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に
「
幸
福
」
を
組
み
込
む
に
は
、
強
欲
な

資
本
主
義
を
法
律
や
規
制
・
制
度
に
よ
っ

て
抑
制
す
る
だ
け
で
な
く
、
長
期
的
な
視

点
で
、
小
中
高
大
の
教
育
現
場
を
は
じ
め

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
「
利

他
の
心
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
経
営
・
教
育
・

社
会
の
有
り
様
を
発
信
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

2

利
他
の
経
営
・利
他
の
社
会
。

利
他
の
心
が
資
本
主
義
の
未
来
を
拓
く
。

暴
走
す
る
資
本
主
義
経
済
。

　

稲
盛
経
営
哲
学
研
究
セ
ン
タ
ー
で
の
活

動
を
通
じ
て
、
多
く
の
研
究
者
や
経
営
者
、

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
、
現
代
の
社
会
に
行
き
詰

ま
り
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

企
業
は
利
益
至
上
主
義
に
陥
り
、
世
界
経

済
に
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。
富
の

偏
在
は
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
遠
因
と
な
っ
て

武
力
紛
争
や
テ
ロ
も
頻
発
し
、
人
々
は
不

安
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
ま
す
。多
く
の
人
が
、

こ
の
危
機
的
状
況
は
資
本
主
義
の
欠
陥
・

限
界
に
起
因
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
は
、
も
と
も

と
の
資
本
主
義
の
理
想
と
は
か
け
離
れ
て

い
ま
す
。『
国
富
論
』
を
著
し
た
18
世
紀
の

経
済
学
者
で
「
近
代
経
済
学
の
父
」
と
呼

ば
れ
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
皆
が
己
の
利

益
だ
け
を
追
求
す
る
よ
う
な
行
動
を
取
っ

た
と
し
て
も
、
ま
る
で
「
見
え
ざ
る
手
」

に
よ
っ
て
導
か
れ
る
よ
う
に
市
場
は
調
整

さ
れ
て
い
く
と
、
資
本
主
義
の
特
性
を
分

析
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

は
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
共
感
」
を
あ
げ

て
い
ま
す
。

　

多
く
の
宗
教
が
利
子
を
取
る
こ
と
を
禁

じ
る
教
義
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
人
間
関

係
が
利
子
に
還
元
さ
れ
「
共
同
体
」
が
崩

壊
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
と
い
う
説
が

あ
り
ま
す
。
企
業
の
数
も
少
な
く
、
市
場

も
小
さ
か
っ
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
時
代
に

は
、
人
々
の
間
に
「
共
感
」
と
い
う
感
情

的
な
つ
な
が
り
が
存
在
し
、「
共
感
」
を
基

に
し
た
共
同
体
の
感
覚
が
、
企
業
の
無
茶

な
利
己
的
行
動
に
歯
止
め
を
か
け
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、
巨
大
化

し
た
現
代
の
資
本
主
義
経
済
に
あ
っ
て
は
、

人
間
的
な
つ
な
が
り
は
希
薄
化
し
、「
共
感
」

を
持
つ
こ
と
が
非
常
に
難
し
く
な
っ
て
い
ま

す
。「
共
感
」
と
「
共
同
体
」
の
前
提
が
な

け
れ
ば
、
国
家
も
企
業
を
統
制
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
、
言
わ
ば
顔

の
見
え
な
い
市
場
主
義
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
た
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
へ
の
反
省
や
、

格
差
解
消
を
唱
え
る
世
論
に
も
押
さ
れ
て
、

強
欲
な
資
本
主
義
を
変
え
よ
う
と
い
う
潮

流
は
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
な
方
策
は
見

出
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

利
他
性
を
も
つ
資
本
主
義
を

実
現
す
る
に
は
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
資
本
主
義
や
市
場
経

済
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
資

本
主
義
に
代
わ
る
経
済
シ
ス
テ
ム
は
当
面

存
在
し
え
な
い
で
し
ょ
う
。
自
由
競
争
に

よ
る
発
展
の
な
い
社
会
主
義
経
済
が
行
き

詰
る
こ
と
は
、
ソ
連
邦
の
崩
壊
が
証
明
し

て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
資
本

主
義
の
欠
陥
と
限
界
を
克
服
し
、
競
争
に

よ
る
経
済
の
活
性
化
・
発
展
と
格
差
の
是

正
に
よ
る
心
の
安
定
を
両
立
し
て
、
誰
も

が
幸
福
を
追
求
で
き
る
社
会
を
実
現
で
き

る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

私
は
、
人
々
が
（
そ
の
中
に
は
企
業
の

経
営
者
や
国
家
の
リ
ー
ダ
ー
も
含
ま
れ
ま

す
が
）、「
利
他
の
心
」
と
「
道
徳
的
規
範
」

を
取
り
戻
す
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
思
い
ま

す
。
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
自
分
の
行
動
が

社
会
に
与
え
る
影
響
を
実
感
す
る
想
像
力

を
持
ち
、「
共
同
体
」
へ
貢
献
す
る
こ
と
を

判
断
基
準
と
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
よ
り

よ
い
社
会
を
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

人
々
の
間
の
「
共
感
」
や
「
共
同
体
」

へ
の
貢
献
を
考
え
た
判
断
・
行
動
を
推
奨
・

促
進
す
る
仕
組
み
を
資
本
主
義
に
組
み
込

む
こ
と
、
初
期
の
資
本
主
義
が
、「
共
感
」

と
「
共
同
体
」
に
よ
っ
て
利
他
性
を
担
保

し
て
い
た
よ
う
に
、
巨
大
化
し
グ
ロ
ー
バ
ル

化
し
た
経
済
に
あ
っ
て
も
実
現
可
能
な
新

し
い
つ
な
が
り
の
形
を
模
索
す
る
こ
と
が
、

資
本
主
義
の
希
望
に
な
り
ま
す
。　

　

友
達
が
貧
困
に
あ
え
い
で
い
た
ら
？
最

貧
困
国
に
知
り
合
い
が
い
た
ら
？
き
っ
と
私

た
ち
は
、
彼
ら
の
苦
悩
を
慮
り
、「
自
分
さ

え
よ
け
れ
ば
」
と
い
う
利
己
主
義
を
通
す

の
で
は
な
く
、
利
他
の
思
い
を
持
つ
よ
う
に

変
わ
る
で
し
ょ
う
。
他
者
の
痛
み
へ
の
想
像

の
先
に
「
共
同
体
」
の
感
覚
が
あ
り
ま
す
。

「
共
同
体
」
感
覚
の
欠
如
が
、
利
己
的
な

「
部
分
最
適
」
を
産
み
、
資
本
主
義
を
暴
走

さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
実
際
に
友
達
や
知

り
合
い
が
い
な
く
て
も
、
自
分
の
経
済
活

動
の
先
を
「
見
え
る
化
」
し
、
拡
張
し
た

現
実
と
し
て
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

利
己
性
を
抑
制
し
利
他
性
を
持
つ
よ
う
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

利
他
の
心
を
ベ
ー
ス
に

企
業
競
争
力
を
実
現
。

　

稲
盛
和
夫
氏
は
、フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
経
営
で
、

京
セ
ラ
を
け
ん
引
し
て
き
ま
し
た
。
京
セ

ラ
は
、
創
業
以
来
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て

一
度
も
赤
字
に
陥
ら
ず
利
益
を
あ
げ
て
い

ま
す
。
通
信
事
業
の
自
由
化
を
受
け
、
旧

電
電
公
社
に
よ
る
一
社
独
占
を
防
ぐ
た
め
に

Ｄ
Ｄ
Ｉ
を
創
業
し
ま
し
た
が
、
K
D
D
I

と
し
て
日
本
を
代
表
す
る
通
信
企
業
に
成

長
し
て
い
ま
す
。
２
０
１
０
年
に
は
倒
産

し
た
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
会
長
に
就
任
し
、
京
セ
ラ
で

培
っ
た
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
経
営
に
よ
っ
て
、
２

年
で
再
上
場
を
果
た
し
ま
し
た
。
日
本
の

航
空
会
社
が
一
社
独
占
と
な
る
弊
害
を
危

惧
し
、
ま
た
社
員
や
そ
の
家
族
を
路
頭
に

迷
わ
せ
た
く
な
い
と
の
一
心
で
引
き
受
け
た

と
い
い
ま
す
。

　
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
経
営
の
特
筆
す
べ
き
と
こ

ろ
は
、
本
来
利
己
的
な
側
面
の
あ
る
企
業

経
営
に
お
い
て
、
共
同
体
的
な
道
徳
的
倫

理
観
と
利
他
の
心
を
基
に
し
な
が
ら
、
企

業
競
争
力
を
実
現
し
た
こ
と
で
す
。

　

こ
こ
で
言
う
利
他
は
、
自
己
犠
牲
で
は

な
く
、
他
者
の
事
情
や
気
持
ち
を
思
い
や

る
感
受
性
の
こ
と
で
す
。
伝
統
的
に
日
本

に
は
、
近
江
商
人
の
「
三
方
よ
し
」（「
買
い

手
よ
し
」「
売
り
手
よ
し
」「
世
間
よ
し
」）

に
代
表
さ
れ
る
、
共
存
共
栄
が
長
期
的
な

繁
栄
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り

ま
す
が
、
稲
盛
和
夫
氏
は
、
そ
の
正
し
さ

を
実
証
し
た
と
も
言
え
ま
す
。

　

自
分
や
自
企
業
の
利
益
だ
け
を
追
い
求
め

る
の
で
は
な
く
、
本
当
に
価
値
の
あ
る
商
品

や
サ
ー
ビ
ス
を
、
経
営
者
と
従
業
員
が
一
体

と
な
り
創
造
し
提
供
す
る
。
そ
の
姿
勢
に
買

い
手
や
社
会
も
共
感
し
、企
業
が
発
展
す
る
。

そ
の
よ
う
な
ま
っ
と
う
な
経
済
活
動
に
よ
っ

て
、
社
会
全
体
の
物
心
両
面
の
幸
福
が
実
現

さ
れ
る
。
稲
盛
経
営
哲
学
を
基
に
す
れ
ば
そ

の
よ
う
な
資
本
主
義
を
実
現
で
き
る
こ
と
を

世
界
に
示
せ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

資
本
主
義
に「
幸
福
」を
組
み
込
む
。

　

フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
経
営
の
も
う
ひ
と
つ
の

特
徴
は
、「
全
従
業
員
の
物
心
両
面
の
幸

福
」
を
企
業
の
目
標
に
置
い
た
こ
と
で
す
。

Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
の
増
加
が
、
国

民
の
幸
福
に
つ
な
が
っ
た
単
純
な
時
代
は

す
で
に
終
わ
り
を
つ
げ
ま
し
た
。
社
会
・

経
済
の
運
営
も
、
よ
り
直
接
的
に
、
国
民

一
人
当
た
り
の
幸
福
を
測
る
Ｇ
Ｎ
Ｈ
（
国

民
総
幸
福
）
と
い
っ
た
指
標
を
目
標
に
運

営
す
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
物
質
的
な

豊
か
さ
は
必
要
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

幸
福
に
は
な
れ
な
い
と
、
人
々
は
気
づ
き

始
め
て
い
ま
す
。
幸
福
で
あ
る
た
め
に
は

何
が
必
要
な
の
か
？
そ
の
ひ
と
つ
の
答
え

が
「
共
同
体
」
だ
と
思
い
ま
す
。
仲
間
に

認
め
ら
れ
、
仲
間
と
と
も
に
困
難
を
克
服

し
て
、
共
同
体
に
貢
献
で
き
た
と
感
じ
た

時
、
人
は
幸
福
感
を
覚
え
ま
す
。

　
「
共
同
体
」
の
感
覚
を
も
つ
こ
と
で
、
他

者
の
痛
み
が
想
像
で
き
、
そ
れ
が
資
本
主

義
の
暴
走
を
阻
止
す
る
と
言
い
ま
し
た
。

ひ
る
が
え
っ
て
、「
共
同
体
」
そ
の
も
の
も

人
々
に
幸
福
を
も
た
ら
し
ま
す
。
資
本
主

義
の
暴
走
に
よ
っ
て
、
経
営
者
と
従
業
員
、

富
裕
層
と
貧
困
層
に
分
断
さ
れ
「
共
同
体
」

の
無
く
な
っ
た
社
会
で
は
だ
れ
も
幸
福
を

得
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ

の
「
共
同
体
」
と
し
て
の
感
覚
を
も
た
ら

す
の
が
「
利
他
の
心
」
で
す
。
資
本
主
義

青
山 

敦

立
命
館
大
学 

稲
盛
経
営
哲
学
研
究
セ
ン
タ
ー
長

立
命
館
大
学
教
授

　多くの研究者、経営者、ビジネスマン
が、現代文明の将来に危機感を持って
います。第２回シンポジウムでは、稲盛
経営哲学の普遍化・一般化を通じて、
新たな経営・教育・社会の有り様を世界
に向けて提示・実現する第一歩として、
京セラ、KDDI、JAL、盛和塾塾生企業
へのインタビュー及びアンケート結果を
含む理念を持った企業の強さの研究
成果に加え、新しい資本主義の有り様
を探究する京都大学広井良典教授によ
る基調講演、一橋大学野中郁次郎名
誉教授参加によるディスカッション、哲
学及び脳科学からのアプローチを紹介
します。また、北京大学の楊壮教授が
国際的観点から稲盛経営哲学について
語ります。

日時 12月8日（木）　9：40～17：30（受付9：00～）
場所 立命館大学 大阪いばらきキャンパス 
 立命館いばらきフューチャープラザ（B棟）３階 コロキウム
参加費 無料　※事前登録制　同時通訳あり
主催 立命館大学 稲盛経営哲学研究センター

詳細・お申込みはこちら　https://goo.gl/qz92HO
（稲盛経営哲学研究センターサイト／告知ページ）
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立命館学園、「利他」の心と教育。
　

