
voll

ﾝ千
|､蝕洲》とだQ 皮A／

|了'？'?|了|了|〃?|了I
！

|?l i??I I??/I?li?!?
n c tj 6 ｡ ● 句 Q 督 ご 目 ＊ ワ ヨ

で ｜ '?'？｜ I？
。 3 尋 。 ｡ 0 9 4

1 I々|々で？ ｜幸

､ ⑥ ｡ ○ 由 ､

仰
砕

１

＝ L一 北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究ｾﾝﾀｰ編



はW)(=
r ′北海道新聞で読者からのお悩みに、当センターの研究者が応

えるという企画をはじめて3年｡記事がたまったので､冊子にしようとい

うことになりました。ただの冊子にするのはつまらないので､素敵なコトバ

やイラストと一緒に並べてみることにしました。

価値は、それそのものに宿るのではなく、何かと何かが出会うところに生ま

れるのではないかと思います。この『ピンチのおとも』誌も、文章、コトバ､イラ

スト、写真､いろんなものが並ぶことで､さらに素敵な価値が生まれるとい

いなと思います。

この冊子にはいろんな仕掛けが隠れています｡ひとりで文章

を読むだけでなく、誰かと一緒に「なんだろね？」

と、並んで読んでもらえたらいいなと

願っています。

’
1教育学研究院･准教授

加藤弘通
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’
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○’
何がやりたいのかわからない（中3男子）

Q'閨分は何がやりたい肘蝋りません｡小卓職けこ難将来の夢を間ふれそざ
答えられませんでした｡人の役に立ちたいという漠然とした気持ちはあるのですが､先

生は具体的な目標がないとダメだといいます｡どうしたら､やりたいことを見つけられ

るでしょうか。

A結論からいうと､｢やりたいこと｣を探す必要はありません｡それは探すものでは履
く、いずれ出会うものだからです｡人の役に立ちたいという漠然とした気持ち、とても

すてきな夢です｡夢というのは､もともと漠然としたものです｡具体的な目標というの

は､「職業｣のことでしょうか｡わからなくて当たり前､「職業｣は世の中に無数にあっ

て､学校の先生だって実はよく知りません｡まして中学生が知っている職業は､ほんの

わずかです。

もちろん､やりたい仕事や目標があって､その実現に向けて頑張るというのはすて

きなことです｡でも､夢がないとダメだといわれたので持つ｢夢｣に､価値はあるでしょ

うか｡無理やり「目標｣をつくっても､居心地の悪さが残りますよ｡周りの大人を安心さ

せる効果は､あるかもしれませんが。

大事なこと､人の役に立つ仕事は､世の中にたくさんあります｡その中の－つにでも

関われたら､幸せなことです｡そのために､｢大事なこと｣に出会ったときに､「ああ、こ

れは大事なことだ｣と気づく感性を大切にしましょう｡人の役に立ちたいという気持ち

を持つのは､人の痛みや悲しみ､社会の不合理さに関心があるからだと思います｡そ

の関心を持ちながら日々を過ごしていれば､感性は失われません｡本はたくさん読ん

だほうがいいです。

いつ｢大事なこと｣に出会うのかは､わかりません｡でも必ず､そして何回か出会いま

す｡ふと気づく、という感じかもしれません｡自分にできそうだったら､やってみましょ

う。やっているうちに､それが｢やりたいこと」になっています｡世の中の大人もだいた

いこんなもので､子どもの頃の目標をコツコツと達成して大人になった人は､実は少

数派です｡自分がいつ何に気づくのか､楽しみにしながら日々を過ごすのも､悪くない

と思います。

（松本伊智朗）
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○Z
4歳の行動専門家に相談必要？ （30代女性）

