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規律
き り つ

に裏
う ら

付
づ

けられた自
じ

由
ゆう

 
教務部長  牧野 宗員 

人間
にんげん

は、心
こころ

と体
からだ

、理性
り せ い

と感性
かんせい

など、矛盾
むじゅん

した側面
そ くめん

をもつ

存在
そんざい

であり、それがどちらかに偏
かたよ

るとバランスを失
うしな

ってしまう。

学校
がっ こ う

においても、自由
じ ゆ う

と規律
き り つ

のバランス感覚
かんかく

が大切
たいせつ

で、どちら

かに偏
かたよ

ることは好
この

ましくない。自由
じ ゆ う

と規律
き り つ

の調和
ち ょ うわ

、すなわち

「規律
き り つ

に裏付
う ら づ

けられた自由
じ ゆ う

」を実現
じつげん

することが課題
か だ い

となる。 

規律
き り つ

とは､｢人
ひと

の行為
こ う い

の基準
き じ ゅん

となるもの｣､｢きまり｣､｢秩序
ちつ じ ょ

」 

 

を意味
い み

している。したがって、学校
がっ こ う

の規律
き り つ

とは、学校
がっ こ う

のきまりを守
ま も

り一定
いってい

の秩序
ちつ じ ょ

を維持
い じ

する

ことであると言
い

える。 

規律
き り つ

に裏付
う ら づ

けられた自由
じ ゆ う

を実現
じつげん

するためには、まず、校則
こ う そ く

を大切
たいせつ

にし、その重要性
じゅうようせい

を

再認識
さいにんしき

する必要
ひつよう

がある。昔
むかし

から「型
かた

から入
はい

り型
かた

から出
で

る」ということが言
い

われている。茶道
さ ど う

や華道
か ど う

には「基本
き ほ ん

」があり、剣道
けんどう

や柔道
じゅうどう

には「型
かた

」がある。これらを十分
じゅうぶん

に身
み

に付
つ

けてこ

そ、やがて基本
き ほ ん

や型
かた

にとらわれない自由
じ ゆ う

の境地
き ょ う ち

に到
と う

達
たつ

できるのであろう。その点
てん

は校則
こ う そ く

も

同
おな

じである。校則
こ う そ く

は有意義
ゆ う い ぎ

な学校
がっ こ う

生活
せいかつ

を送
お く

るための基本
き ほ ん

であり、型
かた

である。校則
こ う そ く

を遵守
じゅんしゅ

することによって、自然
し ぜ ん

に自分
じ ぶ ん

を律
り っ

することができるようになり、次第
し だ い

に自主性
じ し ゅ せ い

も育
そだ

ってくる

のだと思
おも

う。 

「個人
こ じ ん

の自由
じ ゆ う

」のみを前提
ぜんてい

とすれば、学校
がっ こ う

での「身
み

だしなみ指導
し ど う

」は不可能
ふ か の う

となる。し

かし、生徒
せ い と

が学習
がくしゅう

に集中
しゅうちゅう

できる条件
じょうけん

をつくるためにもそれが必要
ひつよう

とされる場合
ば あ い

がある。身
み

だしなみを整
ととの

えて授業
じゅぎょう

に集中
しゅうちゅう

させることがむしろ生徒
せ い と

の幸福
こ う ふ く

に資
し

し、学習権
がくしゅうけん

の保障
ほ し ょ う

にも

つながると考
かんが

えられる場合
ば あ い

があるからである。また、以前
い ぜ ん

､｢遅刻
ち こ く

の指導
し ど う

」についての論調
ろんちょう

が見
み

られた際
さい

には、授業
じゅぎょう

が中断
ちゅうだん

される教室
きょうしつ

で、他
ほか

の生徒
せ い と

への配慮
はい り ょ

はだれがどうするのか

については触
ふ

れられることがなかった。 

規律
き り つ

が保
たも

たれていなければ、十分
じゅうぶん

な学習
がくしゅう

成果
せ い か

は得
え

られないし、規律
き り つ

を身
み

に付
つ

けること

を学
まな

んでこそ、自由
じ ゆ う

の楽
たの

しさが満喫
まんきつ

できるのではないかと考
かんが

える。学校
がっ こ う

においては、個人
こ じ ん

への配慮
はい り ょ

とともに、一人一人
ひ と り ひ と り

の学習権
がくしゅうけん

を保障
ほ し ょ う

するためにも校則
こ う そ く

が必要
ひつよう

となってくるのであ

る。 「規律
き り つ

」という土壌
ど じ ょ う

の中
なか

で、しっかりと「自由
じ ゆ う

」の根
ね

を張
は

り、各自
か く じ

の「 志
こころざし

」の花
はな

を咲
さ

か

せることを願
ねが

っている。 



【人権委員の声】 

自由を求めても、規律とのバランスが大事だということが分かりました。自由を求め

すぎて規律とのバランスが不安定になることはだめだから、私は自由と規律が調和す

るように考えて生活していこうと思いました。（１年生 人権委員） 

規律を無視して行動しても、それは自由ではなく自分勝手だということを改めて思

った。自由には責任がついてくるので、規律やルールを守らないと、相手のことを考え

ていない行動になってしまうと思った。（２年生  人権委員） 

厳しいなと思っていた身だしなみ指導も、有意義な学校生活を送るためにはなくて

はならないのだなと思った。学習に集中するためにも、ルールを守りたいと思った。（３

年生 人権委員） 

私たちは普段、校則が厳しいと口にすることがありますが、それは自由と規律の調

和のために考えられているものなので、校則の大切さももっと実感しないといけない

のかなと思いました。「規律を身に付けることを学んでこそ、自由の楽しさが満喫でき

るのではないか」という考えは、今までの私にはなかったので、自由を手に入れるため

にはまず、基本となる規律を大切にしなければいけないと思いました。また、きまりを変

えるときには、たくさん考え、しっかりと協議する必要があると感じました。（４年生  人

権委員） 

南校の校則は厳しいなどといった声をよく耳にするが、その厳しさは私たちにとって

大切なことなのだなと感じた。規律を身に付けることは自由を実現するだけでなく、そ

れぞれの権利を保障することにつながっているのだなと思うと、校則を守ることは意味

があることなのだと思った。（５年生 人権委員） 

校則や制限のない状態であると、個人差が生まれ、差別につながることを改めて

感じました。きまりとして並べられている文字だけでなく、そのきまりがつくられた背景

までしっかりと考えて、行動していきたいです。（６年生 人権委員） 

 