偏
差
値
の
高
い
大
学
に
進
学
し
、安
定
し
た
大
企
業
に
就
職
す
る
と
い
う
、保
護
者
や
生

徒
の
要
望
を
満
た
す
た
め
に
、初
等
中
等
教
育
で
は
、受
験
と
い
う
短
期
的
な
ゴ
ー
ル
を
目

指
し
た
教
育
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
、い
ま
だ
続
い
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
受
験
に
縛
ら
れ
な
い
大
学
の
附
属
校
で
こ
そ
、「
何
の
た
め
に
生
き
る
の

か
？
」「
何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
？
」を
問
い
直
し
、「
生
き
方
」に
迫
る
長
期
的
な
視
点
に
立
っ

た
教
育
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
利
他
」。つ
ま

り
、自
分
と
は
異
な
る
存
在
を
ど
う
理
解
し
、向
き
合
っ
て
い
け
る
か
、と
い
う
こ
と
。
卒
業

生
た
ち
の
大
半
が
こ
れ
か
ら
身
を
置
く
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
も
、相
手
が
必
要
な
も
の
、求
め

て
い
る
も
の
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
が
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も

同
じ
で
す
。
利
他
の
心
で
「Beyond Border

」す
る
こ
と
の
大
切
さ
や
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

中
で
必
要
と
さ
れ
る
喜
び
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

立
命
館
附
属
校
で
は
、生
徒
自
身
が
社
会
と
の
出
会
い
や
体
験
を
通
じ
て
気
づ
き
、考

え
、「
自
ら
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
変
え
て
い
く
」場
を
用
意
す
る
こ
と
こ
そ
、学
校
や
教
員
の

役
割
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
現
代
、異
質
な
も
の
を
受
け
入
れ
、コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
取
っ
て
、

課
題
解
決
に
向
か
え
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
根
っ
こ
に
あ
る
の
は
、他
者
を
思
い
や
る
利
他
の
心
。

そ
し
て
、利
他
の
心
が
育
て
る
、多
様
性
を
受
容
し
、協
働
す
る
力
。

立
命
館
附
属
校
で
は
、「
利
他
・
多
様
性
の
受
容
（
多
文
化
共
生
）・
協
働
」を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
「
生
き
方
（
哲
学
）に
迫
る
」教
育
へ
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

〝
自
分
の
た
め
に
〞だ
け
で
は
な
く
、社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
分
を
意
識
し
た
と
き
、

生
徒
た
ち
の
学
び
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
？

本
特
集
で
は
、そ
の
取
り
組
み
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

そ
の
ひ
と
つ
が
、さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
動
し
て
い
る
人
々
の
生
き
方
・
考
え
方
に
触
れ

る
機
会
を
多
く
作
り
、ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
し
て
よ
り
身
近
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
。
成
長
途
上

の
生
徒
た
ち
は
、出
会
う
人
、出
会
う
も
の
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
、自
分
に
と
っ
て
の

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
形
作
っ
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、本
物
と
出
会
い
、心
震
え
る
体
験

を
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
に
し
つ
ら
え
た
教
材
で
は
な
く
、
生
徒
が
、

実
際
に
社
会
課
題
と
向
き
合
う
現
場
を
訪
れ
、生
の
声
を
聞
き
、リ
ア
ル
な
現
場
を
見
て
、

自
ら
問
い
を
立
て
て
課
題
解
決
に
取
り
組
む
中
で
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。（
生
徒

自
身
が
「
何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
？
」と
い
う
問
い
へ
の
ア
ン
サ
ー
に
出
会
う
機
会
と
な
り

ま
す
。）

　

立
命
館
附
属
校
で
は
、生
徒
た
ち
が
地
域
の
特
色
を
活
か
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
出
会
い
で
学
び
に
火
の
つ
い
た
生
徒
た
ち
が
、卒
業
後
、大
学
で

そ
の
課
題
に
取
り
組
む
サ
ー
ク
ル
な
ど
を
立
ち
上
げ
、引
き
続
き
課
題
解
決
に
向
か
っ
て
い

る
事
例
も
あ
り
ま
す
。
高
校
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
が
ま
さ
に
、彼
ら
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

を
変
え
る
体
験
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

立
命
館
宇
治
高
校
で
は
、
生
徒
の
マ
イ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
公
募
し
、
資
金
面
で
も
支
援

す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
審
査
基
準
は
利
他
―
―
社
会
に
貢
献
で
き
る
か
ど
う

か
。こ
の
取
り
組
み
か
ら
生
ま
れ
た
「
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の
活
動
は
、

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）主
催
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
コ
ン
ク
ー
ル

2
0
1
3
」に
入
賞
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
10
年
ほ
ど
前
か
ら
立
命
館
宇
治
高
校
を
皮
切
り
に
附
属
校
の
多
く
で
、樋
口
裕

一
氏
に
よ
る
小
論
文
教
育
を
導
入
し
ま
し
た
。「
確
か
に
（
相
手
は
こ
う
考
え
て
い
る
）、し

か
し
（
自
分
は
こ
う
考
え
る
）」と
い
う
書
き
方
を
指
導
す
る
こ
と
で
、論
理
的
思
考
力
を
高

め
る
と
と
も
に
、相
手
の
思
い
や
考
え
を
思
い
や
る
想
像
力
を
身
に
着
け
て
ほ
し
い
と
考
え

た
か
ら
で
す
。

　

立
命
館
附
属
校
で
は
今
、以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
軸
に
し
て
、「
利
他
」に
根
差
し
た
「
生

き
方
」を
問
う
授
業
づ
く
り
に
、
各
校
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
点
の
取
り
組
み
が
つ
な

が
っ
て
線
と
な
り
、や
が
て
、立
命
館
学
園
の
枠
を
超
え
た
波
へ
と
育
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

そ
う
、願
っ
て
い
ま
す
。

RITA
in
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立命館小学校
●「心づくりの授業」利他の心
うどんのお話から学ぶ「善き心」。

立命館高等学校
●平田オリザの高校生演劇教室
演劇づくりは、
心の「Beyond Borders」。立命館慶祥高等学校 IRコース

●アイヌ文化学習
北海道だから見える、
多文化共生の未来。

立命館宇治高等学校 IBコース
●CASプログラム
考え、行動し、
そして社会に働きかける。

人
を
思
い
や
る
感
受
性
と
、

課
題
に
向
き
合
う
力
を
育
て
た
い
。

附属校が取り組む、多様な
「生き方」に迫る教育。

学
校
法
人
立
命
館 

一
貫
教
育
担
当
常
務
理
事　

川
﨑
昭
治



１年生：利他の心
２年生：何があってもありがとう～感謝の心～
３年生：足るを知る
４年生：考え方ひとつで、人生は変わる
５年生：日々、顔を洗う
　　　　～反省するは、心を磨くこと～
６年生：人生・仕事の方程式

※授業は立命館小学校独自の道徳授業の時間である
　「立命科」の時間に実施されました。

パイロット授業の各学年の単元名
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う
ど
ん
の
お
話
か
ら
学
ぶ「
善
き
心
」。

立
命
館
小
学
校 

● 「
心
づ
く
り
の
授
業
」 

利
他
の
心

利
他
の
心
を
ベ
ー
ス
に
、
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
問
う
稲
盛
哲
学
を
、

小
学
校
教
育
に
ど
う
活
か
せ
る
か
？

Ｒ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｏ
の
長
谷
川
昭
研
究
員
が
、
こ
の
命
題
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、

開
発
に
取
り
組
む
の
が
「
心
づ
く
り
の
授
業
」
で
す
。

２
０
１
６
年
７
〜
９
月
に
は
、
立
命
館
小
学
校
の
全
学
年
で
、

稲
盛
哲
学
の
６
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
基
に
し
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
授
業
を
実
施
し
ま
し
た
。

長
谷
川
研
究
員
の
「
心
づ
く
り
の
授
業
」
へ
の
思
い
と
、
２
０
１
６
年
７
月
に

立
命
館
小
学
校
１
年
生
に
実
施
し
た
「
利
他
の
心
」
の
授
業
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

　

道
徳
の
教
科
化
に
と
も
な
い
、
評
価
評

定
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は

「
何
を
教
え
、
何
を
身
に
付
け
さ
せ
る
か
」、

つ
ま
り
、
授
業
や
教
材
の
内
容
を
こ
そ
、

し
っ
か
り
と
見
直
す
べ
き
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
在
の
「
心
を
育

て
る
」
と
い
う
発
想
よ
り
も
、
そ
の
ベ
ー

ス
と
な
る
「
人
と
し
て
の
気
構
え
の
基
本
」

と
な
る
、「
心
を
つ
く
る
」
と
い
う
発
想
が

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

そ
の
観
点

か
ら
私
は
、

稲
盛
和
夫
氏

の
唱
え
る
経

営
哲
学
や
そ

児
童
（
以
下
「
児
」）　　

こ
れ
か
ら
、
立
命
科
の
授
業
を
始
め
ま
す
。
は
い
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

長
谷
川
（
以
下
「
長
」）　

や
る
気
が
伝
わ
っ
て
う
れ
し
い
な
ぁ
。
さ
て
、
今
日
勉
強

す
る
こ
と
は
、
こ
れ
で
す
。

▼
板
書
《
こ
こ
ろ
》

児　
こ
・
こ
・
ろ
？

長　
み
ん
な
に
も
、
こ
こ
ろ
っ
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。

児　
は
い
、
あ
り
ま
す
。

長　
と
こ
ろ
で
、「
こ
こ
ろ
」
っ
て
何
で
す
か
？

児　
（
胸
を
指
し
て
）「
こ
こ
に
あ
る
も
の
」「
大
事
な
も
の
」「
大
切
な
も
の
」「
思
う

と
こ
ろ
」「
考
え
る
と
こ
ろ
」「
気
も
ち
」

長　
そ
う
。
例
え
ば
良
い
こ
と
を
思
っ
た
り
、
悪
い
こ
と
を
思
っ
た
り
す
る
ね
、「
こ

こ
ろ
」
で
ね
。
で
は
、「
良
い
心
」
っ
て
例
え
ば
ど
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

児　
「
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
て
あ
げ
る
」「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
？
っ
て
声
を
か
け
て
あ
げ

る
」「
一
緒
に
遊
ぼ
う
っ
て
誘
っ
て
あ
げ
る
」「
あ
り
が
と
う
っ
て
言
う
」「
笑
顔

を
見
せ
る
」

▼
多
数
出
さ
せ
る

長　
こ
の
よ
う
な
良
い
心
の
こ
と
を
、「
善
き
心
」
と
言
い
ま
す
。
覚
え
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。
で
は
、
悪
い
心
っ
て
言
え
ば
？

児　
「
ひ
と
を
た
た
く
」「
仲
間
は
ず
れ
を
す
る
」「
い
じ
わ
る
を
す
る
」「
知
ら
ん
顔

を
す
る
」

▼
少
し
だ
け
出
さ
せ
る

長　
こ
れ
ら
は
、
善
き
で
は
な
く
、「
悪
し
き
心
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
今
日
は

そ
ん
な
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
思
う
心
の
中
で
、「
こ
ん
な
心
」
に
つ
い
て
お
勉
強

し
ま
す
。

▼
板
書
《
り
た
の
こ
こ
ろ
》

長　
こ
の
言
葉
知
っ
て
い
る
？　

知
ら
な
い
か
。
そ
う
。
な
ら
、
勉
強
の
し
が
い
も
、

よ
り
あ
り
ま
す
ね
。
で
は
、
聞
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
善
き
心
で
し
ょ
う
か
？　

悪
し
き
心
で
し
ょ
う
か
？

児　
え
～
っ
？ 

▼
予
想
を
さ
せ
る
（
こ
の
授
業
で
は
半
分
半
分
）

長　
ち
ょ
っ
と
漢
字
で
書
い
て
み
ま
す
ね
。
り
た
の
「
り
」
は
「
利
」。

児　
見
た
こ
と
あ
る
！

長　
こ
れ
は
「
め
ぐ
み
」
と
い
う
意
味
で
す
。
天
の
め
ぐ
み
、
自
然
の
め
ぐ
み
、
め

ぐ
み
の
雨
、
と
い
う
時
の
言
葉
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
は
、
あ
り
が
と
う
、
と
い

う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
よ
。

児　
だ
っ
た
ら
、
善
き
心
か
も
？

長　
で
は
、
こ
の
「
り
た
」
が
、「
善
き
心
」
な
の
か
「
悪
し
き
心
」
な
の
か
、
も
う

少
し
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

長　
さ
て
、
今
日
は
、
こ
ん
な
も
の
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。

▼
三
尺
三
寸
箸
を
ゆ
っ
く
り
と
見
せ
る

児　
え
～
ッ
!?　

な
に
そ
れ
？　

割
り
ば
し
？

長　
こ
れ
は
、
実
は
お
箸
で
す
。

児　
え
～
ッ
!!

長　
今
、
こ
の
お
箸
を
ぱ
っ
と
見
て
思
っ
た
こ
と
あ
っ
た

ね
。
そ
れ
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。

児　
「
長
す
ぎ
る
！
」「
使
い
に
く
い
」「
な
ん
か
変
」「
鬼

が
使
い
そ
う
」「
あ
ぶ
な
い
」「
び
っ
く
り
」「
お
か

し
い
」「
巨
人
が
使
い
そ
う
」

長　
そ
れ
で
、
こ
の
長
い
お
箸
で
、
お
う
ど
ん
を
食
べ
よ

う
と
思
い
ま
す
。

児　
え
～
ッ
!?

