
も
思
い
始
め

ま
し
た
。「
歌
声
の
響
く
学
校
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
少
し
ず
つ
学
校

に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
。

　
そ
し
て
月
日
は
流
れ
、坂
本

　　　　  「旅立ちの日に」

白い光の中に　山なみは萌えて
遥かな空の果てまでも　君は飛び立つ
限り無く青い空に　心ふるわせ
自由を駆ける鳥よ　ふり返ることもせず
勇気を翼にこめて　希望の風にのり
このひろい大空に　夢をたくして

懐しい友の声　ふとよみがえる
意味もないいさかいに　泣いたあのとき
心かよったうれしさに　抱き合った日よ
みんなすぎたけれど　思いで強く抱いて
勇気を翼にこめて　希望の風にのり
このひろい大空に　夢をたくして

いま　別れのとき
飛び立とう　未来信じて
弾む若い力信じて
このひろい
このひろい　大空に

作詞　小嶋　登
作曲　坂本浩美

20140107＝責了

先
生
が
赴
任
し
て
き
た
年
に
入

学
し
た
生
徒
た
ち
が
卒
業
を
迎

え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
卒
業
生
に
歌
を
作
って
贈
り
た

い
の
で
す
が
、詞
を
書
い
て
い
た
だ

け
ま
せ
ん
か
。」

　
坂
本
先
生
は
小
嶋
校
長
に

お
願
い
し
ま
し
た
。し
か
し
、小

嶋
校
長
は
つ
れ
な
く
こ
う
言
い

ま
し
た
。「
自
分
は
英
語
の
教
員

だ
し
、詞
を
作
る
セ
ン
ス
な
ん
て

な
い
よ
。」と
。

　
と
こ
ろ
が
翌
朝
、坂
本
先
生

が
出
勤
し
て
く
る
と
、机
の
上
に

紙
が
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。そ
れ

は
小
嶋
校
長
が
作
っ
た
詞
だ
と

分
か
り
ま
し
た
。

「
白
い
光
の
中
に
…
…
」

　
そ
の
詞
の
す
ば
ら
し
さ
に
坂

本
先
生
の
心
は
震
え
ま
し
た
。

す
ぐ
さ
ま
音
楽
室
の
ピ
ア
ノ
に

向
か
う
と
、「
勇
気
を
翼
に
こ
め

て
」の
部
分
か
ら
旋
律
が
次
々
と

頭
に
浮
か
び
、わ
ず
か
十
五
分
ほ

ど
の
時
間
で
一
気
に
メ
ロ
デ
ィ
ー

が
で
き
ま
し
た
。こ
う
し
て
生
ま

れ
た
の
が「
旅
立
ち
の
日
に
」で

す
。そ
の
年
、小
嶋
校
長
や
坂
本

先
生
を
は
じ
め
影
森
中
学
校
の

先
生
た
ち
が
内
緒
で
練
習
し
た

「
旅
立
ち
の
日
に
」が
卒
業
生
に

贈
ら
れ
ま
し
た
。

　
今
で
は
、卒
業
式
の
定
番
と

し
て
、全
国
の
学
校
で
歌
わ
れ
て

い
る「
旅
立
ち
の
日
に
」。生
徒

に
寄
せ
る
先
生
の
思
い
、先
輩
か

ら
後
輩
へ
と
受
け
継
が
れ
る
思

い
――
。「
旅
立
ち
の
日
に
」に
は
、

そ
ん
な
思
い
が
宿
っ
て
い
る
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
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私のふるさと

地域の人々の働き

ふ
る
さ
と
の
発
展
の
た
め
に

毎日暮らしていると、そこにあるものが当たり前のように感じ、

地域の良さを実感することは難しい。

しかし、改めて見つめ直してみると、

自然、産業、伝統や文化、街並みやそこに暮らす人の思いなど、

地域にはたくさんの魅力がある。

私たちが住んでいる地域の景観を守り、

地域を住みやすくし、

発展に尽くしてきた先人たちの働きに感謝したい。

私が住んでいる地域の良さ、好きな点、自慢したいことを挙げてみよう。

ふるさとの発展のために

私
た
ち
は
、
地
域
社
会
に
支
え
ら
れ
て
生
活
し
て
い
る
。

ど
の
地
域
も
、
先
人
た
ち
が
そ
の
発
展
を
願
い
、

様
々
な
努
力
を
重
ね
て
、

今
日
の
姿
に
創
り
上
げ
て
き
た
。

都
市
化
や
過
疎
化
の
中
で
、

郷
土
意
識
が
薄
ら
い
で
い
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

実
際
に
地
域
の
行
事
に
参
加
し
た
り
、

地
域
の
文
化
に
触
れ
た
り
す
る
と
、

大
き
な
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
今
は
郷
土
を
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
人
々
の
心
に
も
、

「
ふ
る
さ
と
」
に
寄
せ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
あ
る
だ
ろ
う
。

郷
土
を
愛
し
、
大
切
に
し
な
が
ら

今
度
は
私
た
ち
の
力
で
、

地
域
に
住
む
人
た
ち
と
共
に
、

地
域
社
会
を
よ
り
良
い
も
の
に
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
。

地域の発展に尽くした人々の働きについて、調べたり、実際にインタビューし
たりしたことをまとめよう。

ふ
る
さ
と
の
発
展
の
た
め
に

⑻
か

　そ

　

 

か

う
す

ふ

み りょく

じ  まん

つ
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ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と

ふるさとの発展に貢献する

ふるさとの発展のために

今
、
住
ん
で
い
る
場
所
を
自
分
の
ふ
る
さ
と
と
考
え
、

そ
の
発
展
に
努
め
て
い
る
人
が
い
る
。

一
方
で
、

「
ふ
る
さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て
思
う
も
の
」（
室
生
犀
星
）

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

か
つ
て
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
を
、
遠
く
離
れ
た
場
所
か
ら
、

自
分
の
ふ
る
さ
と
と
し
て

思
い
続
け
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。

　私たちも地域社会の一員として、過疎化、環境保全、防災など、地域が抱えて

いる課題を考え、住民一人一人がより良く暮らせるようにするためにできることを

考えていきたい。

自分が感じていることや、家族と話し合ったこと、地域の人々に聞いた話などから、
住んでいる地域の課題を考え、自分にできる解決策を考えてみよう。

　三重県立相可高等学校では、調理クラブの生徒が、休日に、農産物直売所「お
ばあちゃんの店」などと連携し、地域の食材を活用した料理を提供する研修レストラ
ン「まごの店」を運営している。地域の住民ばかりでなく、全国からお客さんが集まる
人気の店になった。レシピをまとめた本の出版や、地元醸造会社と協力した「オリジ
ナル醤油」など「相可高校ブランド」も開発。
　在校生だけでなく、卒業生が惣菜店舗「せんぱいの店」を開業するなど、若者の
地域定住にも貢献している。

父母、祖父母など家族にふるさとへの思いを聞き、自分の考えたことをまとめてみよう。

む
ろ  

う   

さ
い 

せ
い

は
な

こう      けん

か   そ    か かんきょう かか

　　　み    え　　　　　おう  か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  れん けい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   じょうぞう

　　　 しょう ゆ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       そうざい てん  ぽ
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住民百世の安堵を図る
濱口梧陵

●紀伊国出身。江戸時代から明治時代にかけての
実業家、政治家。醤油醸造業を営む濱口家の７代当
主。●勝海舟や福澤諭吉たちと交流し、塾を開き人
材育成に努めるとともに、種痘所の再興など医学の
発展も積極的に支援した。●現在の広川町では、自
主防災組織が作られ、避難誘導灯が設置されるなど、
梧陵の精神が受け継がれている。

濱口梧陵（はまぐちごりょう）1820～1885

この人に学ぶ

人物探訪メッセージ

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

和歌山県広川町にある濱口梧陵の像

人物探訪

column
メッセージ

message
ふるさとの発展のために

ふる里よ、ぼくは、君のことは、わからないけど、
君は、ぼくのことわかってるみたい。
                                       　　　１３歳・男性

早く出ていきたい。一人で生きて、そして、
いつか必ず帰ってくるんだ。
                                       　　　17歳・女性

何もない　そう思ってた　あの場所に
全てがあったと　知る今日この頃
                                       　　　17歳・男性

見えるのは、ビルの林に電線の迷路。
都会がボクのふるさと   文句、ありますか？
                                       　　　２０歳・男性

帰る度、「変わってないねえ。」とうそぶいて、
変わっていたら、淋しいくせに。
                                       　　　３１歳・女性

このままでいい　このままがいい　それだけでいい
私のふるさと
                                       　　　４９歳・女性

「
稲
む
ら
の
火
」と
い
う
話
を
国
語
の
教
科
書
や
道
徳
の
副
読
本
で
読
ん
だ

こ
と
が
あ
る
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。そ
の
話
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
が
濱
口

儀
兵
衛（
後
の
梧
陵
）で
す
。

　一
八
五
四
年
十
二
月
二
十
四
日
の
夕
方
、紀
伊
国
広
村（
現・和
歌
山
県

有
田
郡
広
川
町
）を
安
政
南
海
地
震
が
襲
い
、や
が
て
津
波
が
襲
来
し
ま
す
。

儀
兵
衛
は
醤
油
醸
造
を
営
む
家
の
当
主
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、当
時
は
故

郷
の
広
村
に
戻
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の
時
、儀
兵
衛
は
自
分
の
田
に
あ
っ
た
藁

の
山
に
火
を
つ
け
て
、高
台
の
広
八
幡
神
社
へ
の
避
難
路
を
示
す
明
か
り
と

し
ま
し
た
。こ
の
速
や
か
な
誘
導
に
よ
り
、結
果
と
し
て
九
割
以
上
の
村
人

の
命
が
救
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　か
つ
て
広
村
は
、海
路
の
要
所
と
し
て
大
変
栄
え
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、

一
六
○
五
年
と
一
七
○
七
年
の
大
地
震
の
津
波
で
大
き
な
被
害
を
受
け
、

以
前
の
繁
栄
を
取
り
戻
せ
ず
に
い
ま
し
た
。そ
の
上
に
今
回
の
大
地
震
の
津

波
で
、広
村
は
ま
た
も
、壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
の
で
す
。

　儀
兵
衛
は
、村
民
を
助
け
、人
々
の
離
村
を
防
止
す
る
た
め
に
、新
た
に

住
居
を
建
て
農
具
や
漁
具
を
貸
し
与
え
ま
し
た
。さ
ら
に
、儀
兵
衛
は
再
び

襲
って
く
る
で
あ
ろ
う
津
波
か
ら
村
を
守
る
た
め
堤
防
を
作
る
こ
と
を
決
心

し
ま
す
。老
若
男
女
を
問
わ
ず
、工
事
に
参
加
し
た
者
に
日
当
を
与
え
、村

人
の
生
活
を
支
え
ま
し
た
。
一
八
五
五
年
二
月
に
始
ま
っ
た
工
事
は
、村
人

の
力
で
約
四
年
後
に
約
六
百
メ
ー
ト
ル
の
堤
防
と
な
り
ま
し
た
。儀
兵
衛
は

広
村
の
復
興
と
防
災
の
た
め
莫
大
な
私
財
を
投
じ
た
の
で
す
。こ
の
堤
防
の

建
設
の
際
に
、儀
兵
衛
は「
住
民
百
世
の
安
堵
を
図
る
」の
言
葉
を
遺
し
て
い

ま
す
。こ
の
堤
防
は
大
正
二（
一
九
一
三
）年
、
昭
和
十
九（
一
九
四
四
）年
、

昭
和
二
十
一（
一
九
四
六
）年
の
津
波
に
も
耐
え
、人
々
を
守
り
ま
し
た
。

ひゃく    せい          　　あん        ど　　　　　はか

20131223＝責了

こ　こ

　人それぞれが抱く郷土への思い。平成１０（１９９８）年に福井県丸岡町文化振
興事業団が募集し、全国から５万通を超える応募があった「ふるさと」に寄せる短
い手紙。その応募作品の中から一部を紹介します。
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国
を
愛
し
、伝
統
の
継
承
と
文
化
の
創
造
を

