
 

  

言
葉
の
意
味
を
知
り
た
い
と

き
、
現
在
は

『ヤ
フ
ー
』
や

『グ
ー

グ
ル
』
で
検
索
し
た
り
、
『ウ
ィ
キ
ペ

デ
ィ
ア
』
を
見
た
り
と
い
う
の
が
主

流
で
す
。
け
れ
ど
も
、
紙
の
書
籍
と

し
て
市
販
さ
れ
て
い
る
国
語
辞
典

は
、
今
も
健
在
で
す
。
さ
ら
に
、
読

書
好
き
の
人
た
ち
の
間
で
は
、
辞
典

を
、
「意
味
を
調
べ
る
」
と
い
う
本
来

の
用
途
だ
け
で
な
く
、
「読
む
」
と
い

う
楽
し
み
方
で
用
い
る
こ
と
も

多
々
あ
る
と
い
い
ま
す
。
各
書
店
か

ら
出
さ
れ
て
い
る
辞
典
に
は
そ
れ

ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
を
読
み

比
べ
る
と
い
う
面
白
さ
も
あ
る
よ

う
で
す
。
言
葉
の
意
味
を
調
べ
る
と

い
う
本
来
の
在
り
方
は
も
ち
ろ
ん
、

読
書
と
い
う
捉
え
方
で
も
、
最
も
ポ

ピ

ュ
ラ
ー
な
の
が
、
岩
波
書
店
の

『広
辞
苑
』
で
す
。 

 

予
備
校
講
師
で
タ
レ
ン
ト
と
し

て
も
活
躍
中
の
林
修
さ
ん
は
、
「東

大
生
の
多
く
が
、
広
辞
苑
な
ど
の
辞

書
を

〝引
く
〟
の
で
は
な
く

〝読
む
〟

と
い
う
方
法
で
楽
し
ん
で
い
た
」
と

語
っ
て
い
ま
す
。
林
さ
ん
も
、
東
大

時
代
に
は
、
読
み
物
と
し
て
広
辞
苑

を
２
回
も
読
破
し
た
そ
う
で
す
。 

 

『広
辞
苑
』
は
、
中
型
国
語
辞
典

（十
万
～
二
十
万
語
規
模
の
辞
典
）

と
し
て
は
三
省
堂
の
『大
辞
林
』
と

並
ん
で
両
雄
と
さ
れ
る
、
最
も
有
名

な
国
語
辞
典
で
す
。
岩
波
書
店
は
、

戦
前
か
ら
定
評
の
あ

っ
た
国
語
辞

典
『辞
苑
』を
大
幅
に
改
訂
し
た
『広

辞
苑
』
を

一
九
五
五

（
昭
和
三
十
）

年
五
月
二
十
五
日
に
発
刊
し
ま
し

た
。
以
来
、
現
在
ま
で
に
第
七
版
ま

で
が
発
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
は

携
帯
機
器
に
電
子
辞
書
の
形
で
収

録
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
収
録
語
数

は
、
最
新
の
第
七
版
で
約
二
十
五
万

語
。
日
本
国
内
は
も
と
よ
り
、
世
界

の
社
会
情
勢
や
約
三
千
点
の
図
版
・

地
図
な
ど
を
収
録
し
、
百
科
事
典
の

よ
う
な
働
き
を
も
し
ま
す
。 

 

一
方
で
、
時
事
用
語
を
多
く
扱
う

百
科
事
典

『
現
代
用
語
の
基
礎
知

識
』
『
イ
ミ
ダ
ス
』
『知
恵
蔵
』
の
よ

う
に
、
新
語
が
毎
年
追
加
さ
れ
る
性

質
の
書
籍
で
は
な
い
た
め
、
世
間
で

認
知
さ
れ
て
い
る
言
葉
が
掲
載
さ

れ
る
の
に
少
し
時
差
が
あ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
一
九
八
〇
年
代
初
頭

に
流
行
し
た

「ナ
ウ
い
」
は
二
〇
〇

八
年
改
訂
の
第
六
版
に
収
録
、
二
〇

〇
〇
年
代
半
ば
に
流
行
し
た

「
萌

え
」
は
二
〇

一
八
年
改
訂
の
第
七
版

に
収
録
さ
れ
ま
し
た
。
「若
者
言
葉
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
な
流
行
語
は
、
そ

