
■ 申し込み・お願い

１．申し込み方法

○郵便振替で入金し、 その領収書と申し込み用紙を一緒にＦＡＸして下さい。郵必ず

便振替用紙の通信欄に、「研究集会参加費」「弁当代」「申込人数」など入金額の

内容を記入してください。

○準備の都合上、なるべく５月15日までに申し込んでください（当日申込もできます

が、希望する分科会に入れないこともあります）。

事前申込後のキャンセルは５月26日まで受け付けます。その場合、事務費を差し引○

いた額を返金致します。

２．第２希望の分科会に回っていただく場合は、５月22日までにご連絡を差し上げます。

保育所は準備しますが（４歳以上）、充分ではありませんので、なるべく地域で解３．

決してください。必要とされる方は必ず事前にお申し込み下さい。当日、保険料等の

ため300円を集金します。

駐車場は充分ではありませんので、なるべく地域で乗り合わせ、または電車でお越４．

し下さい。

お申し込み・お問い合わせ先は

埼玉県学童保育連絡協議会
〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町４-147-１ 藤本ビル３階

TEL048(644)1571 FAX048(644)1572 e-mail：gakudoust@yahoo.co.jp
郵便振替 ００１６０－７－９３７２７ 埼玉県学童保育連絡協議会

（ゆうちょ銀行 ０１９店 当座 ００９３７２７ 埼玉県学童保育連絡協議会）

上尾市文化センター【会場地図】

第44回埼玉県学童保育研究集会
すべての子どもたちにいきいきとした放課後を！

２０１６年 ９：００開場○ ５月29日（日）

○ 上尾市文化センター

県連協・指連協加盟：２，３００円 未加盟：３，０００円○ 参加費

※弁当代別７００円

＊ 学童保育へようこそ！ 豊かな子育てをご一緒に ＊
新学期が始まり、ピカピカの１年生と保護者の方々を迎えました。指導員１年生の

方もたくさんいらっしゃるかと思います。

学童保育（放課後児童クラブ）は、保育所のように朝夕保護者が送り迎えするのと

違い、子ども自らが学校から帰って行かなければなりません。ですから私たちは、学

童保育が子どもにとって安心して自分自身が出せる“居場所”となるように努めてき

ました。

学童保育には、子どもたちの生き生きとした姿があります。友だちとあそんだり、

何かにとりくんだりしています。いたずらや悪さもします。時には、ケンカしたり、

いじめたり・いじめられたりすることも。そんなあたりまえの生活の中で子どもたち

は育っていきます。

子どもは「預けっぱなし」では育ちません。多くの学童保育には保護者会・父母会

があります。そこでは、子どもの育ちを中心に、指導員と保護者がともに相談・協力

し合うことを大事にしています。最初はなかなか声を出しにくいでしょうが、ぜひ参

加して話をしてみてください。

この研究集会も、保護者会などと同様、保護者と指導員（放課後児童支援員）（行

政担当者の方も参加されています）とが一緒に学童保育のいろんなことを学び合う場

です。たくさんの保護者と指導員の参加をお待ちしています。

【主催】埼玉県学童保育連絡協議会

埼玉県学童保育指導員連絡協議会

（一社）子ども・放課後サポートセンター

【後援】 埼 玉 県 ・ 埼 玉 新 聞 社



□ 記 念 講 演 □

小学生のこころのヒ･ミ･ツ

（あいち障害者センター理事長、日本福祉大学教授）近藤直子氏

1973年京都大学教育学部卒業、京都大学（こんどう・なおこ）
大学院教育学研究科博士課程を中退し、1977年に日本福祉大
学赴任。2009年より副学長。1973年より現在まで18ヶ月児
健診後の発達相談を担当。研究分野1歳児の発達を“目的性の
確立”“自我の成立”といった視点から研究。障害乳幼児の発
達保障の取り組み・システムの研究。
【主な著書】『保育士のための テキスト障害児保育』（共著、
全国障害者問題研究会出版部、2013）、『自分を好きになる
力』（クリエイツかもがわ、2012）、『１歳児のこころ―大
人との関係の中で育つ自我』（ひとなる書房、2011）など多
数。