Q魏園に通う4巌児の息菩』園でみん蔵と_緒,2遊親､とか､友だち鍋さ
るおもちゃを使っちゃうとかで､園の先生に｢－度､専門の先生に相談してみたらど

う？」と言われています｡家ではあまり感じないので心配していなかったのですが､今、

よく聞く発達障害を疑われているのかなって思ったりして､悩んでいます。

A大切なお子さん｡そんなふうに薑われると､いろいろ気になって､先生との信頼関係
に「？」を感じたり、お子さんをこれまで通りに感じられないときがあるかもしれませ

んね｡また発達障害という言葉が頭をよぎるかもしれません。

ただ､こんなときには｢発達障害なのかどうかを心配して専門機関への相談に悩

む｣よりも大切なことがあると思います｡まず､幼稚園の先生と一緒にお子さんの日々

の様子を丁寧に見て､お子さんへの理解を深めていくことです。

発達障害であってもなくても､子どもは場面によって振る舞いが違うものです｡大人

に優しく見守られて安心と余裕を感じられるときは友達と一緒に楽しく遊べるでしょ

うが、しかる口調の口うるさい大人の前では緊張してしまい､独り遊びで安心したい

と思うかもしれません。

つまり「子どもに問題があるかどうか｣という見方だけで子どものことをわかろうと

するのには無理があるのです。4歳児であっても､いろいろな生活場面があります｡幼

稚園と家庭はまったく違う生活の場で､さらにその中でもいろいろな場面があります。

大切なのは「(その子が)どんな場面で､どんな振る舞いをしているか｣を園の先生

と協力して丁寧に見ていくことです｡すると｢○○の場面では､落ちついて他の子と遊

べている｣､逆に｢△△の場面では､安心できないみたい｣などがわかってきます。

大人のかかわり一つで子どもが変わったという例もあります｡そう考えると､園でも

家庭でも｢○○ちゃんが安心して落ちついて遊べる場面｣を作っていく工夫に取り組

めますよね｡場面と合わせてお子さんの様子を見ていけば､専門機関に相談する前に

やれることがたくさん見つかってきます｡まずは､そこから始めてみませんか。

（安達潤）
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○ろ
弟の面倒を見るのがづらい（卓2女子）

Q&歳譲れた弟が崎鐺勉議で忙しし〈耐,よ閏に弟の面倒を貞毒韮
言われます｡弟も生意気だし､正直あせるしイライラします｡親に私の気持ちを分かっ

てもらうにはどうしたら良いでしょうか。

A中学生は本当に時間がいくらあっても足‘｣ないですよね｡勉強に部活弟さんの世
話､あなたの大変さがよく伝わってきます｡親御さんも忙しくて､お姉ちゃんに｢ちょっ

と悪いな｣と思っていても､上の子に甘えて頼んでしまうことがあるんですよね。

親御さんはあなたを信頼しているのだと思いますが､あなたの気持ちがいっぱい

いっぱいになってしまっては良くないと思います｡だから親に分かってもらいたいと思う

ことは､とても大事なことです｡その上でどう伝えるか｡私は｢お手紙｣をお勧めします。

家族のように近しい相手ほど､面と向かってしまうと言い合いになってしまうことが

ありますよね｡今はメールやLINEの時代ですが､あなたが本当に分かってほしいと

思うことほどお手紙の出番だと思います｡照れ<さいかもしれないけれど試してみま

せんか。

あと二つお伝えします｡－つは､八つ下なら弟さんはもう5歳くらいですね？ならば

だいたいは自分でできるはずです｡親って下の子は幼く感じてしまって､必要以上に

世話してしまうものです｡あなたから､弟さんはもっと自分でできるよということを､親

御さんに伝えてみるのも良いでしょう。

もう一つ､今の時代あなたの年頃で小さい子の面倒を見る経験があるというのは、

とっても貴菫ですてきなことだと私は思います｡弟さんはお姉ちゃんのことが大好き

なはずです。

（川田学）

b

07



○十
｢いい子」でいるのがつらい（中2妾子）

QTjい子｣でいる恥ら賎＆学校では勉強や差基具や部活の役割潅どゞ
積極的にこなしています｡周囲からは｢人望もある優等生｣と見られています｡問題が

起きているわけではないのですが､とにかく最近疲れるのです。

A学校でも家でも_生懸命頑張っているんですね｡中学生になると自分の在り方も
人それぞれ､多様になります｡大人の言うことに耳を傾けず､自分の思いにまい進する

人や､頑張っている人を批判する人もいるでしょう｡一方で､あなたのようにすべきこと

に一生懸命取り組んでいる生徒もいて､「これでいいのか｣と葛藤しながら日々を過ご

している人もいると思います。

「最近疲れる」ことを除けば､あなたの頑張りは自分が良いと思って行動している限

り､非常に良いことです｡｢人は人､自分は自分｣というように、 10代20代は時間をか

けて自分の在り方を試していく時期です｡あなたが今悩んでいることは､自分を作り上

