
の月刊保育雑誌
９月号のお知らせ

あそびパーク

2021年9月1日発行　第14巻第6号（毎月1回1日発行）

（10・11・12月の計画）

その読み聞かせ動画、アップして大丈夫？

Pot プチ特集

保育現場で関わる著作権

ご購入後、導入に必要なサポートもご用意❶

❷

❸

アレルギーテスト子供使用テスト
済み※

500g  希望小売価格5,500円（税込）お問い合わせ先　コーセー　お客様相談室 0120-526-311

商品のお求めは、最寄りの販売会社へお問い合わせください

販売会社によっては販売単位が異なる場合がございます

無香料・無着色・紫外線吸収剤フリー自然由来の紫外線カット成分（※1） 使用太陽の恵みをたっぷり浴びた 『ひまわりオイル』 配合（保湿効果）（※2）

石けんで落とせるお子さまも使いやすいポンプタイプたっぷり使える大容量サイズ(顔、からだ用)（※3）
環境にやさしい紙製ボトル

※1  酸化亜鉛※2  ひまわり種子油※3  1クラス20名で約45～60日分

お子さま向けの日やけ止めが登場！

化粧品会社 「コーセー」から

保育施設経営者の皆さん、ご検討ください

コーセー ひやけどめお子さまの肌にもやさしく使えるマイルドタイプの日やけ止めSPF30 PA+++

※すべての方にアレルギー皮膚刺激がおきないというわけではありません

ご家庭で事前にお試しいただくパッチテスト※1用
サンプル
※1　皮膚アレルギー試験
保護者へのご案内状・同意書フォーマット※2
※2　必要に応じて記載内容をご変更いただけます先生向けマニュアルや教材などの習慣化ツール
❷❸はデータ提供となりますので、各園にて必要に応じて出力のうえご使用ください

市販商品10本分の容量で価格は２本分※※当社日やけ止め既存商品比
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Pot
公式

えほんとほいく　9月号／2021年9月1日発行（第23巻第6号）　発行所／株式会社チャイルド本社　〒112-8512 東京都文京区小石川5-24-21
電話（営業）03-3813-2141　（編集）03-3813-3785　指導協力／「ほいくえほん」研究会他　表紙絵／なかうちわか　漫画／すぎやまえみこ
デザイン・カット／北村友紀 チャイルドブック・ホームページ https: //www.childbook.co.jp/

＆大特集 プチ特集 で保育力アップ！の大特集 プチ特集 W特集W特集

Facebook Twitter

Facebook
Twitterをチェック！

プチ特集

大特集

「生活」では、０・１・２歳児の日常から
テーマを取り上げ、基本となる考え方や具体的な手順を紹介していきます。
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散歩

今月のテーマ

お話／工藤佳代子
（東京家政大学ナースリールーム 施設長）

取材・文／植松まり　イラスト／ささきともえ
撮影／小山志麻
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帰園時の誘い方

突然「帰りますよ」と言うのではなく、時間に余裕をも
って「そろそろかな」「ごはんできたかな」と声をかけ、
子どもたちが「もうすぐ帰るのかな」と見通しがもてる
ようにしましょう。「やだ、もっと遊ぶ」と言うのは、散
歩が楽しかった証拠。目的とし
ては、むしろ達成なのです。「そ
うだよね、楽しかったもんね」
「もっと遊びたいよね」「また来
ようね」と、気持ちを理解する
言葉で寄り添います。

● 水（手の汚れや、傷口の汚れを流す）
● お茶
● レジャーシート
● タオル
● ティッシュペーパー
● ぬれタオル
● 救急セット
● 着替え（洋服１セット、おむつ、パンツなど）
● 携帯電話
● カメラ
● 防犯ブザー

歳児

61

散歩の配慮とポイント

●  準備
準備、行き帰りの道中、帰園するまでの全てが散歩です。「早く」と
言わずに済む、ゆとりのある計画を立てましょう。「そろそろ散歩
に行こうかな？」と雰囲気を作り、「お尻をさっぱりさせてから行
こうね」「どの靴下を履いて来たのかな？」など、散歩への期待がも
てるような言葉かけをしながら準備をします。

●  散歩中
散歩車やベビーカーは、帰りに乗る子が増える場合があることも想
定した持ち出しを。時には、歩ける子が手をつなぐのを嫌がること
もあります。「つながなくてはだめ」と無理強いするのではなく、
「公園についたら手を離そうね」と見通しがもてるよう、肯定的 

な言葉かけをしましょう。

●  目的地では

●  持ち物

出入り口の場所と数、その日の混雑具合をチェック。人数確認はこ
まめに行いましょう。子どもは、遊具のちょっとした隙間に手を入
れたり、ベンチからジャンプしたりすることがあります。子どもた
ちがどのような遊び方をするのか、年齢や発達を考え、予想しなが
ら見守りましょう。