長　
今
、
思
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。

児　
「
無
理
！
」「
大
変
！
」「
こ
ぼ
す
！
」「
う
ど
ん
が
つ

か
め
な
い
」「
食
べ
ら
れ
な
い
」「
び
っ
く
り
」「
絶

対
で
き
な
い
」

長　
し
か
も
、
10
人
ほ
ど
の
グ
ル
ー
プ
で
、
大
き
な
お
鍋

１
．「
利
他
の
心
」
と
は
、
何
か
を
考
え
さ

せ
る
。

２
．「
利
他
の
心
」
が
自
分
や
周
囲
の
幸

福
に
つ
な
が
る
こ
と
に
気
づ
き
、
実

践
に
つ
な
げ
る
。

　

地
獄
と
極
楽
の
世
界
に
お
け
る
「
う
ど

ん
」
の
寓
話
を
通
し
て
、「
思
い
や
り
と
優

し
さ
」
の
心
構
え
が
人
と
し
て
不
可
欠
な

も
の
で
あ
り
、
そ
の
心
を
大
切
に
持
っ
て

「
善
き
こ
と
を
思
い
、善
き
こ
と
を
行
え
ば
、

善
き
道
が
開
け
る
」
と
い
う
、
人
と
し
て

の
生
き
方
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

　

人
の
幸
せ
を
自
分
の
幸
せ
と
感
じ
ら
れ

る
優
し
さ
、
人
の
悲
し
み
を
自
分
の
悲
し

み
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
思
い
や
り
、
こ

れ
が「
利
他
の
心
」の
礎
で
す
。
逆
に
、「
利

己
の
心
」
は
、
自
分
の
こ
と
を
第
一
と
す

る
こ
と
。本
授
業
で
は
、そ
れ
ら
の
意
味
や
、

「
利
他
の
心
」
が
自
分
の
周
り
の
幸
福
と

更
に
は
自
分
自
身
の
幸
福
に
も
つ
な
が
る

と
い
う
考
え
方
に
気
づ
き
、
日
常
的
に
実

践
化
し
て
い
く
姿
勢
や
態
度
を
育
て
て
い

き
た
い
と
考
え
ま
す
。

開
発
へ
の
思
い

授
業
の
ね
ら
い

れ
に
基
づ
い
た
人
間
と
し
て
の
生
き
方
指

南
は
、
大
変
注
目
す
べ
き
教
材
、
学
び
と

な
る
と
考
え
、「
心
づ
く
り
の
授
業
」
の
開

発
を
始
め
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
稲
盛

経
営
哲
学
の
中
か
ら
、
利
他
・
精
進
・
働

く
・
生
き
る
・
感
謝
・
愛
と
調
和
・
正
義
・

人
生
と
仕
事
・
辛
抱
・
真
剣
・
一
生
懸
命
・

素
直
・
努
力
と
情
熱
な
ど
23
の
キ
ー
ワ
ー

ド
に
着
目
・
抽
出
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し

た
授
業
を
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

こ
の
学
び
が
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た

ち
が
、
正
義
感
を
持
っ
て
、
真
剣
に
物
事

に
立
ち
向
か
い
、
利
他
の
心
を
持
っ
て
互

い
の
幸
せ
を
考
え
、
世
の
た
め
人
の
た
め

に
真
っ
直
ぐ
に
人
生
を
歩
ん
で
い
く
た
め

の
一
助
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

長谷川 昭
RITA LABO研究員
立命館小学校 副校長

「
心
づ
く
り
の
授
業
」 

利
他
の
心

実
際
の
授
業
の
流
れ

長～いお箸でうどんを
上手に食べるには

どうすればいいのだろう？

RITA
in

RITSUMEIKAN

01

１
年
生

「
利
他
の
心
」
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で
食
べ
よ
う
と
思
い
ま
す
。

児　
え
～
ッ
!?

長　
さ
て
、
困
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

児　
「
周
り
が
迷
惑
」「
人
が
ケ
ガ
す
る
」「
け
ん
か
に
な
る
」「
食
べ
ら
れ
な
い
」「
む
ち
ゃ

く
ち
ゃ
に
な
る
」

長　
そ
う
だ
ね
、
ち
ょ
っ
と
大
変
な
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
ね
。

長　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
長
い
お
箸
が
登
場
し
て
く
る
お
話
を
知
っ
て
い
ま
す

か
？

児　
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
の
話
？　

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

長　
で
は
、「
極
楽
と
地
獄
」
の
う
ど
ん
食
い
の
話
を
聞
か
せ
て
あ
げ
よ
う
。

▼
極
楽
と
地
獄
の
絵
を
提
示
。
地
獄
で
は
、
我
先
に
う
ど
ん
を
取
り
合
っ
て
し

ま
い
、
混
乱
し
、
結
局
誰
も
食
べ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
極
楽
で
は
長
い
箸
を

う
ま
く
使
っ
て
、
向
か
い
側
の
人
同
士
で
食
べ
さ
せ
あ
い
を
し
て
、
結
局
、
み

ん
な
仲
良
く
食
べ
合
え
る
こ
と
を
伝
え
る

長　
前
に
出
て
、
一
度
食
べ
方
を
見
せ
る
ね
。

▼
代
表
児
童
と
食
べ
合
う
場
面
を
見
せ
る

児　
あ
っ
、
そ
う
か
ぁ
～
。

長　

も
う
一
つ
、
み
ん
な
が
知
っ
て
い
る

『
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
の
て
ん
ご
く

と
じ
ご
く
の
話
』
も
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
か
。

児　
読
ん
で
ほ
し
い
！

▼
読
み
聞
か
せ
を
す
る

長　
さ
て
問
題
。
極
楽
・
天
国
と
地
獄
で
違
う
こ
と
は
何
で
し
た
か
？

児　
極
楽
＝
「
優
し
い
」「
相
手
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
」「
み
ん
な
の
こ
と
を
考
え

て
い
る
」「
親
切
」「
言
葉
も
て
い
ね
い
」「
は
い
ど
う
ぞ
、
あ
り
が
と
う
」「
譲

り
合
い
」

　

地
獄
＝
「
自
分
勝
手
」「
我
さ
き
」「
悪
い
言
葉
遣
い
」「
け
ん
か
す
る
」「
勝

手
な
使
い
方
」「
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
」

長　
い
い
意
見
が
、
い
っ
ぱ
い
出
ま
し
た
ね
。

長　
と
こ
ろ
で
、
今
日
の
勉
強
は
「
利
他
の
心
」
は
善
き
心
か
悪
し
き
心
か
、
ど
ん

な
心
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
ね
。
さ
っ
き
は
「
り
」
の
意
味
を
言
い
ま
し
た
が
、

で
は
、「
た
」
は
、
何
で
し
ょ
う
か
？　
「
た
」
は
「
他
」、
他
の
人
で
す
。
相
手

の
た
め
に
な
る
こ
と
を
考
え
て
、
あ
り
が
と
う
っ
て
言
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
を

す
る
の
。
こ
れ
が
「
利
他
の
心
」。
で
は
、「
利
他
」
は
、
善
き
心
、
悪
し
き
心

ど
ち
ら
で
す
か
？

児　
「
極
楽
！
」「
天
国
！
」

長　
そ
う
、
利
他
は
極
楽
で
す
。
善
き
心
で
す
ね
。

児　
や
っ
た
～
！

長　
あ
の
ね
、「
利
他
の
心
」
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。「
人
を
幸
せ
に
す

る
こ
と
」「
人
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
す
る
こ
と
」「
人
の
役
に
立
つ
よ
う
な
こ

と
を
す
る
こ
と
」
で
す
。
こ
れ
が
、
利
他
の
心
で
す
。
で
は
、
考
え
て
み
よ
う
。

実
際
に
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
「
利
他
の
心
」
な
の
か
、
具
体
的
に
教
え
て
く
だ

さ
い
。

児　
「
相
手
の
こ
と
を
思
っ
て
～
」「
自
分
勝
手
な
こ
と
は
し
な
い
で
～
」「
困
っ
て
い

る
人
が
い
た
ら
～
」「
電
車
で
お
年
寄
り
や
妊
婦
さ
ん
に
出
会
っ
た
ら
～
」
な
ど

長　
で
も
、
人
の
た
め
ば
っ
か
り
し
て
も
、
自
分
も
幸
せ
に
な
れ
る
か
な
？

児　
な
れ
る
！　

良
い
こ
と
を
し
た
ら
気
分
が
い
い
。

長　
な
れ
る
？　

そ
う
？　

な
ぜ
だ
ろ
う
ね
。
う
ん
、
そ
う
。
さ
っ
き
の
う
ど
ん
の

お
話
と
同
じ
だ
よ
ね
。
だ
か
ら
、
人
の
あ
る
べ
き
姿
は
こ
れ
な
の
で
す
。「
人
を

幸
せ
に
す
る
こ
と
」「
人
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
す
る
こ
と
」「
人
の
役
に
立
つ

よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
」
こ
れ
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。

児　
は
い
。

長　
さ
て
、
こ
ん
な
言
葉
も
あ
り
ま
す
。「
善
き
こ
と
を
思
い
、
善
き
こ
と
を
す
れ
ば
、

善
き
こ
と
が
生
ま
れ
る
」。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
わ
か
り
ま
す
か
？

児　
善
い
こ
と
を
し
た
ら
、
善
い
こ
と
が
起
こ
る
、
善
い
こ
と
が
返
っ
て
く
る
。

長　
例
え
ば
、
お
年
寄
り
の
方
に
席
を
譲
る
べ
き
と
考
え
、
実
際
に
ど
う
ぞ
と
席
を

ゆ
ず
れ
ば
、
お
年
寄
り
に
は
「
あ
り
が
と
う
」
と
喜
ば
れ
る
し
、
譲
っ
た
自
分

も
気
持
ち
が
う
れ
し
く
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
す
。
さ
っ
き
の
う
ど
ん
の
話
も

同
じ
。
反
対
に
、
こ
ん
な
言
葉
も
あ
る
の
で
す
よ
。「
悪
し
き
こ
と
を
思
い
、
悪

　

小
学
１
年
生
に
と
っ
て
、
初
め
て
聞
く

で
あ
ろ
う
「
利
他
」
と
い
う
言
葉
。
そ
の

意
味
と
心
の
持
ち
よ
う
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
伝
え
ら
れ
る
か
考
え
た
末
、
そ
も
そ

も
「
利
他
の
心
」
と
は
、
良
い
心
な
の
か

悪
い
心
な
の
か
と
い
う
視
点
で
シ
ン
プ
ル

に
授
業
を
構
成
し
ま
し
た
。

　

授
業
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
に
は
、
稲
盛
和
夫

氏
も
著
書
等
で
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
る

「
地
獄
と
極
楽
の
う
ど
ん
の
話
」
を
選
び
、

強
い
印
象
を
与
え
る
よ
う
、三
尺
三
寸
（
約

１
ｍ
）
の
お
箸
を
用
意
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
狙
い
通
り
の
効
果
を
発
揮
し
て
く
れ
ま

し
た
。
さ
ら
に
本
学
年
は
、
絵
本
「
も
っ

た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
の
て
ん
ご
く
と
じ
ご

く
」
と
い
う
話
の
読
み
聞
か
せ
を
し
て
も

ら
っ
て
い
た
の
で
、そ
の
経
験
・記
憶
も「
利

他
の
心
」
を
理
解
す
る
大
き
な
後
押
し
と

な
っ
た
よ
う
で
す
。
児
童
た
ち
は
、「
極
楽
」

と
「
地
獄
」
の
人
々
の
言
動
の
違
い
を
対

比
し
て
、
し
っ
か
り
と
発
表
し
て
く
れ
ま

し
た
。

　

夏
休
み
１
週
間
前
の
授
業
で
し
た
が
、

授
業
後
は
各
学
級
で
「
り
た
」
と
い
う
言

葉
が
、
児
童
の
間
で
合
言
葉
の
様
に
流
行

り
、
友
だ
ち
を
助
け
合
っ
た
り
、
家
で
も

お
手
伝
い
を
率
先
し
た
り
す
る
子
が
増

え
、
夏
休
み
も
良
い
雰
囲
気
で
過
ご
し
た

と
、
担
任
教
員
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
。
小

学
生
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
様
な
「
生
き
方
」

や
「
心
を
つ
く
る
」
授
業
は
、
素
直
に
心

に
入
っ
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

立
命
館
小
学
校
で
授
業
実
践
を
検
証
検

討
し
、
次
年
度
以
降
、
立
命
館
小
学
校
以

外
で
も
道
徳
の
授
業
に
取
り
入
れ
て
も
ら

え
る
よ
う
一
般
化
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

授
業
を
終
え
て

し
き
こ
と
を
す
れ
ば
、
悪
し
き
こ
と
が
起
こ
る
」。
こ
れ
は
例
え
ば
、
あ
る
子
を

い
じ
め
て
や
ろ
う
、
か
ら
か
っ
て
や
ろ
う
と
悪
し
き
こ
と
を
思
い
、
実
際
に
も

の
を
と
っ
た
り
、
い
じ
わ
る
し
た
り
、
仲
間
は
ず
れ
を
し
た
り
す
る
と
、
さ
れ

た
子
た
ち
は
当
然
、
悲
し
く
て
困
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
最
後
に
は
、
い

じ
め
て
い
た
子
の
方
も
、
や
が
て
は
、
一
番
の
嫌
わ
れ
者
に
な
っ
て
友
だ
ち
も
い

な
く
な
る
、
そ
ん
な
こ
と
で
す
。

長　
今
日
は
、「
利
他
の
こ
こ
ろ
」
っ
て
ど
う
い
う
心
か
な
？　

善
き
心
で
あ
る
利
他

の
心
を
思
う
と
、
ど
ん
な
こ
と
を
す
べ
き
か
な
と
い
う
勉
強
を
み
ん
な
と
一
緒

に
し
ま
し
た
。
利
他
の
心
っ
て
ど
ん
な
心
か
わ
か
っ
た
よ
ね
。
で
は
、終
わ
り
に
、

今
日
の
勉
強
で
知
っ
た
こ
と
や
こ
れ
か
ら
や
っ
て
い
き
た
い
こ
と
を
プ
リ
ン
ト
に

書
い
て
、
発
表
し
ま
し
ょ
う
。

▼
感
想
発
表
↓
授
業
終
了

児　
こ
れ
で
、
立
命
科
の
授
業
を
終
わ
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼
お
わ
り

● きょうのおべんきょうではじめてしったことは、いいことをおもって、いいことをす
れば、いいことがうまれるということをしりました。
　だから、わたしが、これからきをつけたいことは、じぶんのことだけかんがえないで、
じぶんもかんがえるけれど、ほかの人のこともかんがえたら、「ありがとう」っていわ
れてもしあわせだし、いいことをしてくれたひともほかのひとのことをかんがえて、し
あわせになるとおもいました。

