
で
購
入
で
き
る
の
か
」。
こ

う
し
て
１
０
０
％
強
制
労
働

に
頼
ら
な
い
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

作
り
を
す
る
会
社
を
立
ち
上

げ
た
ト
ニ
ー
さ
ん
は
、
以
後

そ
の
商
品
を
通
じ
て
現
代
の

奴
隷
制
や
児
童
労
働
を
訴

え
、
撲
滅
す
る
こ
と
を
自
身

の
使
命
と
し
て
い
ま
す
。

異
彩
を
放
つ
人
た
ち

　

福
祉
と
ア
ー
ト
を
起
点
と

し
て
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
取
り
組

む
人
た
ち
も
い
ま
す
。「
ヘ

（
２
面
に
続
く
）

会
共
通
の
目
標
で
す
が
、
貧

困
、
教
育
、
保
健
、
福
祉
、

働
き
が
い
や
気
候
変
動
に
至

る
ま
で
、
今
日
の
地
球
的
課

題
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
た

め
、
何
か
ら
手
を
付
け
て
い

い
の
か
迷
わ
れ
る
方
も
い
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
取
り
組
む
コ

ツ
は
、「
自
分
ご
と
化
」
で

す
。
例
え
ば
、「
ト
ニ
ー
ズ

・
チ
ョ
コ
ロ
ン
リ
ー
」
と
い

う
、
オ
ラ
ン
ダ
で
人
気
の
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
ブ
ラ
ン
ド
を
ご

存
知
で
し
ょ
う
か
。
設
立
者

の
ト
ゥ
ー
ン
・
フ
ァ
ン
・
デ

コ
ー
ケ
ン
（
英
語
名
・
ト
ニ

ー
）
さ
ん
は
、
元
新
聞
記
者

で
、
ア
フ
リ
カ
の
カ
カ
オ
農

園
を
訪
れ
た
際
、
自
分
の
娘

と
変
わ
ら
な
い
年
頃
の
子
ど

も
が
強
制
労
働
を
強
い
ら
れ

て
い
る
姿
を
目
撃
。
さ
ら

に
、
そ
の
雇
い
主
が
有
名
企

業
で
あ
る
こ
と
を
知
り
衝
撃

を
受
け
ま
す
。「
片
や
奴
隷
の

よ
う
に
働
か
さ
れ
て
い
る
子

ど
も
が
い
て
、
な
ぜ
自
分
た

ち
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
安
価

小
学
生
で
単
身
中
国
へ

　

「
社
会
の
境
界
線
を
溶
か

す
こ
と
」、
こ
れ
が
私
の
人

生
の
パ
ー
パ
ス
（
目
的
）
で

す
。
ま
ず
は
、
ど
の
よ
う
に

こ
の
パ
ー
パ
ス
に
至
っ
た
の

か
、
と
い
う
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
は
、
母
と
娘
の
ひ
と
り

親
家
庭
に
育
ち
ま
し
た
。
母

と
事
実
婚
の
関
係
に
あ
っ

た
、
血
の
つ
な
が
ら
な
い
父

も
お
り
、
私
た
ち
家
族
は
幸

せ
で
し
た
。
一
方
で
、
周
囲

か
ら
は
「
普
通
で
は
な
い
」

と
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

保
育
園
か
ら
小
学
校
ま
で
い

じ
め
を
経
験
し
ま
し
た
。

　

人
生
初
の
転
機
は
、
小
学

１
年
生
の
２
学
期
に
訪
れ
ま

し
た
。
中
国
人
の
転
校
生
が

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
に
加
わ
り
、

「
中
国
人
だ
か
ら
」
と
い
う

理
由
だ
け
で
、
い
じ
め
の
タ

ー
ゲ
ッ
ト
が
彼
女
に
変
わ
っ

た
の
で
す
。
け
れ
ど
、
彼
女

は
強
か
っ
た
。
み
ん
な
に
無

視
さ
れ
、
な
い
が
し
ろ
に
さ

れ
て
も
、「
私
は
こ
う
思
う
」

「
こ
う
し
た
い
」
と
い
う
自

分
の
声
を
持
ち
続
け
て
い
ま

し
た
。
彼
女
の
よ
う
な
強
さ

を
、
私
も
ほ
し
い
。
そ
の
一

心
で
単
身
中
国
に
渡
り
、
電

子
辞
書
を
片
手
に
上
海
中
を

歩
き
ま
わ
っ
て
日
本
人
を
受

け
入
れ
て
く
れ
る
全
寮
制
の

小
学
校
を
見
つ
け
入
学
し
ま

し
た
。
小
学
２
年
生
、
８
歳

の
と
き
で
す
。

過
去
は
変
え
ら
れ
な
い

　

