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 ごみをゼロに！ 環境問題と向き合う

日本の年間ごみ総排出量は、環境保護への意識が高まり

年々減少傾向にあります。しかし、プラスチックはその利便性から

使用が拡大傾向にあり、廃プラスチックのほとんどは埋め立て、ま

たは海洋へ投棄されるため、2050年には海洋の魚を廃プラスチッ

クの量が上回るといわれています。

環境汚染は深刻な問題です。環境汚染は人の健康とも深く関

係しており、人間を含む生命の根源と関わる身近な問題です。

本学では「環境と人間生活」という講義により、環境と人との関

わりを学び、環境問題に対し真剣に向き合う機会を設けています。

講義では人間活動に起因する環境問題や、私たちの健康に与

える影響、代表的な自然災害とその対策等について広く学びます。

まずは一人ひとりが意識を変えることが大切です。

「ごみの出ない工夫された商品を選んで購入する」

「購入する際、本当に必要なものであるかよく考える」

できることから、少しずつ。地球のため、未来の子どもたちのため

に何ができるのか考えましょう。

【出典】 環境省 ホームページ

『プラスチック資源循環戦略』（令和元年5月31日） 環境省 他

『プラスチックを取り巻く国内外の状況』 環境省

『生きかた上手』 日野原 重明 著(2001年) ユーリーグ

著名な医師である日野原先生のベストセラー。

生と死、教育、老いと向き合う先生の言葉は90歳(出版当時)

という年齢だからこそ、なお一層重みがあります。

日野原先生の著書はこのほかにも多数図書館で所蔵してい

ます。

図書館では現在「平成」にまつわる図書を特集しています。

災害や原発問題、少子高齢化社会、介護保険制度の成立、IT

の進化、消費税の導入など、目まぐるしい変化のあった時代で

した。特集を通じて「平成」を振り返りましょう。

 特集『平成』を振り返る

◆世界的な取り組み

2019年5月スイス・ジュネーブで開かれた「バーゼル条約」締結

国会議にて、「汚れたプラスチックごみ」の輸出入を規制する国際

ルールが定められました。

日本が年間で輸出する廃プラスチックごみは101万トン（2018

年）です。この国際ルールを受けて、環境省はリサイクル施設の

増設やレジ袋有料義務化などを掲げています。

『体脂肪計タニタの社員食堂』

タニタ 著(2010-2016年） 大和書房

一度の食事でバランス良く栄養が摂れるレシピを紹介。平成

では健康志向が強まり食事や運動の本が多数発行されまし

た。 ”今食べているものは明日の自分のからだを作ります。”

◆図書館の関連書籍はこちら！

『令和』になって初めての図書館だよりです！

『令和』の典拠『万葉集』あります！

2019年5月1日「令和」の時代が始まりました。元号の典拠は

400年にわたって収集された国書『万葉集』です。

「梅花の歌三十二首」が掲載されているのは第５巻です。

「初春の令月にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぐ。」

現代語訳ですと「初春正月の良い月で、気は良く風は穏やか

である。」となります。梅花の歌のように穏やかな時代となること

を願います。この機会に400年の変遷をたどってみませんか？

『万葉集』全20巻（日本古典文学全集） 小学館

『地球環境問題の基礎と社会活動』

木庭 元晴 編著(2009年) 古今書院

”今を生きる私たち市民は、・・・自分の生活と社会、身の回り

の自然といのちを見つめ、危険を回避するために行動するべきで

ある。”

地球の環境問題から地域特有の環境問題まで深く掘り下げ、

自然環境の人為的変化とその影響についてまとめています。「第

7章 環境の世紀を生きる市民の役割」は必読です。

『人間環境論』

宮原英種 他著(2006年) ナカニシヤ出版

”人間の成長と発達等の心理学的な問題は「環境」を抜きにして

考えることはできない。”

環境と人間の行動、意識の関係を学ぶ「環境心理学」や子どもの

「教育環境」、そして「地球環境」を取り上げ、人間の成長と環境と

の関係性を説きます。

図書館の特集コーナーを紹介します！

『介護保険制度の総合的研究』

二木 立 著（2016年） 頸草書房

著者が1996年から12年にわたり行った介護保険制度の政策

研究と実態調査研究の集大成。継続的かつ包括的な「生きた」

研究は、制度の歴史と現状を知ることができ、同時に広い視野

で今後の課題を見つけることができます。

『人はなぜ逃げ遅れるのか 災害の心理学』

広瀬 弘忠 著(2004年） 集英社

地震、火災などの災害に遭遇した時、身を守るために素早く

行動できる人は驚くほど少ない。安全に慣れてしまった我々現

代人が、今後の危機にどう対処するかを人間心理の観点から

説明します。

ご紹介した図書は図書館入口付近に設置しています。このほかにも「平成」にまつわる様々な図書がありますので、図書館で探してみてくださいね♪
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秋田看護福祉大学附属図書館

