
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭教育学級新聞

創刊号 

子
育
て
中
の
保
護
者
の
皆
さ
ま
の
お
役
に
少
し
で
も
立

て
れ
ば
と
思
い
、
つ
た
な
い
文
を
綴
り
ま
し
た
。 

ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

私
は
三
人
の
子
ど
も
（
三
人
と
も
大
学
生
）
の
父
親
と

し
て
、
そ
し
て
家
族
の
一
員
と
し
て
何
が
で
き
る
か
と
、

い
ま
だ
に
自
問
自
答
す
る
毎
日
で
す
。
妻
や
周
囲
の
支
え

も
あ
り
、
幸
運
に
も
何
と
か
「
家
庭
」
を
築
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ふ
だ
ん
か
ら
心
が
け
て
い
る
こ
と

を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。 

１
．
「
Ｙ
Ｏ
Ｕ
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
よ
り
「
Ｉ
（
愛
）
メ
ッ
セ

ー
ジ
」
の
言
葉
か
け
を 

子
ど
も
と
会
話
す
る
と
き
、
つ
い
「
（
あ
な
た
は
）
～

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
『
Ｙ
Ｏ
Ｕ
（
あ
な
た
）

メ
ッ
セ
ー
ジ
』
の
言
葉
を
発
し
て
し
ま
い
ま
す
。
親
と
し

て
子
ど
も
に
良
く
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
は
、
時
に

は
支
配
的
な
言
葉
に
な
り
、
子
ど
も
に
窮
屈
な
思
い
を
さ

せ
、
時
に
は
反
発
さ
え
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

そ
ん
な
時
は
、
あ
れ
こ
れ
考
え
ず
に
、
率
直
に
「
～
し

て
ほ
し
い
」
と
い
う
『
私
（
Ｉ
：
ア
イ
・
愛
：
自
分
）
メ

ッ
セ
ー
ジ
』
を
使
っ
て
、
親
の
気
持
ち
を
直
接
伝
え
る
よ

う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。 

２
．
「
ほ
め
る
こ
と
」
よ
り
「
一
緒
に
喜
び
、
感
謝
す
る

こ
と
」 

「
褒
（
ほ
）
め
る
こ
と
」
の
難
し
さ
は
、
子
ど
も
は
、

褒
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
、
本
当
の
自
分
で
い
る
よ
り
、
仮

の
自
分
を
つ
く
り
、
親
を
喜
ば
せ
た
ほ
う
が
報
わ
れ
る
と

感
じ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
子
ど
も
が
親
の
望
む
こ
と
を

し(

て
く
れ)

た
の
で
喜
ん
で
し
ま
い
、
い
つ
の
間
に
か
子

ど
も
の
正
し
い
価
値
観
の
獲
得
を
妨
げ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。 た

だ
、
次
の
よ
う
な
時
は
、
「
す
ご
い
な
」
と
一
緒
に

喜
ぶ
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。 

・
自
分
の
能
力
以
上
の
こ
と
に
（
不
安
を
乗
り
越
え
）

挑
戦
し
よ
う
と
決
め
た
と
き 

・
自
分
の
弱
い
心
と
戦
い
な
が
ら
、
（
例
え
失
敗
し
た

と
し
て
も
）
最
後
ま
で
が
ん
ば
っ
た
と
き 

・
人
と
し
て
、
正
し
い
道
を
選
ん
だ
と
き 

人
間
の
本
当
の
「
強
さ
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

自
分
の
力
で
、
何
度
も
乗
り
越
え
て
い
っ
た
と
き
に
培
わ

れ
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

３
．
「
甘
や
か
す
こ
と
」
と
「
甘
え
さ
せ
る
こ
と
」
の
違

い 

子
ど
も
に
と
っ
て
一
番
辛
い
の
は
「
さ
び
し
さ
」
で
す
。 

子
ど
も
が
甘
え
た
い
と
き
は
、
心
の 

「
さ
び
し
さ
」
を
埋
め
た
い
と
き
で
す
。 

そ
ん
な
と
き
は
、
子
ど
も
と
の
時
間
を 

よ
り
多
く
共
有
し
、
十
分
に
甘
え
さ
せ 

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

 