げていくための貴菫な経験といえます。

しかし現在､つらくなることもあるようですね｡勇気を出して｢悩みごとナビ｣に相談

されたと思いますが､文面からは周りの人々を気にかけていることも十分に見て取れ

ます。

もし自分の考えや気持ちを後回しにして､周りに気を使っているようでしたら､それ

は当然疲れることです｡いつでも頑張っていて、自律神経を過度に使っている状況か

もしれません｡体や心は無理をし過ぎてしまうと不調をきたします｡夜眠れなくなった

り、おなかが痛くなったり､何げないことに焦りやイライラが生じたり。

心や体がきついときは､「まぁいいや」と取り組みを休んでみたり、周りからの期待

や要求に｢ちょっと無理｣と断ってみたり、時折｢頑張らないこと｣もあなたの心と体に

とっては必要なことです。

まずは家族でも先生でも信頼できる人に､自分のことを話せそうな人に､つらさや体

や心のことを話してみましょう｡周りに話せそうな人がいない場合は､スクールカウンセ

ラーや守秘義務がある(相談を秘密にしてくれる)相談機関に相談することもできます。

（岡田智）
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○s
ﾗ･ジオ体操何を評価するの（猶女子）

Q糺の中学校では蒻黙ﾃｽﾄがあり蓋｡1主謝しているのか鼻ﾙ〃
ません｡内申点も気になるのでやらないわけにはいかないのですが､私は軍隊みたい

で気持ち悪く感じます｡何のためにこのような教育があるのでしょうか。

A学校によっては､か怠りきっちりﾗジｵ体操をやる場合がありますね｡それ以外に
も､よくよく考えればなぜこのようなことをさせるのか､よく分からないことが学校に

は多くありますね。

教育学の研究者は､日本の国､文化､教育の歴史を調べてみて､こういった教育の意

義･意味を説明している人もいます｡興味があれば､そういった研究を調べてみるとよ

いでしょう。

私は人の個人の人生や苦難などに寄り添う（ように努力している)臨床心理学者で

すので､学校教育の観点からではなく個人の成長という観点からみていきたいと思い

ます。

私の専門の立場からは､このような疑問は非常に素晴らしく、人生を成功に導く創

造的思考･批判的思考の片りんを持ったものです｡ぜひ生徒とディスカッションをする

のが好きな先生と議論してみてください｡先生との対話を通して､自分の思考や感情、

先生の立場や思いなどに気付き､理解を深めることになります。

また子どもの自由と責任､先生や学校の責任､意図にも気づきが得られると思います。

もし集団行動や運動などが苦手で､その苦痛を感じているようでしたら､その苦手

さの感情が､ラジオ体操の無意味感や空虚さを強めているかもしれません｡そのよう

な場合は､苦手でも割り切って頑張ってやってみましょう。

（岡田智）
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○ら
自分に自信が持てず不安（高2男子）

Q菖よ成績は特に良く葱〈具碁ﾂや實楽糧ど得意嬉事もあり誤せん｡自分の将来
、． 、副八L鍋

もどうしてよいか分からず､不安です｡親に相談すると｢もっと自分に自信を持ちなさ

い｣と言われ､自信が持てない自分がダメな人間のように思えてさらに落ち込みます。

Aお便りありがとう｡私も高稜生の頃あ転たと同じように｢ﾌﾂｰ｣であることに悩
んだ時期があるので､よく分かる気がします｡でも今､心理学者になってあなたの悩み

や当時の事を振り返ると、こういうことに悩めるようになったこともとても大切な､大

きな成長だったんだなと思います。

どういうことかというと、自分に対する自信というのは､心理学では自尊心と言い、

あなたに限らず､思春期にすごく下がります｡なぜ下がるかというと､思春期には思考

が大きくモードチェンジして､深く物事を考えられるようになるからです。

具体的には自分が｢考えている事を考えられる｣ようになります。これは筋立てて、

物事を考えられることを意味している一方､「悩むことに悩む｣力にもなり、悩みを深

める力にもなります｡｢親にイライラしている自分にイライラする」とか｢こんな事に悩

んでいる自分がイヤになる｣なんてこと、よくありませんか｡あなたが最後に言ってい

る「自信が持てない自分がダメな人間のように思えて」ということも「自信が持てない

自分に自信が持てない｣ってことですよね｡これは思春期の大切な力がきちんと身に

ついている証しでもあります。

だから思春期に自分に自信が持てないと思ったら､それは｢今､自分の頭がバージョ

ンアップしているんだ｣と考えてほしいなと思います。

（加藤弘通）
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○口
新学期､A落ち着かないクラス（中2女子）