私たちは日本の伝統と文化について
どのくらい知っているのだろうか

日本らしさとは…

学校や地域、日常生活で学んだ日本の伝統と文化について振り返ってみよう。

国を愛し、伝統の継承と文化の創造を

日
本
に
は
四
季
が
あ
り
、
美
し
い
風
土
が
あ
る
。

先
人
た
ち
は
、

こ
れ
ら
に
合
っ
た
生
活
様
式
や
文
化
、
産
業
な
ど
を
生
み
出
し
、

我
が
国
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。

こ
れ
ら
を
受
け
継
ぐ
と
と
も
に
、

日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
、
こ
の
国
を
愛
し
、

そ
の
一
層
の
発
展
に
努
め
る
態
度
を
養
っ
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
日
本
の
伝
統
と
文
化
は
、
時
代
や
国
境
を
越
え
、

海
外
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
、

日
本
の
伝
統
と
文
化
の
す
ば
ら
し
さ
を
知
り
、

そ
の
良
さ
を
受
け
継
い
だ
上
で
、

新
た
な
文
化
を
創
造
し
、

誇
り
を
も
っ
て

世
界
の
人
々
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
。

日本の伝統と文化の特徴とは何か考えてみよう。

国
を
愛
し
、伝
統
の
継
承
と
文
化
の
創
造
を

⑼わ

こ

ほ
こ

つ

ふ

207 206

4-(9)／ 20131223=責了

算額

け
い    

し
ょ
う



我が国を愛し発展に努めること 海外で親しまれる日本の文化

私が紹介したい日本の文化

国内だけでなく海外においても高く評価され、親しまれている。

海外に住む人たちに紹介したい、あるいは後世に受け継いでいきたい日本の伝統
と文化の例を挙げてみよう。

世界の人から信頼され尊敬されるために、私たちにはどのようなことが求められる
だろう。

国を愛し、伝統の継承と文化の創造を

　ふるさとを愛する気持ちを広げていくと、私たちが暮らすこの国を愛

し、その発展を願う気持ちにつながっていく。

　優れた日本の伝統と文化を受け継ぎ、新たな文化を創造し、日本をそ

して世界を発展させるために、何ができるかを考えていきたい。

「MANGA」は世界の共通語世界で響く日本の音「太鼓（たいこ）」

世界の人から信頼され尊敬されるために、私たちにはどのようなことが求められる

　優れた日本の伝統と文化を受け継ぎ、新たな文化を創造し、日本をそ

して世界を発展させるために、何ができるかを考えていきたい。

自国で誇れるもの（日本）

自国人であることに誇りをもっている
ほこ

自国のために役立つと思うようなことをしたい

日本

韓国

アメリカ

イギリス

フランス

日本

韓国

アメリカ

イギリス

フランス

39.9

31.7
29.2

20.2
11.9 11.4 9.5

はい いいえ 分からない はい いいえ 分からない

内閣府「第８回　世界青年意識調査」平成 21 年
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近代西洋画家にも影響を与えた「浮世絵（うきよえ）」海外でも高い評価を受ける「歌舞伎（かぶき）」
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近代西洋画家にも影響を与えた「浮世絵（うきよえ）」

c 松竹

海外でも高い評価を受ける「歌舞伎（かぶき）」 c 松竹



木を生かすには、
自然を生かさねばならず、
自然を生かすには
自然の中で生きようとする
人間の心がなくてはならない。
西岡常一

●奈良県出身。宮大工。法隆寺宮大工の家に生ま
れ、高校卒業後、宮大工となり法隆寺の修理工事に
参加。昭和９（１９３４）年には棟梁となった。●戦後、
法隆寺文化財保存事務所技師代理として法隆寺の
解体修理工事に携わる。法輪寺三重塔、薬師寺金
堂、西塔、道明寺天満宮などの復元を行い、途絶え
ていた道具を復活させるなど、寺院建設の技術を
後世に受け継いでいる。

西岡常一（にしおかつねかず）1908～1995

この人に学ぶ

人物探訪この人のひと言

あなたの見付けた言葉、考えたこと。

法隆寺

人物探訪

column
この人のひと言

saying
国を愛し、伝統の継承と文化の創造を

日本人に日本をもっと知ってもらいたいと思っています。 
知らないことは、過度のうぬぼれや卑下を生みます。 
世界を目指すには、
まず日本を、そして己れを知ることではないでしょうか。 
                                       野村萬斎

狂言師。『MANSAI◉解体新書』など。
■のむら まんさい（1966～）

千年の間身にしみこんだ伝統は、
個人のおもわくなんかでは消えないものだ。 
                                       白洲正子

随筆家。『西行』『かくれ里』など。
■しらす まさこ（1910～1998）

われわれの歴史の中にわれわれの未来の秘密がかくされている。
　　　　　　　　　　　　　岡倉天心

思想家、美術史家。『茶の本』『東洋の理想』など。
■おかくら てんしん（1863～1913）

20131224＝責了

　
法
隆
寺
は
世
界
最
古
の
木
造
建

築
で
す
。法
隆
寺
が
千
三
百
年
の

歳
月
を
経
て
今
な
お
健
在
な
姿
で

建
っ
て
い
る
の
は
、法
隆
寺
を
解

体
・
修
理
す
る「
宮
大
工
」の
技
が

途
絶
え
る
こ
と
な
く
伝
承
さ
れ
て

き
た
こ
と
が
理
由
の
一
つ
で
す
。

　
西
岡
常
一
棟
梁
は
、法
隆
寺
の

建
物
の
修
理
や
解
体
に
携
わ
る
宮

大
工
の
家
に
生
ま
れ
、「
最
後
の
宮

大
工
」と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　
西
岡
棟
梁
は
、「
法
隆
寺
の
大
修

理
と
い
う
も
の
は
私
を
鍛
え
上
げ

た
先
生
で
す
。自
然
の
い
の
ち
を
殺

さ
ず
に
人
間
の
知
恵
で
も
って
組
み

上
げ
て
い
る
。」と
語
って
い
ま
す
。

　
昭
和
の
大
修
理
は
、昭
和
九

（
一
九
三
四
）年
か
ら
、五
重
塔
と

金
堂
を
そ
れ
ぞ
れ
十
年
ず
つ
、計

二
十
年
か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。創

建
以
来
初
め
て
の
解
体
修
理
で
し

た
。棟
梁
は
言
い
ま
す
。

「
そ
れ
も
た
だ
建
っ
て
い
る
と
い
う

ん
や
な
い
ん
で
っ
せ
。
五
重
塔
の
軒

を
見
ら
れ
た
ら
わ
か
り
ま
す
け
ど
、

き
ち
ん
と
一
直
線
に
な
って
い
ま
す

の
や
。
千
三
百
年
た
って
も
そ
の
姿

に
乱
れ
が
な
い
ん
で
す
。
お
ん
ぼ
ろ

に
な
って
建
って
い
る
と
い
う
ん
や
な

い
ん
で
す
か
ら
な
。」

　
そ
の
理
由
と
し
て
抜
か
す
こ
と
が

で
き
な
い
の
は
、「
檜
」で
す
。杉
の
寿

命
は
一
千
年
、松
は
六
百
年
ぐ
ら
い

な
の
に
対
し
て
、檜
は
二
千
五
百
年

か
ら
三
千
年
あ
る
そ
う
で
す
。

「
し
か
も
こ
れ
ら
の
千
年
過
ぎ
た
木

が
ま
だ
生
き
て
い
る
ん
で
す
。
塔
の

瓦
を
は
ず
し
て
下
の
土
を
除
き
ま
す

と
、
し
だ
い
に
屋
根
の
反
り
が
戻
っ

て
き
ま
す
し
、
鉋
を
か
け
れ
ば
今
で

も
品
の
い
い
檜
の
香
り
が
し
ま
す
の

や
。
こ
れ
が
檜
の
命
の
長
さ
で
す
。」

　
棟
梁
は
、「
木
の
文
化
は
、自
然

を
守
る
文
化
か
ら
し
か
生
ま
れ
な

い
。木
を
生
か
す
に
は
、自
然
を
生

か
さ
ね
ば
な
ら
ず
、自
然
を
生
か
す

に
は
、自
然
の
中
で
生
き
よ
う
と
す

る
人
間
の
心
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
心
と
は
、永
遠
な
る
も
の
へ
の

思
い
で
も
あ
る
」と
語
って
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、自
然
と
の
調
和
を
重
ん

じ
、自
然
か
ら
学
び
、自
然
と
と
も

に
生
き
て
き
た
日
本
人
の
精
神
と

伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　ほ
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真
の
国
際
人
と
し
て
世
界
に
貢
献
し
た
い

日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て

日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て

真
の
国
際
人
と
し
て
世
界
に
貢
献
し
た
い

こ
う     

け
ん

こ
う     

け
ん

　国際化が大きく進展する中で、これからの世界をつくっていくのは
私たち。我が国や郷土で育まれた伝統と文化について理解を深め、日
本人としての自覚をもって、国際社会に貢献していきたい。

　国際化が大きく進展する中で、これからの世界をつくっていくのは
私たち。我が国や郷土で育まれた伝統と文化について理解を深め、日
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献
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献
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国
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と
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国
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真
の
国
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と
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界
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貢
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の
国
際
人
と
し
て
世
界
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貢
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い

真
の
国
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と
し
て
世
界
に
貢
献
し
た
い

c UNHCR/P.Moumtzis

c JAMSTEC

c JAXA
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　国際化が大きく進展する中で、これからの世界をつくっていくのは
私たち。我が国や郷土で育まれた伝統と文化について理解を深め、日
本人としての自覚をもって、国際社会に貢献していきたい。

　国際化が大きく進展する中で、これからの世界をつくっていくのは
私たち。我が国や郷土で育まれた伝統と文化について理解を深め、日
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日
本
人
の
自
覚
を
も
ち
世
界
に
貢
献
す
る

自分の身近な所で世界との関わりを感じることを書いてみよう。

日本人の自覚をもち世界に貢献する

今
日
、
地
球
規
模
で
物
や
サ
ー
ビ
ス
が

生
産
、
消
費
さ
れ

国
を
越
え
て
人
々
が
行
き
来
し
、

相
互
に
依
存
す
る
関
係
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
に
は
、

世
界
の
国
々
や
地
域
が
協
力
し
て

解
決
す
る
こ
と
が
必
要
な
課
題
も
増
え
て
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

自
国
の
文
化
だ
け
で
な
く
、

他
の
国
や
地
域
の
文
化
を
理
解
し
、
尊
重
し
、

ど
の
国
や
地
域
の
人
に
対
し
て
も
、

公
正
、
公
平
に
接
す
る
こ
と
が
一
層
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

世
界
の
中
の
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
、

世
界
の
平
和
と
人
類
の
幸
福
の
実
現
に
向
け
て
、

私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
何
を
考
え
、

何
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

世界各地の文化や習慣などについて印象に残っていること、感じたこと、興味が
あることなどを書いてみよう。

世界との関わり

異文化の理解

どの国も、他の国や地域と関わりをもたずに存在することはできない。

今日、多くの日本人が外国へ出掛け、多くの外国の人々が日本を訪れている。

既に、私たちの身近な所でも、世界との関わりが深まっている。

世界の国や地域には、

その国の自然や伝統に根ざした独自の文化がある。

それは、その国の人々の誇りであるとともに

他の国の人々からも尊重されている。

日
本
人
の
自
覚
を
も
ち
世
界
に
貢
献
す
る

⑽

自分の身近な所で世界との関わりを感じることを書いてみよう。

今日、多くの日本人が外国へ出掛け、多くの外国の人々が日本を訪れている。

既に、私たちの身近な所でも、世界との関わりが深まっている。

自分の身近な所で世界との関わりを感じることを書いてみよう。

今日、多くの日本人が外国へ出掛け、多くの外国の人々が日本を訪れている。

既に、私たちの身近な所でも、世界との関わりが深まっている。

自分の身近な所で世界との関わりを感じることを書いてみよう。

今日、多くの日本人が外国へ出掛け、多くの外国の人々が日本を訪れている。

既に、私たちの身近な所でも、世界との関わりが深まっている。

1861 年　76 日間【江戸～パリ】主に船
1924 年 120 時間【パリ～横浜】小型飛行機
1960 年　22 時間 40 分【東京（羽田）～パリ】航空機
　　　　　　　　　　　　　　　 （アンカレッジ経由）
2010 年　12 時間【東京（成田）～パリ】航空機（直行）　

