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親子の愛情
お や こ あ い じ よ う

「親思う 心に勝る 親心」
お や お も こころ ま さ お や ごころ

聞かれたことはある歌だと思いますが、この歌は、江戸時代の終わりに、幕府を非難したため、安
き うた おも うた え ど じ だい お ばく ふ ひ なん あん

政の大獄で、処刑された吉田松陰が、２９歳で処刑をされる１週間前に詠んだ歌だそうです。親孝行
せい たい ごく しよ けい よし だ しよう いん さい しよ けい しゆう かん まえ よ うた おや こう こう

であった吉田松陰が、自分の処刑に当たって、親が自分の死んだことを知って、どんなに悲しむだろ
よし だ しよういん じ ぶん しよ けい あ おや じ ぶん し し かな

うかと、親に先立つ親不孝を悲しく思って作った歌と言われています。この歌には、「けふのおとづれ
おや さき だ おや ふ こう かな おも つく うた い うた

何と聞くらん」という下の句があります。全部の句の意味は、「私が親を思う心よりも親の慈愛のほう
なん き しも く ぜん ぶ く い み わたし おや おも こころ おや じ あい

がはるかに勝っている。だから、今日の私の死を、私の父母はどんな思いで聞くのであろうか。」とな
まさ き よ う わたし し わたし ふ ぼ おも き

ると思います。
おも

吉田松陰という人物が明治維新に大きな役割をはたしただけではなく、その人となりの偉大さが伝
よし だ しよういん じん ぶつ めい じ い しん おお やく わり ひと い だい つた

わる歌です。またそれとともに、親の愛情の限りなき深さが心に響く素晴らしい歌でもあると思いま
うた おや あい じよう かぎ ふか こころ ひび す ば うた おも

す。

この吉田松陰の歌のように、親が子に注ぐ愛情を表現する言葉として「無償の愛」という言葉があ
よし だ しよういん うた おや こ そそ あいじよう ひようげん こと ば む しよう あい こと ば

ります。この言葉、特に母親が子どもに注ぐ愛情として使われることが多いようです。確かに、母親に
こと ば とく はは おや こ そそ あいじよう つか おお たし はは おや

とって我が子は無条件に愛しい存在でしょう。何があっても守ろうと思うだろうし、子どもに何かあった
わ こ む じようけん いと そん ざい なに まも おも こ なに

なら、自分の命と引き換えにしても助けてやりたいと思うでしょう。なんの打算もなく見返りも求めず注
じ ぶん いのち ひ か たす おも だ さん み かえ もと そそ

ぐ愛。それが「無償の愛」と言えると思います。
あい む しよう あい い おも

しかし、こんな考え方があることを目にしました。それは、「本当の意味での無償の愛、それは子ど
かんが かた め ほん とう い み む しよう あい こ

もが母親に向ける愛だ」というものです。この場合の子どもは、赤ちゃんをイメージしていただくと分か
はは おや む あい ば あい こ あか わ

りやすいと思います。母親がどんな性格であろうが、どんな状況で暮らしていようが関係なく、ただた
おも はは おや せい かく じようきよう く かん けい

だ一生懸命、母親を求めてきてくれるのが赤ちゃんです。状況や言動で母親のことを嫌いになること
いつしようけん めい はは おや もと あか じようきよう げん どう はは おや きら

は絶対にないのです。たとえば、お母さんがイライラしてようが怒っていようが、いじらしいくらいに抱
ぜつ たい かあ おこ だ

っこを求めて手を伸ばしてくれるでしょう。笑顔を向けるとそれだけで嬉しそうな顔をしてくれるでしょ
もと て の え がお む うれ かお

う。母親のありのままの姿を全部受け入れてくれる。これこそが、本当の「無償の愛」ではないか、と
はは おや すがた ぜん ぶ う い ほん とう む しよう あい

いう考え方なのです。私は「なるほど」と思いました。そして、このことは、少し成長した小学校時期の
かんが かた わたし おも すこ せいちよう しようがつ こう じ き

子どもであっても、ある程度はあてはまるのではないかとも思いました。
こ てい ど おも

こう考えると、「無償の愛」とは親子間の愛情と言えるのかもしれません。
かんが む しよう あい おや こ かん あいじよう い

また、優しさとは逆に誰よりも厳しい教育や躾ができるのも親しかいないと思います。子どもに対し
やさ ぎやく だれ きび きよういく しつけ おや おも こ たい

ての深い愛情があり、その子の成長に大きな責任を感じているからこそ、誰よりも厳しい教育や躾が
ふか あいじよう こ せいちよう おお せき にん かん だれ きび きよういく しつけ

できるのです。そして、子どもがその親の期待に応えたいと頑張れるのも「親子の愛情」があるからで
こ おや き たい こた がん ば おや こ あいじよう

しょう。

教師という立場からこれらのことを考えてみると、私たちと一人一人の子どもたちとの関係は、ど
きよう し たち ば かんが わたし ひと り ひと り こ かん けい

んなに頑張ってもこれら「親子の愛情」には遠く及ばないと思います。
がん ば おや こ あいじよう とお およ おも

しかし、少しでも「親子の愛情」に近いような感情で、子どもたちを可愛がったり、厳しく指導したり
すこ おや こ あいじよう ちか かん じよう こ か わい きび し どう

しようとしているか、私たちは、日々その「思いの強さ」を問われるのだと思っています。
わたし ひ び おも つよ と おも