Q'#学期に意っ乙ｸﾗｽが落ち言か癒いです｡授業…に大害意声でおしゃく，
,． 、 、Knkｲﾍ蝋 、' ， ~v，叫八輔A蝋、 ‐､' ,式'、L

をしたり、授業に関係ないことをしている人がいて､先生がそれを注意するたびに授

業が中断します｡私は授業が好きなのですが､先生以外に誰も注意する人がいないの

で､「イヤだな｣と思っても何もできません。

Aふざけている人がいて､そのせいで授業が何度も中断してしまうと､まじめにやって
いる自分がばからしく思えてきますよね。

実は教育についての研究結果からは､｢落ち着かないクラス｣の生徒の大半は､そん

なクラスの状況を｢イヤだな｣と思っていることが明らかになっています｡と同時にそ

れらの生徒の大半は､自分は｢イヤだな｣と思っていても「自分以外の多くの人は､そう

は思っていないだろう」と思っていることも明らかになっています。

つまり「本当はみんなイヤだなと思っているのに､他のみんなはイヤだとは思ってい

ないと思っている｣､だから誰も何も言わないという状況が｢落ち着かないクラス｣で

は起きているのです。

これが分かれば､いくつか取り得る手が考えられます｡－つは､ちょっと勇気を出し

「今のクラスって変じゃない？」という疑問を口に出すことです｡もう一つは､先生にそ

れを言うことです｡実は先生だって｢何とかしよう」と思いつつも､生徒たちが何も言わ

ないので｢生徒たちはクラスの状況をそれほどイヤだと思っていない｣と思っているの

かもしれません｡あなたの－つの行動が､クラスを変えるかもしれません。

現代は何かと空気を読み合うことが求められます。しかし､研究から分かっている

ことは､気持ちの良い仲間関係や集団を維持するためには､ちょっとずつでも良いか

ら､思っていることをきちんと口に出すことが大切だということです。

（加藤弘通）
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■

校の校則に不満の娘
一

同

へ

IA尚ｲ父のｲ父貝Uにﾉl､>両の眼(50代男性） QAGMA(
QAA 4AqAQA(

Q娘が通う高校がﾒｰｸ禁止.バｲﾄ禁止…おかしいと強い不満を持っていま
す｡｢高校は社会に出るための練習や準備の場でもあるのに禁止はおかしい｣と言う

のが娘の意見です｡いろいろな生徒全員に責任がある学校の立場も理解できますが、

私も高校時代に同じ不満を持ったことがあり、娘の気持ちは分かります｡もっと学校

の校則が､生徒の将来も考えた校則になればと思うのですが。

Aもっとも意意見だと思います｡子どもが小さい頃は､大人はより早く､ｽﾑｰズに成
長するように促すにもかかわらず､思舂期に入ると､なぜかブレーキをかけるような関

わりが増えます｡例えば､これだけキャリア教育が行われているにもかかわらず､アル

バイト禁止という学校も多いと思います｡メークの問題も､就職した途端に､むしろ

メークするのがマナーのように言われるわけです。

これらについて､学校に言い分はあるでしょうし､保護者の考えもいろいろでしょ

う。ただこういう大人の関わり方の変化を、 (大人は当然と考えても)若い人たちから

みれば｢理不尽｣ということになります。

しかし､それによって子どもにもたらされるものもあります｡それは｢批判する力｣と

「想像力｣です｡ある種の息苦しさを感じた時､それまでは｢自分が周囲の要求に合わ

せなければ｣と思っていたのが､思春期にはそれを｢理不尽｣と批判的に捉え､大人や

学校､社会の方がおかしいと考えられるようになります。

と同時に｢今の社会がどんなふうに変化したらいいだろうか」と想像力を巡らす

きっかけになります｡そして､これは新たな世代が､社会を新たにつくり替えていくた

めの大切な力です。

したがって、この時期､大人に求められる役割は､単に子どもの要求を認めるか否

かを決めるだけではなく、子どもの想像力の伴走者になることです｡例えば「じゃあ、

どういう校則ならいいと思う？その方がいい学校になるかな？」－.校則の問題をきっ

かけに､学校や社会がどんなふうになったらよいのか､娘さんと一緒に考えてみては

いかがでしょうか。

（加藤弘通）
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○？
子どもの放課後何年生まで世話（40代女性）

Q藍が壽から小学2年生,墓ので､そろそろ働き,拙差とも篝えています｡蔵課
後は何年生ごろまで子どもと付き合ったらよいのでしょうか？働くにしても息子を学

童保育所に預けるか､自宅で留守番させるのが可能かなどいろいろ考えています。

A｢子どもの敬譲後｣というのは現代の親としては悩ましし､問題ですね｡かつてであ
れば､家に親や祖父母などがいたり、小学生になればきょうだいや近所の異年齢集団

で､何となく面倒を見てもらったりして過ごしていたものだと思います｡今は子どもの

白古と安全､交友関係､家庭の経済的な事情､親の就労といったさまざまな要素を考

えていく必要があります。

子どもの自立と安全は心身の発達の問題でもあります｡特に自分の状況を理解し、

うまく言葉で説明する力の育ち具合が､自分の身を守り生活することにつながります。

小学1年生は､まだ幼児の心を多分に残しており、自分の状況を客観的にとらえる力は

限られています｡加えて､就学前とは異なり子どもだけで登下校するなど生活も大き

く変わり、学校の1年間の流れも見えていないので何かと不安や疲れも出やすいかも

しれません。2年生になると､小学生としての自信と自覚も育ってきて､精神的にも視

野が広がり、自分の内面や状況を言葉で説明する力もついてくるでしょう。

保護者の働き方については､各家庭の事情や希望もありますので､一概に言うこと

はできません｡ただ､子どもは思う以上に親をよく見ているものです｡ですから｢○○

も2年生になるし､お兄さんになってきたから、お母さんも働いてみようと思うんだけ

ど…」というように､夫婦間はもちろん､子ども本人にも親の思いを率直に伝えてみる

と良いと思います｡それによって子どもは自分が信頼されていると分かるし、自分を気

にかけてくれていることがうれしく、学菫保育へ行くことや自宅での留守番にも前向

きになれることがあります。

新2年生ですと､安全と子どもに関わる経験の面から､学童保育の利用をお勧めしま

す｡学校併設型もあれば民間の施設もあり､それぞれ特色や利用料の違いがあります。

実際にお子さんと足を運んで､子ども自身の意見も聞きながら決められると良いですね。

（川田学）
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'○
友人が発達障害と診断された（註女子）

Q'農達が蕊達障皇診胤蝋した｡侭女は塞ぐ到りを受け私に網羅〈淵
ました｡私は､問題があれば何でも発達障害とする風潮に疑問です。レッテルを貼ら

れれば差別を受ける可能性があり、本人も傷つくのではないでしょうか｡友達のため

にできることはないでしょうか。

A子どもたちの発達についての相談現場では､多くの保護者が｢うちの子は発達障害
では？」と心配して相談に来ます｡その子どもたちの多くは､何かしらの苦手さを持っ

ており､学校や社会に適応できず苦しんでいます｡ただ最近はメディアで発達障害が

よく取り上げられる影響か､学校などでそれなりにうまくやれているのに相談に来る

親子も少なくありません。

さて発達障害かどうかは､検査をして困難の度合いがある程度強く、かつ学校や仕

事など実生活で特別な支援が必要なほど困っている(うまく||直応できていない)場合

に診断されます｡つまり本人や周りが困っている状況でなければ診断されません｡私

の学生時代の恩師は､発達障害を｢理解と支援が必要な個性｣と呼びましたが､｢支

援｣の観点が必要です。 l
k

お友達がどういう苦手さがあるのか､どうしんどいのかは､相談からは分かりませ

んが､診断を受けたということは､何かしら苦しんでいて援助が必要な状況であったと

思われます｡診断を得ることで､特別な援助や治療を受けられたり、同じ苦しみを持つ

人たちとの出会いが得られます。しんどかつたことの原因が分かることで､本人も家

族も気持ちが楽になる場合もあります。

ただあなたが心を痛めているように､診断名が独り歩きして､その人が｢みんなとは

違う人｣とラベリング（レッテル貼り）されてしまう心配があります｡残念なことに、ま

だ世の中は他の人と｢少し違って見える個性｣に対し寛容ではありません｡障害や診断

が正しく理解されないと､人の権利や自尊心を侵害してしまうことにもなります。

あなたが友達としてできることは､まさにあなたが今していることです｡診断を受け

た本人の混乱や不安などの気持ちを察してあげ､一緒に悩んだりすることです｡周りの

受け止め方で､本人の苦しみやしんどきも時間をかけて変わっていくと思います。

（岡田智）
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|nl
子'どものクラスが落ち着かなしT,(46代女性）

