
【
全 

国 

学 

力 

調 

査
】
英
語
「
話 

す 

こ 

と
」 

　
　
　
　
　
　
　

６
１
０
０
人
が
正
常
に
回
答
で
き
ず

　

文
科
省
は
4
月
21
日
、
今
月
18
日
に
実
施
し
た
23
年

度
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
実
施
状
況
（
暫
定
値
）

を
公
表
し
た
。教
科
に
関
す
る
調
査
と
し
て
は
初
め
て
、

1
人
1
台
端
末
を
用
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
方
式
で
実
施
し

た
英
語
「
話
す
こ
と
」
調
査
に
は
４
万
８
６
８
７
人
が

参
加
し
た
が
、
う
ち
12
・
5
％
に
当
た
る
・
６
１
０
０

人
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
で
正
常
に
回
答

で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
「
話
す
こ
と
」
調
査
を
巡
っ

て
は
、
調
査
終
了
後
の
18
日
午
後
5
時
3
分
か
ら
同
10

分
の
約
7
分
間
に
渡
り
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
正
答
例
が
閲
覧
で
き
る
状
態
だ
っ

た
こ
と
も
公
表
さ
れ
た
。

　
「
話
す
こ
と
」
調
査
に
は
、
18
日
実
施
予
定
だ
っ
た

５
０
１
校
（
7
日
時
点
）
の
う
ち
1
校
を
除
く
５
０
０

校
、
４
８
６
８
７
人
が
参
加
し
た
。
こ
の
う
ち
12
・

5
％
の
６
１
０
０
人
が
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
っ

て
、
1
回
目
で
音
声
回
答
デ
ー
タ
が
正
常
に
登
録
さ
れ

な
か
っ
た
。

　

実
施
校
の
事
後
報
告
に
よ
る
と
、
▽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
ト
ラ
ブ
ル
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
負
荷
が
大
き
く
、

動
作
が
た
び
た
び
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
な
ど
）
▽
端
末

の
ト
ラ
ブ
ル
（
調
査
の
途
中
で
Ｏ
Ｓ
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が

始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
、
端
末
が
フ
リ
ー
ズ
し
た
な
ど
）

▽
回
答
時
の
端
末
操
作
に
起
因
す
る
も
の
（
問
題
の
動

画
の
再
生
ボ
タ
ン
を
押
す
の
が
遅
れ
た
な
ど
）
▽
終
了

画
面
に
到
達
す
る
前
に
ブ
ラ
ウ
ザ
を
閉
じ
た
た
め
、
正

常
に
完
了
し
な
か
っ
た―

―

な
ど
が
理
由
と
し
て
挙
げ

ら
れ
た
。

　

生
徒
主
体
で
創
り
上
げ
る
西
大
和
学
園
の
文
化
祭 

端
末
と
ク
ラ
ウ
ド
の
活
用
で
一
人
一
人
の「
や
り
た
い
」

が
実
現

　

こ
の
結
果
に
つ
い
て
文
科
省
の
担
当
者
は
「
Ｃ
Ｂ
Ｔ

化
の
途
上
段
階
で
全
国
値
を
と
る
た
め
に
十
分
な
、
9

割
近
く
の
デ
ー
タ
が
と
れ
た
こ
と
は
、
最
初
の
1
歩
と

し
て
は
よ
か
っ
た
。
一
方
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
端
末
の

問
題
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
も
見
え
て
き
た
の
で
、
今

後
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
」
と
強
調
し
た
。

　

ま
た
「
話
す
こ
と
」
調
査
の
正
答
例
が
誤
っ
て
国
立

教
育
政
策
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
件

に
つ
い
て
は
、
誤
掲
載
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
約
7
分
間
で

