
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

の
力
を
養
い
努
力
を
す
る
。
そ
し
て
、
女
性
ら
し

さ
の
と
ら
わ
れ
に
気
づ
く
こ
と
が
、
自
分
ら
し
く

生
き
る
た
め
に
大
切
な
こ
と
だ
と
強
調
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
は
参
加
者
の
み
な
さ
ん
も
大
き
く
う

な
ず
き
共
感
し
て
い
る
様
子
で
し
た
。 

■
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
に 

し
ば
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

 

二
回
目
の
講
座
で
は
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
に
つ

い
て
学
び
ま
し
た
。 

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
は
、
社
会
的
・
文
化
的
に

つ
く
ら
れ
た
男
女
の
違
い
を
表
す
こ
と
ば
で
、

い
わ
ゆ
る
「
女
性
ら
し
さ
、
男
性
ら
し
さ
」
を

意
味
し
ま
す
。
多
く
の
女
性
が
、
こ
の
思
い
込

み
に
し
ば
ら
れ
、
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る

の
が
現
状
で
す
。
ま
た
、
自
分
ら
し
く
生
き
る

こ
と
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
固
定
観
念
《
男
だ

か
ら
・
女
だ
か
ら
こ
う
あ
る
べ
き
だ
！
》
を
他

人
に
押
し
付
け
な
い
こ
と
。
そ
の
た
め
に
は
、

《
男
ら
し
さ
・
女
ら
し
さ
》
の
と
ら
わ
れ
に
自

分
が
気
づ
き
、
気
づ
い
た
こ
と
か
ら
少
し
ず
つ

変
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

後
半
は
参
加
者
全
員
で
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
チ

ェ
ッ
ク
」
を
行
い
、
自
分
自
身
の
性
別
へ
の
こ

だ
わ
り
の
程
度
を
判
定
し
ま
し
た
。
ジ
ェ
ン
ダ

ー
・
チ
ェ
ッ
ク
で
は
、
知
ら
な
い
う
ち
に
意
識

の
中
に
植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー

 

Ｈ２９．２．２７ 発行 Vol.１２ 
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や
、
自
分
に
ど
の
く
ら
い
思
い
込
み
が
あ
る
の

か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

■
「
自
分
の
人
生
の
主
人
公
」 

と
し
て
生
き
る
！ 

今
回
の
講
座
で
は
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と

の
大
切
さ
や
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
学
び
、
そ

の
と
ら
わ
れ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

「
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
」
は
「
自
分
の
人

生
の
主
人
公
と
し
て
生
き
る
こ
と
」。
こ
れ
は
、

自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
困
難
だ
と
感
じ
る

女
性
た
ち
の
背
中
を
優
し
く
押
し
て
く
だ
さ
る

恵
子
先
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
こ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
し
っ
か
り
と
持
ち
帰
り
、
自
分
を
信
じ

て
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
！
と
思
い
ま
し
た
。 

 

社
会
や
家
庭
の
中
で
無
意
識

の
う
ち
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
る

女
性
ら
し
さ
の
固
定
観
念
。「
自

分
を
大
切
に
す
る
」
っ
て
ど
う

い
う
こ
と
？
「
自
分
ら
し
さ
」

っ
て
一
体
何
な
の
？ 

 

こ
の
疑
問
を
ス
ッ
キ
リ
さ
せ

る
た
め
、
今
回
は
、
き
ら
き
ら

塾
の
人
気
講
師
・
佐
藤
恵
子
さ

ん
を
お
招
き
し
て
、「
女
性
が
自

分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
の
大
切

さ
」
を
テ
ー
マ
に
、
二
回
に
わ

た
っ
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

元県立保健大学教授 
佐藤 恵子さん 

 

