
田
辺
さ
ん
は
美
方
高
校

出
身
で
我
ら
の
大
先
輩
。

ボ
ー
ト
部
で
日
本
一
に
輝

い
た
経
験
が
あ
る
。
卒
業

後
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
目

指
し
て
ボ
ー
ト
の
強
豪
中

央
大
学
に
進
学
し
、
四
年

時
に
は
キ
ャ
プ
テ
ン
を
務

め
た
。

一
九
九
九
年
、
両
親
が

営
む
若
狭
町
海
山
の
民
宿

を
継
ぐ
。
昔
は
海
水
浴
客

で
賑
わ
っ
て
い
た
宿
も
、

そ
の
頃
に
は
宿
泊
客
の
減

少
で
経
営
は
難
し
く
な
っ

て
い
た
。
ま
た
、
自
然
が

壊
れ
て
き
て
い
る
こ
と
も

感
じ
た
。
そ
の
状
況
を
打

開
す
べ
く
田
辺
さ
ん
は
、

大
企
業
が
多
額
を
か
け
て

も
真
似
で
き
な
い
、
自
然

を
生
か
し
た
オ
ン
リ
ー
ワ

ン
の
事
業
を
と
二
〇
〇
二

年
に
「
自
然
に
大
の
字
あ

そ
ぼ
ー
や
」
を
設
立
し
た
。

「
あ
そ
ぼ
ー
や
」
で
は

カ
ヤ
ッ
ク
や
サ
イ
ク
リ
ン

グ
を
し
な
が
ら
四
季
折
々

の
大
自
然
を
体
感
で
き
る
。

一
番
人
気
の
カ
ヤ
ッ
ク
ツ

ア
ー
は
、
湖
上
で
自
然
に

包
ま
れ
る
感
覚
を
味
わ
え

た
り
、
リ
ア
ス
式
海
岸
の

迫
力
に
圧
倒
さ
れ
た
り
と

参
加
者
を
魅
了
す
る
。
田

辺
さ
ん
が
「
笑
っ
て
も
ら

う
こ
と
が
仕
事
」
と
話
す

よ
う
に
、
地
元
を
熟
知
し

た
ガ
イ
ド
の
人
情
味
あ
ふ

れ
る
語
り
も
魅
力
の
一
つ
。

時
に
、
参
加
者
が
ポ
ロ
っ

と
悩
み
ご
と
を
話
し
出
す

こ
と
も
。
大
ら
か
な
ガ
イ

ド
に
心
癒
さ
れ
る
ひ
と
時

が
そ
こ
に
あ
る
。

「
あ
そ
ぼ
ー
や
」
設
立

当
初
は
、
地
元
漁
師
さ
ん

か
ら
「
海
で
遊
ん
で
い
る
」

と
こ
の
仕
事
を
理
解
し
て

も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
自
然
体
験
の
人

気
が
高
ま
る
と
、
地
元
の

人
が
少
し
ず
つ
認
め
て
く

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
日
本
一
新
鮮
な
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
」
企
画
で
は
、
初

