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式　辞
　学校法人東邦学園　理事長

榊　直樹　
本日は、私ども学校法人東邦学

園の創立100周年記念式典を催し
ましたところ、文部科学大臣・盛

山正仁様のご代理として、文部科学省私学行政課長
の神山弘様、愛知県知事の大村秀章様、名古屋市長
の河村たかし様、日本私立中学高等学校連合会・吉
田晋会長のご代理として、副会長の工藤誠一様をは
じめ、多くのご来賓、そして平素から大変お世話に
なっております中学、高校、大学の方々、また、留
学生の派遣でお世話になっております中華人民共和
国の教育集団と大学、さらに学園をお支え下さって
おりますフレンズ TOHO の会員の皆様方にお越し
頂きました。誠にありがとうございます。

さて、東邦学園の創始であります東邦商業学校は、
1923年・大正12年に開校致しました。爾来100
年間の歩みにつきましては、会場で見て頂いた映像
と、後ほどお芝居と歌でお届けする「TOHO 未来
レター」でお分かり頂けると思いますが、詳しくは
皆様にお配り致します「100周年記念誌」をご覧下
さい。この場では、私ども学園が最も大切にしてお
ります「建学の精神と校訓」について、創設者の足
どり、当時の時代背景にも触れながら、これからも
揺るぎない価値だと認識し、本学園が新たな100年
へと歩む決意と致したく存じます。

創設者の下出民義先生は、幕末の大阪・岸和田藩
のお生まれで、幼少期には漢籍の素読を通じて学び
への志を抱くようになられました。「学制」が施行さ
れると３年後、数えのわずか15歳にして、大阪泉州
の小学校を、たった独りで任されました。現在なら
中学生２年生が小学校長を命じられたような信じが
たい姿ですが、下出先生は子どもを教え導ける力を
お持ちでした。

小学校の教壇に立つ傍ら、夢と仰いだのが太政大

臣・即ち総理大臣になることだったと、書き残して
おられます。そのために法律学校へ通われ、これが
転機となって、当時の最大のエネルギー源であった
石炭を扱う会社に招かれ、名古屋に拠を移します。
ここで実業家の福沢桃介氏と親交を深められ、一緒
に中京地域の電力、鉄道、製鋼など産業の基盤を築
かれていきます。今風に申せばスタートアップ的な
発想のもと、企業の M ＆ A を促して、競争力ある
産業を育てられました。

こうした歩みから、人づくりの必要性に心を致し、
５年制の東邦商業学校の創設へと結実します。還暦
を過ぎた62歳の時でした。最も重視した人づくりの
姿勢として、建学の精神に『真に信頼して事を任せ
うる人格の育成』、校訓に『真面目』を据えたので
あります。民義先生は「近代経済の根本基調は信用
にあり、経済社会人は信用ある人でなければならな
い」と、力説しておられます。

とりわけ学園創設の前夜は、「坂の上の雲」という
言葉に象徴されるように、日本が列強に肩を並べつ
つあるという自信と、同時に驕りとを輻輳させた時
代だったと認識します。そこに、第一次世界大戦が
もたらした空前の好景気と、その後のどん底不況、
スペイン風邪による社会不安が重なり、時の原敬首
相や安田財閥の頭領が暗殺される荒みがちな世情で
もありました。だからこそ、「真に信頼できる人格」
を建学の精神、「真面目」を生徒の日々の心構えとし
て求めたのだと思います。

激動の時代を経て１世紀後の世界を眺めますと、
亀裂と対立が再び深まる中で、新型コロナのまん延
は人々の心に不信や猜疑心を呼び起こしました。さ
らに他国の領土を力尽くで奪い取ろうとするウクラ
イナ侵攻、ガザ地区における情け容赦ない戦闘であ
ります。互いに理解し合い、信頼を取り戻すには、

「真に信頼される人格」をいかに培っていくかが問
われていると痛感します。真の信頼を育んだ卒業生
が、多様な価値を繋ぎ合う「架け橋」へと、さらに
成長していくことを願っております。

創立100周年記念式典
2023年12月９日
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学長挨拶
　愛知東邦大学長

鵜飼　裕之　
本日は、東邦学園100周年記

念式典にご列席を賜り、厚くお礼
申し上げます。ご来賓の皆さまに

は、ご多用中ところご来臨の栄を賜り、またご鄭重
なるご祝辞を頂きまして誠にありがとうございま
す。

東邦学園が新たな100年を刻む一歩を踏み出す
にあたり、愛知東邦大学を代表して一言ご挨拶を申
し上げます。

世界は、今、ICT の急速な進展によってデジタル
化、グローバル化、ソーシャル化が加速し、産業社会
は一大転換期を迎えています。さらに、コロナ禍を
経て、社会システムのみならず、人々の働き方、考
え方、そして生き方さえも大きく変わろうとしてい
ます。こうした社会の到来が予想されるなかにあっ
て、今、高等教育に求められているのは、従来の知
識偏重型教育から脱して、思考力、判断力、表現力
を育成し、どんな社会においても柔軟に学びの成果
を活かし、自ら人生を切り拓いていくことのできる
創造性を涵養する教育への転換です。そして、何よ

り、AI・ロボットには果たせない役割を十分に考え
て実行し、AI 時代にも通用するコミュニケーショ
ン力と共感する力を最大限に生かし、信頼できる人
間関係を築くことのできる人材の育成が大切です。

愛知東邦大学では、コンセプトフレーズ「オン
リーワンを、一人に、ひとつ。」を定め、個々に内
在する才能と能力を引き出し、伸ばし、豊かな感性
を育む教育に取り組んでいます。すなわち、