中
国
で
は
、
言
語
や
価
値

観
の
違
い
な
ど
、
い
く
つ
も

の
壁
に
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
。

中
で
も
、
歴
史
の
壁
は
厚

く
、
途
方
に
暮
れ
て
い
た
と

き
、「
過
去
は
変
え
ら
れ
な

い
け
ど
、
あ
な
た
が
目
の
前

の
人
と
ど
う
関
わ
る
か
は
、

今
、
こ
の
場
か
ら
変
え
ら
れ

る
。
未
来
は
あ
な
た
た
ち
次

第
」
と
声
を
掛
け
て
く
れ
た

先
生
が
い
ま
し
た
。
自
分
も

誰
か
に
こ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

学
校
に
通
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
間
さ
ま
ざ
ま
な

困
難
に
直
面
し
ま
し
た
が
、

感
情
と
い
う
共
通
言
語
を
持

つ
「
人
と
し
て
」
相
手
と
向

き
合
う
こ
と
で
、
人
は
打
ち

解
け
合
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
身
を
持
っ
て
学
び
ま
し

た
。
こ
う
し
た
経
験
を
経

て
、「
国
籍
」「
人
種
」「
宗
教
」

「
性
別
」
な
ど
、
社
会
に
い

く
つ
も
存
在
す
る
境
界
線
を

溶
か
し
て
、
誰
も
が
自
分
の

軸
を
自
由
に
探
究
で
き
る
地

球
社
会
を
築
き
た
い
、
と
い

う
マ
イ
・
パ
ー
パ
ス
に
至
り

ま
し
た
。

　

２
０
１
８
年
、
青
年
版
ダ

ボ
ス
会
議
に
参
加
。
自
分
と

同
世
代
の
若
者
と
世
界
平
和

を
実
現
す
る
た
め
に
各
々
何

が
で
き
る
の
か
、
真
剣
に
話

し
合
い
模
索
し
ま
し
た
。
こ

の
経
験
が
、「
地
球
を
一
つ

の
学
校
に
す
る
」
を
ミ
ッ
シ

ョ
ン
に
掲
げ
る
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｌ
Ｄ

　

Ｒ
Ｏ
Ａ
Ｄ
を
共
同
創
業
し

ま
し
た
。
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｌ
Ｄ　

Ｒ

Ｏ
Ａ
Ｄ
で
は
、
世
界
２
０
１

カ
国
の
社
会
起
業
家
と
日
本

の
学
生
が
出
会
い
、
地
球
規

模
で
思
考
し
て
行
動
す
る
手

助
け
を
し
て
い
ま
す
。
最
近

で
は
、「
世
界
中
の
境
界
線

を
溶
か
す
」
を
パ
ー
パ
ス
と

し
て
掲
げ
る
法
人
向
け
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
研
修
や
経
営
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
を
行
う
Ｈ
Ｉ
合
同

会
社
も
新
た
に
立
ち
上
げ
ま

し
た
。

「
自
分
ご
と
化
」
が
鍵

　

昨
今
、国
連
が
定
め
る「
持

続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
）」
に
関
心
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
国
連
サ
ミ
ッ
ト

