
  

 

 

 

 

  

 

  以前
い ぜ ん

、小学校
しょうがっこう

では、1年生
ねんせい

の給食
きゅうしょく

の配膳
はいぜん

を６年生が行
おこな

っていた所
ところ

が多
おお

くありました。し

かし、それは現在
げんざい

、減少
げんしょう

している傾向
けいこう

にあります。なぜなら、６年生が配膳を行ってしまうと、

１年生が何
なに

も学
まな

べないからです。 

自分
じ ぶ ん

たちで配膳をすれば、食器
し ょ っ き

によそう量
りょう

をどう調節
ちょうせつ

するか、適切
てきせつ

にみんなに分
わ

けてい

くにはどうするかなどを学ぶことができます。また、自分の役割
やくわり

を果
は

たすことで学級
がっきゅう

の給食

準備
じゅんび

がスムーズにいくことや協力
きょうりょく

しないと限
かぎ

られた時間
じ か ん

で準備を終
お

えることができないな

どの様々
さまざま

なことを学べるという考え方から、支援
し え ん

は大変
たいへん

であるものの、小学校１年生のうち

から配膳に取
と

り組
く

む学校が増
ふ

えてきているのだそうです。 

給食は、単
たん

に栄養
えいよう

を補給
ほきゅう

して、お腹
なか

を満
み

たすだけの時間ではなく、「特別
と くべつ

活動
かつどう

」という教
きょう

育
いく

活動の時間です。ですから、当然
とうぜん

準備と片付
か た づ

けも学びの時間になります。 

  時々
ときどき

、給食配膳の時間に教室
きょうしつ

からどこかへ行
い

ってしまい、教室からいなくなる人
ひと

がいることを

聞
き

きます。自分
じ ぶ ん

がいない間
あいだ

に机
つくえ

に置
お

かれた給食は、同
おな

じ学級の誰
だれ

かが配膳をしてくれているこ

とを想像
そうぞう

できる人になってほしいですね。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「責任」という言葉
こ と ば

は、私
わたし

たちの学校生活
せいかつ

の中でよく遣
つか

われます。自分の行動が自分や他の人

にどのような結果を与
あた

えるのかを考えることが「責任をもつ」ことの第一歩
だいいっぽ

かもしれませんね。 

 小郡市立小郡中学校     令和７年７月１日 

 小郡中学校だより  第２４０号 

                 校長 山本 拓 

「責任」とはどういうこと？   

私
わたし

たちは日々
ひ び

様々な場面
ば め ん

で考
かんが

え、判断
はんだん

し、行動
こうどう

している。 

中学生
ちゅうがくせい

になると、 

自分のことは自分で決
き

めたいという気持
き も

ちも強
つよ

まってくる。 

自分は深
ふか

く考えて判断しているだろうか。 

周囲
しゅうい

の思惑
おもわく

を気
き

にして他人
た に ん

の言動
げんどう

に左右
さ ゆ う

されていないか。 

自分の行動
こうどう

が 

自分や他人にどのような結果
け っ か

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
ちい

さい行為
こ う い

でも、 

自
みずか

らを考えて、自分の意志
い し

で決定
けってい

すれば、 

それに対
たい

して責任
せきにん

をもつという自覚
じ か く

が芽生
め ば

える。 

その自覚が、誠実
せいじつ

に、人間
にんげん

としての誇
ほこ

りを持
も

って 

生
い

きることを支
ささ

えてくれる。           「私たちの道徳」より 



６月
がつ

２４日
か

（火
か

）～２６日
にち

（木
もく

）に各会場
かくかいじょう

で小中
しょうちゅう

合同
ごうどう

地区
ち く

懇談会
こんだんかい

が開催
かいさい

 

されました。大変
たいへん

お忙
いそが

しい中、ご参加
さ ん か

いただいた保護者
ほ ご し ゃ

のみなさまをは 

じめ、区長
く ちょ う

のみなさま、地域
ち い き

のみなさまに心
こころ

より感謝
かんしゃ

申
もう

し上
あ

げます。 

本年度
ほんねんど

の地区懇談会のテーマも各地区で決
き

めて、情報
じょうほう

交換
こうかん

や意見
い け ん

交
こう

 