Q1l:灘ものｸﾗｽが落ち着きません｡保護蓄会も何度かもたれ授業のときに他
’ 式‘’ 、 、 。司1 '､-rI(4

の先生が教室に入って､騒がしい子どもを注意してくれてはいるようですが､良くなりま

せん｡最近はうちの子も学校に行きたくないと言うようになりました｡また近々、保護

者会がもたれるのですが､私たちも何を言ったら良いのか分からず､困っています。

A子どもの岸校に行きたく葱い｣にはドｷｯとしますよね｡私も自分の子からそれ
を間いて､仕事が手につかなくなることもありました。

問題となっている学級の状態ですが､心理学的に考えていくつかやれることがあ

ります｡－つは｢先生に良い場面での関わりを厚くしてもらう」ことです。

質問からは､現在､注意という形で先生の子どもへの関わりが厚くなっているよう

です。しかし注意されるというのは､子どもにとってはうまくいっていないダメな場

面での関わりが増えるということです。これまでの研究から、学級の落ち着かない

状態には教師と子どもの関係が良くないことが関連していることが分かっていま

す。したがって悪い場面での関わりが増えると､教師と子どもの関係がますます悪

化し､さらに学級が落ち着かなくなっていく可能性が高まります。

逆に子どもが良いときに教師が関わり、その場面を増やしていけば､教師と子ど

もの関係が良くなり、その結果､学級が落ち着く可能性が高まります。

もう一つは｢授業外の関わりを厚くしてもらう」ことです｡授業中の関わりも重要

ですが、どうしても授業中は指導や注意という側面が強くなりがちです｡そこで休み

時間や授業が始まる前の朝の時間を活用して､遊びや運動､工作などを通して、良

い場面での先生と子どもの関わりを厚くするのも手かと思います。

このように良い場面で関わりを厚くするほうが､先生にとっても､子どもにとって

もうれしいことだと思います｡学級が荒れたりすると、どうしても保護者としては｢厳

しくしてほしい｣｢学校は何をしているんだ｣と責めたくなる気持ちになるのは分かり

ます。しかし､それよりも先生が子どもとうまく関わっているところを探して､そこを

厚くしてもらう、これが保護者が先生に対してできる､良い場面への関わりではない

でしょうか。

（加藤弘通）
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|Z
やりたいことが見つからない小5 (40代男性）

Q"j,5の息子の悩蒜．忌日宿題とかを『恐く熟け燕い』と患芸獣
いる。でもやりたいことはなく、考えても浮かばない｡前は科学者とか夢があったけ

ど､今はやらなくてはいけないことだけで一日が終わる｡妹はやりたいこととやりたく

ないこともハッキリしている。どうしたらいいか悩んでいる」とのこと｡私は｢勉強･遊

びの毎日の中でやりたいことが見つかるよ｡お父さんも､大人になって見つかったよ」

と伝えました｡でも息子は､大人までモヤモヤするのが嫌なようで納得していないよう

です。

Aお便りありがとうございます｡とても思春期らしい悩みだと患いました。
というのも、「～がイヤ｣から｢～と比べでヘー,がイヤ｣と悩みのレベルが－段深まって

いるからです｡この時期､多くの子どもは息子さんのように､今の自分から一歩離れて

客観的に｢みんなの中での自分｣､あるいは｢前と比べて｣という形で｢時間の中の自

分｣を見つめられるようになります｡息子さんの場合､以前と比べて､また妹と比べて

やりたいことがない自分がイヤなわけです。

と同時に客観的になるということは､｢悩んでいる自分｣のことも考えられるように

なることを意味します｡「こんなことに悩んでいる自分がイヤになる｣といった形で｢悩

むことに悩める」ようになり、悩みがさらに深まります｡これは裏を返せば､今まで以

上に深くかつ真剣に物事を考えられるようになったということです。

そのように考えると､大人に出来ることは､解決よりも共感に比重を置くことではな

いでしょうか｡私たち大人は問題と間<と､すぐにそれを解決しようと考えがちです。

しかしこの時期の悩みは､子どもたちだって深く考えた上での悩みなわけですから、

簡単に解決を示されても納得いかないことも多いと思います。

大事なことは｢そんな時もあるよね｣と寄り添うこと｡また｢それは大事なことだから

急いで結論を出すよりも、ゆっくり考えてほしい」と伝えること。そして｢きっと君には

それを考える力があると思う」と支えることだと思います。

（加藤弘通）
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|ろ
小3の娘に女子の友だちができな､い（40代女性）