１）　ビジネス・コミュニケーション領域におい
て、デジタルコンテンツを活用し、多様化
する人々の認知・行動変容を主導的に対処・
改革し、将来構想をデザインできるデジタ
ル時代の人材を育成する経営学部新学科の
創設

２）　東邦学園一体となって進める DX による、教
育IRの充実とインナーブランディングの推
進

３）　PC を開いたところが教室であるような、
オープンアクセス時代の次世代クラスルー
ムを備えた新キャンパスの建設構想

４）　国際交流のハブとして中部経済圏および地
域社会の発展に貢献するため、学生・教職
員一体となって築くダイバーシティ・イン
クルージョンキャンパスの実現など

学園の１世紀は、極めて多くの方に支えられてき
た歴史でもあります。一つだけご紹介しますと、戦
局の悪化で閉校に追い込まれかけた際、分校として
身を寄せられたのは、現在の大同学園様でした。も
し大同学園様に助けて頂けなければ、きょうの誇り
ある日は迎えられませんでした。また、教職員はリ
ベラルな雰囲気のもと、女性の社会参画や自立、国
際理解教育など先進性を尊び、進取の精神を大切に
しながら、歩んでまいりました。100年に渡って関
わって下さった全ての方に、深く感謝します。そし
て、何より学びの場の主役として歴史を重ね、真面
目でさわやか、はつらつとした校風を培ってくれた
生徒と学生の皆さんに、心からお礼を申し上げます。

最後に、学園が守り通しております平和教育が、
「なごや平和の日」の制定に繋がろうとしていること
に触れます。先ほどの映像でご覧頂きましたように、

昭和19年12月13日、東邦商業学校の勤労動員先
だった三菱名古屋発動機製作所がＢ29に爆撃され、
生徒18名と教員２名が犠牲となりました。戦後は、
痛ましい歴史を忘れず、平和教育を本校教育の柱に
据えてまいりました。その積み重ねが、東邦高校生
徒会による「空襲慰霊の日」制定を求める請願の提
出となり、かねてから制定を願ってこられた空襲被
害者の団体からの要望を、大きく具体化させる契機
になったと受け止めております。

100年間に学園を巣立った生徒は東邦商業学校、
東邦中学校、東邦高等学校を合わせて約４万9300
人、学生は東邦学園短期大学と愛知東邦大学を合わ
せて約１万7100人です。さらに高校と大学で計約
3300人が在学しております。今後も進取の精神を
持ちつつ、平和で互いが真に信頼できる社会を築い
ていくため、新たな100年を歩んでいく決意をお誓
い申し上げ、式辞と致します。
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これらの改革を着実に実施して参ります。
不確実性の増す時代である今だからこそ、愛知東

邦大学は、東邦学園建学の精神に示された「信頼」
という人間相互の関係から生まれる価値の重みを
認識し、学生一人ひとりを見つめ、それぞれの可能
性の芽を育むことで、力強く混迷の時代を乗り越え
られる人材の育成に取り組んで参ります。

愛知東邦大学は、変革の時代において、東邦学園
創立の精神を受け継ぐという確固たる矜持をもっ
て、次の100年をめざして進化して参ります。

今後とも、引き続き、皆さまのご理解とご支援を
お願い申し上げます。

ありがとうございました。

挨　拶
　東邦高等学校　校長

藤本　紀子　
皆さまこんにちは。東邦高等学

校校長の藤本でございます。本日
の100周年記念式典に各界の多

くの皆さまのご来臨の栄を賜りましたことに深く
感謝申し上げます。東邦高等学校が100周年を迎え
ることができましたのも、平素より私立学校、東邦
高等学校の教育を理解し、支援してくださるここに
おいでのご来賓の皆さま方あってのことと、100周
年を迎え、ますます感謝の念を強くする今日この頃
でございます。

さて、建学の精神「真に信頼し事を任せうる人格
の育成」のもと、令和の時代に「真に信頼される
人」を育てるために、私どもは「目指す生徒像」を
掲げました。「自分で考え自ら行動する」「他者と共
に歩む」「強い心で挑戦する」という３つの生徒像
は、急速な進歩ゆえに５年先さえ不透明と言われる
これからの社会でますます必要とされ、信頼される
人間像と重なります。そして自治と真面目を伝統と

し、多様な生徒がそれぞれの志を持ち、学業・部活
動などの分野で挑戦を続けてきた100年間の東邦
生の姿とも重なるものです。先ほど河村名古屋市長
様からご紹介いただいた「へいわの日」制定のきっ
かけのひとつとなった生徒会の活動は、この生徒像
そのものであると思うところでございます。

東邦高等学校では、まさにこれらの生徒像の育成
を具現化する「世界探究科」を2025年にスタート
し、探究学習の拠点学科として、普通科、美術科と
共に、東邦教育の柱となる学科にしていきたいと考
えております。

100年の伝統の上に、新たな教育改革に挑みなが
ら、東邦高等学校は次の100年に向けて、１日１日
を大切に積み重ねてまいります。

お集まりの皆さま方には、今後ともどうぞ東邦学
園・東邦高等学校にご支援、ご鞭撻を賜りますよう、
なにとぞよろしくお願いいたします。

最後になりますが、ここにおいでの皆さま方のご
健勝、益々のご活躍を祈念いたしまして、私のごあ
いさつとさせていただきます。本日は本当にありが
とうございました。
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慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授
同大学ウェルビーイングリサーチセンター長兼務。博士（工学）

『幸せのメカニズム』 
　　社員と社会を
　　　　幸せにする経営とは!?

