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思いやりのある子

力いっぱいやりぬく子

目標 ともに学び 豊かな心で未来を切り拓く子の育成

○ ノーテレビ・ノーゲーム・ノーネットデー
通算７回目のノーテレビ・ノーゲーム・ノーネットデーの取組が、１５日（水）～２１日（火）に
つ う さ ん か い め と り く み

行われています。前回は、１７３名の児童が５ポイント（２日間あわせて０分）でした。また、過去
おこな ぜ ん か い め い じ ど う ふ ん か こ

６回連続で５ポイントの児童は、３８名おります。この１週間（２日間）は、しっかりと意識して取り
れ ん ぞ く しゆう か ん ふ つ か か ん い し き と

組みましょう。
く

○ ３年生 校外学習
１月１６日（木）、３年生が、社会科の「工場の仕事」「古い道具とむかしのくらし」の学習のま

ね ん せ い し や か い か こ う じよう し ご と ふ る ど う ぐ が く しゆう

とめとして、福井市にある安田かまぼこ工場と福井県立歴史博物館に出かけました。安田かま
ふ く い し や す だ け ん り つ れ き し は く ぶ つ か ん で

ぼこ本社工場に併設されている「かまぼこ道場」では、ちくわ作り体験を行いました。また、福
ほ ん し や へ い せ つ ど う じよう づ く た い け ん おこな

井県立歴史博物館では、昭和のくらしコーナーなどをじっくり見て回り、昔のくらしで使ってい
しよう わ み ま わ むかし つ か

ためずらしい道具やおもちゃなどに驚いていました。
おどろ

安田かまぼこ工場 福井県立歴史博物館

○ 褒めるより効果大！ 子どもに「ありがとう」と感謝を伝えよう！
ほ こ う か だ い こ か ん し や つ た

子どものしつけでは、「褒める」「叱る」の使い分けを意識されていると思います。この二つに
し か つ か わ い し き お も ふ た

加え、ぜひ取り入れていただきたいのが、望ましい行動に対して「ありがとう」と感謝の気持ち
く わ と い の ぞ こ う ど う た い き も

を伝えることです。「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えることで子どもの中に自律性や主体性
な か じ り つ せ い し ゆ た い せ い

が育っていきます。
そ だ

「叱る」と「褒める」は、実は同じ行為！？
じ つ お な こ う い

一般に、褒めて育てるほうが子どもは伸びやすいと考えられていることもあり、「叱る」より、
い つ ぱ ん の かんが

「褒める」を増やすように意識されている方は多いでしょう。子どもは、保護者から認められた
ふ か た お お ほ ご し や み と

いという強い気持ちをもっています。そのため、子どもの行動に対し、「よくできたね」「すごい
つ よ こ う ど う

ね」などと褒めると、「これは保護者にとって望ましい行動である」と理解し、もっと期待にこた
り か い き た い

えようとして同じ行動を繰り返そうとします。
お な く か え

一方、「早くしなさい」「それをしてはだめ」などと叱ると、子どもは「これは望ましくない行動
い つ ぽ う は や

である」と学習します。「どうしてだめなのか」を理解することもあるかもしれませんが、単に「叱
が く しゆう た ん

られたくないから」という理由で行動を改める場合もあるでしょう。
り ゆ う あらた ば あ い

一見、叱るのと褒めるのは正反対のように思えます。しかし、見方を変えると、どちらも保護
い つ け ん せ い は ん た い み か た か

者の価値観に沿って子どもを動かそうとする行為と言えます。
か ち か ん そ う ご こ う い い

もちろん、いつでも子どもの思うままに行動させるわけにはいきません。躾として、ある程度、
しつけ て い ど

保護者の考えに従って動かすことは必要でしょう。しかし、叱るにしても、褒めるにしても、常
したが う ご ひ つ よ う つ ね

に保護者の価値観に沿って行動するように促すだけでは、子どもの行動原理は「褒められた
うなが げ ん り

い」「叱られたくない」という保護者を軸としたものだけになる恐れがあります。そうなると、子ど
じ く お そ

もの中に自律性や主体性が育ちにくくなります。

子どもに感謝の言葉を伝えると自律性や自主性が育つ

それでは、どのように子どもに接するのがより良いのでしょうか。「叱る」「褒める」とともに心
せ つ よ こころ

がけていただきたいのが、「感謝する」です。叱る、褒めると違い、感謝の気持ちを伝える際は、
ち が さ い

対等な関係がベースとなります。それゆえに子どもを認める気持ちが伝わりやすくなります。
た い と う か ん け い み と

例えば、おもちゃを片付けられたとき、「よくできたね。えらいね」などと褒めると、子どもはうれ
た と か た づ

しそうな表情を浮かべるでしょう。翌日もきちんと片付けてくれるに違いありません。その根底
ひようじよ う う よ く じ つ こ ん て い

には、「もっと褒められたい」という気持ちがあります。ただ、褒めない日が続けば、自主的に
ひ つ づ

片付けをしない子どもも出てくるはずです。

一方、「お部屋がきれいになって気持ちいいよ。ありがとう」と感謝の言葉を伝えると、子ども
い つ ぽ う へ や こ と ば

はどう感じるでしょうか。親に認められたうれしさに加え、「部屋を片付けると、みんなが喜んで
か ん お や く わ よろこ

くれる。家族のためになることができた」といった、褒められたときとは異なる喜びを感じるはず
か ぞ く こ と

です。こうした気持ちが強まると、「褒められるため」ではなく、「家族に喜んでもらうため」に片
つ よ

付けようと考えるようになるはずです。そのようにして徐々に自律性や主体性は育っていくの
じ よ じ よ

です。

これまでは褒めていた場面で「ありがとう」と伝えよう
ば め ん

これまでは褒めていた場面で、「ありがとう」という言葉を加えてみませんか。兄弟姉妹に優
く わ きよう だ い し ま い や さ

しくできた時、「ごめんなさい」と謝れた時、嫌いなものを食べられた時など、子どもに感謝の
あやま き ら た

言葉を伝えたくなるタイミングは、きっとたくさん見つかるはずです。そのタイミングで、しっかり

と「ありがとう」と伝えてあげてください。 ベネッセのＨＰより（一部変更あり）


