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子どもの笑顔が輝き

勢いのある学校

（Ｈ30．1．1９発行）文責 校長 福田雅也

「権利と義務」 「自由と責任」
け ん り ぎ む じ ゆ う せ き に ん

甲佐町の成人式は、成人の日の前日である１月７日（日）に行われました。私は、今年成人した年
こう さ まち せい じん しき せい じん ひ ぜん じつ ひ ひ おこな わたし こ とし せい じん ねん

代とのつながりはないのですが、町からのご案内があり、出席させていただきました。
だい まち あん ない しゆつせき

式の中、蔵田教育長が励ましの言葉を伝えられた中で、「これからの皆さんには、義務と責任があ
しき なか くら た きよういくちよう はげ こと ば つた なか みな ぎ む せき にん

ります。」との話をされました。私は、そのお話を聞きながら、選挙権が１８歳に引き下げられた時に
はなし わたし はなし き せん きよ けん さい ひ さ とき

考えたことを思い出していました。
かんが おも だ

その時考えたのは、「権利と義務」「自由と責任」という言葉についてでした。これらの言葉は、それ
ときかんが けん り ぎ む じ ゆう せき にん こと ば こと ば

ぞれが表裏一体の関係で、民主主義の重要な要素として示されることが多い言葉です。１８歳で選挙
ひよう り いつ たい かん けい みん しゆ しゆ ぎ じゆうよう よう そ しめ おお こと ば さい せん きよ

権を行使する場合、これらのことを、しっかりと理解し、考えたうえで投票する力が身についているの
けん こう し ば あい り かい かんが とうひよう ちから み

だろうかと疑問が浮かんだのです。
ぎ もん う

「権利と義務」について考えてみると、この二つの言葉は、国語的にも反対語として位置づけられて
けん り ぎ む かんが ふた こと ば こく ご てき はん たい ご い ち

います。国民の三大義務は勤労、納税、子供に教育を受けさせることで、三大権利は生存権、教育
こく みん さん だい ぎ む きん ろう のう ぜい こ ども きよう いく う さん だい けん り せい ぞん けん きよう いく

を受ける権利、参政権です。制度が変わった「選挙権」は、この中の参政権にあたることは当然お分
う けん り さん せい けん せい ど か せん きよ けん なか さん せい けん とう ぜん わ

かりいただけるものと思います。ここで、注意が必要なのは、反対語の関係にある「権利と義務」です
おも ちゆう い ひつ よう はん たい ご かん けい けん り ぎ む

が、民主主義の中での「権利」は、「義務」の対価として認められているものではないということです。
みん しゆ しゆ ぎ なか けん り ぎ む たい か みと

義務を果たさなければ権利が与えられないというものではないということです。（もちろん、義務を果た
ぎ む は けん り あた ぎ む は

さないことで何らかのペナルティを受ける場合はあります。）しかし、権利が義務の対価ではないとし
なん う ば あい けん り ぎ む たい か

ても、義務は義務として果たさなければ民主国家が成り立たなくなるのです。
ぎ む ぎ む は みん しゆ こつ か な た

「自由と責任」について考えてみると、この二つの言葉は、国語的には反対語としては位置づけら
じ ゆう せき にん かんが ふた こと ば こく ご てき はん たい ご い ち

れていません。ノーベル文学賞作家であるバーナード・ショーは次のように言っています。「自由は責
ぶん がく しようさつ か つぎ い じ ゆう せき

任を意味する。だからこそ、たいていの人間は自由を恐れる。」この言葉は、「自由」には「責任」が伴
にん い み にん げん じ ゆう おそ こと ば じ ゆう せき にん ともな

うことともに、「責任」の重大さを示しているのでしょう。「自由」というのは、「自分の判断で選択・決定
せき にん じゆうだい しめ じ ゆう じ ぶん はん だん せん たく けつ てい

できる。」ということですが、「責任」の面からそれを見れば、その「自らの選択の結果」に対しては、自
せき にん めん み みずか せん たく けつ か たい みずか

ら責任を負わなければならないことになります。
せき にん お

このように考えてみると、「１８歳選挙権」については、私と同様に様々なご意見をおもちの方々が
かんが さい せん きよ けん わたし どう よう さま ざま い けん かた がた

いらっしゃると思います。しかし、成人式を迎える２０歳の大人であれば、「権利と義務」「自由と責任」
おも せい じん しき むか さい お と な けん り ぎ む じ ゆう せき にん

を十分に理解してくれているものと信じます。実際、式の最後に「成人者誓いのことば」を堂々と発表
じゆうぶん り かい しん じつ さい しき さい ご せい じん しや ちか どう どう はつぴよう

してくれた代表者の言葉は、夢を語りつつも、義務や責任を強く感じていることがひしひしと伝わって
だいひよう しや こと ば ゆめ かた ぎ む せき にん つよ かん つた

くるものでした。本当に素晴らしく頼もしい発表でした。
ほん とう す ば たの はつぴよう

私たちは、このような素晴らしい若者を育ていく立場として、「権利と義務」「自由と責任」等のこと
わたし す ば わか もの そだ たち ば けん り ぎ む じ ゆう せき にん とう

を、日々繰り返す日常生活の中、小学生に合った身近な問題と関連付けて、少しずつ少しずつ伝え
ひ び く かえ にち じよう せい かつ なか しよう がく せい あ み ぢか もん だい かん れん づ すこ すこ つた

ていくことが重要であると改めて感じました。
じゆうよう あらた かん