講師：前野　隆司 氏

フレンズ・TOHO定期総会記念講演会
（2023年6月23日：於東急ホテル）

幸せの研究をしていると、「怪しい宗教家になった
のか」と冗談を言われます。私は元々エンジニアで
す。機械工学を専攻していまして「キャノン」（精密
機械メーカー）でモーターを作っていました。たま
たま慶応で教員応募があり、今は慶應義塾大学でロ
ボットの研究をしています。ロボットの研究してい
るうちに、ロボットの心を作りたい。AI を作るため
にはまず人間の心を理解しなければいけないという
ことで心理学や哲学に興味を持ちまして、学生とロ
ボットを作って、自分でロボットの研究しながら心
理学・哲学を学んでいました。そうしているうちに
システムデザイン・マネジメント研究科で、新しく
大学院ができました。社会人大学院です。文系理系
を超えて、まだ SDGs が出てくる前でしたが、大き
な目標を持ってあらゆる分野で協力して解決しよう
という大学院です。これは面白そうだと移籍したの
です。「このままロボットの研究を続ける訳にいかな
いな」と、AI と何の研究しようかと思ったときに始
めたのが「幸せの研究」で、それは15年前のことで
す。そんなに長くやっているわけではないです。
「幸せの研究」は心理学の分野では1980年代ぐら

い前からずっと行われていて、かなりいろんなこと
がわかってきました。今日お伝えしますが、例えば

「感謝する人は幸せ？」皆さんにとって幸せかどうか
を調べます。「皆さん幸せですか？」アンケートをす
ると、相関係数0.6です。「感謝」と「幸せ」は相関
係数が中程度ぐらいなのです。他にもあります。結
婚はかなり幸福度を高めるとか、いろんな研究が行
われていています。それまでは幸せの研究は哲学や
宗教の対象だと思われていました。2,500年前のア
リストテレスの頃から哲学者の「幸せ」とはなんだ
ろう。「そもそも幸せの定義どうなんだろう」とか
やっていたのですが、1980年代は実はコンピュー
タやスマホで、統計解析ができるようになりました。
1,000人のデータの相関を取るみたいな計算が割と
簡単にできるようになって、心理学がサイエンスと
して、研究が進んできました。哲学の中の論理学とい
うのは、数学と非常に近いですが、論理学をしなが
ら数学もやって、情報科学もやりながらニューロサ
イエンスもやって、心理学もやってなどというそん
な研究者は結構います。私みたいにAIロボティクス
をやりながら心理学と哲学をやるみたいなのは、日

本だとたいへ
ん変わり者み
たいですが、
アメリカとか
ヨーロッパに
はいくらでも
います。哲学
者だったのに
急にニューロ
サイエンティ
ス ト に な っ
て、今度はロ
ボティクスに
なっていて。そういう文系と理系を超える人はかな
りいます。「幸せの研究」というのは心理学ではやら
れていました。ですが心理学は基礎研究なので、「感
謝する人は幸せ」、「自己肯定感の低い人は幸せ」と
か、「幸せと鬱の関係」とか、いろんなことは心理学
と医学で分かってきていました。

私は工学系ですから、基礎科学でわかったものを
応用して、たとえば物理学で分かった燃焼の法則を
応用してエンジンを作って自動車を作る。これが工
学です。私の興味が、心理学でいろいろわかってい
るのだったらそれを応用して人々が幸せになるよう
な製品を作る。職場を作る。あるいは教育を作る。
こういうことをやるべきではないかと思い、「幸せ
の研究」を始めたのが15年前です。それ以来、職場
の経営学、つまり職場で社員が幸せだと創造性が３
倍になり、生産性が1.3倍になり、欠勤率・離職率
が減ると出ています。要するに会社経営に合わせる
ことがいかに重要かという研究が結構進んでいるの
です。特にアメリカが一番、イギリス・ヨーロッパ
そしてロシア、日本、韓国です。日本はどちらかと
いうと遅れています。欧米に比べると遅れているの
ですが、最先端のアメリカとかイギリスは「社員を
幸せにすることが常識だろう」という世界になって
いるのです。日本でも働き方改革・健康経営・人的
資本経営を国がこうやれと言ってるのですが、ある
程度、幸せだと改善するのです。幸せな人は生産性
が1.3倍高いということもありますから、社員を幸
せにすれば、一日10時間働いていた人が７時間にな
るぐらいの効果があるというわけです。１日３時間
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時短になるということは働き方改革になります。そ
れから、健康経営というのもあります。健康経営と
は、体の健康のみならず心の健康で幸せになるとい
う方法です。

最近の人的資本経営では、お金という資本も大事
ですが、人という資本に重点をおきます。それを定
量化して大企業に義務づけられます。人的資本経営
をしている会社は良い会社だということで投資をし
て、経済を回していこうというのが経産省がはじめ
た人的資本経営です。第一人者の伊藤邦雄先生は、
well being を高めると人々は生産性が高く、創造
性の高い製品になり、やる気もあるし、人間のネッ
トワークができるので仕事ができる人になる。well 
being を高めていけば人的資本も高まるというわけ
ですね。職場で社員を幸せにすることが非常に良い
ことだということです。私としては、やはりもっと
製品サービスを通して人々を幸せにするということ
でやりたいと思います。例えばハウスメーカーでは
住めば住むほど幸せな住まいにするという研究をし
ていて、どんどん幸せになる。車メーカーが幸せを
量産すると言った。正に自動車作るんじゃなくて、
この車に乗ってもっと幸せな世の中にします。