日本ーヨーロッパ間の所要時間の変化 訪日外国人旅行者数
約 837 万人

出国日本人数

日本政府観光局（JNTO）（平成 24 年）

約 1,849 万人

はね  だ

なり  た

こ

い    

そ
ん

そ
う  

ご

こ 

う      

け 

ん

おとずか

すで

ほこ
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世界に貢献できること

世界が抱える幾多の課題

今日、地球上には、戦争や地域紛争、貧困、環境問題など、深刻な問題がある。

こうした中、様々な国や地域で、多くの日本人が活躍している。

日本にいながら、様々な国や地域の人々と協力して、

世界の発展や平和の実現に向けて力を尽くしている人もいる。

世界が抱える課題や、日本と世界との関わりについて学んだこと、考えたことを
まとめよう。

世界の平和と人類の幸福のために、日本人として、私たちにできることを考えて
みよう。

日本人の自覚をもち世界に貢献する

原油流出

貧困 地域紛争

森林伐採

ひんこん

ばっさい

ふんそう

か か い く      た

こ う     け ん

かんきょう

かつ やく

つ

217 216
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オリンピックを真に世界の
文化にせねばならない
嘉納治五郎

●兵庫県出身。柔道家、教育者。護身術捕縛術の傾
向が強かった柔術を、人間尊重の「道」という思想の
もと柔道として統一し、講道館を創設した。●アジア
で初めてのＩOＣ委員となり、昭和１５（1940）年の
東京大会招致に成功（後に戦争のため返上）。●東
京高等師範学校などの校長を務め、「精力善用・自他
共栄」の日本精神を、西洋のスポーツ文化に紹介す
ることが、世界平和のいしずえになると信じていた。

嘉納治五郎（かのうじごろう）1860～1938

この人に学ぶ

人物探訪

中
学
生
の
み
な
さ
ん
へ

あなたの感じたこと、考えたこと。

ＩOＣ総会に出席した嘉納治五郎（右から３人目）

人物探訪

columnmessage
日本人の自覚をもち世界に貢献する

　
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
決

定
の
瞬
間
、明
け
方
に
も
関
わ

ら
ず
、多
く
の
日
本
人
が
固
唾

を
の
ん
で
テ
レ
ビ
画
面
を
見
つ
め

て
い
ま
し
た
。

　
一
九
六
四
年
の
第
十
八
回
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
か
ら
約

半
世
紀
、私
た
ち
は
ま
た
、オ
リ

ン
ピッ
ク
を
目
の
当
た
り
に
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
一
方
で
、一
九
四
〇
年
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
招
致
が

決
定
し
て
い
た
こ
と
は
、あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。そ
の
大
会

は
戦
争
の
た
め
日
本
が
開
催
を

返
上
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す

が
、こ
の
招
致
に
力
を
注
い
だ
の

が「
柔
道
の
父
」嘉
納
治
五
郎
で

し
た
。

「
柔
能
く
剛
を
制
す
」

　
明
治
半
ば
ま
で
多
く
の
流
派

が
存
在
し
て
い
た
日
本
古
来
の

武
術「
柔
術
」を
、そ
の
精
神
に

お
い
て
人
間
の
生
き
方
の「
道
」

と
重
ね
合
わ
せ
、「
柔
道
」と
し

て
体
系
化
し
た
治
五
郎
は
、柔

道
ば
か
り
で
は
な
く
、相
手
を

敬
い
、礼
を
重
ん
じ
る
日
本
精

神
を
広
く
世
界
に
示
し
ま
し
た
。

　
人
間
教
育
に
も
力
を
注
い
で

い
た
治
五
郎
は
、そ
の
業
績
が
評

価
さ
れ
、ア
ジ
ア
で
初
め
て
国
際

オ
リ
ン
ピッ
ク
委
員
会（
Ｉ
O
Ｃ
）

の
委
員
に
推
挙
さ
れ
ま
し
た
。

　
治
五
郎
に
は
、近
代
五
輪
の

父
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
が
提
唱
し
た

「
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
心
身
を
向

上
さ
せ
、さ
ら
に
は
文
化・国
籍

な
ど
様
々
な
差
異
を
超
え
、友

情
、連
帯
感
、フ
ェア
プ
レ
ー
の
精

神
を
も
っ
て
理
解
し
合
う
こ
と

で
、平
和
で
よ
り
よ
い
世
界
の
実

現
に
貢
献
す
る
」と
い
う
オ
リ
ン

ピッ
ク
精
神
と
、自
ら
が
説
く
武

道
的
精
神
の
融
合
に
よ
っ
て
、オ

リ
ン
ピッ
ク
を
真
に
世
界
の
文
化

に
し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
が
あ

り
ま
し
た
。

　
そ
の
考
え
が
各
国
に
理
解
さ

れ
、従
来
、欧
米
だ
け
で
開
催
さ

れ
て
き
た
オ
リ
ン
ピッ
ク
の
東
京

開
催
の
決
定
に
つ
な
が
っ
た
の
で

し
た
。

20131222＝7稿

　
人
間
が
ど
ん
な
場
所
、
ど
ん
な
環
境
の
も
と
で
生
ま
れ
る
か
は
、
全
く
の
偶
然
で
す
。

現
在
の
日
本
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
困
難
は
あ
っ
て
も
、
衣
食
に
不
自
由
す
る
こ
と
の
少

な
い
社
会
に
生
ま
れ
合
わ
せ
た
私
ど
も
は
、
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
地
域
で
、
多
く
の
人
た

ち
が
貧
し
さ
や
各
種
の
争
い
の
た
め
に
不
幸
な
生
活
を
し
い
ら
れ
、
日
夜
、
苦
労
を
続
け

て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
も
、
世
界
各
国
は
、
交
通
や
通
信
の
発
達
に
伴
っ
て
、
相
互
に
補
い
合
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
、
満
足
に
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
豊
か
だ
と
思

わ
れ
て
い
る
欧
米
諸
国
や
我
が
国
で
も
、
自
国
だ
け
で
、
現
在
の
生
活
を
続
け
て
い
く
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
世
界
中
が
平
和
で
、
助
け
合
え
る
状
況
で
あ
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も

必
要
で
す
。

　
み
な
さ
ん
も
子
供
の
と
き
か
ら
、
自
分
の
住
む
社
会
や
国
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
世
界

各
国
の
情
勢
に
つ
い
て
も
つ
ね
に
関
心
を
も
ち
続
け
て
く
だ
さ
い
。
外
国
の
こ
と
を
学
び
、

世
界
中
の
人
た
ち
に
対
す
る
思
い
や
り
を
忘
れ
な
い
よ
う
な
大
人
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

緒
方
貞
子

元
国
際
連
合
難
民
高
等
弁
務
官
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日本経済新聞
（昭和60年3月20日付）

海
と
空

　

―
 

樫
野
の
人
々―

テ
ヘ
ラ
ン

イ
ラ
ン
の
首
都
。

戦
禍

戦
争
に
よ
る
災
い
。
戦
争
の
被

害
。

 

「
助
か
っ
た
。」

　救
援
機
の
車
輪
が
テ
ヘ
ラ
ン
空
港
の
滑
走
路
を
離
れ
た
瞬
間
、
私
は
「
あ
あ
、
や
っ
と
戦
禍
の
テ
ヘ
ラ
ン
を
離
れ
る

こ
と
が
で
き
た
。」
と
実
感
し
た
。
周
り
を
見
る
と
家
族
連
れ
の
多
く
は
抱
き
合
っ
て
泣
い
て
い
る
。

　昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
三
月
、
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
の
さ
な
か
、
イ
ラ
ン
在
留
の
日
本
人
た
ち
は
、
テ
ヘ
ラ

ン
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
テ
ヘ
ラ
ン
空
港
に
乗
り
入
れ
て
い
た
各
国
の
航
空
機
は
自
国
民
を
優
先

す
る
た
め
、
日
本
人
の
搭
乗
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
私
を
含
め
日
本
人
の
全
て
が
不
安
と
あ
せ
り
の
中
に
い
た
。
そ
の

緊
迫
し
た
状
況
の
中
で
救
い
の
手
が
差
し
伸
べ
ら
れ
た
。
ト
ル
コ
政
府
が
取
り
残

さ
れ
た
日
本
人
救
援
の
た
め
に
飛
行
機
を
出
し
て
く
れ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
私
を

含
め
た
二
一
六
人
が
無
事
脱
出
で
き
た
。
危
機
一
髪
だ
っ
た
。

　な
ぜ
ト
ル
コ
政
府
が
救
援
機
を
出
し
て
く
れ
た
の
か
。
な
ぜ
ト
ル
コ
だ
っ
た
の

か
。
こ
の
疑
問
を
も
っ
た
ま
ま
、
二
十
年
近
く
も
た
っ
た
あ
る
日
、
偶
然
、「
イ

ラ
ン
か
ら
の
脱
出
〜
日
本
人
を
救
出
し
た
ト
ル
コ
航
空
〜
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
私
は
次
の
日
曜
日
、
予
定
を
変
更
し
て
、
電
車
を
乗

り
継
い
で
Ｍ
市
へ
出
掛
け
た
。

　シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ト
ル
コ
政
府
が
、
飛
行
機
を
出
し
て
く
れ
た
背
景
に
、

ト
ル
コ
人
が
親
日
的
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ト
ル
コ
人
が

親
日
的
に
な
っ
た
第
一
の
理
由
と
し
て
、
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
の
遭
難
者
を
救
助

し
た
樫
野
の
人
々
の
話
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　し
か
し
、
親
日
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
あ
の
危
険
な
状
況
の
中
で
、
自
国
の
国
民
よ
り
も
優
先
し
て
日
本

人
の
救
出
に
当
た
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
聞
い
て
も
、
私
の
疑
問
は
完
全
に
は
解
消
し
な
か
っ
た
。

ど
う
し
て
も
樫
野
に
行
っ
て
み
な
け
れ
ば
、
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
遭
難
の
顛
末
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。

　和
歌
山
県
串
本
の
向
か
い
の
大
島
に
樫
野
は
あ
る
。
今
で
は
、
巡
航
船
で
は
な
く
橋
が
架
か
り
車
が
行
き
交
う
。
私

が
妻
と
一
緒
に
ト
ル
コ
記
念
館
を
訪
れ
た
の
は
春
の
暖
か
い
日
だ
っ
た
。

　展
示
室
は
思
っ
た
よ
り
も
こ
ぢ
ん
ま
り
し
て
い
て
、
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
の
説
明
、
写
真
や
手
紙
な
ど
を
じ
っ
く
り

と
見
て
歩
い
た
。
し
か
し
、
ま
だ
私
は
納
得
で
き
ず
、
い
さ
さ
か
失
望
の
思
い
で
展
示
室
を
出
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

出
口
の
所
に
、
分
厚
い
フ
ァ
イ
ル
が
置
い
て
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
手
に
取
っ
て
み
る
と
、『
難
事
取
扱
ニ
係
ル
日

記
』
と
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
大
島
村
村
長
の
沖
周
が
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
遭
難
の
経
緯
と
事
故
処
理
に
つ
い
て
書