■
自
分
ら
し
く
生
き
る
っ
て
？ 

「
み
な
さ
ん
は
自
分
ら
し
く
生
き
て
い
ま
す

か
？
」「
現
在
の
自
分
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
？
」

佐
藤
恵
子
さ
ん
の
問
い
か
け
か
ら
始
ま
っ
た
一
回

目
の
講
座
で
は
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
の
意

味
や
、
な
ぜ
女
性
は
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が

難
し
い
の
か
を
、
参
加
者
全
員
で
考
え
話
し
合
い

ま
し
た
。 

 

女
性
ら
し
く
生
き
る
こ
と
を
誘
導
し
て
い
る
社

会
の
ベ
ー
ス
は
、
残
念
な
が
ら
変
わ
っ
て
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、
女
性
自
身
も
無
自
覚
の
う
ち
に
女
性

ら
し
さ
を
受
け
入
れ
て
い
る
現
実
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
結
果
、
女
性
に
し
ば
ら
れ
、
自
分
ら
し
く
生

き
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
女
性
は
自
分
の
意
思
と
力
で
、

自
分
自
身
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
が
大
事
な
の
で

す
。
自
分
の
正
直
な
気
持
ち
と
向
き
合
い
、
個
人

と
し
て
考
え
行
動
す
る
。
ま
た
、
自
立
す
る
た
め

⦿社会や 

文化の中 

で作りだ 

された男女の違い(性差) 

⦿「女らしさ：男らしさ」「女の特性：
男の特性」と言われているもの 

⦿「女性はこうあるべき」「男性はこ
うあるべき」と期待される性格や
行動様式のこと 

～たとえば～ 
女は優しく素直：男は強くたくましく 
  男は仕事：女は家庭 など 
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青森市子育てサポートセンターの運営は、私たち《青森市家庭教育サポーター連絡会》が、青森市教育委員会から家庭教育支援事業を 

受託して行っています。「青森市内で子育てをしている保護者のみなさんのお役に立ちたい！」という熱い思いで、活動に取り組んでいます。 

うとう塾 自主講座 
発達に心配(発達の偏りや遅れ)の

ある 4 歳~小学校中学年までの保

護者を対象に、講師に工藤摩世さ

んをお迎えして連続 5 回の親支援

プログラムを実施しました。 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 小学５年生の娘が３歳から習わせている

ピアノをやめたいと言い出しました。親として

は、続けることで色々な可能性も広 

がると思うのですが、子どもの意思を 

尊重した方が良いのか迷っています。 

 