人々を幸せする教育というのもやりたいですね。
皆さん教育関係者だと思いますけれども、2024年
４月に武蔵野大学 well being 学部というのができ
る予定でして、私はそこの学部長も兼務する予定で
す。学生だけではなくその学生の就職先の人々を幸
せにする。職場づくり、製品づくり、サービスづく
り、社員教育、初等教育といろんなことをできる人
を育てていくことをやりたいと思ってるのです。

今日はその well being について、お話しします。
happy という言葉がありますよね。あれが幸せな
んだと思っていらっしゃる方も少なくないと思いま
す。実は happy と幸せは包含する範囲が違うので
すよ。happy といえば感情としての幸せを表す。感
情というのは嬉しいとか楽しいの逆の感情も持って
います。これは感情用語なのですから、ご飯が美味
しくて happy だね。これは楽しい嬉しい happy の
こと。幸せとも使います。けれども幸せは、「私の人
生はつらいことも苦しいこともあったけれど、幸せ
な人生だったなぁ。」happy ではないけど幸せだっ
た。happy というのは感情ですから数秒間とか数分
間とかで、すごく嬉しいことだったら１週間ぐらい

の心の状態を表すこと。一方「幸せ」は数秒間や数
分から数十年なるし、人生が幸せだなぁという表現
があるのです。happy とこの時間スパンが違うの
です。happy と幸せは同じじゃないということを、
今日はお伝えしたいと思います。仕事をみんなで力
を合わせて働いて何かを成し遂げて喜び合う。もっ
とも豊かなわけです。私たちの幸せな人生「happy 
life」ぜんぜん意味が違うのです。これは本当に日
本語と英語の違いです。「幸せ」は辞書で調べても
happiness とか happy です。happiness と「幸せ」
は違うということをぜひ覚えてください。だから今
日は「幸せのメカニズム」、幸せに働くことについて
講演してきましたが、ニコニコしてると仕事でもニ
コニコ笑うだけで幸福度が高まり免疫力が高まると
いう研究結果があります。つまり笑顔になるだけで
免疫力が上がり、免疫力が高い方が病気になりにく
いわけです。健康長寿につながることもわかってい
るのです。でも仕事してる間ずっとニコニコという
人はあまりいないと思うのです。やはり頑張るとき
は歯を食いしばって成し遂げた時に笑顔になる。こ
れは頑張っていると思うことを含めて「幸せ」です。
happiness よりも「幸せ」のほうが広い概念だとい
うことをしつこいですが申し上げておきます。

1946年に、WHO 健康の定義は「健康とは身体
的精神的社会的に良好な状態のことであって単に病
気とか疾病がないということではない」。1946年作
られて以来欧米では結構使われていたことです。日
常的には使わないですが、学術界とか医学系の分野
で健康という意味で使いますし、福祉の分野で福祉
としてwell beingという言葉を使っていました。と
ころが日本では専門家だけが使っていたのが、ここ
数年「幸せ」という意味で使われるようになりまし
た。今日はwell beingを幸せという意味で使います
が、日本は健康と福祉という意味でも使われてます。
例えば SDGs の３番をご存じでしょうか。「good 
health and wellbeing 」日本語だと全ての人に健
康と福祉をという意味です。体のよい状態、健康と
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社会のよい状態をつくるための福祉、こういう意味
でも今も使われているのですが、ここ３年ぐらいは

「幸せ」という意味で使われています。
今日は「幸せのメカニズム」ですから、心のよい

状態、幸せに働くとか幸せに生きるとはどういうこ
とかという話をさせていただきます。

主観的幸福研究によって「幸せ」とは何が相関す
るのか、私の研究結果も述べますが、全部研究結果
があります。視野が広い人は幸福度が高く、視野が
狭いと幸福度が低い傾向がある。悩みや困ったこと
があると視野が狭くなっているのではないかと考え
ます。何か課題があると視野が狭くなっているので
はないか、もっと視野を広くしようと考えると実は
けっこう解決するし、幸せな気分になります。視野
が狭いときは、なんか一部しか見えてないときです。
視野を広くしてチャレンジすると、幸福が高まりま
す。それから協調性も高い方が幸せです。協調的な
人とわがままな人。わがままな人は、自分の世界だ
けで幸せそうみたいな表現がありますが、たぶん分
析すると幸福度は低いと思います。わがままな人は
多分友達が減りますし、やはり視野が狭いので判断
が間違います。わがままじゃなくてみんなの意見を
聞きすぎて自分の意見がないというのもよくないで
すが、ほどほどが良いです。「幸せ」は結局ほどほ
どがいいのです。自己肯定感が高すぎると攻撃的に
なります。自己肯定感は大切な感覚ですが上がり下
がりしている人は、情緒不安定で不幸せになりやす
い。少し安定したほうがいいのですけど安定しすぎ
ると、仮面をかぶった冷徹な人みたいになってしま
います。研究の結果人間の心は面白いです。でも個
性なんですよ。その個性をみんなで共有しあわない
といけないのです。できればちょっと偏り過ぎない
ところにいると幸せであるということです。あとは、

「やる気」があるでしょうか。皆さんの社員や学生は
やる気がありますか？怒られてばっかりいると、や
る気しないですよね。「やる気だせ」と言ってもやる
気出ませんからね。いかにしてやる気を出してもら