 「ほめる・声かけ・あいさつ」は、相手の存在を認

めていること 

「○○ちゃん、おはよう」と名前を付ける 

 変化や成長に気づき伝える、見たものを言葉にして

伝える 

「妹に折り紙教えていたね」「水やりしていたね」と事実を

伝えるだけでちゃんと見ているよというメッセージになる 

で
は
「
甘
や
か
す
」
と
は
ど
ん
な
と
き
で
し
ょ
う
か
？

「
子
ど
も
に
き
び
し
く
言
っ
て
、
～
を
や
ら
せ
て
い
ま

す
」
と
い
う
場
合
は
、
表
面
上
き
び
し
く
見
え
ま
す
が
、

心
理
面
で
は
逆
に
甘
や
か
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
も
の

で
す
。
子
ど
も
側
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分
の
考
え
で
行
動

し
て
、
親
に
ガ
ミ
ガ
ミ
文
句
を
言
わ
れ
る
な
ら
、
何
も
考

え
ず
に
親
に
従
っ
て
い
た
方
が
楽
で
す
。
そ
し
て
、
親
の

言
う
こ
と
に
従
っ
て
い
れ
ば
、
だ
い
た
い
は
失
敗
無
く
事

が
運
び
、
成
功
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
結

果
と
し
て
、
自
分
で
考
え
、
判
断
し
、
決
断
す
る
（
責
任

を
と
る
）
と
い
っ
た
本
当
の
「
厳
し
さ
」
か
ら
逃
れ
る
こ

と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
本
当
の
「
厳
し
さ
」
と
は
、

失
敗
を
し
た
と
き
に
、
周
囲
の
人
や
環
境
の
せ
い
に
せ

ず
、
あ
り
の
ま
ま
を
受
け
入
れ
、
真
の
自
分
と
向
き
合
い
、

自
分
の
力
で
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。 

４
．
「
我
が
家
の
十
秒
ル
ー
ル
」
で
、
小
言
や
愚
痴
を
飲

み
込
む 

 

息
子
が
中
学
生
の
と
き
、
部
活
で
疲
れ
て
、
居
間
で
だ

ら
し
な
く
く
つ
ろ
ぎ
、
周
囲
に
服
や
靴
下
が
脱
ぎ
っ
ぱ
な

し
と
い
う
光
景
に
よ
く
遭
遇
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
の
第

一
声
は
、
私
も
妻
も
「
だ
ら
し
な
く
す
る
な
」
「
テ
レ
ビ

ば
か
り
見
て
い
な
い
で
、
～
を
し
な
さ
い
」
等
の
親
子
の

イ
ラ
イ
ラ
を
増
幅
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉
か
け
で
し
た
。
し

か
し
、
家
で
せ
っ
か
く
く
つ
ろ
い
で
い
る
の
に
、
毎
日
こ

ん
な
言
葉
か
け
を
さ
れ
た
ら
、
家
に
い
る
の
が
い
や
だ
ろ

う
な
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
妻
と
相
談
し
、
子
ど
も
へ
の
注
意
は
十
秒
間

待
っ
て
、
小
言
や
愚
痴
を
飲
み
込
ん
で
、
心
を
静
め
て
か

ら
に
し
よ
う
と
決
め
ま
し
た
。
た
と
え
居
間
が
散
ら
か
っ

て
い
て
も
、
素
通
り
し
て
別
の
部
屋
で
一
呼
吸
お
い
て
、

言
葉
を
考
え
ま
す
。
そ
う
す
る
と
落
ち
着
い
て
き
て
、
言

葉
か
け
の
内
容
も
「
疲
れ
て
い
る
よ
う
だ
ね
」
と
か
「
お

腹
す
い
て
な
い
か
」
と
い
っ
た
言
葉
か
け
か
ら
、
会
話
に

入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
子
ど
も
の
返

事
の
様
子
で
、
そ
の
時
の
機
嫌
も
わ
か
り
、
会
話
を
続
け

た
方
が
い
い
の
か
、
そ
っ
と
し
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
の

か
も
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

現
在
の
日
本
の
子
育
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
本
当

に
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
「
子
育
て
」
は
偉
大

な
こ
と
で
あ
り
、
親
と
し
て
の
使
命
で
も
あ
り
ま
す
。
子

育
て
の
時
、
常
に
私
は
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
母
の
言
葉

「
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
で
、
自
分
（
親
）
も
成
長
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。 