55
件
の
ア
ク
セ
ス
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
話
す
こ
と
」

調
査
は
5
月
26
日
ま
で
実
施
日
を
分
散
し
て
行
う
た

め
、
同
日
午
後
5
時
ま
で
正
答
例
な
ど
は
公
表
さ
れ
な

い
予
定
だ
っ
た
。
同
研
究
所
は
、
全
国
値
は
4
月
18
日

実
施
校
分
の
み
を
対
象
に
集
計
す
る
た
め
公
表
結
果
に

影
響
は
な
い
と
し
、
調
査
は
引
き
続
き
実
施
す
る
と
説

明
し
て
い
る
。

　

18
日
に
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
を
実
施
し
た
の

は
、
小
学
校
１
８
８
２
１
校
、
中
学
校
９
７
０
６
校
。

学
校
行
事
や
児
童
生
徒
の
体
調
不
良
な
ど
の
影
響
で
後

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

水 火 月 日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月
休
塾　

青
陵
修
学
旅
行

休
塾

休
塾

　
　 休

塾
休
塾
Ｇ
Ｗ
休
み　

こ
ど
も
の
日

Ｇ
Ｗ
休
み　

み
ど
り
の
日

Ｇ
Ｗ
休
み　

憲
法
記
念
日
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在
籍
す
る
生
徒
の
所
属
校

小
学
校　

愛
国
・
芦
野
・
富
原

中
学
校　

青
陵
・
美
原
・
景
雲･

附
属･

富
原
・
別
保
・
鶴
居

高　

校　

湖
陵
・
江
南

過保護・過干渉は子供をダメに！

大 き な 声 で あ い さ つ を！

5 月 の 予 定

日
実
施
を
予
定
し
て
い
る
の
は
、
小
学
校42

校
、
中

学
校
65
校
。
板
井 

海
奈
（
教
育
新
聞
記
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

育
新
聞 

23
年
4
月
21
日

　

07
年
か
ら
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
る
、
小
学
６
年
生
と
中
学

3
年
生
を
対
象
と
す
る
学
力
テ
ス
ト
で
す
が
、
数
十
億
円
も

の
費
用
を
費
や
し
て
い
る
の
に
、
分
析
の
結
果
は
毎
回
同
じ

よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
読
解
力
や
応
用
力
、
発
想
力
不

足
で
す
。
こ
れ
ら
は
子
供
た
ち
の
問
題
で
は
な
く
、
世
界

か
ら
大
き
く
後
れ
を
取
っ
て
い
る
日
本
の
文
科
省
の
問
題
で

す
。
例
え
ば
小
学
校
３
年
生
か
ら
の
英
語
教
育
、
5
、
6
年

生
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
学
習
は
何
の
意
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。

中
学
、
高
校
の
制
服
、
校
則
問
題
も
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界

で
生
き
て
い
く
子
供
た
ち
の
た
め
に
教
育
改
革
が
必
要
で

す
！

　29 期生の原せりかさん、釧
路短大の幼児教育学科に進学
し幼稚園の先生を目指します。

 　　　　　　道コン前の過去問題に取り組む　　　　　　　　　　　　 4 月 2、3 日の道コン受験の様子

　8 期生で北病院の作業療法士
の佐々木卓也君、バイクでツー
リングの帰りに寄りました。

　29 期生で高専の機械工学科
小林稜也が４年へ進級したこ
とを報告に来てくれました。

                          道コンの後の見直し                               　　　　　道コンの結果をふまえて面談

４月も卒業生やお
母さんたちから沢
山の差し入れを頂
きました。ありが
とうございました。

　

新
年
度
、
新
学
期
が
始
ま
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
４

月
が
終
わ
り
ま
し
た
。
大
型
連
休
が
終
わ
っ
て
5
月
か

ら
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
そ
れ
ぞ
れ
本
格
的
な
授
業

に
な
り
ま
す
。

　

先
月
号
に
も
書
き
ま
し
た
が
新
中
1
生
も
新
高
1
生

も
1
年
生
の
内
容
が
と
て
も
大
事
で
す
。
中
学
校
、
高

校
3
年
間
の
基
礎
と
な
る
か
ら
で
す
。

　