● こんどから、人のきもちをたいせつにしようとおもいました。ゆずりあいをしたいと
おもいました。人をたいせつにしたいとおもいました。ひとのやくにたつことをやるよ。
あと、人のためになれるようにがんばります。

● きょう、りたのがくしゅうをしたよ。これからぼくは、うそやごまかしにきをつけま
す。おじいさんやおばあさんやおとしよりにせきもゆずりあいをします。

「もったいないばあさんの
 てんごくとじごくのはなし」
（真珠まりこ著／講談社）

小学生が感じた「利他」。
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演
劇
づ
く
り
は
、

心
の「
Ｂ
ｅ
ｙ
ｏ
ｎ
ｄ  

Ｂ
ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｒ
ｓ
」。

立
命
館
高
等
学
校 

● 

平
田
オ
リ
ザ
の
高
校
生
演
劇
教
室

日
本
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
を
け
ん
引
す
る
平
田
オ
リ
ザ
氏
が
取
り
組
む

独
自
の
演
劇
教
育
で
は
、
異
な
る
背
景
を
持
つ
生
徒
た
ち
が
出
会
い
、
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、

手
探
り
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
つ
つ
、
ゴ
ー
ル
で
あ
る
本
番
に
向
か
っ
て
演
劇
を
創
り
ま
す
。

２
０
１
６
年
８
月
８
〜
10
日
、
立
命
館
大
学
大
阪
い
ば
ら
き
キ
ャ
ン
パ
ス
が
、
そ
の
舞
台
に
な
り
ま
し
た
。

出
会
っ
た
の
は
、
立
命
館
高
等
学
校
、
灘
中
学
校
・
高
等
学
校
、
追
手
門
学
院
高
校
の
３
校
。

彼
ら
は
、
ど
の
よ
う
に
違
い
を
受
け
入
れ
、
協
働
し
、
チ
ー
ム
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
？

演
劇
教
室
の
様
子
を
レ
ポ
ー
ト
す
る
と
と
も
に
、
終
了
後
の
生
徒
の
座
談
会
を
再
現
し
ま
す
。

ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、 

多
様
性
と
協
働
の
喜
び
を
体
感
す
る
。

　

午
前
10
時
ス
タ
ー
ト
。
生
徒
た
ち
は
、

平
田
オ
リ
ザ
氏
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
へ
の

参
加
経
験
の
有
無
に
よ
っ
て
、２
つ
の
チ
ー

ム
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

初
参
加
の
生
徒
た
ち
が
受
け
た
の
は
、

１
日
講
座
な
ど
で
も
オ
リ
ザ
氏
が
提
供
し

て
い
る
、
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
を
中
心
と
し
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
。
２
人
１
組
で
背
中
合
わ
せ

に
な
り
、
背
中
で
動
き
を
伝
え
た
り
、
手

を
使
わ
ず
に
立
ち
上
が
る
こ
と
で
協
働
の

ポ
イ
ン
ト
を
体
感
す
る
ワ
ー
ク
や
、
即
興

で
演
じ
る
こ
と
で
、
演
劇
づ
く
り
で
も
重

要
な
「
イ
メ
ー
ジ
の
共
有
」
を
実
感
す
る

ワ
ー
ク
を
体
験
し
ま
し
た
。

　
一
方
、
参
加
経
験
の
あ
る
生
徒
た
ち
の

グ
ル
ー
プ
に
は
、
オ
リ
ザ
氏
か
ら
渡
さ
れ

た
シ
ナ
リ
オ
を
も
と
に
、
配
役
や
演
出
を

考
え
て
練
習
し
、
昼
食
前
に
発
表
し
ま
し

た
。
初
対
面
も
し
く
は
昨
年
12
月
実
施
の

演
劇
教
室
以
来
の
顔
合
わ
せ
と
な
る
メ
ン

バ
ー
も
い
る
中
、
わ
ず
か
２
時
間
足
ら
ず

の
間
に
配
役
を
決
め
、
演
出
し
て
い
く
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

　

午
後
か
ら
は
い
よ
い
よ
、
本
編
の
演
劇

づ
く
り
。
生
徒
た
ち
は
、
オ
リ
ザ
氏
の
著

書
『
演
劇
入
門
』
を
読
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
考

え
て
き
た
演
劇
の
ア
イ
デ
ア
を
、「
場
所
・

背
景
・
問
題
」
に
分
け
て
整
理
し
て
書
い

レ
ッ
ス
ン
の
流
れ

※
具
体
的
な
ワ
ー
ク
や
オ
リ
ザ
氏
の
レ
ク
チ
ャ
ー
に
つ
い
て

は
、『
Ｒ
Ｉ
Ｔ
Ａ
』vol.
２
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

た
紙
を
貼
り
出
し
、「
お
も
し
ろ
い
」「
創

り
た
い
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
投
票
。
本

人
の
「
や
り
た
い
気
持
ち
」
を
ベ
ー
ス
に
、

「
夏
祭
り
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
グ
ル
ー
プ
が

２
つ
、「
葬
式
」「
町
工
場
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
１
つ
、
３
校

が
入
り
混
じ
っ
た
計
４
つ
の
グ
ル
ー
プ
が

誕
生
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
オ
リ
ザ
氏
流
の
シ
ナ
リ
オ
づ

く
り
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
、
い
よ
い
よ

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
す
。
初
対
面
の
メ
ン

バ
ー
が
集
ま
る
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
は
、

ワ
ー
ク
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
ス
タ
ッ
フ

が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
に
入
る
ケ
ー
ス
も

多
い
で
す
が
、
こ
こ
で
は
グ
ル
ー
プ
運
営

は
完
全
に
生
徒
た
ち
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
間
合
い
を
測
り
な
が

ら
自
己
紹
介
し
、
進
行
役
を
担
う
生
徒
が

現
れ
、
夕
食
を
挟
ん
で
プ
ロ
ッ
ト
設
定
か

ら
シ
ナ
リ
オ
づ
く
り
が
進
ん
で
い
き
ま
し

た
。

　

オ
リ
ザ
氏
は
各
グ
ル
ー
プ
の
様
子
を
見

な
が
ら
ア
ド
バ
イ
ス
。
時
に
全
体
に
向
け

て
レ
ク
チ
ャ
ー
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
た

り
、
短
い
即
興
演
劇
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
実
施
。
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
図
解
し
な

が
ら
ど
ん
ど
ん
進
め
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る

一
方
、
メ
ン
バ
ー
の
意
見
が
噛
み
合
わ
ず

プ
ロ
ッ
ト
設
定
に
も
苦
戦
す
る
グ
ル
ー
プ

も
。
進
行
状
況
に
も
差
が
あ
る
状
態
で
、

20
時
30
分
に
１
日
目
は
終
了
し
ま
し
た
。

合
意
の
難
し
さ
と 

産
み
の
苦
し
み
を
味
わ
う
。

　

１
日
目
に
作
成
し
た
プ
ロ
ッ
ト
と
シ
ナ

リ
オ
を
も
と
に
、
実
際
に
台
詞
を
口
に
出

し
た
り
、
動
き
を
な
ぞ
っ
て
み
て
、
不
自

然
な
と
こ
ろ
や
お
も
し
ろ
み
の
な
い
と
こ

ろ
な
ど
、
演
出
に
手
を
加
え
て
い
き
ま
す
。

と
は
い
え
、
１
日
目
で
シ
ナ
リ
オ
完
成
ま

で
行
け
な
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
も
多
く
、
時

間
の
経
過
と
と
も
に
、
生
徒
た
ち
の
表
情

に
は「
本
当
に
明
日
、発
表
で
き
る
の
か
？
」

と
い
う
不
安
が
ち
ら
つ
い
て
き
ま
す
。

　
「
自
分
の
意
見
を
通
す
べ
き
な
の
か
？
」

「
納
得
感
は
な
い
け
れ
ど
、
ス
ム
ー
ズ
に

進
め
る
た
め
に
み
ん
な
に
合
わ
せ
た
方
が

い
い
の
か
？
」「
あ
の
人
は
人
の
話
を
聞
か

ず
に
ひ
と
り
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
…
」「
何

と
か
い
い
雰
囲
気
で
進
め
た
い
…
」
生
徒

そ
れ
ぞ
れ
が
心
の
中
に
葛
藤
を
抱
え
な
が

ら
、
発
表
と
い
う
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
各

グ
ル
ー
プ
と
も
真
剣
に
演
劇
づ
く
り
に
取

り
組
み
ま
し
た
。

　

終
了
は
18
時
30
分
。
生
徒
た
ち
は
本
番

へ
の
不
安
を
打
ち
消
す
よ
う
に
、
引
き
続

き
、
す
べ
て
の
グ
ル
ー
プ
が
自
主
的
に
集

ま
っ
て
練
習
し
た
り
、
話
し
合
い
を
続
け

ま
し
た
。
通
し
で
練
習
し
、演
技
の
チ
ェ
ッ

ク
を
行
う
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
中
で
、
ま
だ

シ
ナ
リ
オ
が
確
定
し
な
い
グ
ル
ー
プ
も
あ

り
ま
し
た
。

「
お
互
い
を
認
め
合
う
」 

空
気
が
生
ま
れ
る
。

　

朝
８
時
過
ぎ
。
10
時
の
レ
ッ
ス
ン
開
始

に
先
駆
け
、「
朝
練
」
の
た
め
に
各
グ
ル
ー

プ
が
集
ま
り
始
め
ま
し
た
。
２
日
目
の
夜

の
時
点
で
、
ま
だ
落
と
し
ど
こ
ろ
が
見
え

て
い
な
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
も
、
何
と
か
筋

が
見
え
、
突
貫
で
演
出
と
演
技
練
習
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

必
死
に
リ
ハ
ー
サ
ル
を
重
ね
る
生
徒
た

ち
を
見
て
、
オ
リ
ザ
氏
は
発
表
開
始
を
遅

ら
せ
、
11
時
前
か
ら
各
グ
ル
ー
プ
に
よ
る

発
表
が
ス
タ
ー
ト
。
生
徒
に
よ
る
熱
演
の

後
、
オ
リ
ザ
氏
に
よ
る
講
評
と
、
引
率
教

員
に
よ
る
投
票
を
実
施
。
各
グ
ル
ー
プ
と

も
心
残
り
は
あ
る
も
の
の
、
メ
ン
バ
ー
そ

れ
ぞ
れ
が
力
を
出
し
合
っ
て
、
最
後
に
は

グ
ル
ー
プ
は「
チ
ー
ム
」に
進
化
し
ま
し
た
。

グ
ル
ー
プ
で
話
し
な
が
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
に

記
入
し
、
名
残
を
惜
し
み
な
が
ら
の
解
散

と
な
り
ま
し
た
。

1日目

3日目

2日目

身をゆだねることでラポール（信頼関係）を築くワーク。

RITA
in

RITSUMEIKAN

02

ゴール（発表）を目指すプロセスからの「気づき」が重要なんです

３日間の「プロジェクト」を終え、違いを受け入れ、違いを生かすことを学びました

平田オリザ氏
劇作家・演出家
青年団主宰
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状
況
に
合
わ
せ
て
柔
軟
に
動
け
る
人
が
、 

求
め
ら
れ
て
い
る
。

金
井　
今
回
の
演
劇
教
室
の
プ
ロ
セ
ス
か

ら
、
何
か
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

寺
島　
私
は
演
劇
部
で
、
何
回
か
平
田
先

生
以
外
の
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
受
け

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
呼
吸
と
か
動

き
の
練
習
が
中
心
で
、
今
回
の
よ
う
に
、

演
出
家
が
ど
う
思
っ
て
い
る
と
か
、
俳
優

が
ど
う
動
い
た
ら
も
っ
と
よ
く
見
え
る
と

か
、
そ
う
い
う
視
点
を
も
ら
え
た
の
は
初

め
て
で
し
た
。そ
の
ま
ま
活
か
せ
る
と
思
っ

た
の
が
、
プ
レ
ゼ
ン
能
力
の
話
。
私
は
Ｓ

Ｇ
Ｈ（
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
ハ
イ
ス
ク
ー

ル
）
の
ク
ラ
ス
に
い
て
、
海
外
の
人
に
プ

レ
ゼ
ン
す
る
機
会
が
あ
る
の
で
す
が
、
相

手
は
ど
う
感

じ
る
か
と
い

う
こ
と
を
意

識
し
た
こ
と

が
な
か
っ
た

ん
で
す
。
演

劇
と
プ
レ
ゼ

ン
っ
て
、
共
通

す
る
な
あ
と

思
っ
て
。

　

リ
ー
ダ
ー
も
フ
ォ
ロ
ワ
ー
も
、
状
況
に

合
わ
せ
て
柔
軟
に
動
け
る
人
が
求
め
ら
れ

て
い
る
と
実
感
し
ま
し
た
。
小
学
校
の
頃

か
ら
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
と
き
は
司

会
を
１
人
決
め
て
進
め
る
よ
う
に
っ
て
言

わ
れ
て
き
た
け
ど
、
そ
の
時
々
で
司
会
も

変
わ
っ
て
い
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
っ
て
。
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
や
状
況

に
合
わ
せ
て
対
応
で
き
る
人
に
な
れ
た
ら

と
思
い
ま
す
。

青
木
吉　
演
劇
教
育
か
ら
生
ま
れ
る
も
の

に
つ
い
て
、
平
田
さ
ん
の
本
を
読
ん
で
理

解
し
て
い
た
つ
も
り
で
し
た
が
、
実
際
に

レ
ッ
ス
ン
を
受
け
て
み
て
、
３
つ
の
高
校

と
い
う
異
な
る
文
化
の
人
間
が
コ
ン
テ
キ

ス
ト
を
埋
め
て
い
く
こ
と
の
難
し
さ
に
気

づ
き
ま
し
た
。
平
田
さ
ん
が
、「
大
学
入

意
見
を
聞
く
こ
と
、

周
り
を
見
る
こ
と
か
ら
、

生
ま
れ
る
も
の
。

金井文宏
稲盛経営哲学研究センター

客員教授

ファシリテーター

寺島なつき
立命館高校
３年生

青木吉弘
灘高校１年生

試
で
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
様

子
を
参
考
に
す
る
場
合
、
全
体
の
利
を
最

大
化
す
る
よ
う
に
自
分
が
動
け
る
能
力
の

あ
る
人
間
を
選
ぶ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
が
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
中
で
、