うか、出させるかというのは上から目線なんですが、
要するに上から目線で皆さんも子供のころ勉強しな
さいと言われると、上から命令されるとやる気がで
ないですね。これは教育の難しいところです。勉強
して欲しいが、勉強しない子供が３分勉強したら、
３分勉強したね、がんばってるねと言うとあと２分
やるよと地道に成功体験をすると「幸せ」になりま
す。そして感謝ですね。勉強にはありませんが、仕
事をして頑張ってくれてありがとうと言われるとや
る気が出ます。怒られてばっかりいると、やる気は
でないです。いかにしてやる気を出させるかという
のが大事です。そして思いやりや親切とか利他。利
他的人は幸せなのです。これも道徳の授業みたいで
すが、道徳でいうのはだいたい正しいですね。道徳
というのは哲学的に「どういう人が良い」というこ
とを明らかにしています。どう生きるべきかという
学問が倫理学あるいは道徳ですが、「幸せの研究」を
いろいろしてみると、結局「いい人」です。思いや
りもあるしやる気もあるし協調性もあってチャレン
ジ精神あって視野が広い人。リーダーに向いてる人
です。私から見ると幸せな人を作るとその人は非常
に活躍する人になる。一石二鳥ですね。今幸せです
と言うことはいいことです。

アメリカ人の happy は日常用語になってますね。
I am happy to be something みたいな happy を
割と気楽に使うアメリカ人。日本は「幸せ」という
のは結婚式の時くらいしか使わないような、逆に

「おじさん幸せ」と言うと、「なにかの宗教なんです
か」と思われるような、少し使いにくい言葉になり
ます。我々は仕事というのは歯食いしばって真面目
にやるもんだ、にやにやしながら働くのは少し不謹
慎に見られる。勉強もそうだし勉強しながらにやに
やニコニコしているよりも真面目な顔して勉強しな
さいという時代がずっと続いてきた。最近は違いま
すよね。昨日、武蔵野大学に幸福学を教えに行きま
した。ご飯食べながら授業受けてるんです。ここの
大学はかなり国際標準に近づいたなと思いました。

well being の研究というのは1980年代ぐらいか
ら、心理学あるいは医学・経営学の分野や、色んな
分野で行われてきていて、いろんなことがわかって
いるというところまでご理解ください。もちろんエ
ビデンスでこれからもまだ時間ありますからたっぷ
り話していこうと思います。well being が日本でな
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ぜ幸せという意味で流行ってるか。一つはマスコミ
だと言いましたが、日本経済新聞の2021年の９月
に、「会社は人を幸せにできますか ?　well being で
次の日本へ」。「幸せ」という意味で well being は
使われていて、well being シンポジウムという、幸
せに働くシンポジウムを日経が行いました。一方で
2023年の３月に、朝日新聞と博報堂が well being 
awards を行いました。こっちは働く幸せではなく
て、人々を幸せにする製品づくり、サービスづくり、
活動などを表彰するもので、私が審査員長をしまし
たが、well being を「幸せ」という意味で使って、
広めようという動きがマスコミにもあります。それ
から自民党に well being 計画推進特命委員会があ
ります。第六次提言について最終的に意見交換し、そ
こに有識者として私とか学術界とか企業関係の方で
幸せを図るというテクノロジーをしている人とか、
色んな人が集まって、自民党の会議に出てます。第
六次ということで６年になるのですが、じわじわと
広がってきていると思います。また、教育では学習
指導要領の改定に向けて、文科省で委員会をつくり
議論していますが、そこに well being という言葉
が中心的に入っています。それからデジタル庁の地
域づくりでは、地域をデジタル化しようと、私も関
与して、well being な地域づくりの指標、アンケー
トを作って、各地域がどういう風にどのデジタル化
に取り組みどういうふうに well being を高めてい
るかをはかっています。それから経産省は、人的資
本経営を広めていますが、この人的資本と投資のよ
き循環のためには well being が大事だということ
を掲げていることで、国もかなり well being とい
うようになりました。産官学は well being 学会を
作りました。学問分野を越えて、社会の well being
を作っていくその研究者と、それから一般の方、そ
れを応用して使う方がみんな入るんです。そういう
ふうに広まっている理由の一つはやはりエビデンス
が蓄積されてきているからです。けれども働く現場
で非常に重要なのはデータです。幸せな社員は不幸