で
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
、
２
０
３
０
年

ま
で
に
達
成
す
べ
き
国
際
社

を
発
信
す
る
大
人
に
な
り
た

い
と
思
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
は
、「
い
ろ
ん
な

国
や
文
化
が
交
じ
り
合
う

国
」
と
し
て
カ
ナ
ダ
に
興
味

を
持
ち
、
留
学
し
ま
し
た
。

カ
ナ
ダ
で
受
け
た
教
育
は
、

私
の
パ
ー
パ
ス
の
起
点
と
な

り
ま
す
。
私
が
通
っ
た
学
校

に
は
、
生
徒
一
人
ひ
と
り

が
、
自
分
の
夢
と
、
そ
こ
に

至
る
た
め
に
何
が
必
要
か
を

具
体
的
に
考
え
、
分
か
ち
合

う
「
ラ
イ
フ
・
プ
ラ
ン
ニ
ン

グ
」
と
い
う
授
業
が
あ
り
ま

し
た
。
作
家
に
な
り
た
い
、

カ
フ
ェ
経
営
を
し
た
い
な

ど
、
皆
が
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン

を
語
る
中
で
、
進
学
を
当
然

の
こ
と
と
し
な
が
ら
、
大
学

で
何
を
学
び
た
い
か
を
語
れ

な
い
自
分
を
虚
し
く
感
じ
ま

し
た
。「
あ
あ
そ
う
か
。
や

り
た
い
こ
と
あ
っ
て
の
進
路

な
ん
だ
」。
自
分
の
軸
を
築

く
こ
と
が
先
決
で
、
そ
の
軸

が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
生

を
イ
キ
イ
キ
と
歩
ん
で
社
会

に
貢
献
で
き
る
こ
と
に
気
づ

き
ま
し
た
。

私
の
パ
ー
パ
ス

　

以
降
も
色
ん
な
ご
縁
が
重

な
っ
て
、
メ
キ
シ
コ
、
ス
ペ

イ
ン
へ
留
学
し
、
世
界
中
の

SDGsを自分ごと化する

国連が定める「持続可能な開発目標（SDGs）」

HI合同会社代表。青年版ダボス会議日本代表。
「社会の境界線を溶かすこと」を使命として、
「SDGs×教育」を軸に持続可能な社会のあり
方やビジネスモデルを追求する。

SDGsは、２０１５年９月に開催された国連サミットで加盟国の全会一
致で採択された。世界を「持続可能」に変えるための「１７の目標」
と「１６９のターゲット（具体目標）」で構成され、貧困・教育・健
康・福祉・平和・ジェンダー・エネルギー・気候変動など、今日の
世界が抱える課題を包括的に挙げている。このため、達成年度の２
０３０年に向けて、国や政府だけでなく、個人・団体・企業・教育機
関など、あらゆるセクターが一丸となってアクションを起こし、そ
れぞれの役割を果たすことが求められている。

＊１７の目標と１６９のターゲットは、外務省のウェブサイト
「Japan SDGs Action Platform」で全文確認できる

平
原
　
依
文
さ
ん

講
師

　

９
月
２１
日
、
社
会
起
業
家
の
平
原
依
文
さ
ん
を
講
師
に
迎

え
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
の
取
り
組
み
を
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
内
外
で
推

進
す
る
た
め
の
職
員
研
修
を
実
施
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
パ

ー
パ
ス
か
ら
始
ま
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
自
分
ご
と
化
」
よ
り
、
平

原
さ
ん
の
講
演
内
容
の
一
部
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

�

（
ま
と
め
・
広
報
室
）

ラ
ル
ボ
ニ
ー
」
は
、
知
的
障

が
い
の
あ
る
作
家
が
描
く
ア

ー
ト
作
品
を
高
解
像
度
で
デ

ー
タ
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
に
転
用
す
る
こ
と
で
、
新

し
い
収
益
構
造
を
実
現
す
る

会
社
で
す
。
設
立
し
た
の

は
、
知
的
障
が
い
の
あ
る
兄

を
持
つ
、
双
子
の
松
田
崇
弥

さ
ん
、
文
登
さ
ん
兄
弟
。「
大

変
そ
う
」「
可
哀
想
」
と
い

う
先
入
観
に
常
に
さ
ら
さ
れ

る
兄
と
周
囲
と
の
間
に
、
隔

「
高
尾
の
森
わ

く
わ
く
ビ
レ
ッ

ジ
」
の
委
託
契

約
が
ス
タ
ー
ト

し
て
１８
年
の
歳

月
が
経
と
う
と

し
て
い
ま
す
。

契
約
更
新
時
期

も
２
年
後
に
迫

り
、
運
営
を
担
う
グ
ル
ー
プ

会
社
間
で
は
改
め
て
ア
ピ
ー

ル
す
べ
き
こ
と
は
何
か
検
討

が
始
ま
り
ま
し
た
▼
利
用
者

の
ご
家
族
や
学
校
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
に
は
「
初
め
て
の
体