特
に
新
中
1
生
は
小
学
校
の
と
き
と
は
い
ろ
ん
な
面

で
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
教
科
ご
と
に
先
生
が
変
わ
っ

た
り
、
年
に
4
回
の
定
期
テ
ス
ト
や
学
力
テ
ス
ト
が
あ

り
、
学
級
、
学
年
の
順
位
が
知
ら
さ
れ
ま
す
。
ま
た
高

校
入
試
に
も
大
き
く
影
響
す
る
通
知
表
で
計
算
さ
れ
る

内
申
点
と
い
う
評
価
も
付
き
ま
す
。

 　

テ
ス
ト
直
前
の
勉
強
で
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
毎

日
の
積
み
重
ね
が
大
事
で
す
。
特
に
数
学
、
英
語
は
。

　

早
く
小
学
生
気
分
か
ら
中
学
生
モ
ー
ド
に
な
り
ま

し
ょ
う
。

　

ま
た
中
3
生
は
来
年
の
高
校
入
試
の
3
月
5
日
ま
で

は
残
り
10
ケ
月
で
、
お
よ
そ
３
１
０
日
で
す
。
始
め
に

修
学
旅
行
や
中
体
連
が
あ
り
あ
っ
と
い
う
間
に
夏
休
み

に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
9
月
、
10
月
、
11
月
に
学
力
テ

ス
ト
が
あ
り
12
月
の
三
者
面
談
に
な
り
ま
す
。

　

今
か
ら
志
望
校
を
決
め
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
中
1
、

2
年
の
復
習
や
苦
手
教
科
の
弱
点
克
服
に
し
っ
か
り
取

り
組
む
こ
と
で
す
。

　

勉
強
す
る
に
あ
た
っ
て
は
小
学
生
も
中
学
生
も
積
極

的
な
姿
勢
で
向
か
う
こ
と
が
最
も
大
切
で
す
。
結
果
の

出
な
い
人
は
や
っ
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
だ
け

な
の
で
す
。
塾
の
指
導
に
し
た
が
い
、
毎
日
コ
ツ
コ
ツ

努
力
す
る
こ
と
が
必
ず
結
果
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
近
年
は
学
力
や
偏
差
値
、
学
歴
以
上
に
数

値
に
は
表
す
事
の
出
来
な
い
「
非
認
知
能
力
」
が
重
要

視
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
人
に
な
っ
た
と
き
、
社
会
人
と

な
っ
た
と
き
に
は
、
積
極
的
な
行
動
力
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
学
力
以
上
に
必
要
と
さ
れ
て
い
ま