流
りゅう

が行われました。今年度
こ ん ねん ど

は、各地区で生徒
せ い と

も多数
た す う

参加をしてくれて地 

区懇談会をもりあげてくれたことをうれしく思
おも

います。生徒たちが安心
あんしん

・安全
あんぜん

な生活
せいかつ

を送
おく

ることが

できているのは、私
わたし

たちの見
み

えないところで地域の方々
かたがた

がご支援
し え ん

いただいていることを再確認
さいかくにん

できる場
ば

になりました。支
ささ

えていただいていることは、私
わたし

たち教職員
きょうしょくいん

にとっても大
おお

きな励
はげ

みになっ

ています。素敵
す て き

な場をつくっていただき、ありがとうございました。 

 

 

 

私たちは日々
ひ び

、家族や友だち、学校、地域の中などで、多くの意見
い け ん

や考
かんが

えに触
ふ

れながら生活
せいかつ

し

ています。他
ほか

の人の意見や考え方に触れる中で、自分
じ ぶ ん

と同
おな

じ共感
きょうかん

できる意見
い け ん

があれば、自分と異
こと

なる意見や、真
ま

っ向
こう

から反対
はんたい

の意見もあると思います。反対の意見に耳
みみ

を傾
かたむ

けるというのは簡
かん

単
たん

なことではありません。しかし、それが人として成長
せいちょう

する鍵
かぎ

だと言
い

われています。 

○新
あたら

しい視点
し て ん

を得
え

ることができる 

反対意見を聞いたときに感情的
かんじょうてき

に反応
はんのう

するのではなく、反対意見を聞くことで、自分が知
し

らな

かった情報
じょうほう

や視点に触れることができます。自分の意見に反対する人が示
しめ

す事実
じ じ つ

の中
なか

から、より

広
ひろ

い視野
し や

を持
も

つことができます。 

○思考力
しこうり ょ く

が鍛
きた

えられる 

反対意見に耳を傾け、それに対する自分の意見を整理
せ い り

し、再
ふたた

び相手
あ い て

に伝
つた

えることは、自分の

思考力を鍛えることになります。どう説明
せつめい

すれば相手に伝わるのか、自分の意見のどこを修正
しゅうせい

す

ればよいのかを考えていく中で、論理的
ろ ん り て き

な思考が身
み

につきます。 

○人間関係を深
ふか

める 

  意見が異
こと

なる相手にも敬意
け い い

を払
はら

って、話
はなし

を聞く姿勢
し せ い

を持
も

つことが信頼
しんらい

関係
かんけい

につながります。

「この人は、自分の意見をちゃんと聞
き

いてくれる」と感
かん

じてもらえば、意見が違
ちが

ったとしてもよりよ

い関係を築
きず

く方向
ほうこう

に進
すす

むものです。また、相手に質問を投
な

げかけてみることで対話
た い わ

が深
ふか

まり、自

分が知らない情報を得
え

ることができるかもしれません。「自分の意見が間違
ま ち が

っているところがある

かもしれない」と感
かん

じたらそれを認
みと

める勇気
ゆ う き

も大切
たいせつ

です。自分の考えを修正
しゅうせい

する柔軟性
じゅうなんせい

を持つ

ことも、成長
せいちょう

することにつながります。 

 自動車
じ ど う し ゃ

やオートバイ、船舶
せんぱく

等
など

を生産
せいさん

する世界的
せかいてき

企業
きぎょう

の本田（ホンダ）技研
ぎ け ん

工業
こうぎょう

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

の

創業者
そうぎょうしゃ

、本田
ほ ん だ

宗一郎
そういちろう

さん（1906～1991）は、かつて自分
じ ぶ ん

とは異質
い し つ

でいつも対立
たいりつ

意見を言う、

藤沢
ふじさわ

武夫
た け お

さん（1910～1988）を副社長
ふくしゃちょう

にしていたのは有名
ゆうめい

な話です。 

本田宗一郎さんは、反対
はんたい

意見に直面
ちょくめん

したとき、「この意見から何
なに

を学
まな

べる

だろう？」と考
かんが

えることで、それが自分自身の成長になり、組織
そ し き

をより良
よ

い

ものにしていく力
ちから

になるということが分かっていたのでしょうね。 

小中合同地区懇談会へのご参加、誠にありがとうございました！ 

「反対意見に耳を傾ける」 ～人として成長する方法～ 