験
」
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
こ
と

へ
の
感
謝
の
言
葉
が
度
々
記

さ
れ
ま
す
。
野
外
体
験
初
心

者
に
と
っ
て
も
、
使
い
や
す

い
施
設
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ

が
、
私
た
ち
の
強
み
で
す
▼

私
が
主
に
キ
ャ
ン
プ
に
携
わ

っ
て
い
た
当
時
は
、「
一
体

自
分
は
何
の
プ
ロ
な
の
か
」

と
、
野
外
活
動
の
ス
キ
ル
が

足
り
な
い
こ
と
に
引
け
目
を

感
じ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

今
は
、
世
の
中
の
動
き
を
的

確
に
と
ら
え
、
こ
れ
に
呼
応

し
て
「
新
し
い
入
口
」
を
作

る
プ
ロ
に
こ
そ
な
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
が
こ
れ

ま
で
に
キ
ャ
ン
プ
を
推
進

し
、
英
語
教
育
を
広
め
て
き

た
よ
う
に
、新
し
い「
何
か
」

を
求
め
る
人
た
ち
が
、
ス
ム

ー
ズ
に
そ
の
一
歩
を
踏
み
出

す
こ
と
の
た
め
の
サ
ポ
ー
ト

に
、
力
を
注
い
で
い
き
た
い

も
の
で
す
▼
わ
く
わ
く
ビ
レ

ッ
ジ
の
新
規
契
約
の
開
始

は
、
２
０
２
５
年
４
月
。
ど

ん
な
新
し
い
入
口
が
用
意
で

き
る
の
か
、
楽
し
み
で
も
あ

り
、
責
任
も
重
大
で
す
。

（
高
尾
の
森
わ
く
わ
く
ビ
レ

ッ
ジ　

館
長　

菅
野　

牧
夫
）

「４つの品物は何からできている？」。ワークシ
ョップで出題されたクイズより（答えは２面）
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　東京ＹＭＣＡ資料室に残されている資料を紐解くと、「１９２２年１０月午前
６時より東京ＹＭＣＡ社交室に松野菊太郎、外村義郎、山本邦之助、石田
友治の４名、日本教化の為に心を合わせて祈りしに始まる」の記述があり、
これが「東京ＹＭＣＡ早天祈祷会」の始まりです。以来、１００年にわたり、
開催場所や時間は変遷しつつも、毎月初めの朝、会員有志により祈祷会は
続けられてきました。
　２０２２年１０月３日（月）午前７時、東京ＹＭＣＡ山手センター１階ホー
ルにて、会場とオンラインのハイブリッド形式で１００年を記念した「早天
祈祷会」を開催。オンライン参加は２１人、会場には１８人が集いました。
第１部の祈祷会では、堀口廣司氏（学校法人東京ＹＭＣＡ学院学院長）に
よる「神の国はあなた方の間にある」と題した奨励がありました。第２部
では、齊藤實氏（ＹＭＣＡ史学会理事長・東京ＹＭＣＡ元副総主事）に「早
天祈祷会の歴史と思い出」をお話しいただいた後、関連する歴史資料や写
真のスライドで１００年間の歩みを振り返り、また参加者からも感想や近況
が共有されました。
　ＹＭＣＡの誕生から現在まで、会員有志が集い祈りを合わせることで、
ＹＭＣＡの活動は導かれてきました。現在はミッション委員会が主催し、
原則毎月１日（土日に重なる場合は次の月曜日）の早朝７時に開催してい
ます。オンラインやハイブリッ
ドになってからは海外からのご
参加もあります。次の１００年に
向けて、多くの皆様とともに早
天祈祷会を守り、次世代に受け
継いでいきたいと願っていま
す。� （会員部　上田弘実）

力
と
な
っ
て
い
ま
す
。

パ
ー
パ
ス
か
ら
は
じ
ま
る

　

こ
う
し
た
事
例
に
共
通
す

る
の
は
、
各
々
の
関
心
や
経

験
に
基
づ
い
て
、
義
務
感
か

ら
で
は
な
く
、
イ
キ
イ
キ
と

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
つ
な
が
る
活
動

が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
。
私
自
身
も
、
あ
ら
ゆ

る
ア
ク
シ
ョ
ン
を
自
分
の
パ

ー
パ
ス
を
起
点
と
す
る
こ
と

で
、
一
つ
ひ
と
つ
真
剣
に
、

心
か
ら
楽
し
ん
で
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を

自
分
ご
と
化
す
る
」
こ
と

が
、
無
理
や
我
慢
を
せ
ず

に
、
よ
り
良
い
地
球
社
会
づ

く
り
に
参
画
す
る
鍵
に
な
る

と
言
え
ま
す
。

　