め
は
半
信
半
疑
だ
っ
た
漁

師
さ
ん
が
、
素
潜
り
で
ア

ワ
ビ
や
サ
ザ
エ
を
獲
っ
て

く
れ
た
。
参
加
者
は
漁
師

の
仕
事
を
間
近
に
見
て
大

興
奮
。
そ
の
様
子
を
見
た

漁
師
さ
ん
も
喜
ん
だ
。
こ

れ
は
、
田
辺
さ
ん
の
目
標

で
も
あ
る
「
人
と
自
然
の

共
生
」
へ
の
第
一
歩
。
自

然
に
触
れ
て
参
加
者
が
喜

び
、
そ
の
こ
と
で
地
元
の

人
が
誇
り
を
持
ち
、
自
然

を
守
る
本
気
の
行
動
を
生

む
。
こ
の
ス
パ
イ
ラ
ル
効

果
が
「
自
然
に
感
謝
す
る

地
域
」
、
「
住
民
が
幸
せ

を
感
じ
る
地
域
」
に
つ
な

が
る
と
田
辺
さ
ん
は
話
す
。

ま
た
、
田
辺
さ
ん
は
こ

う
し
た
活
動
が
地
域
活
性

化
の
助
け
に
な
る
こ
と
に

や
り
が
い
を
感
じ
て
い
る
。

そ
し
て
活
性
化
の
も
の
さ

し
は
来
客
者
数
で
は
な
く

移
住
者
数
だ
と
い
う
。
実

際
「
あ
そ
ぼ
ー
や
」
を
き
っ

か
け
に
移
住
し
た
人
は
十

名
。
そ
の
方
々
が
家
族
を

増
や
し
二
十
四
名
に
な
っ

た
。
こ
の
流
れ
を
止
め
て

は
い
け
な
い
。
持
続
し
て

こ
の
地
に
根
付
く
こ
と
が

大
事
。
田
辺
さ
ん
の
夢
は

ま
だ
ま
だ
つ
づ
く
。

七
月
三
、
四
日
「
若
狭

ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
カ

レ
ッ
ジ
」
が
若
狭
町
海
山

で
行
わ
れ
た
。
半
年
間
で

全
八
回
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

が
組
ま
れ
て
お
り
、
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
と
座
学
で
こ

れ
か
ら
の
地
域
や
自
然
や

ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
、
参

加
者
と
講
師
陣
が
共
に

考
え
る
場
だ
。
今
回
は

そ
の
第
一
回
目
。
移
住

者
や
大
学
生
等
オ
ン
ラ

イ
ン
を
含
め
十
名
が
参

加
し
た
。
美
方
高
校
か

ら
は
三
ー
二
森
脇
拓
哉

さ
ん
と
新
聞
部
が
参
加

し
た
。

一
日
目
は
田
辺
一
彦

さ
ん
か
ら
カ
レ
ッ
ジ
開

講
の
経
緯
や
趣
旨
に
つ

い
て
「
幸
せ
の
探
究
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話

を
聴
い
た
。
そ
の
後
、

小
型
船
に
乗
り
込
み
三

方
五
湖
を
巡
っ
た
。
湖

面
か
ら
景
色
を
眺

め
な
が
ら
、
周
辺

の
自
然
環
境
や
昔

の
姿
を
教
え
て
も

ら
い
、
地
元
創
生

に
対
す
る
理
解
を

深
め
た
。

二
日
目
は
「
新

一
万
円
札
の
顔
」

渋
沢
栄
一
さ
ん
の

曾
孫
で
農
学
者
の

澁
澤
寿
一
さ
ん
か

ら
講
義
を
受
け
た
。

高
度
成
長
期
か
ら

現
在
ま
で
、
今
と

昔
の
違
い
や
、
田

舎
と
都
会
の
違
い

に
着
目
し
、
幸
せ

に
対
す
る
考
え
方

が
変
わ
っ
て
き
て

い
る
こ
と
を
認
識

し
た
。
以
下
に
参

加
者
で
本
校
卒
業

生
で
あ
る
菅
原
愛

夏
さ
ん
の
レ
ポ
ー

ト
を
紹
介
す
る
。
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こ
れ
か
ら
新
聞
部
で
は
「
伸
び
ゆ
く
嶺
南
」
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
北
陸
新
幹
線

