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子どもの笑顔が輝き

勢いのある学校

（Ｈ30．6．8発行）文責 校長 福田雅也

自己決定力を育てる
じ こ け つ て い り よ く そ だ

体育会系の学科で大学時代を過ごした私は、「挨拶」に関して、当時の先輩方から厳しい指導を受
たい いく かい けい がつ か だい がく じ だい す わたし あい さつ かん とう じ せん ぱい がた きび し どう う

けてきました。自分が先輩を見つけたら、「どこであろうと」「相手が気付いていなくても」「相手がどん
じ ぶん せん ぱい み あい て き づ あい て

なに遠くても」「立ち止まって」「相手に聞こえる大きな声で」挨拶をする。しかも、その挨拶は「ちわっ」
とお た ど あい て き おお こえ あい さつ あい さつ

というなんともかっこ悪いものでした。しかし、これが、鉄則だったのです。今、考えてみると、少し滑
わる てつ そく いま かんが すこ こつ

稽な感じすら受けるルールです。しかし、もし、これを守らなかったことがわかると、後日先輩方から厳
けい かん う まも ご じつ せん ぱい がた きび

しい指導があるので、当時は切実な問題でした。大学内を歩いている時はもちろん、街中を歩いてい
し どう とう じ せつ じつ もん だい だい がく ない ある とき ま ち な か ある

る時も先輩方の姿がないかと、気を張っていたのを覚えています。
とき せん ぱい がた すがた き は おぼ

強制された、なんともかっこ悪い私の大学時代の挨拶とは異なり、甲佐小の２年生には、とても
きよう せい わる わたし だい がく じ だい あい さつ こと こう さ しよう ねん せい

「素敵な挨拶」をしてくれる子どもたちが多くいます。昨年度の学校だよりでも紹介したことがあります
す てき あい さつ こ おお さく ねん ど がつ こう しようかい

が、朝夕、職員室の扉を開け「先生方、おはようございます。」「先生方、さようなら」とわざわざ挨拶
あさ ゆう しよく いん しつ とびら あ せん せい がた せん せい がた あい さつ

をしてくれるのです。また、私が廊下で２年生と会うと「校長先生、おはようございます」と可愛い笑顔
わたし ろう か ねん せい あ こうちようせん せい か わい え がお

で挨拶をしてくれます。中には、きちんと立ち止まっておじぎをしながら挨拶をしてくれる子もいます。
あい さつ なか た ど あい さつ こ

これら２年生の挨拶は、これまでの担任の先生方の指導によるものです。私は昨年発行した
ねん せい あい さつ たん にん せん せい がた し どう わたし さく ねん はつ こう

学校だよりに次のように書きました。
がつ こう つぎ か

「この指導は、単なる挨拶から一歩踏み込んだ指導となっているのです。挨拶の前に相手の名前
し どう たん あい さつ いち ぽ ふ こ し どう あい さつ まえ あい て な まえ

が入っているのです。挨拶と同時に自然な形で「他者意識」が育つような指導をされているの
はい あい さつ どう じ し ぜん かたち た しや い しき そだ し どう

です。温かい中にも信念を感じる素晴らしい指導だと感じています。」
あたた なか しん ねん かん す ば し どう かん

「挨拶」をどのように指導するかには、いろいろな考え方があると思います。中学校や高校では「校
あい さつ し どう かんが かた おも ちゆうがつ こう こう こう こう

門一礼」という取組を行っている学校も多いようです。必ず立ち止まって礼をする、という指導も多く
もん いち れい とり くみ おこな がつ こう おお かなら た ど れい し どう おお

見受けます。私のように、強制的に挨拶をすることを要求された経験をおもちの方もいらっしゃるでし
み う わたし きようせい てき あい さつ ようきゆう けい けん ほう

ょう。私は、どれもいい経験だと思います。大事なのは、様々な経験の中で「挨拶」の大切さや気持ち
わたし けい けん おも だい じ さま ざま けい けん なか あい さつ たい せつ き も

よさを感じることができ、「自己決定」をしたうえで「素敵な挨拶」が身につくことだと思います。
かん じ こ けつ てい す てき あい さつ み おも

上に書いたあいさつは２年生です。では、それ以外の学年はどうなのだろうと思われるかもしれま
うえ か ねん せい い がい がく ねん おも

せん。他の学年の子どもたちも、その子どもなりに、大きな声や笑顔で、あるいは、小さな声で恥ずか
た がく ねん こ こ おお こえ え がお ちい こえ は

しそうに、挨拶をしてくれます。また、なかなか挨拶ができない子がいることも事実です。そして、それ
あい さつ あい さつ こ じ じつ

らの様子はその子の実態とともに、指導する教師の考え方も反映されているのだと思います。私は
よう す こ じつ たい し どう きよう し かんが かた はん えい おも わたし

それでいいと思うのです。今、甲佐小学校で画一化する必要はないのです。子どもたちには、今後も
おも いま こう さ しよう がつ こう かく いつ か ひつ よう こ こん ご

含め、いろいろな場面でいろいろな人から挨拶の指導があるだろうと思っているからです。その中で、
ふく ば めん ひと あい さつ し どう おも なか

徐々に挨拶の大切さを実感し、「自己決定」につなげ、「素敵な挨拶」を身に付けてくれればいいと思う
じよ じよ あい さつ たい せつ じつ かん じ こ けつ てい す てき あい さつ み つ おも

のです。

そして、この考え方は、甲佐小が目指す最終的な児童像、自らの行動を自らの意思で決定してい
かんが かた こう さ しよう め ざ さいしゆうてき じ どう ぞう みずか こう どう みずか い し けつ てい

く「主体的に行動できる子ども」を育てることも視野に入れているのです。
しゆ たい てき こう どう こ そだ し や い