● 親は甘えさせないとだめなの？ ●

小学生はまだまだ甘えん坊です。親を思いやる力は育ってはいても、パワーがなくなっ

たときは甘えたくなります。給食で嫌いなものが出たときには「どうやって先生にばれず

に食べないでおくか」に頭をつかい、宿題を請け負うこととひきかえに男子に食べてもら

っていた私なのに、家では嫌いなものが出たらパニックになっていたのも、家では、がん

ばりがききにくいからです。学校では模範児童の私なのに、家では「問題」を出していた

のも、家ではがんばりきれないし、「やさしさ」を求めていたからでしょう。

そう考えると、「家では甘えん坊なのがあたりまえ」と割り切ったほうが楽ですよね。

ちゃんとするのがあたりまえと思うと腹もたつでしょうが、家族みんなが甘えん坊だから、

家族の愛が成り立つし、家族みんなが甘えん坊だからときには手抜きもありだし、助け合

わなくちゃねと、家族に率直に甘えればよいのです。不機嫌な理由や手抜きの理由がわか

らないと、お互いがお互いの思いを斟酌するのにエネルギーが必要で、しんどさが増しま

す。夫婦間でも親子間でも正直に「しんどい」と語ることが必要です。「言わなくてもわ

かってほしい」はそれこそ甘えですよね。家族であっても別人格ですから「言われなくて

はわからない」ことがじつは多いのですが、甘えがあるとそのことを忘れてしまいます。

まず一番大変な人から、正直に家族にうちあけてみてください。

小学生の子どもの甘えのポイントは、一日三回が一般的です。まず、朝の時間、さらに

夜の時間―とくに寝る前の時間、そして帰宅時です。

朝は忙しく、なかなかやさしくはできません。決まった時間に起こすだけでオーライく

らいに思っていたほうが無難でしょう。

帰宅時の子どもはまだパワーが残っていますが、外の世界から家に帰ったときにホッと

肩の荷をおろすため、文字どおり肩の荷のランドセルを玄関におろしたまま放置する子も

出てきます。「わが家は肩の荷をおろせる家なのだ」と割り切りながら、「片づけなさ

い」と叱るということでしょうね。帰宅するとぐっとマイペースになる小学生。時間割を

そろえさせるのもひと苦労という子もいることでしょう。最初は親が主導して子どもに手

伝わせるという演出もいるでしょうし、教科書やノートを整理しやすいように、教科ごと

に専用の袋を用意することなども必要でしょうが、時間的な見通しができてくる二年生の

後半以降は少し楽になると思って親もがんばるしかないですね。

なによりも一番甘えん坊なのは夜の就眠時です。幼児のときからそうでしたよね。起き

ていた自分から寝ている自分へと切り替えるには、ある意味でエネルギーがいるのです。

お母さんに抱きついて甘えて、ぐっすりと眠りにつくことが子どものしあわせです。「今

日はよい一日だった、明日もよい一日だろう」と、一日の終わりをよき終わりにすること

で、明日への希望を胸に抱くことができるのです。忙しい親と子にとって一番大切なのは、

夜のホッとするあたたかい肌のふれあいです。マイペースで甘えん坊で情けない自分が愛

されているのだという実感は、子どもが発達途上で出すマイナスを、子ども自身が安心し

て乗り越える源でもあるのです。情けなかったりだらしなかったりするわが子のかわいさ

を抱きしめてくださいね。

近藤直子（『日本の学童ほいく』誌2016年２月号「講座・小学生のこころのヒ･ミ･ツ」）

■ 日 程

9:15 9:45 12:00 13:20 16:15

受付 全体会 昼食 分科会１９

■ 内 容

□ 午前＝全体会

○会長あいさつ ○基調報告 埼玉県学童保育連絡協議会

○10年、20年、30年勤続の指導員の表彰

近藤直子（ ）○記念講演 あいち障害者センター理事長、日本福祉大学教授

（※別紙参照）□ 午後＝19分科会

申 し 込 み 用 紙

市町村名 氏 名 学 童 保 育 名

学童以外の℡なら→ ℡〈 〉

※○印をつけてください 指導員 現役の保護者 その他（ ）

指導員の方 勤続年数 １年未満 ２年目 ３年目 ４年目 それ以上（ 年目）

希望分科会 １（ ） ２（ ） ＊必ず第２希望まで書いてください※

→（県連協・指導員連協加盟：2,300円／弁当あり 3,000円）＊マルをつけて下さい。

（未加盟：3,000円／弁当あり 3,700円 ）