パ
ー
パ
ス
を
欠
い
た
行
動

で
は
、
方
向
性
も
な
け
れ
ば

力
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
や

強
み
、
歴
史
や
立
場
を
活
か

す
こ
と
に
は
大
き
な
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
企

業
や
団
体
、
個
人
で
あ
っ
て

も
同
じ
こ
と
。
誰
も
が
、「
Ｈ

ｉ
！
」「
こ
ん
に
ち
は
」
と

軽
や
か
に
声
を
掛
け
合
え
る

社
会
を
つ
く
る
た
め
に
、
私

も
で
き
る
こ
と
を
こ
れ
か
ら

も
続
け
て
い
き
ま
す
。
Ｙ
Ｍ

Ｃ
Ａ
の
み
な
さ
ん
に
も
期
待

し
て
い
ま
す
。

パートナーシップで世界を変える
―ＡＰＡＹグリーンアンバサダートレーニング参加報告

世界的な異常気象、感染症や絶滅危惧種の増加など、私たちの地球の未来を守るための
取り組みが十分でないことを示す科学的なデータが繰り返し提示されています。アジア
・太平洋ＹＭＣＡ同盟（ＡＰＡＹ）は、１０月３～７日、「グリーンアンバサダートレー
ニング」をタイ・チェンマイにて開催。日々のあらゆる行動と自然環境の結びつきを強
めていくことを改めて呼びかけ、アジア各地からの参加者約６０人がこれに応じました。
日本からも職員２人が参加し、個人として、ＹＭＣＡとして、いかに行動変容を起こせ
るかを考えました。

■祈りを合わせ１００年―早天祈祷会

「焼りん」こと
加美山　節さん

本会元副総主事 齊藤　實

資料室の窓から〈117〉
シリーズ

加美山　節氏
（1991年撮影）

　

嘗
て
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
常
議
員
会

議
長
と
し
て
、
ま
た
理
事
長
と
し

て
立
た
れ
た
加か

み
や
ま

美
山
節せ

つ

さ
ん
を
、

「
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
家
族
キ
ャ
ン
プ
」

の
仲
間
は「
焼
り
ん
」と
呼
ん
だ
。

山
中
キ
ャ
ン
プ
に
参
加
し
た
は
じ

め
、
キ
ャ
ン
パ
ー
一
同
の
目
に
映

っ
た
そ
の
両
頬
が
リ
ン
ゴ
の
よ
う

に
ほ
ん
の
り
と
赤
み
を
さ
し
て
い

た
か
ら
の
命
名
で
あ
ろ
う
。
ご
夫

人
愛
子
さ
ん
は
「
ゆ
で
り
ん
」。

ご
子
息
は
「
よ
び
り
ん
」。
こ
の

よ
う
に
キ
ャ
ン
プ
ネ
ー
ム
命
名
は

当
意
即
妙
。
さ
て
、
１
９
８
９
年

秋
の
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
会
員
協
議
会

の
記
録
を
資
料
室
作
業
の
中
で
見

て
い
た
。
会
場
は
野
辺
山
高
原
セ

ン
タ
ー
（
１
９
７
６
年
献
堂
、
２

０
０
４
年
閉
館
）
で
、「
２１
世
紀

に
向
か
う
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
・
い
ま

わ
た
し
た
ち
の
な
す
べ
き
こ
と
」

を
主
題
に
掲
げ
８７
名
が
参
集
し

た
。
今
は
名
を
変
え
て
「
ソ
シ
ア

ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
呼
ぶ
東
京
Ｙ

Ｍ
Ｃ
Ａ
会
員
の
熱
意
を
確
か
め
合

う
恒
例
の
行
事
で
あ
る
。
そ
の
基

調
講
演
を
、
常
議
員
会
議
長
の
加

美
山
節
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
始
め

ら
れ
た
。「
私
と
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ

と
の
ご
縁
は
、
２６
歳
で
復
員
後
、

就
職
先
の
銀
行
に
帰
り
、
２９
歳
の

時
に
理
事
会
の
末
席
に
加
え
て
い

た
だ
い
た
時
か
ら
と
な
り
ま
す
」

と
。
神
田
美
土
代
町
の
会
館
を
占

領
米
国
軍
に
接
収
さ
れ
、
東
京
Ｙ

Ｍ
Ｃ
Ａ
の
戦
後
の
全
活
動
を
富
士

見
町
の
会
館
で
再
開
し
た
時
期
の

話
で
あ
る
。
当
時
、
二
十
歳
代
の

正
会
員
（
男
子
・
キ
リ
ス
ト
者
会

員
）
が
結
集
し
た
「
ヨ
ハ
ネ
会
」

が
、
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
運
営
の
活
性

化
に
向
け
た
行
動
を
お
こ
し
た
。

当
時
、
理
事
は
正
会
員
に
よ
る
選

挙
で
選
ば
れ
る
定
め
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、「
理
事
会
を
活
性
化
す