敦
賀
開
業
に
向
け
て
変
化
す
る
嶺
南
地
域
を
紹
介
し
て
い
く
。
第
一
回
は
自
然
を

活
か
し
た
様
々
な
取
り
組
み
を
展
開
す
る
田
辺
一
彦
さ
ん
を
取
材
し
た
。

嶺南地域の自然に光をあてた

あそぼーやの挑戦

水
月
湖
と
久
々
子
湖
を
つ
な
ぐ
浦
見
運
河

若
狭
町
は
美
方

高
生
が
考
案
し
た

奨
学
金
返
還
支
援

制
度
を
事
業
化
し

た
。
八
月
二
日
、

同
町
三
方
庁
舎
で
、

考
案
し
た
生
徒
三

人
が
経
緯
や
、
基

と
な
っ
た
ア
イ
デ
ィ

ア
に
つ
い
て
発
表

し
た
。
こ
れ
は
昨

秋
、
美
浜
、
若
狭

両
町
の
職
員
ら
を

招
い
た
探
究
学
習

発
表
会
で
、
宮
下

妃
海
さ
ん
、
藤
長

志
帆
さ
ん
、
森
下

ゆ
ず
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
が

同
制
度
を
盛
り
込
ん
だ
若

者
支
援
策
だ
。
そ
れ
に
賛

同
し
た
若
狭
町
職
員
が
事

業
化
を
検
討
し
、
今
年
そ

れ
が
実
現
し
た
。
制
度
の

内
容
は
、
町
内
へ
の
Ｕ
タ
ー

ン
で
五
〇
万
円
。
町
内
に

居
住
し
、
か
つ
町
内
事
務

所
へ
の
勤
務
で
一
〇
〇
万

円
。
町
内
居
住
か
つ
町
内

勤
務
の
医
療
、
介
護
職
で

一
三
〇
万
円
を
上
限
に
町

が
奨
学
金
を
肩
代
わ
り
す

る
と
い
う
も
の
だ
。
三
人

は
こ
の
支
援
策
を
考
案
す

る
う
え
で
、
実
際
に
他
の

市
町
村
や
府
県
が
行
っ
て

い
る
奨
学
金
返
還
支
援
制

度
を
参
考
に
し
て
い
た
。

ま
た
、
本
校
一
、
二
年
生

か
ら
集
め
た
ア
ン
ケ
ー
ト

も
紹
介
。
奨
学
金
の
返
還

支
援
が
あ
れ
ば
、
将
来
的

な
Ｕ
タ
ー
ン
を
希
望
し
な

い
生
徒
の
大
半
が
「
地
元

に
帰
り
た
い
」
に
転
じ
た

と
示
し
た
。

渡
辺
英
朗
町
長
は
「
こ

れ
か
ら
は
若
者
の
ア
イ
デ
ィ

ア
、
発
想
力
を
活
か
し
て
、

町
づ
く
り
を
発
展
さ
せ
た

い
。
美
方
高
校
の
生
徒
に

は
こ
れ
か
ら
政
策
の
シ
ン

ク
タ
ン
ク
と
し
て
様
々
な

こ
と
を
探
究
し
て
い
っ
て

ほ
し
い
」
と
探
究
学
習
に

期
待
を
込
め
た
。

高
校
生
で
も
授
業
を
通

し
て
制
度
を
つ
く
り
、
町

に
貢
献
で
き
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
、
自

信
を
も
っ
て
探
究
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
こ
う
。

大
自
然
の
魅
力
満
載

「
あ
そ
ぼ
ー
や
」

報
道
陣
や
町
長
を
前
に

発
表
を
行
う
三
人

開
講
に
あ
た
り

レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
る

澁沢さんは、人が幸せを感じて生きて

いくには、地に足がつき、社会の輪の中

で必要とされ、自然の中でその恵みを得

ながら必要最低限のモノを持ち、各世代

が繋がりをもつこと。更に、お金より共

感や協働。DoよりBeが大切。働くことは

生きること。互いが持つ弱みを許容して

社会づくりを考える・・・と話していま

した。中でもお金の価値観について、私

を含め多くの現代人は「働く＝お金＝幸

せ」という考え方で、お金に執着するば

かりに大事なものを見失ってしまってい

るのではないかと気づかされました。お

金を求めすぎることで、資源は減り環境

が悪化し、結果的には人がこの世界で生

きていくこと

が苦しくなる

…今、幸せを

求めることが、

未来の自分た

ちの首を絞め

ることに繋がっ

ているなんて考えたこともありませんで

した。その気づきから、見失っている大

事なものとは、数字や文字では表せなく

て、人・環境・自然・全ての生き物、そ

して未来。全ての繋がりの中で互いにバ

ランスを保ち、思いやって生活を営んで

いくこと、それこそが共生なのかなと思

いました。

この社会の中で自分はどう生きていく

か、社会のために何ができるかを、カレッ

ジを通して考えていきたいです。

～ビジネスカレッジに参加して～

Ｒ２卒業 菅原愛夏

伸びゆく

嶺南

笑
顔
の
サ
イ
ク
ル
で
地
域
を
前
進

田
辺
一
彦
さ
ん
の
取
り
組
み

美
高
生
が
若
狭
町
に
提
案

奨
学
金
返
還
支
援
制
度
事
業
化
へ

幸
せ
を
探
る
勉
強
会

若
狭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
カ
レ
ッ
ジ