Q児の鱸に女の子の蘆だちが…かで蕾議せん｡男の子とはすぐに仲良く種り
． ． ．式’ 1,"rM . 、 -V､

一緒に帰ったり家に遊びに来たこともあります。男の子しかいない田舎の小さな保育

園で育った影響でしょうか。同じクラスで女の子の友だちと遊ばず、休み時間を－人

で過ごしているようです。親としては心配です。

A子どもに遊び友だちができるというのは親として安心でうれしいことですよね｡と
くに同性の仲良しができるといいなぁと思うのは､素直な親心だと思います｡心配なお

気持ちを理解しつつも､ここでは少し子どもの側の視点から考えてみたいと思います。

友だちというのは､子どもにとって楽しさや話題を共有できる相手､安心できる相

手､そして張り合ったり競争したりすることで自分も成長できる相手で､とても大事な

存在です｡どの子も自分で相手を探して､自分で見つけて関係を築いていくことが貴

重な経験になります｡たくさん友だちが欲しい子もいれば､少数でも落ち着いた関係

を求める子もいます｡娘さんはどんな遊びが好きですか｡どんな話題で生き生きしま

すか｡大事なのは､その子の｢いま｣にとって必要な相手､その子の｢いま｣を充実させ

てくれる相手です。

次に娘さんの場合､小さな保育園で男の子しかいないクラスだったとのこと。その

時の級友たちとの毎日は、とても楽しいものだったのではないでしょうか｡幼児期か

ら男の子文化や女の子文化のようなものが出てきますが､これは周囲の大人やメディ

アなどの影響も大きく、男の子でも赤が好きなのにわざと｢冑｣と言ったりするなどあ

るようです｡男の子との毎日の中でも､性別にかかわらず､娘さんは人間として他者と

関係を築く作法を学んだことでしょう。

その経験は小学校でもきっと生かされています。3年生くらいになると､少し感受

性や認識が深くなってくる頃で､クラスや担任も変わったでしょうから、多くの変化を

自分なりに吟味しているところかもしれません｡今は休み時間に一人でいることもあ

るようですが､学校では授業や行事などいろいろな場面があり、きっかけがあります。

娘さんに男女どちらの友だちがいるかというよりも､生活全体が充実しているかを見て

いってあげると良いでしょう｡必要な友だちは､そのうち自分で見つけてくると思います。

（川田学）
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'十
家では悪い子になる6歳（30代女性）

Q':蝋は幼稚園ではお利口さんで…いと言われていますが家では2歳”
、 ． 、， 、式八 , ’ 、‘ ， ､厨v'刊八噸 ､‐ ． 、． ，＝

弟をたたいたり私にすぐに口答えをしたり。私もつい怒ってしまうことが多くなり、娘

とのけんかが絶えません｡｢私､悪い子だもん｣と開き直る娘の態度に余計にいらだっ

てしまいます。

Aまず｢娘さんはお母さんにちゃんと自分の感情を出せているんだなあ｣.そして｢娘
さんは幼稚園で頑張っているんだろうなぁ｣｡そう思いました。

弟さんは2歳｡「イヤイヤ期｣に入っていれば手がかかるようになり、その分ご家族の

目と手が弟さんに持っていかれている状況もありそうですね。

娘さんは姉とはいえまだ6歳です｡ご家族の注目や愛情を欲する年齢です｡姉であ

ることのプライドや甘えたい気持ちのはぎまで葛藤を抱えているかもしれません｡そ

の葛藤をお母さんにはストレートに出せています｡そういった意味では、しっかりとし

た情緒的な絆のある親子関係なんだろうなと思いました。

でもお困りの実情を考えれば､こんな楽観的に構えてられませんね｡こうした子ど

もさんの感情の問題を改善するため､保護者の方にお勧めの対応方法があります。

「モデリング｣という方法です｡子どもは例外なく養育者の姿を取り入れて､世の中で

の振る舞い方を学んでいきます｡親の姿をモデルとして取り入れる天才ともいえます。

これを利用し、トラブルを解消する親の姿を見せるのです。

例えば､親自身にイライラやおこりたい気持ちが生じたときに｢ママ､今､あなたのこ

とおこりそうだから､ちょっと待ってて｡気持ちを静めるから」と落ち着いた声で宣言

し､その場では娘さんと距離を取ります｡そして､落ち着いてから静かな声で話し合

う｡気持ちをコントロールしている姿をあえて見せてみてはどうでしょうか｡｢あなたの

ことを大事にしているよ」というメッセージにもなると思います。

ただしこのような関わりには､保護者自身の体と心の余裕が必要です｡調子が悪く

なると､子どもへの心配の気持ちが焦りやいらだちになってしまう場合があります｡保

護者の楽しみや気分転換をする時間が取れるように､他の家族や周りの方を頼るの

も重要です。

（岡田智）

19



毎
日
３
枚
描
い
て
い
乱
す
。

illUStration62muni ドバシアヤタ



|う
腹痛や頭痛で登校できない（30代女性）

Q'串,の鰻です｡小6から塾に運い始め春休みから部活の練習に参加し急に忙しく
、． ． 、' 、 ､KJ~IL(八蝋 ‘' 、 、‘ ， ､KJ~1 - ､' ' 、. ，、