● 遊具の確認は、子どもたちの水分補給のタイミングを利用しましょう。
 子どもたちといっしょに見て回っても。
● チェックポイントは、保育者間で必ず共有を。　

「これやってから」と言う子がいたり、思いのほか準備に時間がかかったり
…。目的地を変更しなくてはならない場合でも、焦らずに「子どもにとっ
てはどうかな」と子どもの思いに寄り添い、臨機応変に対応しましょう。

園だからこそ育みたい

人は人と関わりながら生きていきます。園はその初めの一歩となる場所。
園生活の楽しさや心地よさ、家庭では味わえない経験をし、そこで出会う友達は

かけがえのない存在です。友達との関わりを通して育ち合うことの大切さを考えていきましょう。

● 楽しいことも、悲しいことも いっしょに経験するからこそ
● “ともに過ごす他児”から“友達関係”になるまで
● 子どもどうしのこんな場面 あんな場面 どう関わる？
● 友達関係Q&A
● 子どもどうしのできごとを伝えるコツ

イラスト／いとうみき

Contents

お話／小山朝子
（帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師）　

取材・文／山縣敦子　撮影／田村孝介　
撮影協力／国立あおいとり保育園（東京）

大特集
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園は子どもたちが生活し、ともに遊び、
経験を重ねながら「友達」関係を築い
ていく最初の社会。園全体でその過程
をあたたかく見守り、成長を支えてい
きましょう。

0・1・2歳児の頃は、友達というより
もまだ「他児」。同じ場で過ごし、同じ
遊びをしながら少しずつ心地よさや楽
しさに気づき、3歳を過ぎた頃から「友
達」という感覚が芽生えます。

子どもどうしの関わりは、成長のチャ
ンス。お互いがどうしたいのかを気づ
けるように関わることが、保育者の役
割です。マイナスに見えるできごとも、
肯定的に受けとめましょう。

幼児期の友達は「仲よく遊ぶ対象」と
いうだけの存在ではありません。楽し
いことも悲しいこともともに経験し、
いっしょに成長しながら人生を豊かに
していくかけがえのない存在です。

子どもにとって初めての
社会が“園”

