
                          

                          

 

 

今
、な
ぜ
金
融
教
育
か 

　
金
融
・
経
済
環
境
が
激
変
す
る
現
在
に
お
い

て
、子
ど
も
た
ち
や
若
者
に
必
要
な
の
は
、現
実

の
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
の
確
か
な
力
で
す
。

お
金
に
関
す
る
犯
罪
や
ト
ラ
ブ
ル
、ニ
ー
ト
と
呼

ば
れ
る
若
者
の
増
加
な
ど
が
社
会
問
題
化
し

て
い
る
中
、お
金
や
金
融
の
さ
ま
ざ
ま
な
は
た
ら

き
を
理
解
し
、自
分
の
暮
ら
し
や
社
会
に
つ
い
て

深
く
考
え
る
こ
と
を
教
え
る
金
融
教
育
は
、い

ま
や
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
不
可
欠
な
教
育
課

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
確
か
に
、学
校
で
お
金
の
こ
と
を
教
え
る
の
は

タ
ブ
ー
と
い
っ
た
意
識
が
現
在
も
な
お
残
っ
て
い

ま
す
。し
か
し
、金
融
教
育
は
、お
金
儲
け
を
教

え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。お
金
を
通
じ
て

自
分
の
生
活
、社
会
、将
来
に
つ
い
て
し
っ
か
り

考
え
る
態
度
を
養
う
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い

ま
す
。ま
た
、お
金
を
手
が
か
り
に
授
業
を
進

め
る
こ
と
で
、生
活
や
社
会
に
か
か
わ
る
知
識

や
物
事
を
よ
り
具
体
的
に
把
握
し
、問
題
を
よ

り
身
近
な
も
の
、自
分
の
問
題
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

金
融
教
育
を
熱
心
に
行
う
阪
本
小
学
校 

　
現
在
、特
に
熱
心
に
金
融
教
育
を
展
開
し
て

い
る
学
校
の
一
つ
に
、東
京
都
中
央
区
立
阪
本

小
学
校
が
あ
り
ま
す
。明
治
六
年
開
校
と
、長

い
歴
史
を
有
す
る
こ
の
阪
本
小
学
校
は
、中
央

区
教
育
委
員
会
研
究
奨
励
校
で
あ
る
ほ
か
、邦

楽
演
奏
の
分
野
で
は
Ｔ
Ｂ
Ｓ
子
ど
も
音
楽
コ
ン

ク
ー
ル
東
京
大
会
に
お
い
て
最
優
秀
賞
を
受
賞

す
る
な
ど
、多
方
面
で
活
躍
し
て
い
る
小
学
校

で
す
。 

　
阪
本
小
学
校
が
、金
融
教
育
を
活
発
に
実

施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、平
成
十
七
年
度

に
金
融
教
育
研
究
校（
注
１
）に
委
嘱
さ
れ
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。以
来
、総
合
的
な
学
習

の
時
間
で
の「
コ
レ
ド
阪
本
」（
注
２
）を
は
じ
め
、

多
く
の
新
し
い
取
り
組
み
が
実
施
さ
れ
、注
目

を
集
め
て
い
ま
す
。 

　
そ
の
よ
う
な
金
融
教
育
の
成
果
を
発
表
す

る
場
と
し
て
、平
成
十
八
年
十
月
十
七
日
に
同

校
で
開
催
さ
れ
た
の
が「
金
融
教
育
公
開
授
業

in
東
京
」で
す
。全
国
各
地
か
ら
四
百
名
を
超

え
る
教
員
・
教
育
関
係
者
が
訪
れ
た
中
、一
年

生
か
ら
六
年
生
ま
で
、そ
れ
ぞ
れ
身
近
な
テ
ー
マ

を
教
材
と
し
た
金
融
教
育
の
授
業
が
行
わ
れ

ま
し
た
。こ
れ
ら
の
授
業
で
設
定
さ
れ
た
研
究

主
題
は
、「
公
共
心
の
育
成
」。自
分
の
暮
ら
す

ま
ち
や
国
を
愛
し
、「
み
ん
な
の
中
で
生
き
て
い

け
る
知
恵
」を
身
に
付
け
て
い
く
態
度
の
育
成

を
目
指
し
ま
し
た
。 

 