そ
の
能
力
の
重
要
性
を
実
感
し
ま
し
た
。

一
人
ひ
と
り
が
話
し
合
い
の
中
で
役
割
を

担
う
と
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
僕
は

あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た
け
ど
…
。

河
崎　
僕
は
２
回
目
の
参
加
で
し
た
。
僕

た
ち
（
表
現
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー

ス
）
は
、
３
年
間
ク
ラ
ス
が
一
緒
な
の
で

み
ん
な
仲
が
よ
く
て
、
作
品
を
創
る
時
も
、

ノ
リ
で
す
ぐ
に
決
ま
る
ん
で
す
。
で
も
こ

の
演
劇
教
室
で
は
、
全
く
知
ら
な
い
人
と

イ
チ
か
ら
演
劇
を
創
る
の
で
不
安
が
あ
り

ま
し
た
。
立
命
館
高
校
も
灘
校
も
、
普
段

の
生
活
で
は
ま
ず
知
り
合
う
こ
と
が
な
い

の
で
。
実
際
、
話
し
合
い
は
ス
ム
ー
ズ
に

進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
互
い
が
出
過
ぎ

た
り
、
誰
も
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ
た
り
。
そ

ん
な
中
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
続
け
る
こ
と

だ
け
が
、
チ
ー
ム
へ
の
貢
献
で
は
な
い
ん

だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
の
話
を

広
げ
て
い

く
、
聞
き

手
に
ま
わ

る
貢
献
の

方
法
も

あ
る
な
あ

と
。
そ
れ

か
ら
、
会
っ
た
ば
か
り
の
人
と
も
、
思
い

つ
い
た
ア
イ
デ
ア
を
口
に
出
せ
る
、
柔
ら

か
く
て
話
し
や
す
い
空
気
を
作
れ
る
と
い

う
の
も
、
大
事
な
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
今

回
で
き
て
な
か
っ
た
け
ど
。

金
井　
今
ふ
り
返
る
と
、
そ
の
時
ど
う
す

れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
？

河
崎　
い
き
な
り
作
品
の
構
成
に
つ
い
て

話
し
始
め
る
の
で
は
な
く
て
、
最
初
は
肩

の
力
を
抜
く
く
ら
い
の
感
覚
で
も
っ
と
フ

ラ
ン
ク
に
始
め
れ
ば
、
固
執
し
な
い
で
視

野
を
広
げ
ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

金
井　

３
日
間
一
緒
に
演
劇
を
創
っ
て
、

や
わ
ら
か
い
雰
囲
気
に
な
っ
た
？

河
崎　
互
い
を
活
か
し
て
、
互
い
を
自
分

の
中
に
混
ぜ
る
と
い
う
感
覚
は
つ
か
め
た

か
な
。

金
井　

立
命
館
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に

「B
eyond B

orders

」
と
い
う
の
が
あ
る

ん
で
す
が
、
垣
根
を
超
え
て
混
ざ
る
こ
と

が
大
事
な
ん
で
す
ね
。

「
聞
く
こ
と
」
と
「
引
く
こ
と
」、 

「
合
わ
せ
る
こ
と
」
で
完
成
度
は
高
ま
る
。

于　
私
も
Ｓ
Ｇ
Ｈ
の
ク
ラ
ス
に
い
て
、
海

外
の
生
徒
と
接
す
る
こ
と
が
多
い
の
で

す
が
、
彼
ら
と
話
す
内
容
と
、
教
室
で

友
だ
ち
と
話
す
内
容
が
か
け
離
れ
て
い

て
、
海
外
の
生
徒
の
方
が
逆
に
話
し
や
す

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ふ
だ
ん
日
本
語
を

話
す
の
と
は
、
別
の
頭
で
話
せ
る
か
ら
か

な
？　

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
デ
ィ
ベ
ー

ト
な
ど
、
自
分
の
意
見
を
主
張
で
き
る
の

が
い
い
。
ク
ラ
ス
で
は
話
す
と
き
は
、
女

子
同
士
で
話
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
多
い
。

今
回
は
そ
の
真
ん
中
か
な
？　

演
劇
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
共
通
項
っ
て
「
対

話
」
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
今

回
の
よ
う
に
知
ら
な
い
人
同
士
が
一
緒
に

や
る
場
合
、「
聞
く
こ
と
」
で
話
し
や
す

い
雰
囲
気
が
つ
く
れ
る
。
だ
か
ら
、
で
き

る
だ
け
み
ん
な
の
話
を
聞
こ
う
と
し
て
い

ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
私
た
ち
の
グ
ル
ー

プ
は
主
張
が
強
す
ぎ
て
、
収
拾
が
つ
か
な

く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
け
ど
。

金
井　
主
張
が
強
い
海
外
の
人
パ
タ
ー
ン

の
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。

于　
い
ろ
ん

な
意
見
が
出

て
き
て
、
登

場
人
物
が

ど
ん
ど
ん
変

わ
っ
て
、
ア
イ
デ
ア
が
分
散
し
て
い
っ
た
。

で
も
３
日
目
の
朝
、
バ
ラ
バ
ラ
の
意
見
が

つ
な
が
っ
て
、
一
つ
の
話
と
し
て
完
成
し

て
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。「
聞
く
こ
と
」
も

大
事
だ
け
ど
、
時
間
を
お
い
て
一
旦
引
い

て
見
る
こ
と
で
、
つ
な
が
り
が
わ
か
っ
て

く
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

青
木
大　
僕
は
于
さ
ん
と
同
じ
グ
ル
ー
プ

だ
っ
た
の
で
す
が
、
于
さ
ん
は
カ
オ
ス
を

何
と
か
し
よ
う
と
頑
張
っ
て
い
た
け
ど
、

僕
は
疲
れ
て
し
ま
っ
て
、
途
中
か
ら
ほ
と

ん
ど
し
ゃ
べ
ら
ず
、
ま
っ
た
く
貢
献
で
き

な
か
っ
た
。

金
井　
自
己
主
張
ば
か
り
の
中
で
折
れ
て

し
ま
っ
た
の
？

于　
そ
う
そ
う
。
だ
か
ら
、
青
木
く
ん
が

折
れ
て
い
る
な
あ
と
気
づ
い
た
ら
、「
ど
う

思
う
？
」
っ
て
話
し
か
け
る
よ
う
に
し
て

い
ま
し
た
。

金
井　
そ
れ
で
、
出
来
上
が
っ
た
作
品
に

は
納
得
で
き
た
？

青
木
大　
ま
さ
か
完
成
す
る
と
は
思
っ
て

い
な
か
っ
た
ん
で
す
。
場
を
〝
乱
し
て
〞

い
る
よ
う
に
見
え
た
人
が
、
最
後
に
が
ん

ば
っ
て
徹
夜
し
て
セ
リ
フ
と
か
完
成
さ
せ

た
り
し
て
い
て
…
。
一
人
で
や
っ
た
方
が

于愛佳
立命館高校
２年生

河崎正太郎
追手門学院高校

表現コミュニケーションコース
３年生

参
加
者
に
よ
る
座
談
会
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い
い
こ
と
も
あ
る
。
で
も
他
の
人
と
の
意

見
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
一
人
で
は
見

え
な
か
っ
た
こ
と
も
見
え
て
く
る
、
そ
こ

の
バ
ラ
ン
ス
が
難
し
い
。

于　
自
分
の
考
え
だ
け
で
突
っ
切
る
の
は

簡
単
だ
け
ど
、
み
ん
な
の
意
見
を
合
わ
せ

る
こ
と
で
完
成
度
は
さ
ら
に
上
げ
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
過
程
を
体
験
す
る

こ
と
が
、
今
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
大
切
な

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。
い
ろ

ん
な
視
点
を
整
理
で
き
た
と
き
に
、
い
い

結
果
が
生
ま
れ
る
。

青
木
大　
最
初
は
時
間
の
無
駄
に
見
え
た

議
論
が
、
後
か
ら
生
き
て
く
る
可
能
性
が

あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

違
い
を
受
け
入
れ
、
個
性
を
活
か
す
。 

時
に
は
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
も
大
事
。

和
田　
カ
ラ
ー
の
違
う
学
校
が
３
つ
揃
っ

て
、
意
見
が
ぶ
つ
か
っ
た
り
合
わ
な
か
っ

た
り
が
、
す
ご
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。

私
は
「
ぶ
つ
か
り
合
う
」
っ
て
い
い
な
っ

て
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
全
員
が
同
じ
意

見
で
も
つ
ま
ん
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

最
初
、
オ
リ
ザ
さ
ん
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

経
験
者
だ
け
で
演
劇
を
つ
く
っ
た
時
、
河

崎
く
ん
や
私

は
「
と
り
あ

え
ず
や
っ
て

み
よ
う
！
」

「
や
り
な
が
ら

つ
く
っ
て

い
こ
う
！
」

と
言
っ
て

い
た
ん
で

す
が
、
灘

校
の
人
は

冷
静
に
オ

リ
ザ
さ
ん
の
手
法
を
分
析
し
て
い
て
。
そ

の
時
、
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。
自
分
の
や
り

方
だ
け
で
進
め
よ
う
と
し
て
た
な
、
と
。

青
木
吉　
お
互
い
の
や
り
方
を
取
り
入
れ

た
の
が
よ
か
っ
た
と
思
う
。
ど
ち
ら
か
に

偏
る
必
要
は
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

和
田　
今
回
の
演
劇
教
室
も
そ
う
で
す
け

ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
っ
て
、
社

交
的
で
誰
と
で
も
し
ゃ
べ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
て
、
受
信
と
発
信
が
う
ま
く

で
き
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
う
ん

で
す
。
相
手
の
話
を
聞
い
て
、
そ
の
上
で

自
分
が
ど
う
返
し
て
い
く
か
と
か
、
そ
の

人
を
ど
う
生
か
し
て
い
け
る
か
と
考
え
る

の
が
大
事
な
の
か
な
。

青
木
大　
僕
の
場
合
は
、
本
に
は
ど
う
書

い
て
あ
る
か
と
か
、
周
り
の
人
の
意
見
を

集
め
る
の
が
得
意
。
で
も
そ
れ
っ
て
、
自

分
の
意
見
に
自
信
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
僕
か
ら
見
る
と
、
自
分
の
意

見
を
通
せ
る
人
は
す
ご
い
と
思
う
。
ど
っ

ち
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
か
は
あ
り
ま
せ

ん
。

于　
立
命
館
高
校
は
、
協
調
し
よ
う
、
積

極
的
に
み
ん
な
で

ま
と
ま
ろ
う
と
い

う
思
い
が
強
い
で

す
ね
。

河
崎　

組
体
操

的
な
感
じ
で
す

ね
。
う
ち
（
追
手

門
学
院
高
校
）
は

１
０
０
ｍ
走
的
な

（
笑
）。

寺
島　

確
か
に
！　

立
命
館
の
演
劇

部
で
は
、
主
役
を

立
て
ず
に
、
み
ん

な
そ
れ
ぞ
れ
問

題
を
抱
え
込
ん

で
い
て
、
そ
れ
が

集
ま
っ
た
時
に
…

と
い
う
よ
う
な
劇

を
よ
く
つ
く
り
ま

す
。

和
田　
灘
校
の
人

は
考
え
る
の
は
得

意
だ
け
ど
、
演
じ

る
と
な
る
と
抵
抗

が
あ
る
み
た
い
。
そ
れ
を
ム
リ
ヤ
リ
演
技

を
し
ろ
っ
て
言
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
ど
う

し
た
ら
お
も
し
ろ
い
か
考
え
よ
う
と
思
い

ま
し
た
。
そ
れ
で
一
度
、「
お
ど
お
ど
し
て

て
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
す
ご
く
は
ま
っ
て
。

素
だ
か
ら
お
も
し
ろ
い
。
ク
ス
っ
て
笑
え

　

平
田
オ
リ
ザ
氏
は
「
わ
か
り
あ
え
な
い

こ
と
か
ら
」（
講
談
社
現
代
新
書
）
ス
タ
ー

ト
す
る
方
が
よ
い
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
利
他
」
は
、
わ
か
り
あ
え
て
い
な
い
二

人
の
、
強
者
の
方
か
ら
弱
者
へ
の
〝
押
し

つ
け
〞
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

強
者
の「
利
他
」と
い
う
正
義
に
合
わ
せ
て
、

弱
者
が
演
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
利
益
を
引

き
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
「
利
他
」
と
い
う
実
践
の
前
に
、
ま
ず

お
互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路
を

Ｒ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｏ
総
括

ち
ゃ
う
。
お
い
し
い
キ
ャ
ラ
で
す
よ
ね
。

金
井　
な
る
ほ
ど
。〝
演
出
家
〞
と
し
て
、

そ
う
い
う
キ
ャ
ラ
で
使
え
る
と
思
っ
た
わ

け
ね
。

河
崎　
演
劇
に
限
ら
ず
、
み
ん
な
で
作
品

を
つ
く
る
と
い
う
の
は
、
自
分
の
考
え
を

言
う
こ
と
。
そ
し
て
、
相
手
に
も
考
え
が

あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
話
し
合
っ
て
理
解
し

よ
う
と
す
る
こ
と
な
ん
だ
と
思
う
。
た
だ

そ
こ
に
い
る
だ
け
で
は
何
も
わ
か
ら
な
い
。

金
井　
そ
れ
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
や
り
あ
う

と
い
う
の
と
ち
ょ
っ
と
違
う
感
じ
？

于　
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
勝
ち
負
け
が
つ
い
て
、

ど
ち
ら
か
の
意
見
に
変
え
な
い
と
い
け
な

い
。
今
回
は
、
二
つ
の
意
見
を
合
わ
せ
て

違
う
意
見
を
つ
く
っ
て
い
く
感
じ
。
意
見

を
共
有
し
て
一
緒
に
つ
く
る
っ
て
い
う
過

程
で
、
演
劇
以
外
の
部
分
も
普
通
に
話
せ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