せな社員より創造性が高い。創造性がなんと３倍高
いというデータがあります。職場の皆さんもそれか
ら学生も、幸せだと創造性３倍になります。それは
新しいことを考える力が３倍になるわけです。３倍
あったら新しいことができますよね。１日10時間の
労働が７時間になるくらい、単純計算すると時短３
時間になるくらいに生産性が上がるわけです。どう
して幸せだと３割も上がるのかもうお気づきでしょ
うか。視野が広いからですね。仕事しているときに視
野が狭い状態、例えば失敗したときはどうでしょう
か。早く対策して謝りに行かなければならないのに、
次へ行かずに「どうしてこんなふうになったんだろ
う」と頭いっぱいになってしまう。視野が狭い状態
ですね。その時早く会社として謝ることができると
ころが、考えるとすぐ動くところがある。これは視
野が広くて、心の中が澄み渡り、自分の心の中が見
えている状態 mindfulness（マインドフルネス）と
いいます。mindfulness とは、心の中がもやもやし
てないで、水に例えると水面がすーっとなってる状
態。だから自分の行動もイメージできるし、それか
ら他の人々が何というかも想像できる状態。あんま
り想像できすぎると人生面白くないですが、非常に
やりがいにあふれた状態。これが幸せな状態なので
す。これがある会社だと、売り上げが37％高かった
そうです。これはすべてアメリカのデータです。た
だ日本でも、「ハピネスプラネット」という AI と加
速度計で幸せをはかるアプリを作られてます。これ
ではかりますと、幸せなチームは不幸せなチームよ
りも２割から４割生産性が高かったそうです。２割
から４割、平均すると３割ですね。アメリカも日本
も大体３割くらい生産性が高いことがわかっていま
す。それから売り上げが37％も上がるなんてすごい
と思われるかもしれませんが、私の知っている日本
の会社の例では、会社売り上げが２億の部署があっ
たそうです。そこで、３年間かけて幸福度を高めまし
た。何をしたかというと、幸せな人というのは結局
やりがいとつながりがありますから、とにかく徹底
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的にコミュニケーションとって、なんかあの人は何
考えてるかわからないとか、この仕事どうしていい
かわからないとさきほども言いましたけれど、もや
もやしていると不幸せなんですよ。徹底的にコミュ
ニケーションをとることですっきりさせ、誰が何を
考えているか、自分は何をやればいいかわかるよう
にしたら３年後に売り上げが８億になりました。そ
れくらい幸せに働くというのは有効なんです。たと
えばレンジを作っている会社があります。六角ナッ
トを製造しています。「月曜日に会社に行きたいです
か？」というアンケートになんと今94% 弱は「行き
たくてたまらない」「早くみんなと一緒に働きたい」
と回答しています。いい会社ですね。皆さんはどう
ですか？いろんなところで研究されていますけど、
基本的に幸せな人は不幸せな人よりも、７年から10
年ぐらい長寿であるということがわかっています。
心にストレスを受けるといろんな病気になりやすい
ということもわかっています。心の病だけではない
んです。ドライアイとか大腸がんなどのいろんな病
気は、心のストレスが影響します。幸せな心の状態
だと色んな体の病気、心の病気になりにくいという
ことになります。皆さん、健康に気を付けてくださ
い。気を付けると余計健康長寿になります。ですか
ら職場で人を「幸せ」にすること、あるいは自分の

「幸せ」をコントロールすることは、必須になって
います。皆さん、健康に気を付けていますか。健康
に気を付けるという概念ありますよね。健康という
のは体の well being ですね。健康に気を付ける理
由は、健康についてサイエンスでいろいろわかって
いますから、それに気を付けると余計健康長寿にな
る。病気になりにくい。「幸せの研究」結果はもちろ
ん健康よりは遅れてやってきましたけども、これか
ら「幸せ」に気を付ける時代は、どうやって気を付
ければいいか。健康に気を付けるように「幸せ」に
気を付けるべきである、というお話でした。
「幸せ」に気を付ける。ここまで話しても前野さん

綺麗事言っていると思われるわけです。お金持ちに
なれば「幸せ」になるのでしょうか。これ間違いな
んです。ノーベル賞をとったカーネマン先生が「幸
せの研究」をしています。ノーベル賞を取ったのは、

「プロスペクト理論」で取りましたが、「プロスペク
ト理論」というのは、10万円損するときと10万円
得するときとで損と得とで符号が逆。ところが人間

の判断は、真反対じゃない。例えば、株で10万円
損しそうなときは、もう少し待っていたら上がるか
しれないと思いつい売らずに我慢する。10万円得し
そうなときは、早く売って得を確定しなければと思
う。だからこの損と得というのは、人間は「チャット
GDP」みたいに合理的ではない。正の判断と負の判
断が対称ではないということを発見したのが「プロ
スペクト理論」です。横軸にお金、縦軸に幸せをす
ると、それが直線になるような気がします。つまり
貧しいときは不幸であり、大金持ちになればどんど
ん幸せになると思うが、そうではないと言ったのが
カーネマン先生です。先生によると、年収800万か
１千万を超えると、感情的幸福、happiness と年収
に相関はない。つまり年収800万だろうと８千万だ
ろうと８億だろうと、幸福度は横ばいだというのが
研究結果なのです。要するに数が増えても幸せはそ
んなに増えない。ものすごいお金がない状態、食べる
ものもない、安全も確保できない、衛生状態も確保
できない、こういう状態だと不幸せです。ですから
貧困というのは不幸せなのです。頑張って働いて貧
困を抜け出した方がいいし、どうしても働けない人
のためにはやっぱ社会福祉という制度を作って、貧
困のない社会を作った方が人々は「幸せ」になりま
す。これは正しいんです。貧しいときはお金によっ
て「幸せ」になれるのですが、ある程度豊かになる
と、お金によって「幸せ」になれない。お金の代わ
りに、家を買った人の「幸せ研究」があります。あ
こがれの新築一戸建て、夢をかなえた人は幸せにな
るでしょうか。実は新築一戸建てを買っても別に幸
せにならないという研究結果なのです。古い家でも
仲良かった家族がいるとします。古い家の家族に幸
せですかと聞くと、「幸せですよ」、家には満足です
か、「家は不満です。もう少し新しい家に引越した
いけれど、でも幸せです」と答える。その家族が新
しい家に引越すと、家への満足度は高まります。古
い家から新しい家に引越しますから、古い家は家に
不満だったわけです。新しい家に引越すと家へは満
足するんです。新築一戸建てに引越すと家への満足
度は上がる。家さえ買えば「幸せ」になるはずだと
思っていたのに、幸福度は変わらないのです。一方、
古い家に住んでいる仲の悪い家族がいたとしましょ
う。いつも喧嘩ばかりしいて、幸せですか ?「いや
いや不幸せで家も不満です」、この人が新しい家に引
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越すと、新しい家はどうですか ?「家は満足してい
ます」、でもまた喧嘩ばかりしてるんです。広いか
ら余計にここは俺の場所だと取り合いなどして、幸
せですか ?「いや、やや不幸せです」。つまり家さえ
買えば「幸せ」になるはず、お金さえ増えれば「幸
せ」になるはずだと思うのですが、残念なことにお
金が増えると、お金への満足度が増える。家を買う
と家への満足度が増え。車を買うと車への満足度は
高まります。ですが、幸福度はあんまり高まらない
のです。