地
域
の
身
近
な
パ
ン
屋
さ
ん
を
学
習
素

材
に 

　
こ
の
中
で
、二
年
生
が
取
り
組
ん
だ
の
が
生

活
科
の
授
業「
大
す
き
、ま
ち
た
ん
け
ん『
パ
ン

や
さ
ん
へ
行
こ
う
』」（
全
十
二
時
間
に
わ
た
る

単
元
。公
開
授
業
は
そ
の
中
の
一
時
間
）。 

　
こ
れ
は
、自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
ま
ち
を

探
検
し
、調
べ
る「
町
探
検
」を
中
心
と
し
た
学

習
で
す
。買
い
物
体
験
な
ど
を
通
じ
て
、ま
ち
に

関
心
を
持
ち
、地
域
の
人
々
や
さ
ま
ざ
ま
な
場

所
に
親
し
み
を
持
つ
と
と
も
に
、友
人
と
協
力

し
て
取
り
組
む
こ
と
を
学
習
の
ね
ら
い
と
し
て

い
ま
す
。 

　
こ
の
十
二
時
間
に
わ
た
る
単
元
で
は
、運
動

会
の「
パ
ン
食
い
競
争
」の
パ
ン
も
提
供
し
て
い
る

学
区
内
の
パ
ン
屋
さ
ん（
以
下
、「
パ
ン
屋
さ
ん
」）

を
学
習
の
場
に
設
定
し
ま
し
た
。地
域
の
身
近

な
パ
ン
屋
さ
ん
を
学
習
素
材
と
し
た
教
材
開

発
を
行
う
こ
と
で
、地
域
に
つ
い
て
の
親
し
み
や

愛
着
が
深
ま
り
、子
ど
も
た
ち
の
学
習
意
欲
が

高
め
ら
れ
る
か
ら
で
す
。 

　
ま
た
、学
習
活
動
の
工
夫
と
し
て
、単
元
を

通
し
て
何
の
た
め
に
学
習
に
取
り
組
ん
で
い
る

の
か
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、テ
ー
マ
と
ゴ
ー
ル
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買い物体験学習等を 
通じた金融教育 

金 融 教 育 の 

金 融 教 育 の 

東京都中央区立阪本小学校 

公開授業の買い物シミュレーション
の様子。この日はゲストティーチャ
ーのパン屋さんの店長が味やパン
の選び方を子どもたちにアドバイス。
子どもたちはパン屋さんに積極的
に質問していました 

（注1）都道府県金融広報委員会の委嘱を受けて、金融教育に取り組む研究校。「金銭教育研究校」
　　　とあわせ、現在、全国で約150校（幼稚園、小・中学校、高校）。 
（注2）総合的な学習の時間に、校内に子どもたちが模擬店舗を開き、保護者や教育関係者の方々に
　　　対して手作りの商品などを販売する学習。名称は日本橋の商業施設「コレド日本橋」に因んだ。 

　お金を通じて、生活や社会、将来について考える態
度を養成する金融教育。このコーナーでは、学校におけ
る金融教育の展開・ノウハウについて紹介します。今回
は、金融教育に熱心に取り組む東京都中央区立阪本
小学校の授業例を紹介します。 



を
設
定
し
ま
し
た
。テ
ー
マ
は
、家
族
の
ほ
し
い
パ

ン
を
予
算
の
範
囲
で
購
入
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。そ
し
て
、ほ
し
い
パ
ン
を
選
べ
る「
買
い
方
ブ

ッ
ク
」の
作
成
を
学
習
の
ゴ
ー
ル
に
設
定
し
ま
し

た
。 

　
さ
ら
に
、学
習
を
展
開
す
る
に
当
た
っ
て
、家

庭
や
お
店
の
協
力
を
得
る
た
め
に
、学
習
の
趣

旨
等
を
事
前
に
連
絡
し
た
ほ
か
、パ
ン
屋
さ
ん

に
は
学
習
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
。 

 