の
後
も
長
年
定
着
す
る
か
ど
う
か

が
吟
味
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

逆
に
、
「
猛
暑
日
」
は
二
〇
〇
七
年
四

月

一
日
よ
り
気
象
庁
が
使
用
を
開

始
し
た
用
語
で
す
が
、
「今
後
は
頻

繁
に
使
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
判
断

さ
れ
、
翌
年
の
第
六
版
に
す
ぐ
に
収

録
さ
れ
た
そ
う
で
す
。 

 

プ
ロ
作
家
に
も
愛
用
者
が
多
く
、

ネ
ッ
ト
が
普
及
す
る
前
は
、
「広
辞

苑
に
よ
る
と
」
と
い
う
書
き
出
し
で

エ
ッ
セ
イ
な
ど
を
書
く
こ
と
が
流

行
し
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今

で
も
、
そ
の
信
頼
に
応
え
る
だ
け
の

存
在
感
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
加

え
、
あ
ら
た
め
て
、
「読
み
物
」
と
い

う
新
し
い
切
り
口
で
広
辞
苑
（な
ど

の
辞
書
）
と
向
き
合
っ
て
み
る
と
、

多
く
の
発
見
が
で
き
、
楽
し
め
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 



 

マ
ジ

ッ
ク
テ
ー
プ
は
家
に

常
備
し
て
お
く
と
何
か
と
活

躍
し
ま
す
。
例
え
ば
、
長
め
の

電
気
コ
ー
ド
を
束
ね
た
り
、
手

芸
用
品
に
使
っ
た
り･

･
･

大
き

な
も
の
を
ま
と
め
る
と
き
に

も
重
宝
し
ま
す
。
ダ
イ
ソ
ー

・

セ
リ
ア

・
キ
ャ
ン
ド
ゥ
な
ど
の

一
〇
〇
均
で
販
売
さ
れ
て
い

ま
す
が
、

一
〇
〇
円
で
も
ち
ゃ

ん
と
厚
み
が
あ
り
、
強
度
も

し

っ
か
り
し
て
い
る
の
で
、

少
々
重
い
も
の
で
も
し
っ
か

り
固
定
で
き
ま
す
。

一
方
で
、

ハ
サ
ミ
で
切
れ
る
薄
め
の
も

の
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
両

面
テ
ー
プ
の
粘
着
タ
イ
プ
、
す

ぐ
に
使
え
る
フ
ァ
ス
ナ
ー
タ

イ
プ
な
ど
用
途
に
合
わ
せ
た

も
の
が
何
種
類
も
あ
り
ま
す
。

便
利
な
だ
け
で
な
く
、
デ
ザ
イ

ン
性
に
も
優
れ
て
い
て
、
使
っ

て
い
る
と
楽
し
い
気
分
に
さ

せ
て
く
れ
る
も
の
が
多
々
あ

り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
取
り
入
れ

て
み
て
く
だ
さ
い
。 

【答】（Ａ）八 （Ｂ）一 （Ｃ）千 

 「ファミリー・セラピー」という心理療法がありま

す。「個人」を対象にするのではなく、「家族」という

集団を対象にしたもので、家族を多角的に理解・分析

する理論と、具体的な実践方法をもつものです。 

 一例をあげると……家族の問題が起こったときに

よくやってしまうのが、「妻が悪い」「夫が悪い」「長

男が悪い」などと、問題が一個人にあると決めつけて

しまうことです。ファミリー・セラピーにおいては、

問題の根源は個人ではなく、家族間の相互関係にあ

ると捉えます。「子どもがキレる」→「母が叱る」と

いう現象が起こった場合、母から見ると「子どもがキ

レているから叱る」となりますが、子どもから見れば

「お母さんが口うるさいからイライラしてキレてし

まう」ということかもしれません。どの視点から見る

かによって、問題の捉え方は変わるのです。そういう

視点で家族の関係性や在り方を見つめていくと、こ

れまで悩んでいたことに解決の道筋を見出すことが

できるという考えに基づいています。さらに、子ども

に発達段階があるように、家族にも発達段階がある

としています。問題を抱えていても、「次のステップ

に進むための成長の痛み」と捉え、家族で協力しなが

ら乗り越えていこうという心構えを勧めています。 

 家族にトラブルがあった場合は、そういった多角

的な捉え方で、前向きに見つめてみてください。 

～「ファミリー・セラピー」の考え方～ 

次の(Ａ)～(Ｃ)の★に漢数字

を入れて、四字熟語を完成さ

せてください。 

 