す
。　

塾
生
を
見
て
い
る
と
、
塾
に
来
た
時
、
帰
る
と

き
の
あ
い
さ
つ
が
ち
ゃ
ん
と
出
来
て
い
な
い
男
子
が
い

ま
す
。
こ
れ
こ
そ
非
認
知
能
力
で
す
よ
！



　　　　口うるさく「勉強しなさい」と言うだけでは、子どもに勉強の習慣はつきません。
むしろ、勉強をきらいになるのが普通です。
では、毎日少しずつでも勉強する習慣を身につけさせるためにはどうすればいいの
でしょうか。ポイントは次の 4 つです。
①勉強時間、勉強量のハードルを下げる
お子さんがゲームをしていたり、お笑い番組やアニメを TV で見るたびに、「そん
なことするひまがあったら、勉強しなさい。勉強！」と叱りつけてしまうお母さん
がいます。
　けれども、勉強する習慣がついていない子どもに、いきなり長時間の勉強は無理
というもの。親御さんが「最低限、これだけは勉強してほしい」と思うハードルを
グッと下げる必要があります。
　低学年のうちは、学校から毎日出る宿題をこなしているのであれば、もうそれだ
けでじゅうぶんだと私は思います。
②遊びのあとに勉強する
男の子は、「遊びたい」「これがしたい」といったん思い始めるとなかなか気持ちを
切り替えることができません。お母さんから見ると、学校から帰ってまず宿題を終
わらせてから遊びに行くのが理想ですが、遊びたくてウズウズモードに入っている
男の子に、「勉強しなさい」と言っても馬耳東風。
　むしろ、遊びや習い事から戻ったあと、好きなテレビ番組が始まるまでの 10 分、
20 分の時間を、勉強時間にあてるようにしましょう。「遊びから戻ったら、まず、
15 分だけ勉強」というリズムを身につけさせるのです。
③リビングで親がいっしょに勉強するのが一番！
　実は、これがお子さんに勉強の習慣をつけさせるための、一番のポイントです。
最初からひとりで子ども部屋で机に向かい、勉強できる子なんて、まずいません。「勉
強しなさい」と子ども部屋に放り出すのではなく、リビングで途中まで親といっしょ
に勉強するのが一番の近道です。
　「毎日子どもといっしょに勉強なんて、面倒くさい！」と思われた方もいるでしょ
う。でも大丈夫。「いっしょに勉強」は最初の 10 分でじゅうぶんです。勉強が軌道
にのったら、「じゃあ、できたら見せてね」と離れていきましょう。
　そして、最後は丸付けをしたり、やったところをチェックしてあげてください。
子どものほうも「見てくれるのなら、ちゃんとやらなくちゃ」と心構えが違ってき
ます。
④問題集は「うすいもの」を選ぶ
やさしい先生が担任になって、学校での宿題が少なくなると親は心配になります。
もう少し勉強させたいと、漢字や計算のドリルを買い与えるお母さんもいるでしょ
う。
　その際、大切なのは、ドリルは、「うすいもの」を選ぶことです。「うすいドリル」
のほうが 1 冊丸々やり切ることがたやすいので達成感が味わえ自信がつきます。
リビングで勉強する子は頭がいい
　小学生の男の子は、たとえ表面的には強がっていても、実は甘えん坊で寂しがり
や。ひとりで自分の部屋で机に向かうなんてできる子はまずいません。
勉強は子ども部屋ではなく、リビングでさせるのが正解です。思春期に入りプライ
ベートな空間が必要になる 14 歳くらいまでは、子ども部屋は与えないほうがいい
でしょう。
　小学生のお子さんとは、リビングでお母さんやお父さんといっしょに勉強する習
慣をつけましょう。そうでもしなければ、フラフラと動いたり、集中できないまま
になってしまう子どもが少なくありません。
　実際、「リビングで親といっしょに勉強する子のほうが集中力がアップして、成
績が上がりやすい」ことがわかっています。「勉強するなら、リビングで」が今ど
きの子どもの常識なのです。
親もいっしょに勉強する
　子どもにリビングで勉強する習慣をつけさせる上で大切なのは、最初の 10 分は、
お母さんやお父さん自身もいっしょに勉強することです。10 分経って調子にのれ
てきたら、自分の仕事をするのでも、本を読むのでもかまいません。

「勉強しなさい、集中しなさい」と言い続けるのではなく、子どものそばで、親もいっ
しょに勉強をするのです。このほうが、はるかにお子さんに勉強の習慣がつきやす
くなります。
　男の子はさみしがり屋で落ち着きがありません。お母さん、お父さんが別の場所
で他のことをしていると、すぐに集中力が途切れて他のことをしはじめてしまいま
す。リビングで勉強するお子さんのとなりにお母さんがいて、自分の仕事をしてい
たり、家計簿をつけたりしているのが、男の子にとって一番落ち着いて勉強できる
状態なのです。
　親が子どもの前で読書する習慣があると、子どもの成績が上がりやすいという
データもあります。親が日常的に読書をすることで「勉強は当たり前」という雰囲
気を家庭の中につくっていくのです。諸富 祥彦　明治大学文学部教授

PRESIDENT Online　2023/04/19

子 供 部 屋 は 14 歳 ま で 与 え な い 方 が い い ・・・
頭がいい子を育てる親が子供と一緒にリビングで 10 分間やっていること
親が子どもの前で読書する習慣があると ､ 子どもの成績が上がりやすい