き
つ
づ
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
み
る
と
、
旧
字
体
と
片
仮
名
を
使
っ
た
も
の
で
、
読
み
や
す
い
と
は

言
え
な
か
っ
た
が
、
何
か
分
か
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
日
記
を
読
み
始
め
た
。

　し
ば
ら
く
読
み
ふ
け
り
、
ふ
と
目
を
上
げ
た
と
き
、
館
長
が
声
を
掛
け
て
き
た
。

「
随
分
と
熱
心
に
御
覧
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。」

「
最
初
は
商
船
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。
軍
艦
だ
と
知
っ
て
驚
い
た
で
し
ょ
う
ね
。
救
助
活
動
と
し
か
る
べ
き
と

　こ
ろ
へ
の
連
絡
、
事
故
処
理
等
す
ご
い
で
す
ね
。」

　館
長
は
、
何
か
の
研
究
か
と
尋
ね
て
き
た
の
で
、
私
は
、
イ
ラ
ン
か
ら
の
脱
出
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
こ
と
を
話
し
た
。

「
そ
う
で
す
か
。
大
変
な
思
い
を
な
さ
っ
た
の
で
す
ね
。」

「
で
も
、
ま
だ
何
だ
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
ト
ル
コ
の
救
援
機
が
危
険
を
冒
し
て
ま
で
日
本
人
を
救
出
し
て
く

　れ
た
の
か
。」

15　　　　　　　　　　　　　  10

5

親
日

外
国
ま
た
は
外
国
人
が
日
本
に

好
意
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。

顛
末

事
の
い
き
さ
つ
。
一
部
始
終
。

＊

＊

＊

＊
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　いっ

　し
ょ

　そ
の
男
は
、
し
っ
か
り
と
赤
地
に
三
日
月
と
星
の
国
旗
を
指
差
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
ト
ル
コ
の
国
旗
で
し
た
。

　瀧
沢
さ
ん
は
、
用
務
員
を
樫
野
地
区
の
区
長
の
も
と
に
走
ら
せ
る
と
と
も
に
、
自
身
は
そ
の
男
の
手
当
て
を
し
始
め

ま
し
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
次
々
と
助
け
を
求
め
る
ト
ル
コ
人
た
ち
が
灯
台
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　他
方
、
ト
ル
コ
船
の
遭
難
の
知
ら
せ
を
受
け
た
樫
野
の
人
々
は
、
急
い
で
灯
台
下
の
断
崖
に
向
か
い
ま
し
た
。
恐
怖

と
疲
労
の
あ
ま
り
口
も
利
け
な
い
ト
ル
コ
人
を
、
樫
野
の
人
々
は
、
両
側
か
ら
支
え
、
歩
け
な
い
者
は
背
負
い
、
灯
台

と
樫
野
の
村
に
運
び
込
ん
だ
の
で
す
。

　樫
野
の
人
々
は
、
村
の
家
々
か
ら
浴
衣
を
集
め
て
、
ト
ル
コ
人
の
ぬ
れ
た
衣
服
と
取
り
替
え
さ
せ
ま
し
た
。
で

も
、
な
か
な
か
冷
え
た
体
の
震
え
は
止
ま
り
ま
せ
ん
。
樫
野
の
人
々
は
、
一
晩
中
、
手
や
足
、
背
中
と
体
中
を
こ
す
っ

て
温
め
続
け
た
そ
う
で
す
。

　朝
ま
で
に
六
十
九
人
の
ト
ル
コ
人
が
救
助
さ
れ
ま
し
た
。

　困
っ
た
の
は
、食
料
で
し
た
。
樫
野
地
区
の
人
た
ち
は
海
に
出
て
漁
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、こ
の
年
、漁
獲
量
が
減
っ

て
い
ま
し
た
し
、
米
の
値
段
も
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
蓄
え
た
食
料
も
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
と

思
う
の
で
す
。

　と
こ
ろ
が
、
樫
野
の
人
々
は
、
ト
ル
コ
の
人
た
ち
に
あ
り
っ
た
け
の
食
料
を
提
供
し
ま
し
た
。

「
こ
れ
で
サ
ツ
マ
イ
モ
は
全
部
だ
な
。」

「
あ
あ
、
畑
に
は
何
に
も
残
っ
と
ら
ん
。」

　そ
の
と
き
、
一
人
の
長
老
が
穏
や
か
に
、
し
か
し
力
強
く
言
い
ま
し
た
。

「
ト
ル
コ
の
方
は
大
勢
い
な
さ
る
。
畑
の
も
の
だ
け
で
は
足
り
ん
か
ら
、
み
ん
な
の
家
の
ニ
ワ
ト
リ
を
さ
ば
く
こ
と
に

　な
る
が
。…

…

み
ん
な
、
え
え
な
。」

　即
座
に
、
赤
銅
色
に
日
焼
け
し
た
男
が
太
い
声
で
答
え
ま
し
た
。

「
当
た
り
前
じ
ゃ
。
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
飼
っ
と
る
ニ
ワ
ト
リ
じ
ゃ
。
わ
し
ら
も
ト
ル
コ
の
方
も
一
緒
じ
ゃ
。
食
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　館
長
は
、
私
の
言
葉
に
う
な
ず
い
た
。

「
私
も
、
沖
日
記
を
読
み
ま
し
た
。
そ
う
し
た
公
的
な
記
録
と
共
に
、
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号

　遭
難
時
の
樫
野
地
区
の
様
子
を
伝
え
る
話
も
あ
り
ま
す
。
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
か

　ら
直
接
、
ト
ル
コ
人
救
出
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。」

　あ
れ
は
、
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
九
月
十
六
日
夜
の
こ

と
で
し
た
。
こ
の
大
島
は
串
本
に
近
い
大
島
地
区
、
中
部
の
須
江

地
区
、
そ
し
て
東
部
の
樫
野
地
区
の
三
つ
の
地
区
か
ら
な
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
東
部
の
先
に
樫
野
埼
灯
台
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

話
は
そ
の
灯
台
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　樫
野
埼
灯
台
の
入
り
口
の
戸
が
激
し
く
た
た
か
れ
た
と
き
、
時

計
は
夜
の
十
時
半
を
指
し
て
い
ま
し
た
。
当
直
の
乃
美
さ
ん
が
、

扉
を
開
け
る
と
暴
風
雨
の
中
か
ら
一
人
の
外
国
人
が
倒
れ
込
ん
で

き
ま
し
た
。
乃
美
さ
ん
は
び
し
ょ
ぬ
れ
の
外
国
人
を
抱
き
か
か
え

て
中
に
入
れ
、
明
か
り
の
下
で
見
る
と
、
服
は
あ
ち
こ
ち
が
裂
け
、

顔
も
手
足
も
傷
だ
ら
け
で
し
た
。
急
い
で
同
僚
の
瀧
沢
さ
ん
を
呼

び
ま
し
た
。
二
人
の
灯
台
職
員
に
外
国
人
は
、
身
振
り
手
振
り
で

盛
ん
に
何
か
を
訴
え
ま
す
。
瀧
沢
さ
ん
は
そ
の
様
子
か
ら
、
海
難

事
故
で
あ
る
と
分
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
奥
の
部
屋
か
ら
万
国
信

号
ブ
ッ
ク
を
持
っ
て
き
て
ペ
ー
ジ
を
繰
り
な
が
ら
尋
ね
ま
し
た
。

「
ど
こ
の
国
で
す
か
。」
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　べ
て
も
ら
お
う
や
。」

「
そ
う
や
、
そ
う
や
。
元
気
に
御
国
へ
帰
っ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
な
あ
。」

　非
常
用
の
ニ
ワ
ト
リ
を
差
し
出
す
こ
と
に
、
誰
一
人
難
色
を
示
す
者
は
い
ま
せ
ん
。

「
樫
田
さ
ん
、
コ
ッ
ク
の
腕
の
見
せ
所
や
。
頼
む
で
。」

「
い
や
あ
、
こ
の
年
で
、
お
役
に
立
て
る
と
は
。
お
母
ち
ゃ
ん
た
ち
も
手
伝
う
て
や
。」

　樫
田
さ
ん
は
、
以
前
に
灯
台
に
勤
め
て
い
た
英
国
人
の
と
こ
ろ
で
コ
ッ
ク
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
専
ら
調
理
を

引
き
受
け
ま
し
た
。
ニ
ワ
ト
リ
を
追
い
か
け
捕
ま
え
る
人
、
サ
ツ
マ
イ
モ
を
洗
う
人
、
火
を
起
こ
す
人
、
椀
を
運
ぶ

人
、
樫
野
の
人
々
の
心
尽
く
し
の
洋
食
が
た
っ
ぷ
り
と
振
る
舞
わ
れ
、
負
傷
者
は
元
気
を
回
復
し
て
い
き
ま
し
た
。

　こ
の
後
、
樫
野
地
区
の
畑
に
は
、
一
個
の
サ
ツ
マ
イ
モ
も
無
く
、
家
に
一
羽
の
ニ
ワ
ト
リ
も
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
は
、
ト
ル
コ
皇
帝
の
命
を
受
け
て
、
答
礼
と
し
て
明
治
天
皇
に
親
書
と
勲
章
を
贈
呈
す
る
た
め

に
や
っ
て
来
て
い
ま
し
た
。
無
事
任
務
を
果
た
し
た
特
使
オ
ス
マ
ン
・
パ
シ
ャ
一
行
を
乗
せ
た
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
が

樫
野
埼
灯
台
下
で
遭
難
し
た
の
で
す
。
樫
野
の
海
か
ら
生
還
し
た
六
十
九
人
は
、明
治
政
府
の
計
ら
い
に
よ
り
軍
艦
「
比

叡
」
と
「
金
剛
」
に
よ
っ
て
、
無
事
ト
ル
コ
に
送
り
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
多
数
の
乗
員
は
故
郷
へ
帰
る
こ

と
は
か
な
わ
ず
、
水
平
線
の
見
え
る
樫
野
埼
の
丘
に
手
厚
く
埋
葬
さ
れ
た
の
で
す
。

　ト
ル
コ
記
念
館
を
出
た
妻
と
私
は
、
海
を
右
手
に
見
な
が
ら
樫
野
の
丘
に
続
く
小
道
を
た
ど
っ
た
。

「
百
年
以
上
も
前
だ
っ
た
の
ね
え
。」

「
そ
う
だ
っ
た
ん
だ
な
あ
。」

　私
の
脳
裏
に
は
、
イ
ラ
ン
か
ら
の
脱
出
の
こ
と
、
先
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
こ
と
な
ど
が
脈
絡
も
な
く
浮
か
ん
で
い
た
。

　故
国
を
遠
く
離
れ
た
異
境
の
地
で
、
し
か
も
荒
れ
狂
う
嵐
の
海
で
、
生
死
を
分
か
つ
危
機
に
遭
遇
し
た
ト
ル
コ
の
人

た
ち
と
、
テ
ヘ
ラ
ン
の
空
港
で
空
爆
の
危
機
に
ひ
ん
し
た
私
た
ち
日
本
人
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
た
。

　私
た
ち
は
国
際
的
規
模
の
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
樫
野
の
人
々
は
、
た
だ
危
険
に
さ
ら

さ
れ
た
人
々
を
、
誰
彼
の
別
な
く
助
け
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
心
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
百
年
の
時
代
を
経
て

も
色
あ
せ
る
こ
と
な
く
ト
ル
コ
の
人
々
の
中
に
、
親
日
感
情
が
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ト
ル
コ
が

救
援
機
を
出
し
て
く
れ
た
の
も
、
危
機
に
ひ
ん
し
た
人
々
を
た
だ
助
け
た
い
と
思
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
私
は
長
年