〒017-0046 大館市清水2 - 3 - 4

TEL：0186 - 45 - 1785

http://www.well.ac.jp/library/index.html

† 今号のピックアップ † 山田先生おすすめ！ 『獄窓記』 山本 譲司 著(2008年) 新潮社

山田 克宏（やまだかつひろ）先生

◇開館時間 学期中 月曜～金曜 午前８時３０分～午後７時００分

土曜 午前９時００分 ～午後５時００分

長期休業中 月曜～金曜 午前８時３０分～午後５時１０分

（このほか、試験期間中の延長開館や 学内行事に関わる特別開館時間等があります。）

◇休館日 日曜・祝日、長期休業中の土曜、その他 館長の定める日

研究分野：看取りケア，福祉分野の対人援助

趣味 ： ジョギング，筋トレ，映画鑑賞

『ケアを生み出す力 -傾聴から対話的関係へ-』

佐藤 俊一 著(2011年) 川島書店

「秋田は，温泉，景色，日本酒等が，心を和ませてくれますね！日

常の暮らしのなかで，土地の香りを感じていきたいです」。

皆さんも人と本とのご縁のなかで，自分自身を磨き，祖父母から

「おめえ，おがったなあ」と言われる自分になっていることでしょう。

山田先生からのメッセージ

この本は，政策秘書給与事件で逮捕され433日間の獄中生活

を送った山本譲司氏の実体験を綴ったものです。この作品に注

目して欲しいことは，獄中の工場内で指導補助という役割があり

受刑者に認知症・自閉症・知的障害者・精神障害者・聴覚障害

者・視覚障害者が多数いる実態についてです。指導補助者は，

そんな受刑者に，排泄を促す声かけも行っています。さらに，刑

期を終えた山本氏は，2004年2月からこの経験を基に障害者福

祉施設の支援スタッフになり，刑務所内における体験や見聞き

した「累犯障害者」に関する講演活動をしておられます。

なかなか見聞きできないことについて学ぶことで，福祉分野に

おける“更生保護”“障害”に関する理解を深めていきましょう。

この本は，佐藤俊一先生が東日本大震災の震災直後から4

ケ月で書き上げたもので，先生が苦悩のなかで，自分自身が

“今，出来ること”を形にした一冊です。先生が一貫して主張さ

れていることは，対人援助の基礎であるクライエントに向き合う

態度を磨き続けるということです。この本からクライエント－専

門職として別々にいるのでなく，”今，ここで“の関係のなかで共

同としての取り組みを創り出す，”対話的関係“について考えて

みませんか。

先生が撮影した「大館市」

良い景色ですね！

新入生の皆さん、新生活に慣れて落ち着いた頃でしょうか？

課題作成や気分転換など、自由に図書館をご活用ください。

今回は資料の探し方についてご案内します。

①【分類番号】

②【著者記号】

③【巻冊番号】

図書館内の資料は背表紙に貼られているラベルを基準として

並べています｡この記号を請求記号といい、いわば資料の住所

です｡

①本を検索パソコン（OPAC）で検索し請求記号をメモします。

②請求記号の分類番号をもとに書架を探します｡

③同じ分類番号が複数冊ある場合は、著者記号のアルファベット

順、数字の小さい順に探します｡

④現物（本）を見て探している本かどうか確認します。

①【分類番号】資料のテーマ別に区別された数字

②【著者記号】：著者またはシリーズ名の頭文字

（アルファベット）、その通し番号を組み合わせたもの

③【巻冊番号】：複数の巻に分かれている巻数や発行年

※ 「図書館だより」で紹介している本のISBN、ホームページ等、詳細をお知りになりたい方は図書館までお問い合わせください。

見つからない時は、お気軽にお問い合わせください♪

◆資料の並びかた―「請求記号」とは？

Sh69

492.9
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◆探している資料を見つける手順

請求記号と（関連する講義）をご紹介！！

369 社会福祉(社会福祉概論) 369.27 障害者福祉（障がい者（児）の福祉）

491.1 解剖学（人体の構造と機能） 492.911 基礎看護技術（基礎看護技術演習）

新入生にむけて！
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