私の父の世代が一生懸命働いた高度成長期の時代
は日本が焼け野原で、1945年から復興したときは、
エコノミックアニマルといわれましたから、経済の
ために動物のように必死に働いて、日本をより良い
国にしようと頑張っていた時代。必死に働いて頑
張って、どんどん豊かになり「幸せ」になりました。
日本はある程度豊かになりました。昔の労働組合は
ストをやり、賃上げ闘争をおこない、お金によって
幸せになれる時代でした。最近労働組合はストをし
ないですが、労働環境の改善、well being を高める
方に移ってきてます。また、現在は失われた30年と
低成長の横ばいの時代が続いてますから、幸せ実感
が低いという面はあるのかもしれません。でも実は
ある程度豊かなところまで来てるわけです。新入社
員にある保険会社が調査したところ、新入社員が会
社に求めるもの１位は、「楽しく幸せに働くこと」。
出世でも給料でもなくて「楽しく幸せに働くこと」
を求めているのです。私たちのような世代の経営者
は、「歩合制にして給料いっぱい出すからもっと頑張
れ」と、「苦しいけど給料出るぞ」と。給料が出ると
幸せになる。だから働けた時代だったのです。でも
うちの子どもの世代、Ｚ世代になると、「給料上げる
ぞ」と言われても、「いや別にそんなこと望んでま
せんから、幸せに楽しく働きたいですから」という
のです。給料少なめでも楽しくやりがいを持って働
ける中小企業やベンチャーに行ったり、起業したり
とか、あるいはアイターンで農業いったりとか、い

ろんな人が増えています。皆さん自身の幸せのため
にも社員の幸せを考えるべきです。これからは若い
人の雇用のためにも幸せな職場を作っておかないと
社員が確保できないという時代がきていると思いま
す。また、お金や物や社会的地位による幸せは長続
きしないことがわかっています。だから企業経営者
が利益を目指さなくても知っておくべきことは、社
員も役員の方もみんな、金・モノ・地位を求めるだ
けだと幸せにはなれないということです。

私がやったのは、その働いた人に週末に福利厚生
を与えるという意味ではなくて、働くこと自体の幸
せという意味です。①社会の well being、②身体の
well being、③健康それから④心の well being どれ
も大事ですが、今日の話は「幸せのメカニズム」で
すので、皆さんも働く時にこの４つを満たすように
働き、社員皆さんもこれを満たすようにすればよい
のです。

１点目。教育で生徒学生たちがこの４つを満たす
ように教育をするとやる気も出て成績もあがる、幸
せな人は成績が高いという研究もあります。じゃあ
何がといいますと、つまり自分の夢があってそのた
めに成長して成し遂げるぞと思っている。やる気の
ある人は幸せだというのと一緒です。やる気のない
人はやらされ感、やりたくない、やる気がない状態
で働いてる。不幸せです。例えば、ネジを作ってい
る会社が視野を狭くすると、私はずっと１日中ネジ
の寸法をはかるという単純労働ばっかりして不幸せ
だと思える。でも私は自動車用ネジの寸法を測るこ
とによって、自動車用ネジの寸法を測ったことが、
世界中の物流とレジャーを担っている。人々の幸せ
のために役立っていると思うと幸せではないです
か。同じ仕事でも視野を広くすると幸せ、視野を狭
くすると不幸せになるわけです。ですから理念の浸
透は、やりがいを高めるための手段だと思います。
ここでは朝礼の後半は改善提案をしています。メー
カーなので改善提案活動ですけど、well being 研究
者からみれば、あれは幸せになる方法ですね。私の
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作業を0.1秒でも早くする、0.1円でも安くするには
どうすればいいか、あるいは私のミスを減らすには
どうすればいいかと考える。単純作業しながらどう
やったら工夫できるかと思いながら作業するという
のは、単純作業が創造的仕事に変わるのです。製造
部の人だけではない。営業、資材の人もみんな朝礼
の中に「今日の私はこう改善したい」ですと、わく
わくする仕事一つ必ず作って、みんなの心を団結さ
せている。毎日改善してるから本当に世界でもここ
のネジがないと車が作れないと、非常に重要な部品
を作る、結局高く売れるので、利益が上がって経営
も安定なわけです。幸せだと創造性が高くなり製品
がより良くなる。そうすると安定的に買ってもらえ
るので経営が安定する。

２つ目は孤独で繋がりがないことは幸福度を下げ
ます。そういう人がいたら「お話しよう」とか、「ご
飯行かない？お茶のみに行かない？」となんでもい
いです。話しかけてあげるといいです。皆さん自身
がなんか寂しいなあ、会社や職場で役に立ってる感
じがしないと思った時は１人で我慢しないで話を聞
いてもらってください。コロナで在宅勤務となり、
あるいは働き方改革で雑談せずに５時に帰すことを
やりすぎると、どこかに孤独が生じる危険性があり
ます。コミュニケーションをとることが非常に大事
です。