の
疑
問
が
氷
解
し
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
た
。

　私
は
、
樫
野
の
海
を
見
た
。

「
海
と
空
」

　そ
れ
が
水
平
線
で
一
つ
に
な
っ
て
い
た
。

20　　　　　　　　　　　　   15 　　　　　　　　　　　   10　　　　　　　　　　　　   55

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。
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日本人の自覚をもち世界に貢献する

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

お   

く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　だ
れ

　
　
　

 

か
し   

だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

　
　
　
　
　う
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て  

つ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　もっ
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

つ
か  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

          

　
わ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

ふ            

ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

          

こ
う  

て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　て
ん
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

く
ん
し
ょ
う

　

    

ぞ
う  

て
い

   

か
し   

の  

ざ
き  

　
　
　
　
　
　

          

そ
う 

な
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  
せ
い 

か
ん                                

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

         

ぐ
ん 

か
ん       

ひ

   

え
い                       

こ
ん  

ご
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
か

　
　
　

                  

　ま
い  
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　の
う

　り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

だ
っ
し
ゅ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     
み
ゃ
く
ら
く

　
　
　
　
　
　
　

 

う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　あ    
    

く
る       

あ
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　そ
う 

ぐ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

く
う 

ば
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　そ
う   

ご 
  

ふ   

じ
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　だ
れ
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ち
が

  

き
ゅ
う 

え
ん   

き

225 224



情
報
社
会
の
光
と
影か

げ

考
え
よ
う

技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、

以
前
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど

情
報
の
発
信
や
収
集
が

容
易
に
な
っ
て
き
た
。

そ
の
利
便
性
に
、
私
た
ち
は

様
々
な
場
面
で

恩
恵
を
受
け
て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の

情
報
手
段
が

個
人
や
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
を

十
分
に
理
解
し
、

正
し
い
判
断
が
で
き
る
よ
う
、

情
報
社
会
を
生
き
る
一
員
と
し
て
の

自
覚
を
育
て
て
い
こ
う
。

■ インターネット上の情報を丸ごと信じてしまう
■ 現実と仮想世界の区別がつかなくなる
■ 生活習慣の乱れ
■ 自分の意志でやめられなくなる「ネット依存」
■ 心身の健康への影響　など

懸
念
さ
れ
る
問
題

イライライライラ

不 安不 安

眠れない眠れない

離れていても　伝えられる

情報化が及ぼす問題

電子メールなどを使う際には、
互いの顔が見えなくても
相手の状況や気持ちを考え、
伝える内容にも十分に気を配って
やりとりできるようにしよう。

電子メールなどのやりとりによって、
普段は会えない遠く離れている人と交流ができたり、
悩みを相談したり、
言いそびれた「ありがとう」を伝えたりすることができる。

インターネット上には、
正しい情報だけではなく、間違った情報や、
悪意のある情報も数多くある。
また、節度のある使い方をしないと、
健康までも害してしまうことがある。

生活習慣を崩さないよう、家族とも話し合って節度のある利用法を考えよう。
また、インターネット上の情報にアクセスしたり、情報をやりとりしたりする際、
正しい情報か、自分が責任をもてるか、誰かに迷惑をかけないか、
クリックする前に、よく考えて、判断しよう。

平日の自宅における
インターネットの平均的な利用時間（パソコン）　

中学生　

家庭でパソコンの使い方に関するルール　

インターネットにのめりこんで
勉強に集中できなかったり、
睡眠不足になったりしたことがある
　　　　　　（携帯電話・パソコン）
　

0 20 40 60 80 100（％）
使っていない

小学生 中学生 高校生

30 分以上１時間未満
２時間以上３時間未満 ３時間以上４時間未満
４時間以上５時間未満 ５時間以上 わからない

１時間以上２時間未満
30 分未満

0

20

40
（％）（％）

利用する時間を決めている
守るべき利用マナーを決めている

利用する場所を決めている
サイトについて、使用を禁止したり、利用内容を決めている

利用料金の上限を決めている
メールについて、使用を禁止したり、送る相手を制限している

その他
ルールを決めている（計）

特にルールを決めていない
わからない

内閣府「青少年のインターネット利用環境実態調査」（平成 24 年度）

0 10 20 30 40 50 60（％）

16.7 15.8 21.7

2.8
8.1

9.1
4.4

2.5
1.6

51.2

2.0

27.1 9.1

2.9 0.7

5.7

0.3
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情
報
技
術
の
発
達
に
伴
い
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誹
謗
や
中
傷
、

あ
る
い
は
メ
ー
ル
を
介
し
た

い
じ
め
や
い
や
が
ら
せ
が
増
え
て
き
て
い
る
。

メ
ー
ル
や

Ｓ
N
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
）
を

意
図
的
に
悪
意
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

利
用
す
る
人
も
い
る
。

情
報
社
会
の
中
で
、
あ
ふ
れ
る
情
報
に
対
し
、

適
切
に
判
断
し
、
行
動
し
、

自
分
と
相
手
を
守
る
た
め
に

必
要
な
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。

情
報
技
術
の
発
達
に
伴
い
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誹
謗
や
中
傷
、

あ
る
い
は
メ
ー
ル
を
介
し
た

い
じ
め
や
い
や
が
ら
せ
が
増
え
て
き
て
い
る
。

メ
ー
ル
や

Ｓ
N
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
）
を

意
図
的
に
悪
意
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

利
用
す
る
人
も
い
る
。

情
報
社
会
の
中
で
、
あ
ふ
れ
る
情
報
に
対
し
、

適
切
に
判
断
し
、
行
動
し
、

自
分
と
相
手
を
守
る
た
め
に

必
要
な
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。

情
報
社
会
を
生
き
る
一
人
と
し
て

絶
対
に
し
て
は
い
け
な
い
こ
と

ネット社会では、
誰もが容易に加害者にも被害者にもなり得る。
著作権や個人情報の保護、不正アクセスの禁止など
法やきまりを守って適正な使い方をしよう。

電子メールやインターネット上の掲示板等を利用して、
特定の生徒に対する誹謗や中傷が行われる「ネット上のいじめ」は、
他のいじめと同様に決して許されるものではない。
私たちの周りで、このようなことが起こらないようにするためには
どのようにすればよいか、考えていこう。

陰湿で卑怯な行為である「いじめ」が、インターネットを介することで
さらにその卑劣さを増していく。
相手の顔が見えないために、いじめの悪質さは
一層エスカレートしていく傾向にあると言われる。

情報技術を利用した「いじめ」

「分身キャラが欲しかった」SNS で女子中
学生が他人のアカウント乗っ取る
        　　　　　　　　　　　×× 新聞○月△日

ほ

　インターネットの会員制交流サイト
（SNS）で他人のアカウントを乗っ取っ
たとして、○○県警サイバー犯罪対策課
は県内の中学１年生の女子生徒を児童相
談所へ通告した。同課によると女子生徒
は５月、SNS のサイトで知り合った男
子中学生に「コイン（仮想通貨）をあげる」
と言って ID とパスワードを聞き出し、
無断でアクセスしてコインを自分のアカ
ウントに移し盗み取っていた。パスワー
ドを変更し男子生徒がアクセスできない
ようにしていたという。

ひ きょう こう  いいん  しつ

不正アクセス事件で加害者に
なった少年の数
80

70

60

50

40

30

20

10

　0
15 16 17 18 19 20 21 22 2324年平成

（人）

警視庁「少年の補導及び保護の概況」
　　　　　　　　　　　（平成 24 年）

「ネット上のいじめ」の被害経験と加害行動経験（中学生）

ネット上でからかわれた

だれのものかわからない
アドレスから、悪口を送信された

自分だけにメールがこなかった

ネット上に、事実とは異なる
自分の情報を書き込まれた

ネット上で、危ない目に
あわせると言われた

メール（パソコンや携帯電話）で、
同じ学校の人に悪口を送信した

ネット上で、同じ学校の人をからかった

同じ学校の一人にだけメールを
送らなかった

ネット上に、同じ学校の人の事実とは
異なる情報を書き込んだ

ネット上で、同じ学校の仲間に、
「Ｂさん（同じ学校の人）を友だちリスト

からはずそう」などと呼びかけた

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0（％） 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5（％）

1.9 2.5

1.8

1.0

0.5

0.4

1.5

1.4

1.0

0.3

ネットいじめの被害経験       　　　（上位５位） ネットいじめの加害行動経験         　（上位５位）

鈴木佳苗・坂元章「インターネット利用といじめの関係性に関する研究」（平成 23 年）

けいたい

逮捕、書類送検
（14～19 歳）

児童相談所通告
などの補導

（14 歳未満）

ひ    
ぼ
う

か
い

ぬす

だれ ひ  がい  しゃ　　　　　　　　　　 う

ひ   れつ

けい  こう

けい   じ　ばん

たい ほ

229 228

重点化／情報モラル 20140108= 責了



卒
業
文
集
最
後
の
二
行

あ
な
た
の
身
近
に

　い
じ
め
は
あ
り
ま
す
か

も
し

　あ
る
と
し
た
ら

あ
な
た
は

い
じ
め
を
受
け
て
い
る
人
で
す
か

い
じ
め
を
し
て
い
る
人
で
す
か

い
じ
め
を
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
人
で
す
か

そ
れ
と
も

い
じ
め
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら

何
も
し
な
い
人
で
す
か

　「
思
い
出
と
な
れ
ば
、
み
な
懐
か
し
く
美
し
い
」
と
俗
に
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
過
去
を
美
化
し
て
い
る
か
、
時
間
の
経

過
と
と
も
に
風
化
し
て
く
れ
る
の
を
よ
い
こ
と
に
、
つ
ら
い
体
験
や
苦
い
思
い
出
を
忘
れ
よ
う
と
「
努
力
」
し
て
い
る
に

過
ぎ
ま
い
、
と
私
は
勝
手
に
解
釈
し
て
い
る
。

　生
来
、
気
位
が
高
く
、
不
遜
極
ま
り
な
い
性
格
の
私
だ
が
、
こ
ん
な
私
で
も
こ
の
場
を
借
り
て
ざ
ん
げ
し
た
い
、
い
や
、

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
出
来
事
が
あ
る
。
深
い
深
い
後
悔
。
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
心
の
傷
だ
。

　時
は
、
小
学
校
時
代
に
遡
る
。

　同
級
生
に
Ｔ
子
さ
ん
と
い
う
女
の
子
が
い
た
。
彼
女
は
早
く
し
て
お
母
さ
ん
を
亡
く
し
、
二
人
の
弟
さ
ん
の
面
倒
も
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
お
父
さ
ん
は
魚
の
行
商
で
あ
る
。

　つ
ま
り
、Ｔ
子
さ
ん
は
母
親
代
わ
り
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、お
父
さ
ん
の
仕
事
が
あ
ま
り
か
ん
ば
し
く
な
い
よ
う
で
、

経
済
的
に
も
恵
ま
れ
ず
、
そ
の
頃
の
時
代
に
し
て
も
彼
女
の
服
装
は
み
す
ぼ
ら
し
い
と
い
う
よ
り
、
正
直
言
っ
て
汚
か
っ

た
。　今

に
し
て
思
え
ば
、
経
済
面
か
ら
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
母
親
代
わ
り
と
い
う
生
活
環
境
か
ら
、
自
分
の
身
の
回
り
を
構
っ

て
い
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　そ
の
Ｔ
子
さ
ん
が
、
六
年
生
の
と
き
私
の
隣
の
席
に
な
っ
た
。
加
え
て
、
運
の
悪
い
こ
と
に
彼
女
よ
り
ち
ょ
っ
と
ば
か

り
成
績
も
良
く
（
も
っ
と
も
Ｔ
子
さ
ん
も
上
位
の
成
績
だ
っ
た
）、
金
銭
的
に
も
幾
分
恵
ま
れ
た
生
徒
た
ち
が
彼
女
の
席
を

取
り
囲
む
形
に
な
っ
た
。

　生
意
気
で
口
の
悪
い
私
は
、
先
頭
に
立
っ
て
Ｔ
子
さ
ん
を
け
な
し
た
。

一
戸
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彦
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ち
の
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あ
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思
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が
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こ
と