る
た
め
に
、
我
ら
若
者
の
代
表
を

送
ろ
う
」
と
い
う
策
に
出
た
の
で

あ
っ
た
。
候
補
者
に
ヨ
ハ
ネ
会
メ

ン
バ
ー
の
最
高
年
齢
者
２９
歳
の
加

美
山
さ
ん
を
挙
げ
、
選
挙
運
動
を

興
し
た
の
で
あ
っ
た
。
私
は
、
当

時
２１
歳
、
仲
間
二
人
と
加
美
山
さ

ん
出
馬
を
願
っ
て
お
宅
を
訪
ね

た
。
勤
務
先
か
ら
の
お
帰
り
を
待

つ
間
の
座
敷
で
の
熱
い
思
い
は
今

も
、
忘
れ
な
い
。
理
事
選
挙
が
行

わ
れ
る
会
員
総
会
ま
で
の
毎
晩
、

ヨ
ハ
ネ
会
メ
ン
バ
ー
は
選
挙
運
動

で
会
館
中
を
駆
け
回
っ
た
。
結
果

は
、「
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
歴
史
上

は
じ
め
て
の
２０
歳
代
の
理
事
誕

生
」
が
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

若
い
会
員
の
意
思
を
理
事
会
の
議

論
に
加
え
る
、
と
い
う
快
挙
が
、

加
美
山
節
理
事
誕
生
で
実
現
し
た

の
で
あ
っ
た
。

　グリーンアンバサダーは、直訳すると「緑の大使」、
つまり、環境保全に向けた取り組みを積極的に推進する
役割を担う人のことを指します。このようなリーダーシ
ップを養成するための研修を、アジア・太平洋ＹＭＣＡ
同盟（ＡＰＡＹ）では２０１２年より継続的に実施してお
り、今回日本からの代表として参加しました。
　アジア・太平洋地域では、貧困、宗教や民族の違いか
ら生じる差別や抑圧、そして、近年ではとりわけ気候変
動と自然災害が大きな共通課題となっています。早急な
対策の必要性が実感される中、各所でさまざまな取り組
みが行われていますが、その一つがＡＰＡＹによる「グ
リーン・チーム」の結成です。このチームには、アジア
各地のＹＭＣＡから１６人の職員が参加しており、２０２０
年に私もその一員に。気候変動対策に向けたポリシー策
定やプログラム開発、教育活動などを主なミッションと
しており、タイ・チェンマンにて開催された今回のトレ
ーニングの企画と運営も担いました。
　トレーニングは、「学びの場」と「話し合いの場」の
２部構成。先駆的な取り組みを行う地域の施設や大学訪
問、専門家による講義、ＹＭＣＡ間の事例紹介など、「学
びの場」で見識を深めつつ、「話し合いの場」で具体的
なアクションプランを探りました。どのＹＭＣＡにも身
近なこととして度々話題に上がったのが「Waste�
Management（廃棄物管理）」です。例えば、東陽町セ
ンターなどが定期的に実施する「クリーンウォーク」（地
域清掃活動）は、他国でも頻繁に行われています。また、

