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目標 ともに学び 豊かな心で未来を切り拓く子の育成

○ ありがとう郵便局
ゆ う び ん き よ く

昨 日、南条っ子委員会が、「ありがとうポスト」を中ホールに設置し
さくじつ（きのう） い い ん か い ちゆう せ つ ち

てくれました。

今年度、「おはよう」「こんにちは」「さようなら」のあいさつに付け加
こ ん ね ん ど つ く わ

えて、「ありがとう」をしっかり言うように、また、言われるようなことをたく
い

さんしようと伝えています。ポストの横にはハガキが置いてあり、ハガ
つ た よ こ お

キの表には、「相手のクラス名、名前、差出人の名前」、裏には、「い
あ い て め い な ま え さ し だ し に ん

つ、どこで、ありがとうのわけ」を書くようになっています。もうすでにた
か

くさんのハガキが投函（郵便物をポストに入れること）されています。
と う か ん ゆ う び ん ぶ つ い

これからもどんどん投函され、全員の子どもたちに配達されることを期待しています。
ぜ ん い ん は い た つ き た い

○ ２年生 おもちゃランド
ね ん せ い

１２月１０日（火）、２年生が１年生を招待して、「おもちゃランド」を行いました。「とことこガメ」
しよう た い おこな

「びっくりばこ」「おたからつり」「パズルや」などの全部で１０のコーナーを設けて、１年生に体
ぜ ん ぶ も う た い

験してもらいました。昨年、１年生（現２年生）の時は、こども園の年長さん（現１年生）を招待し
け ん さ く ね ん げ ん と き え ん ね ん ちよう

て「あきフェスタ」を行いましたが、あれから１年が経ち、招待する方も招待される方も、それぞ
た ほ う

れの成長の跡を感じることができました。
せ い ちよう あ と か ん

○ ５年生 ＳＡＳＡ２０１９ 始まる Student Academic Skills Assessment

さ さ は じ

１２月１０日（火）、県内の小学５年生と中学２年生対象の、福井県学力調査（ＳＡＳＡ２０１９）
け ん な い しよう が く ちゆう が く た い しよう ふ く い が く りよく ちよう さ

が始まりました。小学校の調査対象は、公立小学校１８７校と義務教育学校１校の計１８８校、
しよう が つ こ う た い しよう こ う り つ ぎ む きよう い く け い こ う

７０５９名の児童で、調査内容は、今日は国社、明日は、算理のテストと質問紙になります。
め い じ ど う な い よ う き よ う こ く し や あす（あした） さ ん り し つ も ん し

県では、１９５１年（昭和２６年）から独自の学力調査を実施しており、今回で６９回目となりま
ね ん しよう わ ど く じ じ つ し か い め

す。また、来年４月１６日（木）には、全国学力・学習状況調査が、小学６年生（国算、質問紙）
ら い ね ん ぜ ん こ く が く しゆう じよう きよう

と中学３年生を対象に行われる予定です。
た い しよう おこな よ て い

＜教育評論家 親野 智可等 先生（本名：杉山桂一さん）の言葉＞
き よ う い く ひ よ う ろ ん か

お や の ち か ら せ ん せ い
ほ ん み よ う す ぎ や ま け い い ち

こ と ば

【子どもを本当に幸せにする「親の力」】 ここでは、全部で１５このうち４つを紹介します。
ほ ん と う しあわ ちから ぜ ん ぶ しよう か い

・肯定語で言う
こ う て い ご い

「○○しなきゃダメ」という否定語を「○○するといいよ」という肯定語に変えると、何となく明
ひ て い ご か な ん あ か

るい結果がイメージできるようになります。それによって、受け入れられやすくなります。
け つ か う い

応用としては、「○○すると□□だよ」という言い方で、「先にやっておくと後が楽だよ」とか
お う よ う か た さ き あ と ら く

「半分でもやっておくと、夕食後の自由時間が増えるよ」などがあります。これらは、良い結果
は ん ぶ ん ゆ う しよく ご じ ゆ う じ か ん ふ よ

のイメージをより具体的に伝えています。
ぐ た い て き つ た

・抽象的でなく具体的に言う
ちゆうしよ う

「部屋を片づけなさい」という言い方より、「出ている服を全部タンスに入れよう」などの方が
へ や か た で ふ く ぜ ん ぶ ほ う

効果があります。「片づけなさい」のような抽象的な言い方だと、片づけが苦手な子は何をどう
こ う か に が て な に

すればよいかわかりません。後者のように具体的に言えば取り組みやすくなります。
こ う し や と く

・理由をつける
り ゆ う

「○○だから□□しよう」というように、理由をつけると説得力が高まります。「寝てる人が起き
せ つ と く りよく た か ね ひ と お

てしまうから、声の大きさを半分にしよう」や「走ってお年寄りにぶつかると、お年寄りの骨が折
こ え お お は ん ぶ ん は し と し よ ほ ね お

れて、歩けなくなってしまうかもしれないよ。だから走るのはやめよう」などです。「静かにしなさ
あ る は し し ず

い」「走ってはダメ」と大きな声で叱りつけるより、子どもの目の高さで穏やかな声で、このように
し か め た か お だ

諭した方が効果があります。
さ と ほ う こ う か

・「ユー（Ｙｏｕ）メッセージ」でなく「アイ（Ｉ）メッセージ」で言う

「何度言ったら（あなたは）守るの？」とか「なぜ（あなたは）こんなに遅いの？ もっと早く帰
な ん ど ま も お そ は や か え

ってこなきゃダメでしょ」などの言い方は、”あなた”を主語にしているのでユーメッセージと言
し ゆ ご

います。ユーメッセージには、相手を（に）非難、説教、指示、評価する要素が入りやすいとい
あ い て ひ な ん せ つ きよう し じ ひよう か よ う そ は い

う特徴があります。ところが、”私”を主語にしたアイメッセージに変えると、「守ってくれると（私
と く ちよう わたし か

は）うれしい」とか「帰りが遅いと（私は）心配だよ」などとなり、それらの要素が入らなくなります。
し ん ぱ い

それによって、言われた方も素直に受け入れられるようになります。
ほ う す な お

こうした言葉がけは、教師が児童に対して行う場合にも、役に立っています。
きよう し じ ど う た い ば あ い や く た