体
験
的
な
学
習
で
多
く
の
こ
と
が
学
べ
る 

　
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、同
校
の
研
究
主

題
は
、公
共
心
の
育
成
で
す
。二
年
生
で
は
、パ

ン
屋
さ
ん
の
見
学
、買
い
物
体
験
、店
員
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
通
し
て
、次
の
五
つ
を
重
視

し
ま
し
た
。 

（
一
）身
近
な
人
々
と
の
接
し
方 

　
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
適
切
に
接
す
る
。 

（
二
）公
共
の
意
識
と
マ
ナ
ー 

　
み
ん
な
で
使
う
物
や
場
所
な
ど
を
正
し
く

利
用
で
き
る
。さ
ら
に
、他
人
に
迷
惑
を
か
け
な

い
よ
う
、
自
分
の
行
動
を
律
す
る
。 

（
三
）生
活
と
消
費 

　
生
活
に
必
要
な
物
を
買
っ
た
り
、大
切
に
使

っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
四
）成
長
へ
の
喜
び 

　
自
分
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、生
活
で

自
分
の
役
割
が
増
え
た
こ
と
を
喜
び
、成
長
を

支
え
て
く
れ
た
人
々
に
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
。 

（
五
）基
本
的
な
生
活
習
慣
や
生
活
技
能 

　
日
常
生
活
に
必
要
な
習
慣
や
技
能
を
身
に

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

全
十
二
時
間
の
授
業
内
容 

　
そ
れ
で
は
、全
十
二
時
間
に
わ
た
る
学
習
全

体
の
概
要
に
つ
い
て
、ご
紹
介
し
ま
す
。 

　
一
時
間
目
は
、朝
ご
は
ん
に
パ
ン
を
食
べ
て
い

る
ク
ラ
ス
の
家
族
の
数
を
調
べ
た
り
、学
習
の
目

的
を
伝
え
る
な
ど
し
て
、パ
ン
屋
さ
ん
へ
の
興
味
・

関
心
を
高
め
ま
し
た
。 

　
二
時
間
目
は
、一
年
前
に
買
い
物
体
験
を
実

施
し
た
三
年
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
な
ど
し
て
、

昨
年
の
買
い
物
体
験
に
つ
い
て
の
意
見
や
資
料

を
集
め
ま
し
た
。 

　
そ
の
後
に
行
っ
た
の
は
、家
族
に
パ
ン
屋
さ
ん

に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
り
、資
料
収
集
し
た

り
す
る
こ
と
で
し
た（
課
外
）。 

　
三
・
四
時
間
目
に
は
、実
際
に
パ
ン
屋
さ
ん
を

見
学
し
、
気
付
い
た
こ
と
を
メ
モ
し
ま
し
た
。 

　
五
時
間
目
に
は
、パ
ン
屋
さ
ん
見
学
の
感
想

等
を
ま
と
め
、情
報
を
整
理
し
ま
し
た
。こ
れ

に
よ
り
、店
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、買
い
物

体
験
へ
の
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、買
い
物
計
画
を
作
成
す
る
必
要
性
に
つ

い
て
把
握
し
ま
し
た
。 

　
そ
の
後
、見
学
の
様
子
を
家
族
に
話
し
、家

族
が「
食
べ
た
い
パ
ン
」は
何
か
を
聞
き
ま
し
た

（
課
外
）。 

　
六
時
間
目
が
公
開
授
業
に
当
た
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、見
学
を
踏
ま
え
、教
室
で
パ
ン
購
入