 

 

 山武北小家庭教育学級 

★コーチングスキル「承認」 

 相手にペースを合わせる・・相

づち、 

声のトーン、顔の表情 

「逆上がり、初めてできたよ！」 

と言われたら、喜んでいる子どもと同

じように喜んだ声や表情で「よかった

ね！！」 

発行  山武市教育委員会生涯学習課 

山武市殿台 279-1 

TEL 0475-80-1456  FAX 0475-80-1400 

Email:shogaigakushu@city.sammu.lg.jp 

第 11号 平成 26 年 11 月 14 日 

 

 

七
月
十
七
日
木
曜
日
に
山
武
北
小
の
家
庭
教
育
学
級
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

千
葉
県
子
ど
も
と
親
の
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
研
究
指
導
主
事
の
藤
本
真
由
美
先
生
か
ら
コ
ー
チ

ン
グ
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
コ
ー
チ
ン
グ
と
は
、
相
手
の
能
力
や
自
発
性
を
引
き

出
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
子
育
て
に
活
か
せ
る
よ
う
言
葉
の
か
け

方
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。
先
生
か
ら
は
、
小
学
校
低
学
年
く
ら
い
ま
で
は
ほ
め
言
葉
を
シ
ャ
ワ
ー

の
よ
う
に
か
け
て
あ
げ
よ
う
、
子
ど
も
の
存
在
を
認
め
、
家
が
一
番
の
居
場
所
に
な
る
よ
う
に
し

て
ほ
し
い
と
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。 

参
加
者
か
ら
は
「
や
っ
て
い
る
こ
と
を
言
う
だ
け
で
ほ
め
る
こ
と
に
な
る
と
わ
か
っ
た
」「
家
で

安
心
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
」「
子
ど
も
を
ほ
め
て
い
き
た
い
」
な
ど
新
し
い
気
付
き
と
前

向
き
な
感
想
が
出
て
、
有
意
義
な
家
庭
教
育
学
級
に
な
り
ま
し
た
。 

★コーチングスキル「質問」 

 一人一人に合わせて褒めたり叱ったりしながらやる気を出させる・・

兄弟でも性格が違うから、それぞれに合わせて変える 

 

 

「子どものほめ方テクニック 

～コーチングの視点から～」 
 

 

 相手に考えさせ、気づきを与え発

見を促す質問 

兄弟けんかの時「何でそんなことするの」

と言っていたのを「そういう時はどうす

ればいいかな？」と聞く 

★コーチングスキル「ペーシング」 

リ
レ
ー
コ
ラ
ム
第
十
一
回 

我
が
家
の
子
育
て 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

山
武
市
立
蓮
沼
中
学
校
教
頭 

川
口 

邦
男 

 

※
こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
リ
レ
ー
形
式
で
順
次
自
分
の
子
育

て
に
つ
い
て
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
思
う
こ
と
な
ど
気
ま
ま
に

書
い
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
お
楽
し
み
に
。 

講
師
の
藤
本
先
生 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの人権意識を育てる 

CAPを知っていますか？ 

山武市では合併当初より毎年実施していますので、幼稚園・こども園や学校で CAP

を受けて家に帰ったお子さんから聞いた方もいるかもしれません。正式には「子どもへ

の暴力防止プログラム」といい、子どもが様々な暴力（いじめ・誘拐・虐待・性暴力な

ど）から自分を守るための人権教育プログラムです。その英語名の頭文字を取って

「CAP」といいます。 

大人対象と子ども対象のワークショップがあり、家庭教育学級として幼稚園・こども

園では毎年開催しています。また、小学校では希望により開催しています。 

子ども CAPでは、「人権」を「あんしん・じしん・じゆう」という言葉と絵で子ども

にも理解できるように説明します。また、身の守り方や被害を受けた時には信頼できる

大人に話すことなどを学びます。大人 CAP では、子ども CAP の内容を実際にやって

見せるとともに子どもから相談された時の話の聞き方などを学びます。 

 

