
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校訓「文化の薫る学校」  
島 田 市 立 島 田 第 二 中 学 校 長  池 谷  英 人  

 

５ 月 は 各 学 年 と も 大 き な 行 事 を 終 え る こ と が で き ま し た 。 い よ い よ ６

月 ！ 学 習 や 部 活 動 な ど に じ っ く り 取 り 組 め る ス テ ー ジ に 入 り ま す 。  

さ て 、今 月 は「 和 風 月 名 」で 言 い ま す と「 水 無 月 」に な り ま す 。実 際 は 、

旧 暦 は 1 か 月 ほ ど の 誤 差 が あ り ま す の で 、６ 月 上 旬 は 、ま だ 、「 皐 月（ 早

苗 を 植 え る ）」に 値 し ま す 。ま た 、古 代 中 国 を ル ー ツ と す る 二 十 四 節 気 で

は 、 ６ 月 ６ 日 が 芒 種 (穀 物 の 種 を ま く 季 節 )、 2 2 日 が 早 く も 夏 至 と な り ま

す 。更 に 日 本 で は 気 候 に 合 わ せ 、土 用 、八 十 八 夜 、入 梅 、二 百 十 日 な ど の

「 雑 節 」 と 呼 ば れ る 区 分 け が 取 り 入 れ ら れ て い ま す 。  

先 月 、日 本 の 歴 史・文 化 で 大 き な こ と が あ り ま し た 。新 し い 元 号「 令 和 」

が 施 行 さ れ た こ と で す 。中 国 か ら 伝 わ っ た 元 号 は 645 年 の「 大 化 」か ら 始

ま り 、元 々 の 中 国 で は 途 絶 え て も 、日 本 で は 伝 統 文 化 と 融 合 し 、形 を 変 え

な が ら 脈 々 と 受 け 継 が れ て い ま す 。  

島 田 二 中 の 校 訓「 文 化 の 薫 る 学 校 」の 中 の「 文 化 」と い う 言 葉 に つ い て 、

18 世 紀 の イ ギ リ ス の 学 者 は「 文 化 と は 人 間 の 精 神 面 で の 向 上 を 示 す 言 葉 」

と し て 位 置 づ け て い ま す 。 ま た 、 1 9 世 紀 ア メ リ カ の 文 化 人 類 学 者 で 名 著

「 菊 と 刀 」で 有 名 な ル ー ス・ベ ネ デ ィ ク ト は 、「 文 化 と は 、通 常 、集 団 内

で 伝 播 さ れ る も の に 対 し て の み 用 い ら れ 、個 人 が た だ 発 明 し た だ け の 状 態

で 適 用 さ れ る こ と は な い 」と 語 っ て い ま す 。す な わ ち 、島 田 二 中 の「 文 化 」

も 、「 生 徒 達 の 中 で 延 々 と 伝 播 さ れ 、更 に 生 徒 と し て の 精 神 面 で の 向 上 を

示 す も の 」 と 言 い 換 え る こ と が で き ま す 。 一 言 で 言 っ た ら そ れ は 「 教 養 」

と か 「 向 上 心 」 と 言 え る の か も 知 れ ま せ ん 。  

最 近 、本 屋 へ 寄 る と「 教 養 (リ ベ ラ ル ア ー ツ )」を 学 ぶ こ と の 重 要 性 を 説

い た ビ ジ ネ ス 書 が 多 く 見 ら れ ま す 。変 化 の ス ピ ー ド が 激 し い 現 代 に お い て

は 、目 の 前 の 事 象 に 翻 弄 さ れ る こ と な く 、そ の 背 後 に 流 れ る 、物 事 の 本 質

を 捉 え る 目 が 重 要 に な っ て き て い ま す 。そ れ を 磨 く こ と が で き る も の と し

て 、 「 文 化 （ ＝ 教 養 )」 が あ る と 言 え る で し ょ う 。  
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