 (Ａ）岡目★目 
 自分より周りで見ている人の方 

  が情勢を正確に判断できる 
 

 (Ｂ）破顔★笑 
 顔をぱっとほころばせて笑う 
 

 (Ｃ）遺憾★万 
 物事が思うようにならず大変 

  残念に思うこと。心残り。 



 

果
物
を
使
っ
た
料
理
で
思
い
つ
く
も
の
と
い
え
ば
、

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
を
加
え
た
酢
豚
、
レ
ー
ズ
ン
や
ア
ー
モ

ン
ド
を
添
え
た
ド
ラ
イ
カ
レ
ー
な
ど
が
あ
り
ま
す
ね
。

ほ
か
に
も
、
韓
国
料
理
で
肉
を
漬
け
込
む
た
れ
に
リ
ン

ゴ
や
梨
を
入
れ
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
で
は
鹿
肉
や
鴨

肉
の
料
理
に
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
ソ
ー
ス
を
添
え
て
い

た
り
と
、
果
物
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
料
理
に
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
果
物
が
使
わ
れ
る
の
は
、
季
節
感
の
演
出
は

も
ち
ろ
ん
、
果
物
が
持
つ
酸
味
や
甘
み
が
味
に
深
み
を

与
え
た
り
、
フ
ル
ー
テ
ィ
な
香
り
が
肉
や
魚
の
臭
み
を

和
ら
げ
る
効
果
が
あ
る
か
ら
で
す
。
中
で
も
、
柑
橘
類

の
果
物
は
、
和
の
要
素
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
か
ら
、
海

外
の
品
種
を
使
っ
た
も
の
ま
で
様
々
で
す
。 

 

魚
料
理
に
は
、
レ
モ
ン
・
ゆ
ず

・
か
ぼ
す

・
す
だ
ち

な
ど
酸
味
が
強
い
も
の
が
向
い
て
い
ま
す
。
魚
の
脂
っ

こ
さ
を
和
ら
げ
、
生
臭
さ
を
抑
え
る
効
果
を
発
揮
し
ま

す
。
果
汁
や
皮
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。 

 

肉
料
理
で
は
、
芳
醇
な
香
り
が
あ
り
な
が
ら
も
甘
み

が
強
い
柑
橘
類
で
、
オ
レ
ン
ジ
や
ポ
ン
カ
ン
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
ジ
ャ
ム
や
ソ
ー
ス
に
す
れ
ば
、
味
を
立

体
的
に
演
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

 

ま
た
、
サ
ラ
ダ
に
ぴ
っ
た
り
な
の
は
、
甘
夏
・
は
っ

さ
く
・
伊
予
柑
な
ど
で
す
。
甘
み
と
酸
味
の
バ
ラ
ン
ス

が
良
く
、
ほ
ん
の
り
と
舌
に
残
る
苦
味
が
特
徴
な
の

で
、
こ
れ
を
活
か
し
て
サ
ラ
ダ
の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
や
具

材
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
使
い
ま
す
。 

【参考】「キッコーマン ホームクッキング」http://www.kikkoman.co.jp/homecook/ 



 