金
井　

デ
ィ
ベ
ー
ト
と
「
対
話
」
の
違
い

に
気
が
つ
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
時

に
大
事
な
の
は
我
慢
す
る
こ
と
？

河
崎　
相
手
の
意
見
を
聞
い
た
上
で
、
何

が
最
も
適
切
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
大

事
。
我
慢
す
る
の
と
は
違
う
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
。

金
井　
な
る
ほ
ど
。
ふ
だ
ん
か
ら
そ
う
い

う
生
活
態
度
な
の
？　

そ
れ
と
も
演
劇
を

つ
く
る
時
に
そ
う
い
う
態
度
に
な
る
？

河
崎　

ふ
だ
ん
か
ら
心
が
け
て
は
い
ま

す
。

寺
島　
オ
リ
ザ
さ
ん
か
ら
「
個
性
を
ど
う

生
か
す
か
」
と
い
う
視
点
を
も
ら
っ
て
、

空
気
が
変
わ
り
ま
し
た
ね
。
ガ
ー
ル
ズ

ト
ー
ク
を
取
り
入
れ
よ
う
と
か
。

レ
ッ
テ
ル
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、 

一
人
ひ
と
り
を
見
る
こ
と
が
大
切
。

青
木
吉　
立
命
館
だ
か
ら
、
追
手
門
だ
か

ら
、
灘
だ
か
ら
っ
て
、「
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
」

じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
、全
体
で
見
る
ん
じ
ゃ

な
く
て
、
個
別
の
事
象
ご
と
に
当
て
は
め

て
い
く
っ
て
い
う
の
は
重
要
だ
な
っ
て
感

じ
ま
し
た
。

河
崎　
違
う
文
化
の
人
と
ど
う
や
っ
て
関

係
を
築
い
て
い
く
か
、
一
人
ひ
と
り
個
別

で
見
る
こ
と
の
大
切
さ
な
ど
、
こ
れ
か
ら

物
事
を
考
え
て
い
く
う
え
で
大
切
な
要

素
、
ア
イ
テ
ム
を
手
に
入
れ
た
感
覚
は
あ

り
ま
す
。

青
木
吉　
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
手
に
入
れ

た
も
の
が
、
自
分
の
ベ
ー
ス
の
中
に
入
っ

て
い
っ
て
、
意
識
し
な
い
う
ち
に
生
か
さ

れ
て
い
く
っ
て
い
う
の
、
い
い
な
。

河
崎　
無
意
識
の
う
ち
に
い
つ
か
生
か
さ

れ
る
、
日
常
生
活
の
ど
こ
か
で
生
き
て
い

る
。
自
分
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
よ

う
な
…
。

和
田　
私
に
は
い
つ
も
感
性
が
ぶ
つ
か
る

友
達
が
い
る
ん
で
す
け
ど
、
最
近
、
私
を

気
遣
っ
て
意
見
を
通
し
て
く
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
。
そ
れ
っ
て
、
私
は
す

ご
く
怖
い
こ
と
だ
っ
て
思
う
ん
で
す
。
反

対
意
見
が
な
い
か
ら
、一
人
よ
が
り
に
な
っ

て
し
ま
い
そ
う
で
…
。
こ
う
や
っ
て
ぶ
つ

か
る
こ
と
が
大
事
だ
っ
た
ん
だ
な
っ
て
、

今
回
、
気
づ
き
ま
し
た
。

和田奈那美
追手門学院高校

表現コミュニケーションコース
３年生

青木大将
灘高校１年生

金
井　
ぶ
つ
か
る
っ
て
い
い
こ
と
な
ん
だ

な
っ
て
再
確
認
し
た
？　

和
田　
む
し
ろ
恋
し
く
な
り
ま
し
た
（
笑
）

寺
島　
例
え
ば
、
同
じ
部
活
の
人
だ
け
で

固
ま
っ
て
い
る
と
近
寄
り
が
た
く
て
、「
○

○
部
の
人
」
っ
て
見
て
し
ま
う
け
ど
、
一

人
ひ
と
り
だ
と
話
し
や
す
か
っ
た
り
、
そ

れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
海
外

の
学
生
が
来
る
イ
ベ
ン
ト
で
も
、
海
外
生

と
ひ
と
塊
で
見
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
将
来

的
に
ど
こ
か
海
外
で
会
っ
て
も
、「
あ
の
時

は
！
」
と
言
え
る
よ
う
な
友
達
と
か
人
間

関
係
を
一
人
ひ
と
り
と
つ
く
っ
て
い
け
た

ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

開
く
必
要
が
あ
り
、
演
劇
づ
く
り
は
そ
の

回
路
を
開
く
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。
実
際
、
多
文
化
共
生
社
会

で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
カ
ナ
ダ
で
は
、

学
校
教
育
に
演
劇
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

参
加
生
徒
に
よ
る
座
談
会
で
の
発
言
か

ら
、
生
徒
た
ち
は
、
演
劇
づ
く
り
を
通
し

て
、文
化
の
異
な
る
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
や
合
意
形
成
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
、

多
く
の
気
づ
き
を
得
て
く
れ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
、
実
施
の
目
的
は
概
ね
達
成

で
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。（
金
井
文
宏
）

真剣なまなざしで生徒たちの演劇を見守るオリザ氏。

本番は、立命館大学大阪いばらきキャンパ
スフューチャープラザのオープンスペース
で実施。見学に加わる市民の方も。
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立
命
館
慶
祥
高
等
学
校
Ｉ
Ｒ
コ
ー
ス
で

は
、
高
１
・
高
３
と
、
先
住
民
族
で
あ
る

ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
学
ん
で
い
き
ま
す
。

ア
イ
ヌ
学
習
の
概
要

　

高
３
で
は
２
０
１
５
年
度
、
Ｉ
Ｒ
コ
ー

ス
の
「
国
際
社
会
」
の
授
業
で
「
ア
イ
ヌ

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
月
間
」
を
設
け
、

９
時
間
に
わ
た
る
集
中
講
義
を
実
施
。
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
ア
イ
ヌ
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
結
城
幸
司
氏
を
講
師
に
迎
え
、
ア
イ
ヌ

の
歴
史
や
文
化
、
ア
イ
ヌ
語
や
地
名
、
祭

祀
、文
様
な
ど
に
つ
い
て
学
び
、
歌
・踊
り・

楽
器
な
ど
の
ア
イ
ヌ
文
化
に
親
し
み
ま
し

た
。

　

そ
の
中
で
生
徒
た
ち
は
、
異
な
る
文

化
の
歴
史
を
知
る
こ
と
、
当
事
者
の
視
点

で
本
当
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
、
そ
の

歴
史
に
思
い
や
り
を
持
つ
こ
と
の
大
切
さ

を
、
具
体
的
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
北
海
道
と
い
う
地
を
古
く
か
ら

知
る
ア
イ
ヌ
の
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
か

ら
、
精
神
的
な
も
の
も
含
め
、
現
在
も
厳

し
い
環
境
で
あ
る
北
海
道
で
生
き
る
術
に

アイヌの踊りを習う生徒たち。

アイヌ文様は、渦巻きや流水、風、ツルなどをモチーフにしていると言われ
ています。

アイヌの歴史や文化について講義する結城幸司氏。

触
れ
る
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
高
３
の
国
内
研
修
と
し
て
ア

イ
ヌ
文
化
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
す
る「
ア

イ
ヌ
研
修
」
を
実
施
。
２
０
１
５
年
度
は
、

北
海
道
だ
か
ら
見
え
る
、多
文
化
共
生
の
未
来
。

立
命
館
慶
祥
高
等
学
校
Ｉ
Ｒ
コ
ー
ス 

● 

ア
イ
ヌ
文
化
学
習

北
海
道
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
、
近
く
て
遠
い
存
在
だ
っ
た
ア
イ
ヌ
民
族
。

立
命
館
慶
祥
高
校
Ｉ
Ｒ
（
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
）
コ
ー
ス
で
は
、
こ
の
身
近
な
異
文
化
に
学
ぶ
こ
と
こ
そ
、

異
な
る
価
値
観
を
持
つ
人
々
と
対
話
し
て
い
く
、
こ
れ
か
ら
の
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
と
考
え
、

ア
イ
ヌ
の
歴
史
・
文
化
・
価
値
観
を
学
ぶ
学
習
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

異
文
化
―
―
多
様
性
を
受
け
入
れ
た
と
き
、
生
徒
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
の
取
り
組
み
と
、
生
徒
の
感
想
を
紹
介
し
ま
す
。

ア
イ
ヌ
の
歴
史
・
文
化
の
情
報
発
信
拠
点

で
あ
る
阿
寒
湖
ア
イ
ヌ
シ
ア
タ
ー
〈
イ
コ

ロ
〉
で
の
ア
イ
ヌ
古
式
舞
踊
鑑
賞
や
ア
イ

ヌ
コ
タ
ン
見
学
、
阿
寒
湖
周
辺
の
森
の
散

策
や
ア
イ
ヌ
文
化
学
習
を
通
し
て
ア
イ
ヌ

文
化
を
体
験
し
ま
し
た
。

　

阿
寒
ア
イ
ヌ
工
芸
協
同
組
合
理
事
の
秋

辺
日
出
男
氏
の
講
演
で
は
、
少
数
民
族
と

し
て
差
別
や
人
権
無
視
に
さ
ら
さ
れ
た

「
観
光
ア
イ
ヌ
」
形
成
の
歴
史
が
紹
介
さ

れ
、
多
文
化
共
生
に
つ
い
て
深
く
考
え
る

機
会
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
前
田
一
歩

園
財
団
理
事
の
新
井
田
利
光
氏
の
ガ
イ
ド

に
よ
る
阿
寒
の
森
散
策
で
は
、
北
海
道
に

残
る
数
少
な
い
原
生
林
を
歩
き
な
が
ら
、

自
然
保
護
に
関
す
る
様
々
な
事
業
に
つ
い

て
説
明
を
受
け
、
ア
イ
ヌ
の
精
神
で
も
あ

る
「
自
然
と
の
共
生
」
に
つ
い
て
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

RITA
in

RITSUMEIKAN

03

アイヌ研修の様子。右中央の写真は阿寒湖アイヌシアター＜イコロ＞

身近な異
文化を

学ぶこと
が、

グローバ
ルに羽ば

たく

第一歩！



19 18

「
ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
」を
語
れ
る
こ
と
が
、

国
際
化
の
第
一
歩
。

江口明子
立命館慶祥中学校・
高等学校教諭

意識するアイヌ、
意識されるアイヌ。

観光アイヌの歴史から、
多文化共生の意味を学んだ。

アイヌの心を受け継ぎたい
〝イランカラプテ〞。

新たな文化の誕生は、
お互いを理解し合っていく

過程で起こる。

〝イランカラプテ〞～利他の心～
アイヌを通して見えてきたもの。

　アイヌの授業を受けてから、友達と意見を共有したり、課題
研究に活かしたり、部活（国際交流部）でお世話になったアイ
ヌの方と連絡を取ったり、楽しみながら学んでいる。私の両親
は東北出身であるため、私は北海道に生まれても自分のルーツ
や親戚は北海道になく、周りの友達を羨ましく思う時があった。
しかし、私が北海道に生まれたことに変わりはなく、将来どこ
に暮らしたとしても私の故郷は北海道だ。アイヌについて学ぶ
につれ、北海道に生まれてよかったと思う瞬間が驚くほど増え
ている。意識すれば、アイヌの作品やアイヌ語の看板が身の回
りにあることに気が付いた。知れば知るほど北海道が好きにな
る。知る機会を作ってくれたのもアイヌ、知る手段もアイヌ。土
地と人は切り離せない存在だと再認識した。近年、アイヌ文化
が、彼らの色と物語を失わずにうまく若者に広まり、互いに依
存のない共存に向けて進み始めている。双方が意識し、意識さ
れながら、少しずつ〝人〞と〝この土地〞を知っていくことが、
ローカルに生きグローバルに学ぶこれからの若者にとって、大
切なことだと考える。

清水妙さん

　私は、秋辺さんの話を聞くまで、観光に対して良い印象しか
持っていなかった。観光という言葉は光つまり、建物や景色、食
べ物など、文化を観ることである。私はこれだけを聞いてもま
だ観光については良いイメージしか出てこなかった。しかし、観
光アイヌの話を聞いた時は、今までは考えたことのないこと
だったので、とても良い学びになった。まず、人権無視の問題
だ。昔、アイヌ民族の女の人は動物園の動物のような扱いを受
けていたということを知り、昔のアイヌ民族の人々の扱いが酷
かったこと、アイヌ民族が観光に対して抱いていたイメージが
とてもリアルに伝わってきた。アイヌ民族の女たちは写真を撮
られ、体を触られ、人間としての扱いを全くされなかった。ま
た、秋辺さんの友人の話では、アイヌ民族は普通に人間の食事
をするものではないと思っていた人もいたそうだ。秋辺さん自
身も、熊ばかり食べていたから毛深いのだと言われたこともあ
るそうだ。このようなことになってしまったのは、多文化共生
という考え方がまだなかったからだ。私たちは、このように傷
ついた人々がいることをしっかりと理解し、多文化共生につい
て考えていかなくてはならない。

上西咲絵さん

　今回の学習で私が深く考えさせられたのはアイヌの言葉や精
神だ。一番印象に残っている言葉は、〝irankarapte（イランカラ
プテ）〞。「あなたの心に触らせてください」という意味を持って
いる。そもそも、〝ものを大切にする〞、〝ひとつひとつのものに
は神様が宿っている〞そのような考え方を言葉で表す
と〝irankarapte（イランカラプテ）〞なのだという。ひとつひと
つのものごと、たくさんの人、ひとりひとり、すべてのこと
に〝irankarapte（イランカラプテ）〞の気持ちで接することがで
きれば、それはアイヌの精神を伝承することと同時に、現代を
生きる私たちの事も大きく成長させてくれる。アイヌは常に自
分以外のものをとても大切にし、すべてのものに感謝の気持ち
を持ってきた。そんなアイヌの文化を残していかなければなら
ず、それが、今の私たちに足りないものであると実感した。

