
南条小学校だより
な んじようしようが つ こ う

南条っ子は 進んで学ぶ子 R３.７.１ No.22
こ す す ま な

思いやりのある子
お も

力いっぱいやりぬく子
ちから

目標 ともに学び 豊かな心で未来を切り拓く子の育成
も く ひ よ う ゆ た こ こ ろ み ら い き ひ ら い く せ い

○ 教育委員学校訪問
きょう い く い い ん が っ こ う ほ う も ん

６月３０日（水）、教育委員会による学校訪問がありました。コロナ禍のため、授業参観だけ
が つ に ち す い か い こ ろ な か じ ゅ ぎょう さ ん か ん

になりましたが、子どもたちの頑張っている様子をご覧いただきました。
こ が ん ば よ う す ら ん

○ コシアカツバメ 南条っ子第１１号にも掲載

こ し あ か つ ば め
だ い ご う け い さ い

６月３０日（水）の地元の新聞に、南条中学校のコシアカツバメの記事が大きく載っていま
じ も と し ん ぶ ん ちゅう き じ お お の

した。南条の小中学校の話題が紹介されるのは、大変うれしいことです。昔から、「家にツバ
わ だ い しょう か い た い へ ん むかし い え

メが巣を作ることは、縁起がよい」と言われ、人々に歓迎されていました。しかし、近年は、糞
す つ く え ん ぎ い ひ と び と か ん げ い き ん ね ん ふ ん

が落ちることが嫌われ、迷惑だという話を耳にする機会が増えてきています。
お き ら め い わ く はなし み み き か い ふ

コシアカツバメは、名前のとおり、腰の部分が赤く（オレンジ色）なったツバメです。福井県
な ま え こ し ぶ ぶ ん あ か お れ ん じ い ろ ふ く い け ん

では、ツバメ、イワツバメ、コシアカツバメの３種類のツバメを見ることができます。その中でも、
い わ し ゅ る い な か

福井県域準絶滅危惧種に選定されているのが、コシアカツバメです。
い き じゅん ぜ つ め つ き ぐ し ゅ せ ん て い

ツバメ

コシアカツバメ ※腰のあたりの色が違います。 イワツバメ
い ろ ち が

ツバメの巣 イワツバメの巣

コシアカツバメの巣 ※巣の形が違います。
す かたち

地域住民としては、コシアカツバメが絶滅しないように、ぜひ守っていきたいものです。
ち い き じゅう み ん ぜ つ め つ ま も

○ ＲＳウイルス感染症に注意！！
う い る す か ん せ ん しょう ちゅう い

現在、近隣のこども園や保育園で、「ＲＳウイルス感染症」が流行しています。
げ ん ざ い き ん り ん え ん ほ い く え ん りゅう こ う

ＲＳウイルスは、２歳までにほぼ全員が感染するほどありふれた風邪の病原体です。しかし、
さ い ぜ ん い ん か ぜ びょう げ ん た い

一度ＲＳウイルスにかかったとしても、一生涯の免疫が得られるわけではないため、何度もＲ
い ち ど い っ しょう が い め ん え き え な ん ど

Ｓウイルスにかかる可能性があります。
か の う せ い

ＲＳウイルス感染症は、夏頃から春先まで、特に秋から年末において流行することが多い
な つ ご ろ は る さ き と く あ き ね ん ま つ お お

です。症状は、熱、咳、鼻水といった風邪の症状ですが、重症化すると肺炎になることもあり
し ょう じ ょう ね つ せ き は な み ず じ ゅ うし ょ う か は い え ん

ます。

感染してから症状が出るまでの潜伏期間は約４日間です。感染の初期には、鼻水やのど
で せ ん ぷ く き か ん や く よ っ か か ん し ょ き

の痛みがみられ、その１～３日後に咳が出るようになります。ＲＳウイルスに対して効果がある
い た み っ か ご で た い こ う か

ワクチンはありませんので、予防対策としては、手洗い、換気、マスク（咳エチケット）をしたり、
わ く ち ん よ ぼ う た い さ く て あ ら か ん き ま す く え ち け っ と