なって4月の半ばに体調を崩しました｡その後吐き気や腹痛･頭痛に悩まされ学校へ

行くのが嫌になってしまいました｡毎朝泣きながら通いましたが、6月は週に2，3日

がやっとです｡本人は学校に行かなければと思いながらも途中で体調が悪くなるのが

不安で朝は食欲がなく、土日や､休むと決めた日も気持ちがふさいで元気がありませ

ん｡休日は気分転換に外に連れ出したり､学校へ行けそうな日は送り届けたり､無理に

行かなくてもいいよと伝えたり、いろいろ対策を考えますが良くなる気配はありませ

ん｡今後どうしたら良いでしょうか。

Aお子さん自身が｢学校に行か意ければ｣と強く患っているだけに周りで見ている方
もつらいと思います｡もしかすると環境が変わり過剰適応気味になっていたところに、

体調不良が重なって気持ちと身体のバランスが－時的に崩れてしまったのかもしれま

せん｡思春期の問題は､その背景を含め非常に個人差が大きいため､一般的なアドバ

イスは難しいですが､まずは本人が家庭･学校以外で安心できる場所･人をみつけるこ

とが大事かと思います｡もし何らかの相談機関にまだかかっていないのであれば､本

人が安心してお話を聞いてもらえる専門機関とつながることが大事かと思います｡ま

ずはスクールカウンセラーなどを利用してみてください。

並行して､現時点でもできそうなことを提案したいと思います｡－つめは学校で比

較的安心できる場所はないか､人はいないかということです｡もし学校のなかでしんど

くなったら頼れる場所や人を､あらかじめ担任をはじめとする先生たちと相談し決め

ておき､つらくなったらそこに避難したら良いと思います｡二つめは､避難しやすい環

境をつくっておくことです。しんどくなったときに教室の真ん中よりもドアに近い席の

ほうが､避難しやすいかもしれません｡また先生に近い席のほうが先生に不調を気づ

いてもらいやすいかもしれません。しんどくならないことも大切ですが､次善の策とし

て、しんどくなっても大丈夫だよという環境を本人と相談しながら整備することも大

切かと思います。

（加藤弘通）
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|ら … 紗1蝋
作文が苦手いつも途中まで（小6男子)96"9AQAM

AQAQA cIAQAQAQA〆~、

Q膳が苦手で爽儀稿南羅間かうと何を書いた息刷だろう､自分の暑蒻
書かなくちゃ、漢字を間違えずにちゃんと書かないといけないなどと思ってしまい、頭

の中がぐちゃぐちゃになって､いつも途中までしか書けません。どうしたら良いでしょ

うか。

Aご質問ありがとうございます｡作文は､何を書いてもいいからかえって難しいです
よね｡このご質問は､夏休みの宿題の読書感想文などに苦労していたころのものかも

しれませんね｡私も小学生のころ､読書感想文にとても困ったことを思い出しました。

さて､ご質問を読むと､作文を書くときにいろいろなことを考えてがんばっているよ

うですね｡最初に書くこと、自分の考えを書くこと､漢字や言葉遣いに気をつけること。

どれも作文を書くときに大事にしてほしいことです｡それでも､いくつもの大事な点を

いろいろ考えてしまって､頭の中がぐちゃぐちゃになって書けなくなってしまうようで

すので､｢今回の作文は､とくにこの点をがんばろう」というのを一つにしぼってみても

良いのではないかと思いました。

たとえば､作文のように少し長い文章には｢構成｣といわれる段落ごとのつながりが

あります｡つまり文章の筋書きで､作文を書くうえでとくに大切です｡｢起承転結｣って

問いたことありますか｡どんなテーマについて書くのかをまず書いて､その内容の一つ

を具体的に書き､次に別の内容を書いて､最後に全体をまとめるという､構成の－つ

のスタイルです。

言うのは簡単ですが､実際に考えるのは大変ですよね｡全体構成を考えるのが難し

かったら､あなたがその作文で伝えたいことをまず考えて､最初の部分で何から書く

かを考えてみてはどうでしょうか。

まずは、とにかく最後まで書くことを－番の目標にして､それ以外の正しい漢字を

書くことなどはあまり気にしないで書いてはどうでしょうか｡かなりめちゃくちゃな作

文になるかもしれませんが､最後まで書いてから見直せばいいのです｡きっと－歩進

めることでしょう｡あなたが作文を最後まで書けるようになることを応援しています。

（近藤健一郎）
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|口
漢字が覚えられない息子（30代女性）

