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新 年 明 け ま し て
お め で と う ご ざ い ま す ！
今 年 も よ ろ し く お 願 い し ま す

.

「 い じ め 」

大 津 で の い じ め 事 件 報 道 の 後 、 あ っ た か ほ ー む で の 夏 休 み の 様 子 を 聞 い て い て 私 の 少 年 時 代 を 思 い 出 し
た 。
5 0 年 前 だ っ て い じ め は あ っ た 。 1 3 0 人 ほ ど の 学 年 に は 、 病 弱 の 子 、 貧 乏 で な か な か 学 校 に 来 れ な い 子 、 軽

い 知 恵 遅 れ の 子 な ど が 数 人 居 た 。 学 年 の 中 で 体 も 気 持 ち 強 い 子 ど も た ち は 、 ボ ス た ち の 命 令 で 、 彼 ら に 対 し
て か ら か い を 言 っ た り 意 地 悪 を し た り し た 。
私 も ひ ど い 栄 養 失 調 と 回 虫 の せ い で 、 わ ず か 1 k m 足 ら ず の 小 学 校 ま で 行 く の に 何 回 も 休 憩 を し な い と い け

な い ほ ど の 虚 弱 児 で あ っ た の で 、 時 に か ら か い の 対 象 と さ れ た 。
長 い 休 み や 昼 休 み 時 間 に な る と 、 そ の 弱 い 者 組 は 誘 い 合 っ て 校 庭 に 出 た 。 強 い 者 組 が 校 庭 の 真 ん 中 で 馬

蹴 り な ど の 遊 び を し て い る の 横 目 に 、 ひ っ そ り と 弱 弱 し く 相 撲 を 取 っ た り 、 つ ぶ れ そ う な 馬 乗 り な ど を し て 遊
ん だ 。
ま た そ の 中 間 に 居 た 子 ど も た ち 、 つ ま り い じ め に 加 担 し な い 子 ど も た ち の 中 の 数 人 も 、 そ の 弱 い 者 組 を さ

り げ な く 支 え た 。
す る と ボ ス た ち も 、 個 々 へ の い じ め は 続 け な が ら も 、 弱 い 者 組 と そ れ を 支 え る 組 に ま で 攻 撃 す る こ と は な

か っ た 。
今 み た い に 、 学 年 、 ク ラ ス 一 体 と な っ て の 攻 撃 や 無 視 、 無 関 心 や 無 関 与 と い う 陰 湿 さ は な か っ た 。 個 人 が

完 全 に 孤 立 し 、 自 殺 に 追 い 込 ま れ る よ う な 深 刻 さ は な か っ た 。
あ っ た か ほ ー む ： い し べ 宿 は 、 主 に 障 碍 の あ る 子 ど も た ち の 「 日 中 一 時 支 援 」 の 場 で あ る が 、 障 碍 の な い 子

ど も た ち も 通 っ て く る 。 夏 休 み の 長 い 一 日 、 障 碍 の な い 子 ど も た ち が 障 碍 の あ る 子 ど も た ち に 対 し て 、 時 に
は 憎 ま れ 口 を た た い た り 意 地 悪 を す る こ と も あ る が 、 殆 ど の 時 間 は 一 緒 に ご は ん や お や つ を 食 べ た り 、 ボ ー
ル 遊 び を し た り 、 ゲ ー ム を し た り し な が ら 過 ご す 。
ス タ ッ フ も 安 全 上 の 配 慮 は す る が 、 子 ど も た ち に 先 回 り し て 「 一 緒 に 遊 ば せ る 」 こ と は し な い 。 子 ど も 同 士

の 自 然 な 付 き 合 い 中 に 、 「 認 め る 」 こ と や 「 助 け る 」 こ と や 「 支 え る 」 こ と を 見 る こ と が 出 来 る 。
学 校 や 地 域 で カ ウ ン セ ラ ー を 置 い て 策 を 講 じ る の も 意 味 は あ る が 、 戦 後 の 私 た ち の 体 験 や あ っ た か ほ ー

む の 中 味 が も う 少 し 活 か さ れ な い か と 思 う 。

溝 口 弘



← 水 族 館 の ペ ン ギ ン

２ ０ １ ２ 年 を 振 り 返 る ↓ そ う め ん 流 し

４ 月
児 童 館 で カ レ ー 作 り

７ 月 ・ ８ 月
児 童 館 で カ レ ー 作 り
京 都 水 族 館
そ う め ん 流 し
す い か 割 り ← 近 く の 公 園 に て

映 画 鑑 賞 会 ↓ す い か わ り

９ 月
夏 祭 り

１ ２ 月
映 画 鑑 賞 会
お 餅 つ き

ご 意 見 ・ ご 感 想 お 待 ち し て お り ま す
あ っ た か ほ ー む メ ー ル ア ド レ ス
n p o w a i @ e x . b i w a . n e . j p ま で

あったか 実施サービス

＜子育て支援＞

親子サロン・幼児一時預かり・学童保育

＜シルバー生きがい支援＞

シルバーボランティア・高齢者による子育て支援

＜余暇かつどう支援＞

あったか倶楽部

＜その他のあったかの活動＞

趣味のサークル・ボランテｨアグループの会議等

地域の方の色んな活動にお使い頂けます

実は私、本厄で大きな風邪を２・３回引いただけなのですが、少し気持ち的

に暗くなってしまうことがありました。

４×９＝３６

８×８＝６４

３６＋６４＝１００

これは私の好きな名言です

しくしく（４×９）するのは人生の中で３６％

ははは（８×８）と笑うのは人生の中で６４％

足して１００％で人生はできているそうです

楽しいことから辛いこと・悲しいことを引いても

楽しいことの方が多くなります、素敵ですよね

どんなときでもこの数字を思い出して

前向きに今年も一年過ごしたいと思います。 大野 葉瑠華

*豆知識コーナー* お年玉の由来って？

今では、「お年玉」と言えば、お正月に家族や親戚からもらう現金

・・・お金を意味しますが、もともと「お年玉」というのは、お正

月にやって来る神様＝年神（としがみ）様が授けてくれる霊的な力

の事を「お年玉」と呼んでいたんです。

霊的な力と言っても、今ハヤリのスピリチュアルなあんな力とか、

瞬間移動できるこんな力の事ではなく、言ってみれば、活気、ある

いは元気・・・生きる気力を与えてくれるという事です。

今でも、「大晦日に年神様が年玉を配って回る」という伝説の残っ

ている地方（島根県など）もあり、本来は、家族から貰う物でも現

金でも無かった事がわかります。

霊的な目に見えない物だった年玉が、やがて、いつのほどからか、

「お餅」や「お米」といった具体的な物品に変化していきます。

それは、日本が農耕民族であったが故に、お米や、そのお米から作

られるお餅が、神様からの贈り物であり、パワーの源であり、心＝

魂（たましい）でもあるという風に考えら

れ、そのお米やお餅を紙に包んで、年神様

の代理である家長や年長者が家族に配る・

・・という風習に変わっていったようです。

http://indoor-mama.cocolog-nifty.com/t

uredure/2007/12/post_1947.html