水分と栄養、十分な休養をとりながら抵抗力を高めたりすることです。
す い ぶ ん え い よ う じゅう ぶ ん きゅう よ う て い こ う りょく た か

ＲＳウイルスは、患者の鼻水や唾液、手を介して感染します。特に家庭内において移りや
か ん じ ゃ だ え き て か い か て い な い う つ

すく、ウイルスが付着した箸やタオル、おもちゃやドアノブなどを介して、ＲＳウイルスが広が
ふ ちゃく は し た お る ど あ の ぶ ひ ろ

ります。十分にご注意ください。
じゅう ぶ ん ちゅう い

○ 繰り返し言ったほうが良い（短い）言葉、悪い言葉
く か え い よ みじか こ と ば わ る

コロナ禍で、これまでの生活とはずいぶんと変わり、「マスク」「手洗い」「換気」「検温」「ソ
こ ろ な か せ い か つ が ま す く て あ ら か ん き け ん お ん そ

ーシャルディスタンス」など、常に気にしないといけないことが増えました。また、家族旅行や
ー し ゃ る で ぃ す た ん す つ ね き ふ か ぞ く り ょ こ う

飲食なども、これまでに比べ、できにくくなっています。そのため、大人も子どももストレスが
い ん しょく く ら お と な こ す と れ す

たまっているのではないかと思います。特に、子どもの場合、急に気持ちを切りかえたり、ス
お も と く ば あ い きゅう き も き

トレスを発散したりするのが、大人より上手にできず、体調面や精神面での悪影響が大きい
は っ さ ん じょう ず た い ちょう め ん せ い し ん め ん あ く え い きょう お お

かもしれません。

そんな時、言葉のかけ方一つで、子どもの心がずいぶんと変わります。「子どもに繰り返し
と き か た ひ と こころ か く か え

言ったほうが良い言葉」には、次のような言葉が考えられます。
つ ぎ かんが

・大好きだよ ・ありがとう ・へぇ～？ そうなんだ？（その話、もっと聞きたいな）
だ い す はなし き

・やったね！ ・すごいね！ ・頑張ったね！（頑張ってるね！）
が ん ば

・ドンマイ！（次、行こう！） ・あなたならやれる！（できる！）
ど ん ま い つ ぎ い

・（結果は気にせず）楽しめ！ ・ナイストライ！（いい経験になったね！） など
け っ か き た の な い す と ら い け い け ん

反対に、次のような言葉かけはしない方が良いです。（大人が言われても嫌なものです。）
は ん た い つ ぎ ほ う よ い や

・「～しなさい」といった強要
きょう よ う

・「○○ちゃんはできる（た）のに、あなたは～」といった誰かとの比較
だ れ ひ か く

・「あなたなんかには、どうせできるわけがない」といった否定 など
ひ て い

また、お子さんの話をよく聞いてあげてください。途中で遮らず、最後までしゃべらせてく
はなし き と ちゅう さえぎ さ い ご

ださい。さらに、「親が自分の話をよく聞いてくれた」と証言する大学生の親は、「結果」を褒
お や じ ぶ ん しょう げ ん だ い が く せ い お や け っ か ほ

めるのではなく、「能力」を褒めてくれたそうです。例えば、絵画コンクールで優秀賞を取っ
の う りょく た と か い が こ ん く ー る ゆ う しゅう しょう と

た場合に、「賞を取ってすごいね」ではなく、「色彩感覚がすごいね」と褒めるそうです。
ば あ い し き さ い か ん か く

賞を取れるかどうかは、運にも左右されます。そうした「結果」よりも、自身が持っている「能
う ん さ ゆ う じ し ん も

力」を褒められることで、子どもは自信を持ち、さらに「頑張るぞ！」というモチベーション（や
じ し ん も ち べ ー し ょ ん

る気、意欲、動機付け）を獲得していくことにつながるのです。
い よ く ど う き づ か く と く


