
何のために勉強するのか

人生について熱く語る教頭が

５０分間語ります



教頭が話す目的

勉強することの目的について、

「こういう考え方もできるんだな」
と思っていただけるお話をすることを通して、

保護者の皆さんが、子どもが勉強することに
ついて

心に少し余裕を持っていただく
ことに貢献したい。



本日のお話の内容

• 木下晴弘先生の「今幸せです」という人に共
通することのお話

• 比田井和孝さんが熱く語る「勉強する目的」
＋教頭の思いも込めて

• 嶋田教頭の教え子の話

• 卒業生の保護者から皆さんへのアドバイス



上田情報ビジネス専門学校
副校長





お子さんにどうなってほしいのですか？

～カリスマ講師、木下晴弘さんのお話～

木下晴弘さんは、

灘高校を代表とする

難関高校にたくさんの

合格者を出していた塾の中

でもカリスマ講師といわれて

いた先生です。



保護者の悩み

勉強しない

成績が上がらない

どうしたら勉強するようにな
るのでしょうか？



木下先生が必ず聞くこと（１）

＜木下先生＞

お子さんにどうなって欲しいのですか？

＜保護者＞

勉強できるようになって欲しいです。



木下先生が必ず聞くこと（２）

＜木下先生＞

じゃあ、何のために勉強ができるようになっ
て欲しいのですか？

＜保護者＞

そんなの決まっているじゃないですか。

いい高校に入って欲しいからです。



木下先生が必ず聞くこと（３）

＜木下先生＞

じゃあ、何のためにいい高校に入って欲しい
のですか？

＜保護者＞

いい大学に入って欲しいからに決まっている
じゃないですか。



木下先生が必ず聞くこと（４）

＜木下先生＞

じゃあ、何のためにいい大学に入って欲しい
のですか？

＜保護者＞

一流企業に就職して欲しいからです。



木下先生が必ず聞くこと（５）

＜木下先生＞

じゃあ、何のために一流企業に就職して欲し
いのですか？

＜保護者＞

一流企業なら、給料もいいでしょうし、世間
体もいいでしょう。



木下先生が必ず聞くこと（６）

＜木下先生＞

じゃあ、何のためにたくさん給料が欲しいの
ですか？

＜保護者＞

安定した生活を送って欲しいからです。



木下先生が必ず聞くこと（７）

＜木下先生＞

じゃあ、何のために安定した生活を送って欲
しいのですか？

＜保護者＞

そりゃあ、家族を養ったり、マイホームだって
欲しいでしょ。



木下先生が必ず聞くこと（８）

＜木下先生＞

じゃあ、何のためにマイホームを持って欲し
いのですか？

こんな風に、「何のため」、「何のため」、「何の
ため」と質問が続いていきます。



ずっと質問を続いていくと・・・

保護者の皆さんは答えられない時がやって
きます。

そして、一生懸命考えます。

「何のためだろう」 と・・・



最後にたどり着く答えはみんな同じ

うちの子に

幸せになって欲しいです



「幸せ」ってどのような状態のことですか？

健康で、ある程度のお金があって、愛する家
族に囲まれて、周りの人から好かれて信頼さ
れる・・・

もしも、うちの子がそんな人生を歩んでくれ
たら、本当に幸せです。



一番大切な部分を忘れて・・・

何のために勉強するのかを見失ってしまう
のです。

子どもに勉強してもらう原点は

「子どもに幸せになってもらうため」だったとい
うことを忘れないようにして欲しい。



「今、幸せです」という人たちの共通点

木下さんには1万人以上の教え子がいます。
40歳近い人や部下がたくさんいてバリバリ働
いている人もいます。

木下先生は教え子に電話をかけて聞いてみ
ました。



「今、お前は幸せか？」



幸せと言う人とそうでない人との違い
（１）

学歴



幸せと言う人とそうでない人との違い
（２）

学歴ではないです

同じ高校に入って、同じ大学に入って、
さらには同じ会社に就職している人もい
ます。それなのに幸せと言う人がいれば
幸せと言わない人もいます。



幸せな人たちの共通点

周りの人を

喜ばせることに

喜びを感じられる



「私は不幸だ」と言う人たちの共通点

自分のことしか

考えていない



自分たちはどうしたらいいの？

周りの人を喜ばせる
ことに

喜びを感じる生き方



勉強するのは「何のため」（１）