　頭がいい子供はどんな習慣を持っているのか。明治大学文学部教授の諸富祥彦さ
んは「14 歳までは子供部屋を与えずリビングで勉強させた方が、集中力がアップ
して成績が上がりやすい。最初の 10 分は親も子供と一緒に勉強するといい」とい
う――。
※本稿は、諸富祥彦『男の子の育て方「結婚力」「学力」「仕事力」を育てる 60 のこと』

（PHP 研究所）の一部を再編集したものです。

 

「自分は頭がいいという自己イメージが高い」子供が将来伸びる
「勉強ができる子の育て方」といった本がたくさん出ています。
たしかに、持って生まれた知能がそんなによくなくても、けっこう成績がいい子が
います。この子たちの共通点は、何でしょう。
それは、「自分は頭がいいという自己イメージを持っている」ことなのです。
小中学生の男の子をもつお母さんの悩みナンバーワンは、「うちの子は勉強しなく
て……」というのが、昔からの定番です。
　しかし、無理やり勉強させようとしても、勉強するようにはなりません。
勉強する習慣がついている子どもの共通点は、「ぼくはやればできる子」という肯
定的な自己イメージを持っていることなのです。
　そしてこの「肯定的な自己イメージ」を形づくっていくのが、親や先生からのポ
ジティヴな言葉がけです。

「あなたはできるのよ」という「ポジティヴな呪文」は、この肯定的な自己イメー
ジの形成に役立ちます。

「あなたは本当はできるの。お母さんは知っているわ」
そうくり返し伝えることで、勉強に前向きになっていけるのです。
そもそも、男の子はコツコツ勉強するのが苦手です。脳の研究で、最近わかってき
たのが、男の子の脳には、「落ち着きがない」「反抗したがる」「一番になりたがる」「戦
いごっこやじゃれあいが好き」といった特徴が生まれつきプログラミングされてい
ることです。
　一方の女の子の脳は、人に言われたことを素直に受け入れ、真似ることでマスター
するようにプログラミングされています。
　漢字を書き順に沿ってお手本通りに書いたり、黒板を先生に言われた通りに写し
たりするのも、手先が不器用で動き回るのが好きな男の子には苦痛ですが、女の子
にはお手のものです。

「あなたはやる気を出せば、本当はできる子」
　でも、みなさんの周囲にもいませんか？　中学校の 2 年くらいまでは、まったく
勉強せず遊んでばかりいたのに、中 2 の途中くらいからグンと成績があがり、一流
大学に合格した男の子が。
　実は、思春期になると男の子の脳にはドーパミンというホルモンが多量に分泌さ
れるようになり、これが集中力や意欲の上昇につながっていきます。
高校受験を控えて、「そろそろ勉強しないとマズイ」という状況に追い込まれた男
の子が、ようやく集中して勉強に取り組み始めるのは、このホルモンのなせる業な
のです。
　しかし、すべての男の子がそうなるわけではありません。いくらドーパミンが分
泌されても、勉強する気になれないままの男の子もいます。
では、将来伸びる子、伸びない子の差は、どうやって生まれるのでしょうか。
ここで大きな違いを生むのが「ポジティヴな自己イメージ」の有無なのです。
　親御さんが心から「あなたはやる気を出せば、本当はできる子なんだよ」と信じ
てお子さんに言い続けると、お子さんの潜在意識に「ぼくは本当はできる子」とプ
ログラミングされます。
　すると、悪い成績をとったときには、「僕は本当はこんなもんじゃない！」と脳
のはたらきが活性化し、奮起するので、その結果成績は上位に安定しがちになりま
す。
　逆に親から「あんた、本当にバカね」と言われ続けた子は、せっかくたまにいい
成績をとっても「これはまぐれ」としか受けとらないので、成績は下位に定着して
しまうのです。
勉強の習慣がつく 4 つのポイント
　勉強の習慣が身についていないのに、小学校高学年や中学生になってから、親が
いきなり「勉強しなさい」とどやしつけても、効果はありません。