今野綾香さん

　アイヌ研修で提示された「自文化を保ったまま異文化と共存
するべきか」「自文化と多文化のミックスを行っていくべきか」
という対立したテーマについて、私は後者に賛成する。なぜな
ら、様々な文化の融合は避けられず、無理に自文化の独自性を
保とうとすれば、新たな軋轢が生まれるのではないかと推測し
たからである。文化と文化が混ざり合うことによる新たな文化
の誕生は、お互いを理解し合っていく過程で起こり得るもので
あると私は考える。ただしそれは一概に今ある文化の固有性の
保存を否定するものではなく、あくまで伝統は伝統として後継
していく決意が必要であるし、対等な文化交流のためには自文
化に誇りを持つことが不可欠だ。例としては、アイヌの伝統音
楽に世界のポピュラーミュージックを取り入れてプロデュース

する OKIさんが
いる。彼は自文化
に誇りを持って
いるからこそ、双
方の良いところ
を取り入れた新
たな音楽を産み
出せるのだ。

佐々木悠さん

　

グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
と
い
う
と
、
英
語
教

育
や
海
外
研
修
が
頭
に
浮
か
び
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
も
大
切
な
の
で
す
が
、
も
っ

と
大
切
な
の
は
、自
分
た
ち
の「
ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
」

に
つ
い
て
語
れ
る
こ
と
で
す
。
立
命
館
慶

祥
高
校
の
生
徒
な
ら
、
地
元
北
海
道
の
こ

と
―
―
ル
ー
ツ
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
語
る

も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
北
海
道
に
は
先
住

民
族
ア
イ
ヌ
の
長
い
歴
史
が

あ
り
、
足
元
の
異
文
化
を
理

解
し
て
い
く
こ
と
が
、
国
際

化
の
第
一
歩
に
な
り
ま
す
。

　

北
海
道
で
は
、
小
学
校

で
ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
学
び
ま

す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
知
識

と
し
て
イ
ン
プ
ッ
ト
し
た
状

態
で
、
当
事
者
意
識
を
育

て
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
っ
て

い
ま
せ
ん
。
立
命
館
慶
祥

高
校
の
Ｉ
Ｒ
コ
ー
ス
で
は
、

ア
イ
ヌ
の
文
化
や
歴
史
に
つ

い
て
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
実

際
に
現
地
に
行
っ
て
ア
イ
ヌ

の
人
々
と
交
流
す
る
「
ア
イ

ヌ
研
修
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
目
で
見
て
、
直
接

ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
話
を

聞
く
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
の

意
識
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

ニ
ュ
ー
ス
で
聞
く
話
と
、
実
際
の
現
場
で

は
違
い
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
シ
チ
ズ
ン

シ
ッ
プ
教
育
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
Ｉ
Ｒ
コ
ー
ス
で
は
、「
ア
イ
ヌ
研
修
」
の

後
、
生
徒
た
ち
は
ロ
ー
カ
ル
に
根
ざ
し
た

レ
ポ
ー
ト
を
書
き
ま
す
。
自
分
な
り
の
考

え
を
ま
と
め
る
こ
と
で
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ

が
ア
イ
ヌ
研
修
の
意
義
を
問
い
直
す
こ
と

に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
生
徒
代
表
が
多

文
化
共
生
の
先
進
都
市
、
カ
ナ
ダ
の
バ
ン

ク
ー
バ
ー
に
も
研
修
に
行
き
、「
ア
イ
ヌ
文

化
を
ど
う
継
承
し
て
い
く
の
か
？
」
に
つ

い
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
意

見
を
も
ら
い
ま
す
。
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の

生
の
声
を
持
っ
て
、
多
文
化
共
生
の
先
進

都
市
に
行
き
、
少
数
民
族
の
文
化
を
尊
重

す
る
政
策
を
学
ん
で
く
る
の
で
す
。

　

ア
イ
ヌ
研
修
を
終
え
た
生
徒
た
ち
の
多

く
は
、
地
元
を
離
れ
、
立
命
館
大
学
に
進

学
し
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
と
て
も
う
れ
し

い
知
ら
せ
を
受
け
ま
し
た
。
自
然
と
共
生

し
身
の
丈
に
合
っ
た
生
活
を
望
む
人
生
観

や
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
絆
な
ど
、
ア
イ
ヌ

文
化
に
惹
か
れ
た
立
命
館
慶
祥
高
校
の
卒

業
生
の
有
志
が
、
ア
イ
ヌ
語
で
太
陽
神
を

意
味
す
る
「
ペ
ケ
レ
チ
ュ
プ
」と
い
う
サ
ー

ク
ル
を
立
ち
上
げ
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
関
す

る
調
査
や
現
地
体
験
を
も
と
に
、
異
文
化

理
解
や
多
文
化
共
生
に
つ
い
て
学
び
続
け

て
く
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

２
０
１
７
年
度
の
ア
イ
ヌ
研
修
で
は
、

彼
ら
大
学
生
と
連
携
し
、
平び

ら
と
り取
・
二に

ぶ
た
に

風
谷

で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
検
討
し
て
い
ま

す
。
ア
イ
ヌ
文
化
に
造
詣
の
深
い
本
田
優

子
氏
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、「
生
き
た

文
化
」
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
を
、
高
校
生
た

ち
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
く
か
、
大
学

生
に
も
入
っ
て
も
ら
い
、
考
え
て
い
き
た

い
で
す
。
高
大
連
携
の
新
し
い
か
た
ち
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

カナダ研修でのアイヌ文化継承に関する発表の様子。

樺太・アイヌの伝統楽器「トンコリ」奏者の
OKI氏が率いる「DUB AINU BAND」。

カナダ研修では、スタンレーパークやピースアーチ、ブリティッシュコロンビア大学、セントジョーンズス
クールなどを訪れました。

※アイヌ衣装の写真提供：公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構
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国
際
バ
カ
ロ
レ
ア（
Ｉ
Ｂ
）と
は
、
帰
国

子
女
等
、
親
の
職
業
の
関
係
等
で
国
を
超

え
て
進
学
す
る
子
ど
も
た
ち
が
、
継
続
的

に
学
習
で
き
る
よ
う
、
特
定
の
国
の
教
育

政
策
に
偏
ら
な
い
大
学
進
学
用
の
国
際
統

一
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
、
ス
イ
ス
に
本

拠
地
が
あ
る
非
営
利
法
人
国
際
バ
カ
ロ
レ

ア
機
構
が
提
供
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

す
。
デ
ィ
プ
ロ
マ
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｄ
Ｐ
）
は
、

大
学
入
学
前
の
２
年
間
に
対
応
す
る
も
の

で
、
日
本
で
も
文
部
科
学
省
が
、
２
０
１
８

年
ま
で
に
導
入
校
を
２
０
０
校
ま
で
増
や
す

と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　

立
命
館
高
校
Ｉ
Ｂ
コ
ー
ス
で
は
、
Ｉ
Ｂ

Ｄ
Ｐ
の
３
つ
の
中
核
―
―
Ｔ
Ｏ
Ｋ（Theory 

of Know
ledge

／
知
識
の
理
論
）、
Ｃ
Ａ
Ｓ

（C
reativity, Action, Service

／
創
造
性
・

活
動
・
奉
仕
）、
Ｅ
Ｅ
（Extended Essay

／
課
題
論
文
）
及
び
６
つ
の
科
目
群
を
通

し
て
全
人
的
な
教
育
を
行
い
、
探
究
心
や

進
取
の
精
神
を
育
成
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

国
語
を
除
く
全
科
目
の
授
業
を
英
語
で
実

施
し
て
い
ま
す
。

で
、
生
徒
た
ち
が
、
Ｉ
Ｂ
の
学
習
者
像
の

特
質
を
実
践
す
る
包
括
的
な
学
び
の
機
会

と
な
り
ま
す
。

　

立
命
館
宇
治
高
等
学
校
で
は
、
Ｉ
Ｂ

コ
ー
ス
の
生
徒
は
、
１
学
年
25
人
。
Ｃ
Ａ

Ｓ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
教
員

が
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

２
〜
３
人
の
生
徒
を
受
け
持
ち
、
活
動
の

進
行
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
。

　

Ｉ
Ｂ
Ｄ
Ｐ
の
中
核
の
ひ
と
つ
で
あ
る
Ｃ

Ａ
Ｓ
は
、「
創
造
性
」「
活
動
」「
奉
仕
」
の

３
つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

日
本
の
大
学
入
試
で
は
、
短
時
間
の
う

ち
に
正
解
を
多
く
出
せ
る
か
を
試
す
テ
ス

ト
で
、
一
回
勝
負
で
高
得
点
を
得
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、〝
い
い
大

学
〞
へ
多
く
の
生
徒
を
入
れ
よ
う
と
す
る

日
本
の
一
般
の
高
校
で
は
、
正
解
を
暗
記

し
て
い
く
受
験
勉
強
に
、
教
育
が
集
約
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
立
命
館
宇
治
高

校
の
Ｉ
Ｂ
コ
ー
ス
で
は
、
Ｃ
Ａ
Ｓ
に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
に
、
自
発
的
に
〝
探
究
学
習
〞

を
組
み
立
て
、
学
び
の
手
法
も
自
ら
切
り

開
い
て
い
き
ま
す
。
通
常
の
授
業
科
目
で

も
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
、
生
徒
が

自
ら
リ
サ
ー
チ
し
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

し
て
学
び
、
プ
レ
ゼ
ン
す
る
。
文
科
省
も

次
期
学
習
指
導
要
領
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー

ニ
ン
グ
に
か
じ
を
切
っ
た
現
在
、
立
命
館

宇
治
高
校
の
Ｉ
Ｂ
の
試
み
が
、
日
本
の
高

校
教
育
を
先
導
す
る
時
が
来
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｂ
Ｄ
Ｐ
と
は
？

Ｃ
Ａ
Ｓ
と
は
？

Ｉ
Ｂ
コ
ー
ス
の
可
能
性

考
え
、行
動
し
、そ
し
て
社
会
に
働
き
か
け
る
。

立
命
館
宇
治
高
等
学
校
Ｉ
Ｂ
コ
ー
ス 

● 

Ｃ
Ａ
Ｓ
プ
ロ
グ
ラ
ム

立
命
館
宇
治
高
等
学
校
Ｉ
Ｂ
コ
ー
ス
は
、
世
界
の
大
学
へ
の
出
願
・
入
学
資
格
を
得
ら
れ
る

国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｉ
Ｂ
Ｄ
Ｐ
）
に
準
じ
た
全
人
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
核
を
な
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ひ
と
つ
が
「
Ｃ
Ａ
Ｓ
（
創
造
性
・
活
動
・
奉
仕
）」。

「
奉
仕
」
と
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を
指
し
、
Ｉ
Ｂ
Ｄ
Ｐ
で
も
利
他
の
心
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

実
際
Ｉ
Ｂ
コ
ー
ス
で
は
、
生
徒
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
い
、
ど
ん
な
学
び
を
得
て
い
る
の
か
を
紹
介
し
ま
す
。

　IBコース２年生の宝珠里さんは、イン
ターナショナルスクール出身。人前で話す
のが好きで、現在は生徒会長をしています。
　「私は人前で話すのが好きなので、ス
ピーチコンテストやプレゼンには積極的
に出ています。賞をいただいたこともあり
ます。審査員の方からも、人前で話す職業
につきなさいと言われました。でももし、
CASがなければ、このモチベーションも
続かなかったかもしれません」。という珠
里さん。スピーチの持続的なテーマは、「日
本の英語教育を変えたい」という思い。コ
ンテストは、自分の意見を学校以外の一般
の人にも聞いてもらえるチャンスだとと

　CASの活動を進めるのは生徒自身です。例
えば、宇治川の掃除をした時は、宇治市役所
の方にスーパーバイザーになっていただきま
したが、そのアポイントや相談もすべて、生徒
たちで行いました。
　また、CASでは、失敗も大事な経験と考え
ています。成功させることが目的ではなく、活
動のプロセスから何を学ぶか？　ですから、最
も大切なプロセスはリフレクションです。クリ
ティカルシンキングができているか、その
チェックは私たちもやりますが、生徒自身が自
分の〝強み〞を見つけたり、自己分析できたり
することに重きを置いています。

　IBコース３年生の樋原ありすさんは、ア
メリカ、カナダから、８歳の時に日本に帰
り、一般の小学校に転入しました。帰国子
女は一般的に、日本の学校に行かず、イン
ターナショナルスクールに通うケースが
多いのですが、ありすさんの場合も、日本
の学校に入ったものの、海外との落差を感
じていたそうです。そこで、IBコースのあ
る立命館宇治中学校・高校に入学しました。
　「CASでは、自分の好きなことや、今ま
でやったことのないことにチャレンジし
ていきます。大学入試でアピールするため
にするんじゃないんです。大きなプロジェ
クトでなくてもいいし、失敗してもいい。
私も、スキーのトリップをしようと企画し
ましたが、うまくプランできず断念しまし
た。でも、それはそれでいいんです。日本
人は成功した証を重視しますが、CASで
は成功したかどうかではなく、そこから何
を学べるかということが大切なので」とあ
りすさんは話す。
　実はありすさんは、2015年度のCASア
ワードで大賞を受賞しています。CASア

らえています。
　CASでは、幼稚園のボランティアに行
きました。「私は英語教育は幼稚園から始
めるべきだと思っています。今は小学生か
ら英語教育を始めていますが、それでは遅
すぎる。小学生になると自我が芽生えてき
て、恥ずかしがって話さなかったりしま
す。恥ずかしさを感じていない、幼稚園の
頃から英語を学び始めたら、もっと素直に
学べるのではないかと考えています」。
　珠里さんは将来を考え、IBコースの「学
習者像」に共鳴して、立命館宇治中学校・
高校を選択しました。「暗記中心の受験勉
強をするのは時間の無駄でしょう？」と珠