「元を断つ」ことを重視して、プラスチックゴミを乾燥
・加工して建築資材としたり、木くずを用いてエコ・デ
ィシュを作るなど、日頃から徹底して「ゴミを出さない」
「再利用する」ＹＭＣＡの事例も紹介されました。
　印象に残ったのは、「For�my�village（村のために）」
「For�our�community（コミュニティーのために）」
「Support�local�product（地域経済のために）」などの
声が度々聞かれたこと。自分の暮らす地域への帰属意識
や「故郷のあの人を助けたい」という思いは、東京のよ
うな大都市で生活をしていると希薄になりがちです。人
と人とのつながりや、色々なモノ・ことの先にある誰か
を認識しにくい環境に身を置き続けていると、無意識の
内に何事も「他人事」となってしまうのではないか、と
危機感を覚えました。
　今回の学びの中心にあった気候変動という問題、これ
は私たちの感性が大いに問われる問題です。温暖化によ
る海面上昇や大規模な洪水の被害を真っ先に被るのは、
ＣＯ２の排出にほとんど関わらないアジアやアフリカ、
太平洋の島国です。そして、私たちの持続不可能な行動
の蓄積によって窮地に立たされることになるのは、将来
世代の人びと。そこに思いをはせ、その苦しみややるせ
なさを繊細に感じ取る感性、共感する心を育むことは、
地球規模の課題解決には欠かせないことであり、ここに
こそＹＭＣＡが担うべき大きな役割があると感じていま
す。

感性の危機が、地球の危機 ―池田麻梨子（ＴＹＩＳ）

ＡＰＡＹグリーン・チームのメンバー（2０2０～2０23）。
１１の国と地域の１６人で構成され、日本からも池田麻
梨子氏（東京ＹＭＣＡ）と阪田晃一氏（神戸ＹＭＣＡ）
が参加する

ミャンマー・ネピドーＹＭＣＡによる「総合的農業」
の事例紹介。農薬や化学肥料は土壌や水の汚染につな
がるため、有機農法による少量多品目栽培と養畜に取
り組み、肥料作りや害虫対策に活かしている。必要な
エネルギーはソーラパネルで補い、収穫物は地域に還
元。地球環境に優しく、農村の生活を豊かにするため
の活動に取り組む

何事も積み重ねと役割分担 ―日野枝里子（広報室）

　１０年余りの歴史ある「グリーンアンバサダートレーニ
ング」が、初めてハイブリット開催されることとなり、
日本からオンラインで参加する機会を得ました。開始早
々、「洪水が発生したためプログラムに一部変更が生じ
ました。これも温暖化の影響です」という旨のアナウン
スがあり、一気に研修への意識が高まりました。
　先の「第２０回世界ＹＭＣＡ大会」に参加をしたとき
にも感じたことですが、海外の参加者、とりわけアジア
・太平洋地域の若い世代は、地球規模の課題に関する議

●買い物は投票と心得る
どの企業のどんな商品を支持するかの意思表明にも
なる買い物は、一種の「投票」と言える。私たちは
賢い市民（消費者）である必要がある。

●使い捨てない
ものを作る（その前に原料を取り出す）、廃棄する、リサイクル
する。このすべての過程でエネルギーが使われ、CO2が排出され
る。分別やリサイクルに躍起になるより、修理や工夫でものを長
く大切に使うことの方が効果的。多くを求めることは、持続不可
能な社会づくりへの加担であると知ること。

●一人の力を信じる
私たちが無制限にものやエネルギーを大量消費し続けてきたこと
が、今日の地球規模の課題の形成につながった。この積み重ねの
力を、今度はポジティブな変化を起こすことに活かせるように、
一挙一動から見直してみること。一人ひとりの行動の蓄積が、世
論や言論を形成し、政治や経済、社会のあり方を決めていく。諦
めず、見て見ぬふりをせず、行動し続けることが肝心。

論の場において、いつも臆することなく発言し、会全体
を牽引している印象を受けます。それは、洪水や山火事、
森林破壊など、トレーニング中にもごく身近な課題とし
て取り上げられた「自分ごと」に、彼らが日頃から真剣
に向き合っていることの証でもあると今回改めて認識し
ました。
　一方で、世界中の資源を使って大量に生産したもの
を、大量に消費し廃棄している日本で暮らす私たちが、
これらの課題に対して「他人事」でいることは許されず、
むしろ負うべき責任は非常に大きいと言えます。温暖
化、飢餓や貧困、森林の消失、土壌侵食、生態系の破壊、
水の汚染、資源の枯渇、領土問題、紛争や戦争……。知
れば知るほど、すべては緊密な関係にあり、その背後に
は私たちの持続不可能な経済活動や社会構造、一人ひと
りの生活スタイルがあることに気付かされます。解決す
べき課題の大きさ、複雑さを実感する中で、トレーニン
グ中も度々無力感に苛まれましたが、「Every�act ion�
matters.（すべての行動には世界を変える力がある）」
というフィリピンの若者の声に勇気付けられました。ど
こか特別な場所に行って何か特別なことをしようと気負
うのではなく、足元からできることを大切にしていよ
う。そのような思いで、今、この原稿も執筆しています。
これからも学びながら行動する姿勢を大切に、広報室に
いる自分の立場からできること、やりたいことを愚直に
続けていきたいと考えています。