商
品
を
持
っ
て
売
り
歩
く
商
売
の
こ
と
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「
き
た
ね
え
か
ら
、
も
っ
と
離
れ
ろ
。」

　こ
の
私
の
言
葉
に
悪
童
た
ち
は
、
更
に
は
や
し
立
て
た
。

「
臭
い
が
ら
、
誰
も
Ｔ
子
に
近
付
く
な
じ
ゃ
。」

「
毎
日
風
呂
さ
入
っ
て
頭
を
洗
っ
て
来
い
よ
。」

　こ
う
し
た
嫌
が
ら
せ
に
も
、Ｔ
子
さ
ん
は
泣
き
も
せ
ず
に
じ
っ
と
堪
え
た
。
ほ
お
を
紅
潮
さ
せ
な
が
ら
も
歯
を
食
い
し

ば
っ
て
、
涙
を
見
せ
も
し
な
か
っ
た
。
泣
い
た
り
涙
を
見
せ
た
り
す
る
と
、
我
々
に
も
っ
と
ば
か
に
さ
れ
、
い
じ
め
ら
れ

る
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　し
か
も
、
Ｔ
子
さ
ん
は
、
担
任
に
一
度
も
そ
の
こ
と
を
言
わ
な
か
っ
た
。
担
任
の
Ｍ
先
生
は
校
内
で
も
屈
指
の
怖
い
先

生
な
の
で
あ
る
。
Ｍ
先
生
に
告
げ
れ
ば
我
々
は
こ
っ
ぴ
ど
く
叱
ら
れ
、
自
分
も
一
層
惨
め
に
な
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　卑
怯
な
我
々
は
、
Ｔ
子
さ
ん
が
担
任
に
言
わ
な
い
の
を
知
っ
て
、
更
に
輪
を
か
け
て
口
汚
く
罵
り
続
け
た
。

　そ
ん
な
あ
る
日
、
ク
ラ
ス
で
漢
字
の
小
テ
ス
ト
が
行
わ
れ
た
。

　問
題
用
紙
に
、
ど
う
し
て
も
書
け
な
い
漢
字
が
、
私
に
二
個
あ
っ
た
。
困
っ
た
私
が
隣
の
Ｔ
子
さ
ん
の
答
案
用
紙
を
チ

ラ
リ
と
盗
み
見
る
と
、
彼
女
は
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
い
た
。
し
か
も
、
正
答
で
あ
る
。
そ
れ
っ
と
ば
か
り
に
、
私
は
カ
ン
ニ

ン
グ
を
し
た
。

　後
日
、
答
案
返
却
が
あ
り
、
そ
の
際
に
Ｍ
先
生
が
私
を
褒
め
て
く
れ
た
。

「
イ
チ
ノ
ヘ
、
よ
く
頑
張
っ
た
な
。
満
点
は
お
前
一
人
だ
け
だ
ぞ
。」
　

　私
は
後
ろ
め
た
さ
を
少
し
感
じ
た
だ
け
で
満
足
だ
っ
た
。
何
し
ろ
、
満
点
は
私
だ
け
な
の
だ
か
ら
。

　だ
が
、
そ
の
後
に
渡
さ
れ
た
Ｔ
子
さ
ん
の
答
案
用
紙
を
見
て
、
私
は
が
く
然
を
通
り
越
し
て
目
の
前
が
真
っ
白
に
な
り
、

同
時
に
真
っ
暗
に
な
っ
た
。
な
ん
と
、Ｔ
子
さ
ん
は
一
個
だ
け
の
間
違
い
で
、
九
十
八
点
な
の
だ
。
私
が
カ
ン
ニ
ン
グ
を
し

な
け
れ
ば
、Ｔ
子
さ
ん
は
満
点
で
は
な
い
が
、
最
高
得
点
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　私
は
弱
者
で
あ
っ
た
。
勇
気
が
な
か
っ
た
。
卑
劣
な
人
間
だ
っ
た
。
Ｔ
子
さ
ん
は
私
が
カ
ン
ニ
ン
グ
し
た
こ
と
を
知
ら

な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
Ｔ
子
さ
ん
は
皮
肉
な
ど
カ
ケ
ラ
も
な
く
、

「
さ
す
が
イ
チ
ノ
ヘ
さ
ん
ね
。
お
め
で
と
う
。」

　微
笑
を
も
っ
て
心
か
ら
言
っ
て
く
れ
た
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
私
は
、

「
問
題
が
易
し
か
っ
た
か
ら
な
。」

と
、
臆
す
る
と
こ
ろ
も
な
く
当
然
の
よ
う
に
応
え
た
。

　さ
ら
に
、
そ
ん
な
Ｔ
子
さ
ん
に
、
も
っ
と
ひ
ど
い
追
い
打
ち
が
待
っ
て
い
た
。
授
業
の
後
、Ｔ
子
さ
ん
の
答
案
用
紙
を
例

の
悪
童
ど
も
が
見
て
、

「
イ
チ
ノ
ヘ
の
答
え
を
見
で
書
い
た
ん
だ
ろ
う
。」

「
お
前
が
九
十
八
点
も
取
れ
る
わ
け
が
ね
え
よ
。」

「
カ
ン
ニ
ン
グ
し
て
ま
で
、
い
い
点
数
を
取
り
た
か
っ
た
の
か
？
」
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と
、
口
を
極
め
て
彼
女
に
中
傷
の
矢
を
浴
び
せ
た
。
さ
す
が
の
私
も
、
こ
の
と
き
は
こ
の
中
傷
に
加
わ
れ
な
か
っ
た
。

　と
こ
ろ
が
、
連
中
が
あ
ま
り
騒
ぎ
立
て
、
Ｔ
子
さ
ん
を
責
め
て
い
る
の
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
私
の
心
の
中
の
後
ろ

め
た
さ
が
消
え
、
逆
に
連
中
の
尻
馬
に
乗
る
発
言
を
し
て
し
ま
っ
た
。

「
や
っ
ぱ
り
、
お
め
え
は
私
の
答
え
を
見
だ
ん
だ
ろ
う
。
見
だ
に
決
ま
っ
て
る
。
ず
る
い
と
思
わ
ね
え
の
か
。」

　す
る
と
、Ｔ
子
さ
ん
は
泣
き
声
で
、

「
私
は
イ
チ
ノ
ヘ
さ
ん
の
答
え
は
見
で
は
い
ま
せ
ん
。
着
て
る
物
や
髪
は
き
た
ね
え
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
心
は
き
た
な

　ぐ
ね
え
で
す
。」

と
、
机
に
顔
を
伏
せ
た
後
、

「
私
を
ど
こ
ま
で
い
じ
め
れ
ば
、
皆
さ
ん
は
気
が
済
む
の
！
」

　叫
び
な
が
ら
石
炭
小
屋
の
あ
る
方
へ
走
っ
て
行
っ
た
。
Ｔ
子
さ
ん
の
初
め
て
の
泣
い
た
り
叫
ん
だ
り
、
そ
の
場
か
ら
逃

げ
出
し
た
り
の
言
動
に
、
悪
童
ど
も
は
言
葉
を
失
っ
た
。
私
は
彼
女
の
後
を
追
い
掛
け
て
、
土
下
座
し
て
謝
り
た
い
衝
動

に
駆
ら
れ
た
が
、
そ
の
度
胸
も
勇
気
も
瞬
時
に
し
て
吹
っ
飛
び
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
連
中
を
前
に
、

「
ほ
ん
と
の
ご
と
を
言
わ
れ
た
ん
で
、
あ
れ
ほ
ど
怒
っ
た
ん
だ
。
私
の
答
え
を
見
で
、
め
ぐ
せ
え（
恥
ず
か
し
い
）
ど
思

　わ
ね
え
の
か
な
。」

と
、
胸
を
反
ら
せ
た
。

　石
炭
小
屋
か
ら
戻
っ
て
来
た
Ｔ
子
さ
ん
は
、
涙
こ
そ
拭
い
収
め
ら
れ
て
い
た
が
、
目
を
う
さ
ぎ
の
よ
う
に
充
血
さ
せ
、

ま
ぶ
た
を
厚
く
腫
れ
さ
せ
て
い
た
。

　

…
…

や
が
て
、
卒
業
式
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　私
は
と
う
と
う
Ｔ
子
さ
ん
に
謝
ら
ず
じ
ま
い
で
終
わ
っ
た
。

　だ
が
、
式
の
日
に
配
ら
れ
た
「
卒
業
文
集
」
を
そ
の
日
の
夜
に
家
で
読
み
、
私
は
枕
を
ぬ
れ
に
ぬ
ら
し
て
し
ま
っ
た
。

Ｔ
子
さ
ん
の
作
文
の
、
特
に
最
後
の
二
行
が
私
の
涙
腺
を
果
て
も
な
く
緩
め
た
の
だ
。

『…
…

私
が
今
一
番
欲
し
い
の
は
母
で
も
な
く
、
本
当
の
お
友
達
で
す
。

　そ
し
て
、
き
れ
い
な
お
洋
服
で
す
。』

　こ
の
二
行
に
、
Ｔ
子
さ
ん
の
思
い
の
全
て
が
込
め
ら
れ
て
い
る―

―

。

　そ
の
理
由
は
、
改
め
て
書
く
ま
で
も
な
い
し
、
書
く
必
要
も
あ
る
ま
い
。

あ
ま
り
に
切
な
く
、
つ
ら
く
、
悲
し
す
ぎ
る…

…

。

　そ
れ
に
し
て
も
、
私
は
随
分
と
Ｔ
子
さ
ん
に
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
し
続
け

た
も
の
だ
。
謝
罪
し
て
も
謝
罪
し
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
許
し
を
乞

う
て
も
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
三
十
年
余
り
が
過
ぎ
た
今
で
も
、Ｔ
子
さ
ん
へ
の
罪
業
を
思
い
出
す
た
び
に
忍
び
泣
い

て
し
ま
う
私
で
あ
る
。

　あ
の
「
卒
業
文
集
」
の
最
後
の
二
行
は
、
大
き
な
衝
撃
だ
っ
た
。
大
い
な
る
悔
い
を
与
え
て
く
れ
た
。
あ
の
二
行
を
読

ま
な
か
っ
た
ら
、
現
在
の
私
は
ど
う
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

「
卒
業
文
集
最
後
の
二
行
」
を
読
ん
で
、
あ
な
た
が
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
書
い
て
み
よ
う
。

人
の
言
葉
に
同
調
し
て
、
軽
は
ず
み
な
こ
と
を
す
る
こ
と
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「
卒
業
文
集
最
後
の
二
行
」
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と

私
は
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
人
を
見
て
笑
っ
た
こ
と
が
何
度
か
あ
り
ま
す
。

私
は
小
学
一
年
生
の
と
き
、
い
じ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

い
じ
め
ら
れ
る
の
が
好
き
と
い
う
人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。

い
じ
め
ら
れ
た
こ
と
の
あ
る
自
分
な
ら
、
い
じ
め
は
嫌
だ
し
、

笑
わ
れ
た
く
な
い
と
そ
の
子
が
思
っ
て
い
る
と
分
か
っ
て
い
る
の
に
、

人
が
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
笑
い
ま
し
た
。

ひ
き
ょ
う
な
の
は

私
が
や
っ
た
よ
う
な
、
自
ら
い
じ
め
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、

見
て
笑
っ
て
い
る
人
で
す
。（
中
二
・
女
子
）

い
じ
め
た
人
は
一
回
、

一
日
一
日
の
学
校
生
活
の
自
分
は
ど
う
な
の
か
、

ふ
り
か
え
っ
て
み
る
の
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
た
ら
、

自
分
は
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
ん
だ
な
と
、

自
分
が
バ
カ
だ
と
思
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
知
っ
た
ら
母
は
ど
ん
な
に
き
ず
つ
く
の
か
、