こういうことを子どもさんから聞かれたことは
ありませんか？

「何のために勉強するの？」



勉強するのは「何のため」（２）

こんな風に答えていませんか？

「勉強しないと将来困る」

「勉強しないといい大学に入
れない」



勉強するのは「何のため」（３）

これではまずい

勉強する目的が

「自分のため」

ですね



勉強するのは「何のため」（４）

大学卒業まで20年以上も「自分のこと」しか
考えてこなかった人が、いきなり「お客様のた
め」、「会社のため」、「地域のため」を考えら

れる人になれるでしょうか。

つまり、幸せな人生を

送れる人になるでしょうか？



勉強するのは「何のため」（５）

周りの人を喜ばせて、

たくさんの人の役に立とうと思ったら

高い人間性と「知識や技術」

が必要なのです。



勉強するのは「何のため」（６）

勉強とは

「将来たくさん人の役に立つ
人間になるため」

にやるものなのです。



勉強するのは「何のため」（７）

大学に入学したらこう考えるでしょう

やっとこれで、

人の役に立つための

専門的な知識や技術を

学ぶことができる



勉強するのは「何のため」（８）

就職したらこう考えるでしょう

やっとこれで

今まで勉強してきたことを

人の役に立てることが

できる



こう考えられる人が

周りの人を幸せにする

「いい仕事」ができる

に違いありません。



こう考えられる人が

たくさんの人に喜んでもらえるような
「いい仕事」をして、

周りの人から「君がいてくれて

本当に良かった」と信頼され、

こんなに幸せなことってないですよね。



大切だから、再度登場します（１）

周りの人を喜ばせて、

たくさんの人の役に立とうと思ったら

高い人間性と「知識や技術」

が必要なのです。



大切だから、再度登場します（２）

勉強とは

「将来たくさん人の役に立つ
人間になるため」

にやるものなのです。



けど、・・・どうせ勉強するなら

自分が得意なこと・好きなこと、興味のあること

で活躍したいですよね。

ここからは教頭の考えが
入ってきます。



自分が本当に得意で、好きで興味の
あることって、どうやってみつけるの？

中途半端、適当に勉強していて

とにかく一生懸命勉強する

見つかるはずがない

真の意味で
気付くのです



どうすればこういう人になれるのでしょう?

•目の前のことを本気でやる。

•当たり前のことを､当たり前じ
ゃない情熱でやる。



教師の使命は

社会に喜んでもらえるような生徒を送
り出すこと、

入学してきた生徒たちを、

社会が必要とする人に育て上げ、

社会で活躍させること。



親の喜びは

子どもが社会に出たときに、

「私たちには君が必要なんだ」

と言ってもらえるような

「いい仕事」ができる人になれたら

一番幸せなのは、子ども自身です。

親としてこんなにうれしいことはない。令和2年度の授業見学会の
お話を聞いて下さい。



勉強する目的をこう言いたい

幸せな人生を送る、

つまり、周りの人を喜ばせて、

たくさんの人の役に立とうと思ったら
「知識や技能」が必要なんだ。

そのために勉強するんだ。



さらに付け加えたい

「仕事をするのなら、自分が好きなこと、得意なこと、興味のあることな
ど、自分の特性を生かして人や社会のために貢献しながら働きたい。し
かし、自分の特性は、色々なことを経験したり学ばなければわからないし、
何に興味をもっているのかもわからない。だからこそ自分の特性を知る
ために一生懸命勉強をする。そうすれば自分の脳の性能はアップする。
その中で自分が得意なこと、苦手なことや自分の特徴も自ずとわかってく
るはず。また、仕事に就いた時に必要な知識や技能は、その職種によっ
て違ってくるが、勉強に誠実に取り組んでおけば、どの職業についても必
要な知識や技能は身に付いている。目の前のやるべきことに誠実に取り
組もうとする態度も備わり、人間性も高まっているはず。自分の得意なこ
とや興味のあることで仕事(世のため人のために役に立って)をして、その
上で人から必要とされて幸せな人生を送れるのなら、こんな幸せなことは
ない。自分探しのために、そして将来世のため人のために貢献できる自
分になるために勉強する」、これが私が考える勉強する目的です。