ワークショップでは、「ＹＭＣＡ×ＳＤＧｓ×自
身」で何ができるのか、グループに分かれてアイ
デア出しを行った。「貧困家庭に機会を」「外国籍
の子どもたちの学習支援」「親世代の日本語教育」
「集会の場をつくる」「学童でクリーンウォーク」
「生態系や多様性の理解促進」など、既に実施し
ていることや今後やりたいことを含め、さまざま
な意見が挙げられた。

＜受講した職員の感想＞
●�ＳＤＧｓを意識して事業を組み立てた訳ではなく、公正を求めて行動した結
果が「実はＳＤＧｓだった」という事例を知り参考になりました。

●�しののめこども園では昨年度、子どもたちが環境や貧困を考えるきっかけとな
ることを願って「ＳＤＧｓチャリティーマルシェ」を実施しました。今回の研
修内容を今後の展開につなげていきます。

●�保育園勤務です。良質な食材のフードロスが多いので、コンポスト導入などす
ぐにでもはじめられそうなことを思いつく機会となりました。

●�自分の立場を活かすことや、関心分野を入り口とすることが、一人ひとりが「自
分ごと」としてＳＤＧｓに取り組み続ける鍵であることを知りました。

●�ＹＭＣＡが担うべきは、地域の人と共にＳＤＧｓを生活や文化の変革にまで深
め、広めていくことだと感じました。

●�ＳＤＧｓが生まれる以前から、ＹＭＣＡが取り組んできたことの多くはＳＤＧ
ｓの目標と合致するものだということを再認識しました。一方で、例えばジェ
ンダーや気候変動の問題など、取り組みが十分でない分野があることも事実で
す。ＳＤＧｓという世界基準の物差しは、私たちが弱点を意識して改善する上
でも有用であることに気づかされました。

� ※終了後アンケートより一部抜粋、要約

ＹＭＣＡの主な活動分野である、①教育、②国際
交流、③環境、④障がいのカテゴリーごとにアイ
デアが分かち合われた。中には、「ＹＭＣＡの役
割（強み）は、あらゆる個性を包み込み、居場所
を与え、人としての豊かな関わりや成長を促すこ
と。これは、分野を超えた働きである」と発表す
るグループもあった。

た
り
や
温
度
差
が
あ
る
と
感

じ
た
こ
と
が
起
業
の
動
機
と

な
り
ま
し
た
。
兄
へ
の
想

い
、
そ
し
て
、
社
会
に
新
た

な
文
化
を
創
り
た
い
と
い
う

パ
ー
パ
ス
が
、
彼
ら
の
原
動

１
面
よ
り

クイズの答え（１面）

１ ２

３ ４

①�タンブラー：パンダが食べ残した「竹」が原料。パンダは、与えられ
た竹の１割ほどしか食さず、残りの９割は廃棄されている。これをア
ップサイクルした製品
②�コースター：「卵の殻」を材料にしている。平原氏の講演にも登場す
る「ヘラルボニー」によるもので、知的障がい者のアートが活かされ
ている
③�トートバック：「古着」の切れ端をパッチワークにした、世界に一つ
だけの作品
④�ベルト：「廃タイヤ」が原料。自動車メーカーの多い大分県日田市に
住むデザイナーによって、大量の廃タイヤをアップサイクルして生み
出された

森林や魚類等を資源として採取する際は、自然の再生可能なペースを上回
らないことが大原則。エコラベルは、地球の持続可能性に配慮した生産物
を見極める手がかりの一つ

コンポストの実地見学。現地参加者が体験

自己変革のためのヒントfor
SDGs

?

気候変動に関する専門家のテーマ講演の様子。気候と
は、天候を長期的に平均化したもの。測定するには長
い時間が必要となるが、降雨パターンの変化、氷河の
融解と海面の上昇、サンゴの白化などにより、地球の
温暖化の事実は2０年以上前から明らか。「できること
を 一 刻 も 早 く」 と、 チ ェ ン マ イ 大 学 の S o m p o r n 
Chantara教授より注意が喚起された
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