の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
学
習
を
行
い
ま
し
た
。パ
ン

屋
さ
ん
の
店
長
を
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て

迎
え
、味
や
材
料
、パ
ン
の
選
び
方
に
つ
い
て
質

問
し
な
が
ら
、千
円
と
い
う
予
算
の
範
囲
内
で

家
族
の
た
め
に
買
う
パ
ン
を
考
え
、計
算
を
し

て
、
購
入
す
る
パ
ン
を
選
び
ま
し
た
。 

　
七
・
八
時
間
目
に
は
、グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、目

的
や
約
束
を
意
識
し
て
、パ
ン
屋
さ
ん
へ
買
い
物

体
験
に
行
き
ま
し
た
。買
い
物
後
に
は
、買
い
物

を
し
て
い
た
時
に
気
付
い
た
こ
と
を
思
い
出
し

て
、買
い
物
の
ポ
イ
ン
ト
や
感
想
を
ま
と
め
ま
し

た
。 

　
そ
の
後
、実
際
に
買
っ
た
パ
ン
を
家
族
と
食
べ
、

買
い
物
の
様
子
を
伝
え
ま
し
た（
課
外
）。 

　
九
時
間
目
に
は
、家
族
の
感
想
を
発
表
す
る

と
と
も
に
、買
い
物
体
験
を
通
し
て
の
気
付
き

を
、「
ほ
し
い
パ
ン
の
選
び
方
」と
し
て
発
表
し
合

い
ま
し
た
。同
時
に
買
い
物
体
験
の
感
想
や
お

店
で
買
い
物
す
る
と
き
の
買
い
方
に
つ
い
て
ま
と

め
ま
し
た
。 

　
十
時
間
目
は
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
振
り
返

り
、自
分
が
自
信
を
持
っ
た
こ
と
、成
長
し
た
こ

と
を
発
表
し
合
い
ま
し
た
。併
せ
て
、ほ
し
い
パ

ン
の
選
び
方
を
、「
買
い
方
ブ
ッ
ク
」と
し
て
ま
と

め
、
発
表
し
ま
し
た
。 

　
十
一
・
十
二
時
間
目
に
は
、お
世
話
に
な
っ
た

人
に
対
し
て
、お
礼
の
仕
方
を
考
え
ま
し
た
。活

動
の
中
で
、う
れ
し
か
っ
た
こ
と
、感
謝
の
気
持

ち
、勉
強
に
な
っ
た
こ
と
、助
け
ら
れ
た
こ
と
を

考
え
な
が
ら
、お
世
話
に
な
っ
た
人
へ
感
謝
の
手

紙
を
書
き
、お
礼
の
気
持
ち
を
伝
え
ま
し
た
。 

 

金
融
教
育
で
生
活
体
験
・
社
会
体
験
を 

　
現
在
の
子
ど
も
た
ち
は
生
活
体
験
、社
会
体

験
等
が
不
足
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、学
校
、家
庭
、

地
域
が
連
携
し
、実
際
の
お
金
の
や
り
取
り
も

含
め
た
体
験
的
な
学
習
を
含
む
金
融
教
育
を

通
し
て
、具
体
的
に
知
識
や
課
題
を
、自
分
の

暮
ら
し
や
生
き
方
と
か
か
わ
ら
せ
て
考
え
る
こ

と
は
意
義
が
あ
り
ま
す
。今
回
の
阪
本
小
学
校

の
二
年
生
は
、一
連
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、そ

の
こ
と
を
具
体
的
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 
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真剣な表情の子どもたち。ちゃんと、
予算の範囲内で、家族にパンを買
うことができるかな。 

金 融 教 育 の 

「公共心育成に授業の活動がどのように関係があるか」 

　第2学年　「大すき、まちたんけん 
　『パンやさんへ行こう』」 
◎関係の深い内容 

①3年生にインタビューする活動 

②実際に買い物に行く店を 
　見学する活動 
③買い物探検に向けて、 
　計画を立てる活動 
④運動会のパン食い競争を提供 
　するパン屋さんでの買い物体験 
⑤感謝の気持ちを 
　手紙に書き表す活動 