そして３つ目。前向きですよね。やっぱりチャレ
ンジする人は「幸せ」。「幸せ」にしてるかどうかで
す。それぐらい本当に結果に影響するので、社員の

「幸せ」だけ考えておけば、売り上げも伸びるし、利
益も伸びるし、創造性も伸びるし、寿命も延びる。
いいことだらけなので騙されたと思って「幸せ」だ
け考える経営、あるいは「幸せ」だけ考える教育を
していただければと思います。　　　　

４つ目、独立と自分らしさ。新しいアイデアを
100人の社員がいたら、100人がアイデアを出した
ら100倍です。アイデアを出すことが有効な社会に
デジタル化以降大転換したわけです。そこに日本は

今乗り遅れていますが、実は幸せの条件４つは現代
の先の読めない社会で生き残る条件と似ています。
やってみようと新しいことをして、人と繋がり、多
様な人と協力し合う、そして未知のことにチャレン
ジする。教育もそうです。主体的で対話的な深い学
びが学習指導要領にありますが、主体的というのは
１つ目です。対話的というのは２個目の繋がりです。
ですから、主体的対話的な深い学びは、僕から見る
と幸せな学びです。要するに社員、学生を幸せにす
る「幸せ」について考える総合的学習や道徳の時間
にやると、幸せになると思います。

健康に気を付けると同じように「幸せ」に気を付け
ましょう。皆さん健康に気を付けるために必ずした
方がいいことがあります。それは健康診断です。いろ
んな幸せ診断を健康診断と同じようにできます。健
康に気を付けるためには、健康についての知識を身
につけて、健康診断をして、そしてスポーツしたり
野菜を食べたりする。今日の話は「幸せ」について
の知識を身につける話と、少し「幸せ診断」の話を
しました。後は皆さん行動するだけです。挨拶をし
たり感謝をしたり視野を広くすることもです。多分
20個も30個も言いましたが、皆さんピンきたもの
を１つでいいのでやってみてください。健康に気を
付けている人というのは、ジョギングする人とか腹
筋する人とか炭水化物少なめにする人とかいろんな
人がいますが、続けてると必ず健康になります。「幸
せ」も一緒です。コツコツと大きな声で挨拶をして
も良いし、視野を広くすることでも自己肯定感でも
いいのでコツコツ続けると必ず幸せになります。ぜ
ひ皆さんが幸せになって周りの人を幸せにする活動
をしていただければと思います。ご清聴どうもあり
がとうございました。
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誰にでも読みやすいUDフォントを使用しています

P-B10023

編集後記
　「人間はありがとうと言って欲しい生き物」と某僧侶はおっしゃっていました。宜なるかな。惜しみなく「ありがとうご
ざいます」とフレンズの皆様に申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（М）

泣いてる赤ちゃんもこのコマーシャルが始まると
ピタリと泣き止む事で話題になった、「みんなまーる
くなんとかピアノ」でお馴染みの今は亡き財津一郎
氏の名台詞です。

ところで、その通りを英語では “That’s right.”
（ザッツ　ライト）という表現になり、またフランス
語では “Correct.”（コレクト）というものもありま
す。

さらに「正しい」、「誤りのない」という意味の形
容詞で “Exactment” と同様に一語で「その通り」と
言うことができます。

前言を肯定する表現としては然り、その通り全く
だそうです。正解確かにと�

ところで私達は生涯に於いて、何度心から自分自
身の暮らしや立場に於いて、まさに YES ／その通り
と答えられているのでしょうか？

しぶしぶ、本心からではなく、あるいは他人との
利害関係によっての故からか、心から YES ／アーメ
ンと答えているだろうか？
　そう何を於いても賛成、同感します。全幅の信頼
を持って従います。と

かわって、ヘブライ語のアーマンから派生した言
葉はアーメン「まことに」　「真実に」という意味で
す。よって古代よりユダヤ教に始まるキリスト教会
においては祈り賛美歌・神父・牧師のメッセージの
後にアーメンと昌和します。ヘブライ語で誠に確か
にと、この結果責任を引き受ける姿勢や（かくあれ
かし）との願望を表明する語として使われてきまし
た。これは、当時イエスキリスト自身が説教の時に

「アーメン」を使ったということにも由来し、また新

約聖書では（アーメンたる者）としてイエスを指す
こともあった。

そしてクリスマスを控えてのヘンデル「メサイア」
の終曲「アーメンコーラス」では、全曲の締めくく
りに、「救世主はこの様なお方であった。その通りで
す！」という意味で「アーメン」が繰り返し使われ
ています。
「あなたがたには世で苦難がある。しかし、勇気

を出しなさい。わたしは既に世に勝っている」これ
は、イエスキリストの言葉です。

幸いな事に私達は、然りアーメンと言えるのです。
このような幸いをなんというのでしょう！今日まで
の私の人生に大きく介入してくださった神の愛、何
の為に生きているのか？

人生の真理を掴み大きな回心をもって歩み始めた
後の人生は、本当に生き生きとして全てが新しかっ
たと頷くことの喜びを得ている。

詩篇23編　ダビデの詩より　
たとえ死の陰の谷を行く時もわたしは恐れない
あなたがわたしと共にいてくださる。
主の家にわたしは帰り生涯、そこにとどまるであ

ろう。
アーメン。感謝して、私の人生は全て恵みに満ち

ていた。
と頷き希望を持って明日を迎えたいものである。

事務局からのお知らせ

フレンズ・TOHO定期総会
開催予定

2024年6月28日（金）
於：名古屋東急ホテル

記念講演会
講師：竹中晃二氏（早稲田大学）

演題：「人生100年時代のメンタルヘルス」

そ の 通 り
加藤　誠一