里さんは笑います。
　「現在のところ、進学は日本の大学を考
えています。日本で学んで、もし海外に行
きたくなったら、留学しようと思っていま
す。ただ、日本の大学に進学した時、周り
が意見のない人たちばかりだったらと思
うと少し不安ですね。でも、ディスカッ
ションをリードするスキルもここで学ん
できたので、みんなの役に立ちたいと思い
ます。立命館宇治高校の IBコースには、自
分のコンセプトを理解し、応援してくれる
先生がいます。入試がゴールではないとわ
かっている先生方がいることは、心強いで
すね」。 ワードとは、立命館宇治高校の IBコース

独自の制度で、２年間の CAS活動とポー
トフォリオを教員が評価します。ありすさ
んは、書道部に属し、模擬国連に参加する
など、さまざまな活動を行ってきました。
中には失敗したプロジェクトもありまし
た。それらの２年間の活動と、その活動に
対するリフレクション（省察）の深度から、
大賞に選ばれたのです。
　帰国後、日本の教育に抱いた違和感か
ら、ありすさんは、日本の教育を何とか変
えていくことはできないかと考えていま
す。「子供が好きなので、アメリカの大学
で、ボランティアや幼児教育を学んで、日
本に戻ってきたいです。今は、リベラル
アーツを学べる少人数の大学を中心に、出
願する大学を選んでいます。カリキュラム
を自分で組み立てられるので、幼児教育を
中心に、例えばビジネスなどの授業も、幅
広く受けてみたいと思っています。アメリ
カの大学は、社会との接点が多いので、理
論だけを詰め込むのではなく、社会の中で
実践的に学べるのがいいです」。

宝 珠里さんの活動

樋原ありすさんの活動

CASでは失敗も大事な経験

Mr. Kim Fong ONG
立命館宇治高校 IBコース教諭
CASコーディネーター

RITA
in

RITSUMEIKAN

04
日本の入

試に照準
を

当てない
IBコース

だからで
きること
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再
生
に
尽
力
し
た
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
取
締
役

を
退
い
た
２
０
１
３
年
３
月
か
ら
半
年

後
の
９
月
、
稲
盛
和
夫
氏
が
、
日
本
再

生
へ
の
思
い
、
考
え
を
ま
と
め
、
４
年

ぶ
り
に
書
き
下
ろ
し
た
の
が
こ
の
著
書

『
燃
え
る
闘
魂
』。
Ｊ
Ａ
Ｌ
取
締
役
の
激

務
か
ら
解
放
さ
れ
た
稲
盛
氏
が
、
自
身

の
経
営
経
験
や
哲
学
に
照
ら
し
、「
日
本
」

と
い
う
国
の
あ
り
方
、
行
く
末
に
思
い

を
馳
せ
、
持
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
２
本
柱
が
、「
燃
え
る
闘
魂
」
と

「
徳
」。

　

燃
え
る
闘
魂
と
は
、「
な
に
く
そ
、
負

け
て
た
ま
る
か
」
と
い
う
不
屈

の
精
神
の
こ
と
。
高
い

目
標
を
掲
げ
、

そ
の
実
現
に
執
念
と
も
い
え
る
強
い
思
い

を
も
っ
て
挑
む
こ
と
が
重
要
だ
と
稲
盛
氏

は
言
い
ま
す
。
戦
後
、
日
本
が
驚
く
べ
き

復
興
を
遂
げ
た
の
も
、燃
え
る
闘
魂
が
あ
っ

た
か
ら
。
そ
し
て
そ
の
前
提
と
し
て
「
世

の
た
め
人
の
た
め
」
と
い
う
高
邁
な
精
神

「
徳
」
を
備
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
。

つ
ま
り
、
徳
に
制
御
さ
れ
た
燃
え
る
闘
魂

こ
そ
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
成
功
の
源
で
あ
り
、

日
本
の
舵
取
り
に
お
い
て
も
、
徳
と
い
う

優
し
く
思
い
や
り
に
満
ち
た
価
値
観
で
、

経
済
や
軍
事
を
制
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
。

　

ソ
連
邦
の
崩
壊
の
後
、
世
界
は
資
本
主

義
を
唯
一
の
経
済
シ
ス
テ
ム
と
し
、
金
融

資
本
を
軸
と
し
た
「
市
場
原
理
主
義
」「
成

果
主
義
」
を
社
会
原
理
と
し
て
受
け
入
れ

た
結
果
、
強
欲
で
利
己
的
、
拝
金
的
な
資

本
主
義
が
世
界
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
稲
盛
氏
は
、己
の
た
め
で
は
な
く
、

社
会
の
た
め
に
利
益
を
追
求
す
る
シ
ス
テ

ム
と
し
て
、
本
来
の
資
本
主
義
を
復
活
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
正
し
い
倫
理
観
、
強
い
道
徳
観
を

ベ
ー
ス
に
し
た
「
徳
」
に
よ
る
資
本

主
義
。
私
た
ち
日
本
人
が
、「
徳
」

と
い
う
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
広
め
る

こ
と
で
、
資
本
主
義
の
新
し
い
か

た
ち
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

具
体
的
な
目
標
を
立
て
て
、

強
烈
な
願
望
を
も
っ
て
や
り
抜
く

（
稲
盛
経
営
12
カ
条
よ
り
）

マ
イ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社 

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
統
括
本
部

総
務
・
人
事
本
部 

社
員
力
強
化
セ
ン
タ
ー

フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
推
進
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

鈴
木
裕
子
さ
ん

　
２
０
１
６
年
４
月
か
ら
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
フ
ィ
ロ
ソ

フ
ィ
の
理
解
・
実
践
を
推
進
す
る
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ

推
進
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
に
着
任
し
た
鈴
木

裕
子
さ
ん
。
Ｄ
Ｄ
Ｉ
時
代
に
も
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
教

育
推
進
室
に
在
籍
し
て
い
ま
し
た
。

　
「
新
入
社
員
研
修
で
稲
盛
最
高
顧
問
が
話
さ
れ

た
説
話
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
て
、
私
の
働

く
姿
勢
に
今
も
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
中
国

に
住
む
あ
る
村
人
が
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
村

が
つ
ま
ら
な
い
か
ら
と
別
の
村
に
引
っ
越
し
て
は

『
こ
の
村
は
お
も
し
ろ
い
で
す
か
？
』
と
聞
く
の

で
す
が
、
あ
る
時
『
お
も
し
ろ
い
か
ど
う
か
は
あ

な
た
次
第
で
す
よ
』
と
言
わ
れ
る
と
い
う
話
で

す
。
目
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
た
気
が
し
ま
し
た
」。

仕
事
の
面
白
さ
を
決
め
る
の
は
自
分
次
第
。
鈴

木
さ
ん
の
仕
事
の
流
儀
は
、
こ
の
と
き
の
説
話
に

支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
推
進
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
に

着
任
し
、
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
企
業
へ
変
革
す
る
と

い
う
中
期
経
営
計
画
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。「
こ

の
３
年
で
通
信
会
社
と
い
う
枠
を
超
え
る
と
い

う
宣
言
で
す
。
こ
の
大
き
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
実
現

す
る
に
は
、
全
社
員
が
目
標
達
成
に
心
を
揃
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
個
々
の
改
善

レ
ベ
ル
で
は
追
い
付
か
な
い
。
今
一
度
フ
ィ
ロ
ソ

フ
ィ
に
立
ち
戻
り
、
ベ
ク
ト
ル
を
揃
え
て
、
ま
っ

す
ぐ
に
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え

ま
し
た
」。

　

そ
こ
で
今
年
度
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
活
動
の
軸
と

し
た
の
が
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
【
第
３
章　

仕
事
の
流
儀
：
高
い
志
を
抱
き
、
具
体
的
な
目

標
を
立
て
る
。
絶
対
に
達
成
す
る
と
い
う
強
烈

な
願
望
を
持
ち
、
成
功
す
る
ま
で
あ
き
ら
め
ず

に
や
り
抜
く
。
そ
し
て
、
達
成
し
た
喜
び
を
分

か
ち
合
う
】
で
す
。
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
勉
強
会
は
、

役
職
ご
と
に
参
加
す
る
階
層
別
と
全
社
員
向
け

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
全
て
を
〝
仕
事
の
流
儀
〞

を
軸
と
し
て
今
年
度
は
展
開
す
る
と
決
め
ま
し

た
。
そ
う
す
る
と
、
本
部
長
も
部
長
も
自
身
の

組
織
で
〝
仕
事
の
流
儀
〞
を
元
に
し
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
部
下
へ
伝
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
耳

に
浸
透
さ
せ
る
っ
て
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。

言
っ
た
人
も
自
分
の
耳
で
繰
返
し
聞
き
ま
す
し
、

聞
い
た
部
下
も
自
分
の
言
葉
と
し
て
行
動
に
移

せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
」。

　

中
期
経
営
計
画
発
表
か
ら
半
年
、
ベ
ク
ト
ル

を
揃
え
た
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
活
動
の
成
果
が
、
少
し

ず
つ
で
す
が
見
え
て
き
た
そ
う
で
す
。
各
本
部

の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
推
進
担
当
者
が
集
ま
り
課
題
・

成
果
・
活
動
内
容
を
共
有
す
る
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

で
は
、
半
年
前
と
比
較
す
る
と
発
表

内
容
が
充
実
し
て
き
た
と
い

い
ま
す
。
目
標
を
立
て

て
１
か
月
ご
と
に
進

捗
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
、
本
部
長

や
部
長
が
積

極
的
に
中

期
目
標
を

語
る
な
ど

の
具
体
的

な
行
動
が

で
き
る
し

く
み
が
取

り
入
れ
ら
れ

て
い
た
の
で

す
。

　
こ
こ
ま
で
〝
仕
事

の
流
儀
〞
を
浸
透
さ
せ

る
に
は
、
も
ち
ろ
ん
苦
労
も

あ
り
ま
す
。「
担

当
者
へ
『
で
、
何
や
る
の
？　

い
つ
や
る
の
？
』
と
何
度
も
繰
返
し
確
認
し
て

ま
す
よ
（
笑
）」。
そ
ん
な
鈴
木
さ
ん
を
支
え
た

フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
が
、「
具
体
的
な
目
標
を
、
強
烈

な
願
望
を
も
っ
て
や
り
抜
く
」。「
物
事
を
進
め

る
に
は
、〝
熱
〞
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。
私

の
熱
が
担
当
に
伝
播
し
、
真
剣
に
取
り
組
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
今
後
も
継
続
し
て
い
き
ま
す
」。

KDDIフィロソフィ第３章【仕事の流儀】図解
鈴木さんをはじめ、フィロソフィ推進グループでは、

この図解を示しながら、今年度のフィロソフィ活動を進めていきます。

一丸と
なって

本気
本音

闘争心

現地
現物

常に
創造的

外を見て
内を知る

自ら
燃える

チャレンジ
精神

第３章
仕事の流儀

目線を
上げる

能力は
進歩する

フェアプレイ
精神

たゆまぬ
努力

決断
行動

高い志

喜びを
分かち
合う

あきらめず
やりぬく

強烈な
願望

具体的
目標

Pe
rso
n『燃える闘魂』

（稲盛和夫著／毎日新聞社）

日
本
再
生
は「
富
国
有
徳
」か
ら
。

世
の
た
め
人
の
た
め
に
貢
献
す
る

「
徳
」に
よ
る
資
本
主
義
と
は
？

B
b o o k

私
の

稲
盛

哲
学

vol . 0 4

京
セ
ラ
・
K
D
D
I
・
J
A
L
グ
ル
ー
プ
を
哲
学
経
営
で
率
い
て
き
た
稲
盛
和
夫
氏
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
社
員
の
皆
さ
ん
が
稲
盛
哲
学
を
ど
の
よ
う
に
咀
嚼
し
、

自
分
の
も
の
と
し
て
い
る
の
か
、
仕
事
で
の
実
践
に
つ
い
て
お
話
を
お
聞
き
し
ま
す
。オンラインで稲盛哲学のエッセンスを学ぶ

稲盛和夫オフィシャルサイト
　稲盛和夫氏の人生哲学、経営を広く世界に発信する
ことを目的に、経営者としての半生や社会貢献活動、
著書などが広く紹
介されています。
10月には英語版が
リニューアル。稲
盛哲学に興味を
持った方は、ぜひ
チェックしてみて
ください。

日本語：http://www.kyocera.co.jp/inamori/
英　語：http://global.kyocera.com/inamori/
中国語：http://www.kyocera.com.cn/inamori/　　
※スマートフォン表示にも対応しています。

稲盛哲学授業づくり研究会キックオフ企画イベント

稲盛和夫氏の生き方・働き方に学ぶ
道徳教育・キャリア教育
　利他の心をベースにした経営で、京セラ・KDDI・JALを率いてき
た稲盛和夫氏。その根底にあるシンプルで力強い哲学・稲盛フィロソ
フィをもとに、「生きる力」を育む「道徳」や「キャリア教育」等の授業
プログラムや教材を、一緒に開発していきませんか？　今回はキック
オフ企画として、RITA LABOから稲盛氏の半生と、現在試行中の授
業プログラムを紹介します。教員、教育関係の方はもちろん、教育
に関心のある市民の皆さまも、ぜひご参画ください。
　　　　　　  長谷川 昭（RITALABO研究員　立命館小学校 副校長）
　　　　　　  倉石 寛（稲盛経営哲学研究センター 副センター長）
　　　　　　  金井 文宏（稲盛経営哲学研究センター 客員教授）

開催日程　2017年１月14日（土）　
開催時間　14:00-17:00　※13:40受付開始
集合場所　立命館大学大阪いばらきキャンパス
　　　　　フューチャープラザ（B棟）５階　クロノトポス
参加費　　無料
募集人数　30名
お問合せ　稲盛経営哲学研究センター 072-665-2585

詳細・お申込みはこちらから　https://goo.gl/tf7IIM

W EB  S I T E

Infomation R I TA  S C HO OL

リニューアルした英語版オフィシャルサイト
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