嶋田教頭の教え子の話（１）

～ 和歌山県立医科大学医学部医学科に

進学したMくん～

目の前のやるべきことを誠実にやり抜く生徒。

誰からも信頼され、着実に力を付けていく。

理学療法士になりたい。 医学部合格可能



こういう考え方をすれば・・・（1）
質問

現在ダイニングで勉強しているので､細かい
ことでもすぐに目に付きます。

勉強面では、まだ中学生なので本人に任せ
ようとは思っているのですが､ついつい口が出
てしまいます。どの程度まで関われば良いの
か線引きが難しいです。

あまり口うるさく言うのは止めようとは思って
いるのですが。



こういう考え方をすれば・・・（1）
返答

勉強している(目の前のやるべきことを誠実
に頑張っている)姿を見せてもらえるなんて､
すごく幸せなことじゃないですか。

本人任せでいいんです。だって、我々は、目
の前のやるべきことを誠実に頑張れる人に育
てたいのだから。

口出しするか否かの線引きは、子どもさん
が素直に聞き入れるかどうか。



こういう考え方をすれば・・・（1）
返答続き

聞き入れるのであれば､「こうしてみるともっ
とうまくいくと思うよ」とアドバイスをすれば良
い。嫌がるのであれば､言うべきでは無い。

勉強している(目の前のやるべきことを誠実
に頑張っている)だけで素晴らしいことです。

全ての子どもに有効な言い方はないんです。
大切なのは言い方(やり方)ではなく､在り方
(何を大切にするか)なんです。



こういう考え方をすれば・・・（2）
質問

思春期、反抗期の子どもとの関わりについ
てアドバイスしていただきたいです。

ちょっとした声かけやきっかけでイライラした
りするので､どのように接するべきか悩んでい
ます。



こういう考え方をすれば・・・（2）
返答

反抗できる（思春期、反抗期）なんて素晴ら
しいことじゃないですか。今まで大人の言うこ
とをあまり考えることもなくやっていたのが､自
分の考えで行動(自立 ⇒ 自律)できるように
なってきたということじゃないですか。

反抗したりイライラするのは、まだ未熟だか
ら。自分の気持ちや考えをうまく表現したり、
うまく受け流したりすることができないから。



こういう考え方をすれば・・・（2）
返答続き

大切なのは、｢自分のことを常に思ってくれ
ている､見守ってくれている。認めてくれてい
る。」という感覚を子どもさんに持ってもらえる
ような親としての言葉がけ振るまいができて
いるかどうか。

たとえ話ですが、会社の上司が・・・。



こういう考え方をすれば・・・（３）
質問

高校の先生に中学校の間に付けておくべき
力(付けておいた方が良いと思われる力)につ
いて伺いたいです。人格的なこと以外に今回
は学習面で英語、数学、国語と物理、科学や
歴史、地理も具体的に教えていただきたいで
す。



こういう考え方をすれば・・・（３）
返答

社会は｢『なぜそうなるの？』と考え、その考
えを書くことを大切にして欲しい。」

理科については「嫌いにしないでくれたら、
後は高校でどうにでもできる。とにかく嫌いに
しないで､面白い、もっと知りたいという気持ち
を大切にして欲しい。｣



こういう考え方をすれば・・・（３）
返答の続き

英語については、「基本を大切にして、英語
をしっかり話して欲しい。」

数学については、｢基本を大切に､特に計算
が正確にできるようにして欲しい。｣

国語については、｢基本を大切にして欲しい。
文章をたくさん読んで論理の展開に慣れ親し
んで欲しい。｣



勉強する目的について

自分が本当にやりたいこと、得意なことで人
の役に立って、感謝されて幸せな人生を送れれ
ば、最高だ。そういう人生を送るために自分が
本当にやりたいこと、得意なことを見つけるため
には、とにかく目の前のやるべきことを一生懸
命やることで出会えるはず。

だから自分は勉強はもちろん、掃除も委員や
係の仕事を精一杯やりきる。

教頭は中学校2年生でこのような授業をします。



11期生(高校3年生)水野君の作品
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「在り方」について話しました

勉強を頑張るための「やり方」は色々ありま
す。テストの成績次第でご褒美をもらうとか・・

「やり方」は木でいえば、幹や葉など目に見
える部分です。

「在り方」は、地上からは見えない根っこの
部分です。



「やり方」だけの場合・・・

根っこをしっかり張っていない木は、地震や
台風があった時にすぐ倒れてしまいます。

それと同じで、何かうまくいかない時、トラブ
ルがあった時に、今まで築き上げてきたと思
ったものは簡単に崩れてしまいます。



「在り方」がしっかりしていれば

うまくいかない時、トラブルがあったときでも
びくともしないです。

「なぜ勉強するのか」 その根本の考え方が
しっかりしていれば、必ず勉強するようになり
ます。



中学生の今は・・・（１）
卒業生の保護者から

PTA本部役員(この春お子さんが高校を卒業
した)方から、こんなお話しをいただきました。

最後のお話しです



中学生の今は・・・（２）
卒業生の保護者から

子どもが大学に進学して、中学校時代の班学
習やプレゼンの学習などの、対話や発表、議論
する活動的な授業をしていただいたのが､本当
に良かったと思っています。

他の高校から進学してきた学生さん達と桐蔭
中学校を卒業した学生さんとの違いが､歴然と
しているんだそうです。



中学生の今は・・・（３）
卒業生の保護者から

高校の授業は､大学入試を視野に入れるとど
うしてもテスト等で結果を出すなどの「目に見え
る学力」をつけることに力点が置かれるのは仕
方がないことなのかもしれません。

しかしながら、桐蔭中学校で身に付ける「目に
は見えない学力」が本当に大切だと、親の立場
で感じています。



GRCの紹介