こ
の
心
理
テ
ス
ト
で
は
、
あ
な
た
の
「
甘
え

ん
坊
度
」
が
分
か
り
ま
す
。 

Ａ

「表
現
力
豊
か
な
甘
え
上
手
」･･

･

相
手
と

の
距
離
を
自
分
か
ら
縮
め
る
こ
と
が
得
意
な

人
。
愛
情
表
現
が
と
て
も
豊
か
で
、
相
手
に
気

を
使
い
な
が
ら
も
、
自
分
が
や
り
た
い
こ
と

を
う
ま
く
通
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

Ｂ

「
甘
え
た
い
け
ど
素
直
に
な
れ
な
い
」･･

･

少
し
ず
つ
様
子
を
見
な
が
ら
人
と
の
距
離
を

縮
め
る
傾
向
が
あ
り
、
甘
え
た
い
と
き
も
傷

つ
く
の
が
怖
く
て
自
分
を
抑
え
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

Ｃ

「
相
手
が
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
を
気
に

し
て
う
ま
く
甘
え
ら
れ
な
い
」･･

･

人
と
の
距

離
を
縮
め
る
の
が
少
し
苦
手
な
タ
イ
プ
か

も
。
相
手
の
気
持
ち
を
気
に
し
て
し
ま
い
、
素

直
に
甘
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。 

Ｄ

「
甘
え
る
こ
と
が
苦
手
」･

･
･

あ
な
た
は
、

人
と
親
密
に
な
る
こ
と
が
あ
ま
り
得
意
で
は

な
い
か
も
。
甘
え
る
と
い
う
行
為
が
媚
を

売
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
、
人
か
ら
甘
え
ら

れ
て
も
な
か
な
か
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。 

 

近
年
人
気
の
壁
掛
け
テ
レ

ビ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
台
を

置
く
必
要
が
な
い
の
で
す

っ

き
り
と
設
置
で
き
、
部
屋
を
広

く
使
え
ま
す
。
ま
た
、
場
所

・

高
さ
を
目
的
や
好
み
に
応
じ

て
選
べ
る
た
め
、
子
ど
も
や

ペ
ッ
ト
の
届
か
な
い
場
所
へ

の
設
置
も
可
能
で
す
。 

 

リ
フ
ォ
ー
ム
の
際
、
壁
の
状

態
に
よ

っ
て
は
強
度
が
不
足

し
て
い
る
た
め
、
壁
の
補
強
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
比

較
的
多
い
ケ
ー
ス
で
す
。
補
強

完
了
後
に
、
壁
掛
け
用
の
金
具

を
取
り
付
け
て
、
そ
の
後
テ
レ

ビ
側
に
も
金
具
を
取
り
付
け

ま
す
。 

配
線
が
気
に
な
る
場
合

は
、
ケ
ー
ブ
ル
を
壁
の
中
に
隠

す
な
ど

の
配
線
処
理
ま

で

行
っ
て
工
事
完
了
で
す
。
電
源

や
ア
ン
テ
ナ
か
ら
テ
レ
ビ
ま

で
の
距
離
が
遠
い
場
合
、
さ
ら

に
延
長
電
源
ケ
ー
ブ
ル
や
延

長
ア
ン
テ
ナ
ケ
ー
ブ
ル
が
必

要
に
な
り
、
施
工
会
社
や
状
況

に
よ
っ
て
は
、
有
料
で
の
延
長

処
理
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
状
況
に
も
よ
り
ま
す
が
、

壁
の
補
強
な
ど
も
行
う
場
合
、

一
～
三
日
か
け
て
施
工
を
行

う
の
が

一
般
的
で
す
。 

 