い
じ
め
ら
れ
た
人
も
き
ず
つ
く
け
ど
、

そ
の
周
り
の
人
も
き
ず
つ
く
と
思
い
ま
し
た
。

（
中
一
・
女
子
）

い
じ
め
た
人
が
強
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
し
、

い
じ
め
ら
れ
た
人
が
弱
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

本
当
は
そ
の
逆
で

い
じ
め
る
人
の
心
が
弱
い
た
め
に
、

弱
い
心
を
か
く
す
た
め
に
、

他
の
人
を
い
じ
め
る
ん
だ
と
思
っ
た
。

（
中
三
・
女
子
）

自
分
も
こ
こ
ま
で
で
は
な
い
に
し
ろ
、

人
の
外
見
な
ど
を
け
な
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

で
も
、
謝
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

周
り
か
ら
嫌
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
不
安
、

心
配
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
離
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

自
分
は
間
違
っ
て
い
る
と
気
付
い
て
い
ま
し
た
が
、

自
分
を
正
当
化
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
り
つ
し
て
い
る
人
に
謝
り
、

味
方
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
相
当
な
勇
気
と
優
し
さ

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。（
中
二
・
男
子
）

ぼ
く
は
全
部
の
立
場
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

自
分
も
い
じ
め
て
い
た
と
き
が
あ
り
ま
し
た
。

で
す
が
、
自
分
が
い
じ
め
ら
れ
て
、

い
じ
め
ら
れ
て
い
る
人
の
気
持
ち
が

少
し
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

い
じ
め
る
側
は

い
じ
め
て
い
る
こ
と
を
楽
し
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

今
日
、
や
っ
ぱ
り
、
い
じ
め
を
う
け
て
い
る
人
は
、

こ
こ
ま
で
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

（
中
一
・
男
子
）

あ
や
ま

き
ら

は
な

や
さ

い
じ
め
は
被
害
者
が
傷
つ
く
か
ら

だ
め
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、

も
ち
ろ
ん
被
害
者
は

大
き
な
心
の
傷
を
負
う
け
れ
ど
、

加
害
者
や
そ
の
ま
わ
り
の
人
も

傷
つ
く
も
の
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

い
じ
め
は
そ
の
場
に
い
た
人
全
員
を
傷
つ
け
る
も
の
だ
し
、

時
間
が
消
し
て
く
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
と
思
う
。

（
中
三
・
男
子
）

ひ   

が
い 

し
ゃ

い
や

ま

　ち
が
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私
た
ち
の
未
来
を
創
る
た
め
に

私
た
ち
が
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題

た
が

とびら

重点化／現代的な課題 20151103= 三校

　私
た
ち
の
社
会
に
は
、
私
た

ち
自
身
が
取
り
組
ん
で
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
様
々
な
課
題

が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

課
題
に
つ
い
て
、
答
え
を
見
つ

け
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。

　様
々
な
人
々
と
共
に
考
え
、

答
え
を
探
し
な
が
ら
、
私
た
ち

の
未
来
を
創
っ
て
い
こ
う
。

　ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が

あ
る
の
か
、
何
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
か
調
べ
て
み
よ
う
。

　そ
し
て
、
解
決
に
向
け
て
大

切
な
こ
と
は
何
か
を
考
え
よ
う
。

お
互
い
の
考
え
を
伝
え
合
っ
て
、

自
分
た
ち
に
何
が
で
き
る
か
を

話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

私たちの未来につながる扉を開けて、探求してみよう

■科学技術や医療の発展の中で、かけがえのない命

を守るために、私たちはどんな選択をしていけばよ

いだろう。 生
命
倫
理

■地域の生活で人々の豊かなつながりを実現するた

めに、何が必要だろう。

地
域
社
会

■環境問題を解決するために、私たち

は自然とどう関わっていけばよいだろ

う。 環

　
　境

■情報社会を生きていく上で、大切なことは何だろう。

情

　
　報

■異なる文化の人々が、理解し合い、

共に生きていくために大切なことは

何だろう。
異
文
化
理
解

か
ん 

　
　
　
　

   

き
ょ
う

い  りょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　   せん たく

り
ん   

り

238239



対立を乗り越えるために 持続可能な社会とは 持
続
可
能
な
社
会
を
目
指
し
て

　持続可能な社会とは、「持続可能な開発」を実現する社会を
意味している。
　「持続可能な開発」とは、国連に設置された「環境と開発に関
する世界委員会」の報告書では、「将来の世代のニーズを満たし
つつ、現在の世代のニーズも満足させるような開発」とされている。
　ここには、環境保全と開発を対立する関係として捉えるので
はなく、環境に配慮した開発によって、現在から将来にわたっ
て豊かな社会を築くことができるという考えが込められている。

持続可能性という考え方は、環境だけでなく、貧困、人口、食

糧、民主主義、人権、平和を含む。持続可能性とは、最終的に

は、道徳的・倫理的な原則であり、そこでは、文化的多様性や

伝統的な知識が尊重される必要がある。

（ユネスコ　テサロニキ宣言　10項　1997年）

　持続可能な社会づくりには、様々な利害の対立や価値観の相違を乗り越
えて、新たな価値観や考えを生み出すことが求められている。

　私たちの生活の中でも、意見や考え
方が異なっているとき、つい相手を言
い負かそうとして言い争いになってし
まうことがある。
　意見の対立や様々な異なる考えに出
会って話し合う中から、共に新たな考
えや価値観を生み出していくためには、
どんなことが大切だろうか。

　テサロニキ宣言は、持続可能な社会づくりのためには、地球
規模で起こっている様々な問題に取り組むことと様々な地域の
伝統や文化を大切にすることとの両方が必要であるとしている。
私たちが生活している身近な地域と世界とを関連づけて考え、
行動することが求められているのである。
　次の二つの標語には、持続可能な社会づくりに向けて大切な
メッセージが込められている。これらを手がかりに、持続可能
な社会を目指す上で、どのようなことが大切なのか考えてみよう。
 “Think globally, act locally.”（地球規模で考え、地域で行動する）

 “Think locally, act globally.”（地域で考え、地球規模で行動する）

「持続可能な社会づくり」をテーマに、世界34カ国から参加した高校生が、国や地域、学校での取組や課題を
発表し、「私たちは何をすべきか」を話し合った（2014年ユネスコスクール世界大会Student（高校生）フォーラム）

意見が異なる人たちとの話合いや討論で大切にしたいことを箇条書きにしてみよう。
グループで話し合って、まとめよう。

私が大切にしたいこと

話し合って考えたこと

こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        かんきょう

　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　とら

　　　　　　　　　　　　　　　　   はい りょ

　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       そう  い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                            しょく

　　 りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふく

　　　　　　　　　　　　　　　  りん  り

かじょう

重点化／持続可能な社会 20151110=３校

240241



多様性と共通性

野生生物の保護を考える 生物多様性を考える
　地球上の生き物は長い歴史の中で、環境に適応して様々に進化してきた。
　これらの生き物には一つ一つに個性があり、それぞれが直接的・間接的
につながり合い、支え合って生きている。
　このような生き物たちの豊かな個性と、それらのつながりのことを生物
多様性という。

　これまでの長い地球の歴史の中で、生き物の絶滅は自然に起こってきた。
しかし、近年、そのスピードが加速している。

　野生生物とは、飼育されていない野生種の動植物のこと。
　我が国では、平成４（1992）年に、「絶滅のおそれのある野生動植物の種
の保存に関する法律」が制定されている。

　日本に生息又は生育する野生生物のうち、絶滅のおそれのある種の数は
3,597種（平成26（2014）年４月１日現在〔環境省〕）となっている。

野生生物の保護は、なぜ大切なのだろう。あなたの考えを書いてみよう。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（抜粋）

（目的）

第一条 　この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、
　自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないもので
　あることに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、
　生物の多様性を確保するとともに、良好な自然環境を保全し、もって現在及び
　将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

種の絶滅速度

恐竜時代
1600～1900 年
1900～1975 年

1975 年
1975 年～2000 年

0.001 種
0.250 種
1 種

1,000 種
40,000 種

0 40,000

環境省「絶滅する前にできること　絶滅危惧種の生息域外保全」（平成 24 年度）

（１年間に絶滅する種の数）
1975年以前は、１年間に絶滅する種数は１種以下だったが、
現在は１年間に４万種もの生き物が絶滅していると言われている。

　この扇の縁には、様々な生き物
が描いてあります。キノコ、ヒマ
ワリ、イモリ、 ゴリラ……それぞ
れが食べ物も違えば、生き方も様々
です。「多様性」です。ところで生
物学はこれらの生き物がすべて細
胞でできており、その中に DNA
が入っているという「共通性」を
見いだしました。そこで祖先は一
つと考えています。扇の要は約
３８億年前、そこに祖先細胞があ

ります。３８億年もの長い時間をかけて、「多様だけれど共通、共通だけれど多様」
という世界をつくってきたのが生き物の特徴です。 ここでとても大事なのは人
間も生き物の一つであり、仲間であるということです。

 （中村桂子：ＪＴ生命誌研究館館長）

生命誌絵巻
多様な生き物が長い時間の中で誕生した様子を表している。

生態系の多様性 種の多様性 遺伝子の多様性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かんきょう

　　　 わ　　                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜつ めつ

　　　 また

ばっすい

　　　　　　　　　　　  かんが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  およ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き    よ

きょうりゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        おうぎ　  ふち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　            ちが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ぼう

                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                とくちょう

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    なかむら けい  こ
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外来種の問題から、野生生物の保護を考える 私たちの生活から、野生生物の保護を考える
　野生生物の保護に当たっては、私たちの生活との関係も考えていかなけ
ればならない。
　私たちは、自分たちの生活を向上させるため、野生生物の生活の場であ
る森林を伐採したり、海を埋め立てたりするなどの開発を進めてきた。一
方で私たちは、これらにより恩恵を受けてきたという一面もある。

　外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって
他の地域から入ってきた生物のことである。人間が飼育しきれずに自然に
放したり、物流の中で荷物に紛れ込んだりするなどして、他の地域へと移
動している。外来種の中には、地域の自然環境に大きな影響を与え、その
土地固有の生物を、絶滅の危機に追いやってしまうほど食べてしまうもの
もいる。

これまでの内容を踏まえて、野生生物との共存をどのように図っていくべきだろうか。
あなたの考えを書いてみよう。

　青森県下北半島に
生息するニホンザル
は、世界で最も寒い
地域に住むサルとし
て、国の天然記念物
に指定されている。
このことから、サル
の住む村では保護政
策を推進した。しか
し、長年の保護の結果、ニホンザルは数を増やし、食べ物を求めて
畑を荒らすなど住民の生活を脅かすようになってきた。やむを得ず
住民はニホンザルの駆除に動き出した。

考えてみよう

アメリカザリガニ

グリーンアノール

ブラックバス

マングース

　　　　　　　　　　ばっ さい　　　　　　　　　　　　  　　　う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おん けい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   まぎ　　　 こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かんきょう　　　　　　　　     えいきょう　 　あた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ぜつ めつ

　　  あお もり　   　しも きた

　　　　　  あ　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　おびや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    く   じょ

ふ
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オオワシ

立
場
の
異
な
る
人
と
同
じ
ゴ
ー
ル
を
見
付
け
出
す

　「
獣
医
師
」
と
聞
く
と
、
み
な
さ
ん
は
普
通
、
犬
や
猫
を
診
る
獣
医
さ
ん
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
け
れ
ど

も
獣
医
師
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
僕
は
、「
野
生
生
物
の
獣
医
師
」
で
す
。
中
で
も
、
ワ
シ
、
タ
カ
、
フ
ク
ロ
ウ
な
ど
の
猛
き

