
  
 
 

 

 

 今年モー、よろしくお願いいたします  

今年は「丑年」です。牛は、大変な農作業を地道ながらも最後まで手伝ってくれる様子か
ら、丑年は「我慢(耐える)」や「発展の前振れ(芽が出る)」を表す年になると言われています。また、
『漢書』によると、「丑」は「紐」(「ひも」「曲がる」「ねじる」)の意味もあり、芽が種子の中に生じ
ているものの、出かかっていて表面に出てきていない状態を表しているらしいのです。コロナの時代が
続いて不安は絶えませんが、楽しい日々が訪れる前振れとしての丑年であってほしいと強く願います。 
さて、気持ちよく人々が生活できる一年であることを願って、『江戸しぐさ』を取り上げたいと思い

ます。『江戸しぐさ』は江戸時代に生まれた人々の知恵といえます。経済繁栄と平和がもたらされたこ
の時代、江戸商人のリーダーたちが築き上げた「よりよく生きるルール」があったのです。基本になる
のは、「皆が仲よく平和の下で共に生きるため、思いやりの心をもって争いごとを少なくし、人に対す
る言葉遣いやしぐさにも気を配る」というもので、次第に町人の間に浸透していきました。こうして江
戸ならではといえる心映えが『江戸しぐさ』と名付けられ、口伝えに後世に残されてきたわけです。 
『江戸しぐさ』は、その人の思いや考えが所作に表現されるので、心の在り方を大切にしたといわれ

ます。相手を尊重し、助け合い、共生・相互扶助の精神が実践されたわけです。これは、争いごとやい
じめなどが見られる現代の私たちの生活の中でも大切にしたい考え方ですし、今も息づいているものが
あります。具体的にどのようなものを指すのでしょうか？一例を紹介します。 

■傘 か し げ：雨の日にすれ違う際、互いに傘を外側に傾け、相手が濡れないようにすること 

■肩 引 き：道ですれ違うとき、外側の肩を引き寄せて身体を斜めにしてすれ違うこと 

■時 泥 棒：アポイントなく相手を訪ねて行ったり、約束の時間に遅れたりするのは、相手の時

間を奪う重い罪であること 

■七 三 の 道：道の真ん中を歩かず、端三割を歩いて残り七割は他人のために空けておくこと 

■こぶし腰浮かせ：船などで、後から人が来た時に、こぶし一つ分腰を浮かせて席を詰めること 

■逆らいしぐさ：「しかし」「でも」など、逆説の単語を使わないこと 

■念入れしぐさ：戸締りや火の元など、念は念を入れて確認・行動すること 

■おはようにはおはよう：あいさつをされたら挨拶を返すこと 

■陽に生きる：太陽に向かって前向きに、プラス思考で生きること 

■横切りしぐさ：人の前を通るときに、手刀を振って通ること 

■もったい大事：「もったいない」の精神で、モノを大切に再利用しながら最後まで使うこと 

これを見ると、皆が気持ちよく暮らすための知恵が今も息づいていることに気づかされます。江戸時
代のマナーに学び、心に余裕をもって過ごすことで、自分自身の心が豊かになるように思えます。 
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「やさしい日本語」ってなぁに？ 
 「やさしい日本語」とは、外国人や子供にもわかりやすく情報を伝えるために

生まれた表現だと言います。グローバルな社会であり、多文化共生社会であるが

ゆえに、どんな相手に対しても自分の意図を正しく伝えて、理解してもらう能力

はとても重要です。 

外国語を駆使したり、母語（日本語）でコミュニケーションをとったりします。そうした中で、相手

に合わせて「平易な言葉」に置き換えた「やさしい日本語」は大切にしたいことです。簡単そうで、な

かなか厄介な気がしますが、「易しさ」が「優しさ」へと変わっていくような気がします。 

ここでは、伝わりやすい日本語表現を例文から考えてみます。 

（１）長文にせず、文を短く分ける。 

    ◆本日、地下鉄で人身事故が発生したため、いちかわ電鉄は… 

     ⇒ 今日、地下鉄で事故がありました。それで、いちかわ電鉄は… 

（２）文末を単純な形にする。また、「～なければなりません」のような言い回しを避ける。 

    ◆花火大会は、８月３日に江戸川で行われます 

     ⇒ ８月３日に、江戸川で花火大会をします 

（３）主語を省略しない。 

    ◆明日の避難訓練に参加するつもりです 

     ⇒ 私は、明日の避難訓練に参加するつもりです 

（４）敬語〈尊敬語・謙譲語〉を使わず、相手に何を促したいのかを伝えることを優先する。 

    ◆受付を１０時までに済ませていただけますと幸いです 

     ⇒ １０時までに受付に来てください 

（５）婉曲な表現を使わない。 

    ◆おタバコはご遠慮ください 

     ⇒ タバコは吸わないでください 

（６）小中学校に児童生徒にわかるイメージで、専門用語やカタカナ英語など使わずに言い換える。 

    ◆喫煙 ⇒ タバコを吸う    

◆インフルエンザの予防接種 ⇒ インフルエンザにならないための注射 

（７）書き言葉は、結論や大事な情報をなるべく文章の最初に書く。漢字にはふりがなをふる。 

（８）話し言葉は、ゆっくりはっきり発音する。また、会話の途中で「わかりますか」と確認して、 

理解度を確かめながら話す。伝わっていないと感じたら、何度でも言い換えを行う。 

    ◆公共交通機関を利用してください 

  ⇒ バスやタクシー、電車で来てください（自分の車で来てはダメです） 

    ◆ご飯を食べに行きますぅ？ 

     ⇒ ご飯を食べに行きますか？       ＜引用＞ 一橋大学 庵 功雄 教授のコラム記事 

 

 

大木 規
の り

輔
す け

です 

二
年
三
組
で
昨
日
か
ら
勤
務
し
て
い
ま

す
。
進
藤
教
諭
と
協
力
し
て
笑
顔
で
指

導
・
支
援
し
て
い
き
ま
す
。 

事故防止のために気をつけてほしいこと 

 ２学期が終わる前の２日間、市川グランドホテル前の交差点

で指導と観察をしました。登校時に、新田(消防署)方面から横断

歩道を渡る児童と真間方面から駅へ向かう自転車とが交錯しま

す。歩者分離のため両方が青になるからです。特に、信号が点滅

した時の自転車のスピードは、接触だけでも大事故の恐れが…。 

 警察や市教委に対策を講じてもらえるよう依頼した結果、自

転車への注意喚起の看板設置となりました。各ご家庭でも今一

度話題にしていただけますようお願いします。 