Q'1,4の息子は漢阜が音墓喪字ﾃｽﾄはLくつ靹患です｡何度書画砿貰
えられないようです｡そもそも漢字を覚える気持ちがないのか､練習の字もとても雑

です｡書き直すように注意すると、「うるさい｣と怒り出します｡どのように教えれば良

いでしょうか。

A憲子さんは｢漢字が苦手｣ということですが｢読むこと｣と｢書くこと｣のどちらが苦
手なのでしょうか｡習った字を読むことはできていますか。

漢字は読むよりも､書く方がずっと難しいものです｡また､読むことは－度覚えると

なかなか忘れませんが､書くことはしばらく使わないと忘れやすいです｡覚えるために

必要な能力や記憶のしかたが異なるためです｡ところで大人になった時､｢漢字が読め

ない｣と｢書けない｣のどちらが困るでしょうか｡｢読めないこと｣ですね｡ですから､ま

ずは｢漢字が読めること｣を大切にしましょう。

漢字を読めるようになるには､言葉の意味を知っていることが重要です｡お子さん

がなかなか読めるようにならない言葉は､意味を知っているか確認してみましょう｡知

らない時は､言葉の意味だけでなく、どのように使うのか､簡単な例文も教えましょ

う。お子さん自身が例文を作るのも良い方法です｡｢繰り返し読む｣ことも大切です。

読みが定着していないなら､繰り返し書くよりも､カードなどを使っての繰り返し読む

練習をお勧めします。

「読めるけれども書けない｣というお子さんも多くいます｡漢字練習の字が｢雑｣とい

うことですが､ゆっくり書いても雑なのでしょうか｡「ゆっくり書けば奇麗｣であれば、

何回も書くよりも、しっかり見て覚えてから1回丁寧に書くようにしましょう｡指書き

（空書き)や語呂合わせも覚えるのに有効です。

ゆっくり書いても画の数や位置を間違ったり、枠からはみ出したりする場合は､形を

見極める力や手指の動きをコントロールする力に弱さがあるのかもしれません｡お子

さんは一生懸命なのに｢雑｣と言われ､つらい思いをしているかもしれませんね｡この

ような場合には苦手さに合わせた練習方法を考えると同時に､書くことの負担を軽く

するような配慮も必要です｡一度､学校の先生に相談してみましょう。

（関あゆみ）
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|S
国際結婚子どもはバイリンガルに（20代女性）

Q遥人の夫と結婚Lて､日本に住んでいます｡国際化の進む時代､これから生護れ
、 ’ ｰv， 、 ‐vlR八(語

るわが子には､せっかくなので日英どちらの言葉も話せるようになってほしいです｡ど

のように子どもとかかわればバイリンガルに育つでしょうか。

A相談書のように､家庭の中で二つの言語が日常的に飛び交う場合お子さんにバイ
リンガルになってほしいと思う方は少なくないでしょう。このようなご家族では､赤

ちゃんに対してそれぞれの母語(第一言語)で話しかけようと、ご両親の間で約束をす

るケースがしばしばあります｡相談者の場合は､お父さんが英語で､お母さんが日本語

で話しかけることになります。

ですが､お子さんが成長するとともに､当初の約束は守れなくなることが多いようで

す｡なぜなら､お子さんは必ずしも話しかけた親の言葉を用いて会話しようとはしない

からです。

英語で話しかけてきたお子さんに､お母さんは日本語を使い続ける自信があるで

しょうか｡日本語で言い直すよう要求したり、日本語の間違いを訂正したりしようとす

ると、お子さんはお母さんに話をすること自体がイヤになってしまうかもしれません。

お子さんはお母さんに伝えたいことがあって話しかけるのですから、自然な反応だと

言えましょう｡ある調査によれば､二言語が用いられる家庭であっても､結局はどちら

か一方の言語だけを使うようになる場合が多いようです｡話をしたいというお子さん

の動機をご両親が大事にしてあげた結果だと言えるかもしれません。

二言語家族で育った子どもが自然と完壁なバイリンガルになるかというと､実際は

必ずしもそうではありません｡一方の言語はほぼ流ちょうに使いこなす人でも､もう一つ

の言語はある程度話したり書いたりできるレベル､間けば理解できるレベル､まったく

分からないレベルまで､実にさまざまです｡まったく分からないレベルの方でも､成長

して大人になってから､あらためて一方の親の言語を学ぼうと努力する方もいます。

家庭と言語教室は違います｡生まれてくるお子さんが伝えたいことにしっかりと耳

をかたむけて､豊かな会話をご家族で楽しまれるのがよいかと思います。

（伊藤崇）
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|守
積極的でない私、先生になれる？ （高1女子）

Q'手どもが好き葱あざ将悪生に嫁りたい蟻蝋ゞでも私は績虚肘,誠
なを引っ張るタイプではないので､そんな私でも先生になれるか心配です｡どのよう

な勉強をしたら良いでしょうか。

Aあなたは､小さいころから弟妹などの世話をしてきたのかもしれませんね｡子どもが好
きなので､先生や保育士をめざそうとする人は少なくありません｡ぜひがんばってください。

あなたは今まで何人もの先生に会ってきたことと思います｡その先生たちは皆､生

徒を引っ張るようなタイプでしたか。

人がそれぞれであるように､一人一人の先生もいろいろな特徴をもっています｡あな

たが会ってきた先生にも､生徒を引っ張るような先生もいれば､生徒を支えるような

先生もいたのではないでしょうか｡何より、皆が同じタイプの先生ばかりだったら､そ

れに合わない生徒は大変ですよね。

そう考えれば､あなたはあなたの特徴をもって､先生をめざして良いのではないで

しょうか｡そのうえで､不安なことを少しでも克服するように､また得意なことを少しで

も伸ばすように努力したら良いと思います｡もっとも､いろいろな考え方があります

し､どれか一つが正しいわけでもないので､友だち､親や高校の先生などと､ぜひお話

しして考えてみてください。

ところで､学校の先生になる場合､教員免許と呼ばれる免許状が必要となります｡免許

状取得には､大学または短期大学での学習が求められます｡高校や中学校教員の場合､大

学や短期大学での専門的な学習に対応した教科の免許状を取得できることが多いです。

小学校や幼稚園の免許状の場合は､｢教育｣｢保育｣｢子ども｣などを冠する特定の学

部や学科でないと取得できません｡なお､保育士の場合も資格が必要で､特定の大学

や短期大学のほか､特定の専門学校でも取得可能です｡詳しくは､高校の担任や進路

指導の先生などにお尋ねください。

最後に､子どもとかかわる仕事は必ずしも学校の先生だけではないことは知ってお

いてください｡そのうえで､自分はどんな先生になりたいのか考え､あなたの特徴を生

かして､さまざまな学習や経験をしてもらえたらと願っています。

（近藤健一郎）
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