ん
類
が
専
門
で
す
。

　オ
オ
ワ
シ
や
オ
ジ
ロ
ワ
シ
が
け
が
を
し
た
り
、
命
を
落
と
し
た
り
す
る
原
因
と
し
て
非
常
に
多
い
の
が
、
感
電
事
故
で
す
。
猛

き
ん
類
は
周
囲
を
広
く
見
わ
た
せ
る
高
所
に
止
ま
ろ
う
と
す
る
習
性
が
あ
り
ま
す
。
人
の
住
む
街
々
と
発
電
所
を
つ
な
ぐ
鉄
塔
は
、

彼
ら
の
目
に
は
格
好
の
止
ま
り
場
所
に
映
り
ま
す
。
し
か
し
、
鉄
塔
に
止
ま
ろ
う
と
し
て
電
線
に
触
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
高
圧
の
電
流
が
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
数
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
電
線
に
近
付
い
た
だ
け
で
感
電
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
環
境
に
配
慮
し
た
発
電
方
法
と
し
て
熱
い
視
線
を
集
め
て
い
る
風
力
発
電
の
風
車
に
ぶ
つ
か
っ
て
命
を

落
と
す
鳥
も
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
多
く
の
鳥
の
死
因
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
人
間
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
問
題
は
、「
オ
オ
ワ
シ
は
貴
重
な
野
生
動
物
な
の
だ
か
ら
、
対
策
を
し
て
も
ら
わ
な
い
と

困
り
ま
す
。」
と
電
力
会
社
に
言
え
ば
済
む
と
い
う
一
筋
縄
で
解
決
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

僕
は
希
少
な
猛
き
ん
類
を
死
な
せ
た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
が
、
別
の
人
に
と
っ
て
は
、

動
物
を
守
る
よ
り
大
事
な
こ
と
が
ほ
か
に
あ
る
の
で
す
。
寒
さ
の
厳
し
い
北
海
道
で
電
気
が
止
ま
っ

た
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
人
の
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
事
態
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

事
態
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
電
気
を
確
実
に
人
々
に
届
け
る
こ
と
が
最
大
の
使
命
で
す
か
ら
、
オ
オ

ワ
シ
は
む
し
ろ
、
停
電
事
故
を
起
こ
す
厄
介
者
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、「
オ
オ
ワ
シ
が
大
事

だ
か
ら
鉄
塔
を
撤
去
し
ろ
。」
な
ん
て
、
そ
う
簡
単
に
言
っ
て
い
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

　し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
、
ど
ん
な
工
夫
を
す
れ
ば
事
故
を
防
げ
る
の
か
を
考
え
、
ど
れ
ほ
ど
の
規

模
で
対
策
を
す
る
か
を
考
え
、
ど
れ
だ
け
の
お
金
と
手
間
を
か
け
ら
れ
る
か
を
考
え
、
作
業
を
す
る

と
き
に
ど
ん
な
問
題
が
起
き
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
僕
は
、
徹
底
的
に
準
備
を
し
ま
す
。
ワ
シ
が
い
っ
た

い
ど
こ
に
ど
う
や
っ
て
止
ま
る
の
か
、ど
ん
な
も
の
を
取
り
付
け
れ
ば
止
ま
ら
な
く
な
る
の
か
、実
験
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
こ
ん
な
対
策
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
こ
ち
ら
か
ら
提
案
す
る
の
で
す
。

　ま
た
、
電
力
会
社
と
話
を
す
る
の
に
、「
電
気
の
こ
と
は
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
は
話
合
い
に
な
り
ま
せ
ん
。

こ
ち
ら
が
電
気
の
こ
と
を
勉
強
し
て
、
電
力
会
社
と
対
等
に
話
せ
る
ぐ
ら
い
に
な
ら
な
い
と
、「
電
気
の
こ
と
を
何
に
も
知
ら
な
い

人
が
無
理
難
題
を
押
し
付
け
て
き
て
い
る
だ
け
」
と
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
相
手
を
本
気
に
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

　勉
強
と
は
い
っ
て
も
、
電
気
の
専
門
書
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
電
気
の
専
門
家
で
あ
る
電
力
会
社
の
人
と
た
く
さ
ん

話
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
会
話
の
中
か
ら
ヒ
ン
ト
を
も
ら
い
、
知
識
を
積
み
上
げ
て
い
く
の
で
す
。

　で
も
、
話
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
分
の
大
事
な
こ
と
だ
け
見
て
い
た
ら
、
目
線
が
合
わ
な
い
ま
ま
で
、

対
話
が
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
テ
ー
ブ
ル
を
は
さ
ん
で
向
か
い
合
わ
せ
に
座
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
側
に
並
ん
で
座
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
で
も
ど
う
し
た
ら
、
同
じ
側
に
座
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　電
力
会
社
は
停
電
に
つ
な
が
る
事
故
が
起
き
て
欲
し
く
な
い
。
電
力
会
社
は
、
不
意
に
電
気
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
よ
う
な
こ
と
が

起
き
な
い
よ
う
に
す
る
、
大
き
な
責
任
を
負
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
僕
は
、
ワ
シ
が
感
電
し
て
命
を
落
と
す
よ
う
な
こ
と

が
な
く
な
る
よ
う
に
し
た
い
。
オ
オ
ワ
シ
や
オ
ジ
ロ
ワ
シ
は
、
絶
滅
の
危
機
に
陥
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
こ
に
、「
ワ
シ
が
感
電

し
て
起
き
る
停
電
を
な
く
し
た
い
」
と
い
う
共
通
の
ゴ
ー
ル
が
生
ま
れ
ま
す
。
同
じ
ゴ
ー
ル
を
も
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
同
じ
方

向
を
向
い
て
歩
き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　人
間
が
豊
か
さ
を
求
め
れ
ば
野
生
生
物
に
し
わ
寄
せ
が
い
く
こ
と
も
あ
る
し
、
絶
滅
の
危
機
に
陥
っ
た
野
生
生
物
を
守
る
た
め

に
は
、
人
間
が
何
か
を
我
慢
す
る
と
き
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
ら
、
人
間
と
野
生
生
物
が
一
緒
に
地
球
上
で
暮
ら

し
続
け
て
い
け
る
だ
ろ
う
か
。
ど
う
し
た
ら
折
り
合
い
が
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
僕
が
野
生
生
物
の
獣
医
師
と
し
て
や
っ
て
い

る
こ
と
は
、
こ
の
折
り
合
い
の
つ
け
方
を
探
り
、
世
の
中
の
人
々
に
提
案
し
て
い
く
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

獣
医
師

　齊
藤

　慶
輔

   

じ
ゅ
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い    

し

　

       

さ
い 

と
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す
け

　
　
　
　
　＊
齊
藤
慶
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『
野
生
動
物
の
お
医
者
さ
ん
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よ
り
構
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様々な文化との関わり 「
違
い
」
っ
て
何
だ
ろ
う

　私
た
ち
の
生
活
が
世
界
と
つ
な
が
る
よ
う

に
な
っ
た
。
今
、
日
本
で
は
、
た
く
さ
ん
の

外
国
の
人
が
学
ん
だ
り
仕
事
を
し
た
り
し
て

私
た
ち
と
共
に
生
活
し
て
い
る
。

　違
う
文
化
と
の
出
会
い
は
楽
し
い
。

　で
も
、
違
う
文
化
の
人
々
が
共
に
暮
ら
し

て
い
く
に
は
、
様
々
な
困
難
が
あ
る
。

　私
た
ち
の
日
常
生
活
で
も
、
自
分
と
相
手

の
小
さ
な
「
違
い
」
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

り
許
せ
な
か
っ
た

り
す
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　お
互
い
の
「
違

い
」
を
認
め
合
い
、

尊
重
し
合
う
社
会

は
、
ど
う
し
た
ら

実
現
で
き
る
だ
ろ

う
。

身の回りには、どのような外国の文化があるのだろうか。

様々な文化の人々が共に暮らすために、地域では、どんな取組を
しているのだろうか。

調べてみよう

様々な国や文化の人々が共に暮らす社会の良いところは何だろう。

様々な文化の人々が共に暮らす上で、難しいことはどんなことだろう。

考えてみよう

様々な国や文化の人々が、共に暮らすために大切なことは何だろう。

話し合ってみよう

               

た
が

ち
が
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考え、選択する ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
よ
う

　人
生
は
選
択
の
連
続
だ
。

　私
た
ち
は
日
々
、
大
小
様
々
な
問
題
に

遭
遇
し
、
そ
の
都
度
、
意
識
・
無
意
識
を

問
わ
ず
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
最
善
と
思

わ
れ
る
解
を
導
き
出
し
、
選
択
し
て
生
活

を
送
っ
て
い
る
。

　こ
れ
ま
で
幾
多
の
選
択
を
繰
り
返
し
て
、

あ
な
た
は
今
こ
こ
に
い
る
の
で
あ
り
、
そ

し
て
、
こ
れ
か
ら
も
、
た
く
さ
ん
の
選
択

を
繰
り
返
し
て
生
き
て
い
く
の
だ
。

　ど
ん
な
選
択
で
も
、
真
剣
に
悩
ん
で
出

し
た
結
論
は
、
そ
れ
だ
け
で
価
値
が
あ
る
。

　安
易
に
結
論
を
出
さ
ず
、
ち
ょ
っ
と
立

ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

競争は悪いこと？
　「競争」は相手との差を測るものだ。ときには、負けた人が傷つくこと
もある。親友と競わなければならない場面だってある。
　競争なんて、ない方がいいのだろうか。
　でも、負けたときの悔しさがあるから、「次こそは」と頑張れる。
　勝った時の達成感があるから、「次も」と頑張れる。

　競争って、良いこと？　それとも、悪いこと？

みんなで話し合ってみて、あなたの考えを書いてみよう。

せん     たく
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し
ん  

け
ん

　

      

な
や

　　　　　　　　　　　　　　  　    きそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くや　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がん  ば
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親切って難しい？
　勇気を出して、相手のことを思ってとった行動が、相手に受け入れられ
ないと、恥ずかしくなったり、悲しくなったりする。
　そんなとき、考えてしまう。
　親切にしたつもりだったけれど、相手にとっては迷惑なことだったのか
な。余計なことをしない方が良かったのかな。親切って難しい。

　本当の親切って、何だろう？
　

みんなで話し合ってみて、あなたの考えを書いてみよう。

本当の幸せって何だろう？
　幸せって何だろう。
「何不自由なく生活できる人は幸せ」と言う人がいる。
「昔の方が心が豊かで幸せだった」と言う人もいる。
「今の社会は、豊かな生活に慣れすぎて、大切なものを見失っている」と
言う人も。
「そんなのぜい沢な悩みだ」と言う人も。
　今の私たちは幸せなのだろうか。
　幸せの条件ってあるのだろうか。

　本当の幸せって何だろう？

みんなで話し合ってみて、あなたの考えを書いてみよう。

 

　　　　　　　　　　   は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   めい わく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  たく　　　なや
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再校 ＝ 13.12.22

道
徳
の
時
間
に
感
じ
た
こ
と
、考
え
た
こ
と

私
が
出
会
っ
た
言
葉
、心
に
響
い
た
あ
の
ひ
と
言

ひ
び

家
族
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　　学年　 　  月　　   日

　　学年　 　  月　　   日

　　学年　 　  月　　   日

　　学年　 　  月　　   日

　　学年　 　  月　　   日

　　学年　 　  月　　   日
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今
の
私

今
の
私
巣
立
ち
の
と
き

巣
立
ち
の
と
き

好
き
な
ス
ポ
ー
ツ

好
き
な
言
葉

自
分
の
「
い
い
な
」
と
思
っ
て
い
る
所

夢
中
に
な
っ
て
い
る
こ
と

自
分
の
直
し
た
い
所

感
動
し
た
こ
と

一
番
楽
し
い
こ
と

好
き
な
歌

目
標
に
し
た
い
人

心
に
残
っ
た
本

年　　　 月　　　 日

将
来
の
夢
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