活　動 

分析の視点 

身近な 
人との 
接し方 

公共の 
意識と 
マナー 

生活と 
消費 

成長への
喜び 

基本的な 
生活習慣や
生活技能 

◎ 

◎ ◎ 

◎ 

◎ ◎ 

◎ ◎ 



　
趣
味
は
、私
た
ち
の
く
ら
し
を
楽
し
く
、活
気

に
満
ち
た
も
の
に
し
ま
す
。こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

毎
回
、気
軽
に
行
え
る
趣
味
を
取
り
上
げ
ま
す
。 

　
今
回
は
、老
若
男
女
を
問
わ
ず
、親
し
ま
れ
て

い
る
俳
句
の
魅
力
に
つ
い
て
俳
人
の
河
内
静
魚
さ

ん
に
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

◆
日
々
の
く
ら
し
の
中
に
あ
る 

　
感
動
を
表
現 

　
美
し
い
風
景
を
見
る
。ふ
と
小
鳥
の
鳴
き
声
を

聞
く
。そ
ん
な
と
き
、思
い
が
け
ず
私
た
ち
の
心
は

動
か
さ
れ
ま
す
。そ
ん
な
心
の
情
景
を
、的
確
に

言
い
表
す
こ
と
が
で
き
た
ら
、ど
れ
ほ
ど
楽
し
い
で

し
ょ
う
。俳
句
は
、日
常
生
活
の
中
で
気
に
な
っ
た

情
景
や
、感
動
を
表
現
す
る
の
に
、最
適
の
形
式

で
す
。 

　
と
は
い
え
俳
句
と
聞
い
た
だ
け
で
、と
っ
つ
き
に

く
さ
を
感
じ
る
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。理
由
の

一
つ
は
、俳
句
と
は
日
々
の
く
ら
し
と
か
け
離
れ

た
文
芸
だ
と
の
誤
解
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。し
か
し
、俳
句
は
そ
ん
な
に
難
し
い
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
私
の
友
人
に
、猫
を
飼
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
。あ

る
日
帰
宅
し
て
驚
き
ま
し
た
。部
屋
中
の
も
の
が
、

散
ら
か
り
放
題
。飼
い
猫
が
遊
び
ま
わ
り
、部
屋
中

の
も
の
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
た
の
で
す
。し
か
し
、

猫
好
き
の
友
人
は
特
段
怒
り
も
せ
ず
、部
屋
を
あ

た
か
も
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
思
っ
て
遊
ん
で

い
た
ん
だ
な
と
感
じ
て
、次
の
句
を
作
り
ま
し
た
。 

部
屋
じ
ゅ
う
が
デ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
う
か
れ
猫 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
堺
な
な 

　
と
て
も
楽
し
げ
で
、愛
猫
を
か
わ
い
が
る
作
者

の
優
し
さ
が
伝
わ
り
ま
す
。俳
句
と
は
、肩
肘
張

ら
ず
に
、生
活
の
中
で
感
じ
た
ま
ま
を
リ
ズ
ミ
カ
ル

に
表
現
す
れ
ば
い
い
の
で
す
。 

 

◆
素
材
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る 

　
こ
の
よ
う
に
、俳
句
を
生
み
出
す
素
材
も
、身

近
な
毎
日
の
生
活
の
中
に
満
ち
て
い
ま
す
。通
勤

で
す
れ
違
う
人
、電
車
の
窓
か
ら
見
え
る
美
し
い

風
景
、会
社
や
家
庭
で
の
悲
喜
こ
も
ご
も
、日
常

生
活
で
私
た
ち
の
心
を
刺
激
す
る
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
、
俳
句
の
題
材
と
な
り
ま
す
。 

　
あ
る
夏
の
夕
方
の
こ
と
で
す
。家
の
中
で
く
つ

ろ
い
で
い
る
と
き
、台
所
か
ら
洗
い
物
の
音
が
聞
こ

え
て
き
ま
し
た
。そ
の
音
を
聞
い
て
い
る
と
、亡
く

な
っ
た
母
が
皿
洗
い
を
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
な

ぜ
か
し
て
、ふ
い
に
口
か
ら
出
た
句
が
、次
の
句
で
す
。 

夕
焼
や
母
ゐ
る
や
う
な
皿
の
音
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
内

静
魚
　

　
俳
句
の
題
材
は
旅
行
先
で
の
景
勝
地
だ
け
に

限
り
ま
せ
ん
。家
の
中
の
何
気
な
い
様
子
も
、立

派
な
素
材
と
な
り
ま
す
。 

　
俳
句
を
作
る
に
当
た
っ
て
は
、確
か
に
最
初
の

う
ち
は
、自
由
な
文
章
や
会
話
で
は
感
じ
る
こ
と

の
な
い
戸
惑
い
、苦
し
み
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。季

語
を
入
れ
て
、季
節
感
も
表
現
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。私
も
当
初
は
指
折
り
数
え
な
が
ら
、あ