9月 3日（水）、しらはたこども園で CAPを取材しました。 

午前中に年長さんに子ども CAP を、午後からは保護者向けに大人 CAP を実

施しました。 

子ども CAPは 1回 40分ほどで 3日間実施します。いじめ・誘拐・性暴力に

ついては寸劇でわかりやすく伝え、知らない人に対する安全な距離や、危険

を周囲に知らせるための大きな声の出し方も学びます。また、いやなことを

された時には友達の力を借りて「いや」と言ったり、先生に相談するロール

プレイもやりました。講座終了後に自分のことを話したいという子どもの話

を聞くためのトークタイムを設けています。今日も、CAP の方に話がしたい

という子どもたちが何人も廊下で順番を待っていました。 

大人 CAP では、いやなことをされた時に「いや」と言うのは自分の権利を

守るためという説明を受けました。また、子どもの話を聞く練習をしました。

聞いてもらう体験をした参加者からは「共感してくれると話しやすい」「スッ

キリする」「もっと聞いてもらいたくなる」などの感想が出ました。 

7 月 14 日（月）に松尾中の家庭教育学級に行ってきました。思春期保健教育の一環として助産師の先生を講師に迎え「大人になり 

つつある君たちへ」との演題で 3 年生向けに講演をしていただき、保護者のみなさんも一緒に参加するという形での家庭教育学級で 

した。思春期の体と心の変化から妊娠・出産や性病・エイズにまで話が及び自分を大切にできれば人を大切にできる、自分を大切に 

と生徒に呼び掛けました。講演後に生徒たちは体験学習としてグループに分かれ、実際に乳児を抱っこする体験をしました。（写真） 

現在の子どもたちは、赤ちゃんと触れ合う機会がないままに大人になり、赤ちゃんの世話をするのはわが子が初めてということが多く、慣れていない

ことと想像以上の大変さから虐待になってしまうケースもあると言われています。そういう面からも学校でたとえ一度でもこのような経験をさせること

で関心を持ってもらうことは意義のあることだと思いました。各グループで赤ちゃんを中心に中学生の笑顔と歓声があふれていました。赤ちゃんは、み

んなを笑顔にさせてくれる存在なのだと改めて感じました。                              担当 加瀬 

 

 

 

★つらい気持ちの聴き方★ 
感情を出さず、「よく話してくれたね」「あなたの話を信じるよ」と、

まず言ってあげる。 

泣くのは止めない。 

聴き方は①体で聴く（うんうん） 

②キーワードや気持ちの言葉を繰り返す、 

共感する（つらかったね、いやだったね） 

充分聴いたら「どうしたらいいかな？」と聞く。 

 

 

ＣＡＰって、なに？ 

Child      Assault    Prevention 

子どもへの   暴力     防止 

聴くことは、子どもの

心の傷の回復に大きく

貢献し、心の手当てに

なります。 

 

「スキンシップ」 

「ハイタッチ」 

「信用する」「待つ」

「ちゃんと聞く」etc 

「すごいね」「大丈夫だよ」「う

れしいな」「助かるわ」etc 

友達の助けを借りて「いやだ」

を言うロールプレイ 

 

子ども CAPでこんなことを

やりました・・・ 

大人 CAPで子どもたちと同

じロールプレイを 

 

寸
劇
で
使
う
人
形 

 

話の聞き方ロールプレ

イ 

 

「安心・自信・自由」を絵で表現 

 

「子どもの心の力を引き出す接し方や言葉」をみんなで出し合って 

絵を見せながら、「けんり」

をわかりやすく 

 