 
鳴海先生の子育てＱ &A 

Ａ 

『
せ
ま
い
日
本
、
そ

ん
な
に
急
い
で
ど
こ
へ
行
く
』

と
い
う
交
通
安
全
の
標
語
が

あ
り
ま
し
た
。
四
十
年
以
上
も

前
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
は
聞
い

た
こ
と
が
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
「
急
が
ば
回
れ
」
は

世
の
真
実
だ
と
思
い
ま
す
。 

子
ど
も
が
や
り
続
け
て
き

た
こ
と
を
「
止
め
た
い
」
と
言

い
だ
し
た
り
、
新
し
い
こ
と
を

「
始
め
た
い
」
と
言
い
だ
す
こ

と
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
「
え
い
、
や
っ
！
」

と
、
ど
ち
ら
か
に
決
め
れ
ば
そ

れ
で
済
む
こ
と
で
は
あ
り
ま

す
が
、
「
慎
重
な
対
応
」
を
し

よ
う
と
す
る
人
は
、
時
間
を
と

っ
て
、
「
止
め
る
・
始
め
る
」

こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ

ト
を
比
較
・
検
討
す
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 

私
は
ち
ょ
っ
と
違
う
「
慎
重

な
対
応
」
を
提
案
し
て
み
よ
う

と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
が
「
止

め
た
い
・
始
め
た
い
」
と
言
っ

て
き
た
ら
、
そ
の
場
で
即
断
即

決
す
る
の
で
は
な
く
、
話
し
合

い
の
時
間
を
取
る
と
こ
ろ
ま

で
は
同
じ
で
す
。 

で
も
、
話
し
合
い
の
時
間
に

す
る
の
は
「
比
較
・
検
討
」
で

は
な
く
、
子
ど
も
自
身
に
、「
自

分
の
心
の
中
に
ど
ん
な
気
持
ち 

■ペアレントトレーニングとは 

子どもの行動に焦点を当て、特徴

を理解し、行動を整理して、それぞ

れの行動に適した対応を学ぶための

プログラムです。子どもに行動を変

えさせるのではなく親の視点や対応

を変えて、日常生活をスムーズに過

ごすことを目的に、親の関わり方を、

体験学習を通して学びます。 

講座では、子どもが好ましい行動

をとったとき親はどのような声がけ

をしたのか、それを詳しく書き出して

みました。これによって、意識的に

ほめることが身につきます。 

また、「すごい！」「できたね！」 

 

児童心理治療施設「青森おおぞら学園」 

施設長 鳴海明敏 さん 

    

「チャイルドラインあおもり」で子どもの声を電話で受ける活動も

されている鳴海さんは、とてもわかりやすく私たちの疑問や質問に

寄り添ってくださいます。 
 

青森市子育てサポートセンター   

などの声がけのほかに、感謝する、

視線を合わせ肯定して微笑む、近寄

ってボディタッチなど、様々なほめ

方を学びました。 

子どもの行動を見極め、対応して

いくことは大変ですが、参加者同士

で親役と子役になり、ほめ合う体験

学習を通して、母親としての自信を

つけることができました。さらにこの

学習は、子どもの行動一つ一つを客

観的に考える良い機会になりました。 

が
あ
る
の
か
を
確
か
め
て
も
ら

う
」
と
い
う
作
業
で
す
。 

こ
の
作
業
を
楽
し
く
す
る
た

め
に
、
子
ど
も
に
ニ
ュ
ー
ス
番

組
の
レ
ポ
ー
タ
ー
に
な
っ
て

も
ら
い
ま
す
。
お
母
さ
ん
は
ス 

タ
ジ
オ
に
居
る
キ
ャ
ス
タ
ー

で
す
。
レ
ポ
ー
タ
ー
に
な
っ
た

子
ど
も
は
、
自
分
の
心
の
中
に

入
っ
て
行
っ
て
、
ど
ん
な
気
持

ち
が
潜
ん
で
い
る
か
、
そ
の
気

持
ち
は
ど
ん
な
思
い
を
抱
え

て
い
る
の
か
を
取
材
し
て
、
ス

タ
ジ
オ
に
伝
え
ま
す
。
ス
タ
ジ

オ
に
い
る
お
母
さ
ん
は
現
地

（
心
の
中
）
か
ら
の
報
告
を
、

一
つ
一
つ
大
事
に
受
け
止
め

ま
す
。 

レ
ポ
ー
タ
ー
が
心
の
中
の

全
部
の
気
持
ち
に
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
し
終
わ
っ
た
ら
、
ス
タ
ジ

オ
に
戻
っ
て
き
て
、
そ
こ
に
並

べ
ら
れ
て
い
る
「
気
持
ち
の
全

部
」
を
二
人
で
眺
め
ま
す
。
ゆ

っ
く
り
眺
め
て
い
る
う
ち
に
二

人
の
叡
智(

え
い
ち)

が
働
い

て
、
き
っ
と
素
晴
ら
し
い
解
決

策
が
浮
か
ん
で
く
る
と
思
い
ま

す
よ
。 

❁ロールプレイで実演することで、

子どもへの対応の練習になり、気

持ちの理解につながりました。 

❁実践することで子どもの反応に少

し変化があり、関わり方が身につ

いていることを感じました。 

❁自分と異なる考え方や対応を知り、

関わり方のヒントになりました。 

❁親子関係に変化が見 

られ、親のイライ 

ラが減りました。 

 

 

 

～ペアレントトレーニング～  

mailto:aomorishi-saposen@arion.ocn.ne.jp