あ
で
も
な
い
、こ
う
で
も
な
い
と
、頭
を
悩
ま
せ
て

い
た
も
の
で
す
。し
か
し
、だ
か
ら
こ
そ
、作
り
上
げ

た
と
き
の
喜
び
も
ひ
と
し
お
な
の
で
す
。 

 

◆
句
会
へ
参
加
し
ま
せ
ん
か 

　
俳
句
を
さ
ら
に
楽
し
む
た
め
に
、私
が
お
勧
め

し
た
い
の
が
、
句
会
へ
の
参
加
で
す
。 

　
句
会
と
は
、自
分
た
ち
の
作
っ
た
句
を
持
ち
寄

り
、そ
の
句
を
参
加
者
み
ん
な
で
鑑
賞
し
合
う
共

同
作
業
の
場
で
、全
国
各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

自
分
が
作
っ
た
句
を
発
表
し
、仲
間
の
意
見
に
耳

を
傾
け
る
。逆
に
、仲
間
の
作
品
と
の
出
会
い
に

感
動
す
る
。俳
句
を
通
じ
て
、人
間
同
士
の
つ
な

が
り
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
そ
も
そ
も
私
が
俳
句
を
始
め
た
の
も
、三
十
年

以
上
前
に
職
場
の
句
会
に
参
加
し
た
の
が
き
っ
か

け
で
す
。肩
書
き
も
上
司
部
下
の
関
係
も
越
え
て
、

自
由
な
雰
囲
気
で
笑
い
合
い
な
が
ら
、俳
句
を
楽

し
む
句
会
に
魅
力
を
感
じ
た
の
で
し
た
。 

　
世
の
中
に
は
、物
事
の
上
手
、下
手
を
言
う
人

が
い
ま
す
が
、俳
句
に
つ
い
て
は
、そ
れ
は
あ
ま
り

意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。自
分
の
生
活
の
中
で
発
見

し
た
情
景
や
感
動
を
、季
節
感
を
通
し
て
、日
記

の
よ
う
に
十
七
音
で
表
現
す
る
こ
と
に
楽
し
み
を

感
じ
れ
ば
、
そ
の
人
は
立
派
な
俳
人
と
い
え

ま
す
。 

　
俳
句
は
数
あ
る
趣
味
の
中
で
も
、最
も
気
軽
に

で
き
る
趣
味
で
す
。道
具
も
紙
と
鉛
筆
と
歳
時

記
さ
え
あ
れ
ば
十
分
で
す
。お
金
も
か
か
り
ま
せ

ん
。
ま
ず
は
、
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。（
談
） 
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ESSAY

俳人　河内 静魚 

俳句は、 
気軽にできる趣味です 

夏の身近な「くらし」
にかかわる季語 
（立夏・５月６日から立秋の前日・

８月７日まで） 

入梅・南風・虹・夕立・雷・夕焼け・

青田・土用波・衣更・ハンカチ・

浴衣・水着・冷麦・ラムネ・心太・

水羊羹・鱧・初鰹・トマト・日除・

青簾・蚊帳・香水・団扇・風鈴・

走馬燈・切子・打ち水・日傘・箱庭・

花火・金魚売・帰省・避暑・納涼・

海水浴・鬼灯市・時鳥・蛍・蝉・

蝸牛・向日葵 

「言いおおせて 
　何かある」 
　松尾芭蕉の言葉。俳句のよう

な短い形式は、心の中の思いを

百パーセント言い尽くしてしまう

のではなく、感動の一断面を切り

取り余韻を活かすところに特徴

があります。感動の核心を切り取

って提示することで余韻を活かす

のです。 

●かわうち せいぎょ●１９５０年、宮城県生
まれ。新聞記者を経て、現在政府関係法
人に勤務。「毬」主宰。「寒雷」同人。朝
日俳句新人賞準賞。句集『花鳥』『手毬』
など。著書『俳句の楽しさ』『楸邨俳句３６
５日』（共同執筆）『わが心の俳人伝』など。 

趣味の散歩道 
～生活いきいき～ 

第1回 ― 俳句 

ところてん 

ほおずき いち 
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