費
用
は
テ
レ
ビ
の
大
き
さ

や
壁
の
状
態
に
も
よ
り
、
約
四

万
～
六
万
円
が
相
場
で
す
。 

壁
掛
け
テ
レ
ビ
を
検
討
し
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な

リ
フ
ォ
ー
ム
に
な
り
ま
す
か
？ 

あなたは友達と一緒にランチを食べています。友達と別々のメニュー

を注文した場合、料理を分け合いますか？ 

【A】 まず自分の料理から取り分けて相手に渡す。【B】 相手と少しず

つ交換する。【C】自分から進んで分け合いはしないが、相手が食べた

そうなら分けてもいい。【D】 お互いが注文したものだけを食べる、 



 道元禅師という禅僧が、次のような禅語を

残しています。「この身心をもって発心すべ

し、水をふみ石をきらうことなかれ」 

訳すと、「この生身の体で自然を感じ取り、自

然に沿った生き方をしなさい。水を踏む感触

を気持ち悪いと感じたり、石の上を裸足で歩

くことを嫌がったりしているようでは、自然

を感じ取ることなど到底できない」といった

意味になります。 

 真実を知るには、自分で実際に体験するし

かないのかもしれません。体験が真実を知る

近道と言い換えることもできます。この言葉

の「自然を感じなさい」とは、「自然に実際に

触れなさい」ということになるでしょう。そう

いう意味で、この言葉は「冷暖自知」という禅

語によく似ています。「冷暖自知」は、世に知

られている禅語のなかでも有名な言葉の 1 つ

で、「自分自身で体験することの重要性」を説

いたものです。「人から聞いただけの借り物の

知識でなく、自分自身の体験を何よりも大切

にするように。それが本物の知識なのだ」とい

うことを伝えています。 

 「水をふみ石をきらうことなかれ」･･･この

禅語は、あらゆる人に向けられて発せられた

言葉ではありますが、とりわけ、子どもを持つ

親御さんたちに知っていただきたいと思われ

ます。 

 子どもが裸足になって遊ぶことや、水で遊

ぶことを嫌がる親御さんは少なくないでしょ

う。親は子どもを守るのが仕事です。だからと

言って、初めから止めてしまうのは、貴重な経

験の場を取り上げているという考え方もでき

るのです。子どもを観察し、何が大丈夫で何が

危ないのかを判断するために親は子どもの傍

にいるもので、子どもを守ることと、何も経験

をさせないことはイコールではありません。

子どもは柔軟で、何でも吸収していきます。体

験は、子どもにとって一番の成長の糧となる

ものなのです。 

 もちろん、大人も同様です。「体験すること

で真実を知ることができる」という考え方を

取り入れ、様々な場面で前向きに活用したい

ものです。 



・会 社 名：有限会社 ○○工務店         

・社員の人数：６名 

・提供できるもの：住宅の販売 

（フル装備住宅・桧柱・骨太構造の家を坪 35.7 万円でご提供します） 

・モットー：子育て世代に安くて丈夫なカッコいい家を提供したい。 

・会社の場所：諏訪市沖田町 1-94-1 

今月も読んでくれて

ありがとう。来月も

一生懸命作ります。

 
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
年
）

の
こ
の
日
、
実
業
家
だ
っ
た
眞

崎
仁
六(

ま
さ
き 
に
ろ
く)

と

い
う
人
が
、
東
京
・新
宿

（
現
・

新
宿
区
内
藤
町
）
に
眞
崎
鉛
筆

製
造
所
を
創
立
し
、
日
本
初
の

鉛
筆
の
製
造
販
売
が
始
ま
っ
た

こ
と
を
記
念
し
て
い
ま
す
。  

 

眞
崎
仁
六
氏
は
、

一
八
七
八

年
（
明
治
十

一
年
）
に
パ
リ
で
行

わ
れ
た
万
博
で
、
鉛
筆
と
い
う

も
の
を
初
め
て
見
て
感
動
し
、

様
々
な
研
究
と
努
力
を
重
ね
、

水
車
を
動
力
と
し
た
工
場
を
建

て
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
眞
崎
鉛
筆
製
造
所
は
、
後
に

三
菱
鉛
筆
株
式
会
社
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。  

 

鉛
と
す
ず
を
混
合
し

た
芯
を
木
軸
に
装
着
し

た
鉛
筆
の
起
源
は
、
十

四
世
紀
頃
の
イ
タ
リ

ア
で
す
。
日
本
に
渡
来

し
た
の
は
江
戸
時
代

初
期
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
徳
川
家

康
に
献
上
し
た
と
さ
れ
、
こ
の

時
に
贈
ら
れ
た
も
の
は
現
在
も

静
岡
県
の
東
照
宮
博
物
館
に
保

存
さ
れ
て
い
ま
す
。  

 

鉛
筆
は
世
界
中
で
も
っ
と
も

使
わ
れ
て
い
る
筆
記
具
で
す
。

日
本
で

「
え
ん
ぴ
つ
ダ
コ
」
を

作
っ
て
い
る
よ
う
な
人
は
め
っ

き
り
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た

が
、
小
学
校
・美
術
館
・試
験
会

場
・
投
票
所
な
ど
な
ど
、
「鉛
筆

で
な
け
れ
ば
！
」
と
い
う
場
面

は
ま
だ
ま
だ
健
在
。
ア
ー
ト
界

で
も
欠
か
せ
な
い
表
現
手
段
の

一
つ
と
し
て
、
大
活
躍
を
続
け

て
い
ま
す
。 

 

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。 

 

 