友達は人生を豊かにする
かけがえのない存在

“ともに過ごす他児”
から“友達”へ

保育者は常に肯定的に
受けとめて

11

友達との関わり園だからこそ育みたい

サク
っと

読め
て

お役
立ち
！

ワンテーマで
たっぷり！
じっくり！

保育現場で関わる著作権

26

綿ロープを巻きつけたり、
ちぎった折り紙をトッピ
ングしたり。落ち葉に載
せて木の枝のフォークを
添えれば、おいしそうな
ケーキのできあがり！

秋の自然物遊び

撮影／林 均　作り方イラスト／八十田美也子

レベルアップ
してみよう！

葉っぱと折り紙をプラスして…

まつぼっくりやどんぐり、落ち葉など、
秋の自然物を使った楽しい遊びや
製作のアイデアを紹介します。

案／須貝京子（あそび環境Museum アフタフ・バーバン）

 遊ぼう！

行事
製作

まつぼっくり
あーつまれ！

まつぼっくり
ハウスロード

まつぼっくりカフェ

逆さにして立てた紙袋の上へ、
まつぼっくりを1個ずつ順番に
載せていきます。崩れないよう
に高く積み上げられるかな？

まつぼっくりを載せた紙袋をいく
つか用意し、狭い道を作ります。
まつぼっくりを落とさないように
通れるかチャレンジ！

まつぼっくり、紙袋用意する物

紙袋は口の部分を
少し内側に折り込
むと、安定し、立て
やすくなります。

27

どんぐりボトルで遊ぼう！
音を楽しんだり、転がしたり、倒したり…。
いろいろな遊び方ができるどんぐりボトルで盛り上がろう！

どんぐり、ペットボトル用意する物

ペットボトルに10 個
ほどどんぐりを入れ
て蓋を閉め、「どん
ぐりボトル」を作りま
す。入れたときの落
下音や、振ったとき
の音を楽しみます。

どんぐりボトルに折り紙を
入れて、ピンにします。並
べたら、どんぐりボトルを
転がしてボウリングに！

折り紙を
入れる

２人で向かい合って座り、どんぐりボトルを転がして
キャッチ！ 相手に向かってまっすぐ転がせるようにな
るまで、繰り返しましょう。

テーブルなどで坂道を作り、
どんぐりボトルを転がしま
す。いろいろな角度の坂道
を作ってみましょう。

どんぐり
ボトルを
作ろう！

コロコロボウリングで
ストライク！

Let'sコロコロキャッチ

コロコロ坂道

行事製作
秋の自然物遊び

チャイルドブック活用ガイドチャイルドブック活用ガイド

（応募締め切り 2021 年 10 月 31 日）
総合保育絵本の読み方、使い方の
ポイントをぜひご覧ください。

左記のQRコードからアンケートにお答えいただくと
ポストカード２枚セットをプレゼントいたします！

活用のヒントを動画で紹介！

保育室飾りや0・1・2歳児、遊びプランなど内容充実！

26×21㎝  92 ページ定価1,100円（本体1,000円＋税10%）

別冊付録 指導計画
（10・11・12月の計画）



指導／木部秀子指 秀木導 部 子
（「ほいくえほん」研究会）い ほ 研 ）

※ 表

わくわく　うちゅう　クイズ
（1～ 11ページ）

み
（1

今年の十五夜は９月２１日です。行事とからめ、宇宙への興味と関心を高めましょう。
今年は宇宙ステーションに２人の日本人が滞在したり、月食が見られたりと宇宙を身近に感じる話題も
たくさんあります。宇宙についてさらに想像を膨らませられるとよいですね。

指導計画の週案・日案文例は16ページへ

会））

チャイルド本社のホームページに「かんがえる」活用のヒントを動画で紹介しています。 チャイルド本社 検索

※ 表紙のQRコードからもアクセスできます。

保育者の手元で絵本を開き、どうして犬が電車に乗っているのか考えてみましょう。「訓

練をして、人のために仕事をしている犬なんだよ」と言葉かけをしてもよいですね。目の

不自由な人の目の代わりになる盲導犬。動物も人を助けて、ともに生きていることを感じ

てくれたらうれしいですね。

９月２０日から２６日は動物愛護週間。このコー

ナーでも動物への理解と関心を深められるとよい

でしょう。まずは「みんなは動物が好き？」など

と聞き、飼っている動物や好きな動物の話をして、

それをきっかけに本文を読み始めてもよいですね。

動物の話をきっかけにして絵本を開きましょう。

盲導犬の仕事について考えながら読みましょう。

１７ページからは、社会には盲導犬だけではなく、

目の不自由な人のためのいろいろな工夫があるこ

とを伝えています。絵本に出てきた物の他にも身

近にどんな工夫があるのかを探したり調べたりし

てみてもよいですね。また、３３ページの行事コー

ナーでは１０月の「目の愛護デー」を取り上げて

います。つなげて読んで、実際に目が見えないと

困ることなどを話し合ったり、体験してみたりし

てもよいでしょう。

目の不自由な人への理解をさらに深めましょう。

みの　まわりの　なぜなぜ
（14～ 18ページ）

こっちに
いるよ！

はなちゃん
どこ？

ここは
見えないと
危ないね。

動物は好き？

うちの犬、散歩が
大好きなんだよ！

ぼくは猫が
好きかな。



※ 表

指導／柴宮佑介指導 介柴導 介
（Kids Island うちがしま）d ちが ）

たべたいな！　しりたいな！　食育
（12 15 ペ ジ）

み
（1

に行った際に魚を見てみるように伝えても、興味が深まるでしょう。

指導計画の週案・日案文例は17ページへ

チャイルド本社のホームページに「みんなともだち」活用のヒントを動画で紹介しています。 チャイルド本社 検索

※ 表紙のQRコードからもアクセスできます。

）

「みんなのおじいちゃん、おばあちゃんはどんな

人？」と問いかけて、子どもたちから声を引き出

しましょう。おじいちゃん、おばあちゃんを思い

浮かべたところで「きょうは、おばあちゃんのお

話を読むよ」と絵本を開きます。

おじいちゃん、おばあちゃんを思い浮かべましょう。

タイトルを読んだあと「どうしておばあちゃんが

宝箱なんだろう？」と投げかけてみましょう。不

思議に思うことによって、よりお話を熱心に聞け

るはずです。

「宝箱」の理由を考えながら読みましょう。

みんなで　よもう！
（16～ 27ページ）

おじいちゃん、おばあちゃんと話すきっかけに。

時代の遊びを聞いて、やってみよう！」と伝えま

す。身近なお年寄りと話すきっかけが作れるとよ

いですね。

あわせて敬老の日の意味を伝え、どんなことをし

たら喜んでくれるか考えるのもよいでしょう。贈

り物だけではなく、電話をすることや肩たたきな

どコミュニケーションの時間がもてるような案も

すてきですね。

みんなのおじいちゃん、
おばあちゃんはどんな人？

優しいよ！

なんでも
教えてくれる。

どうしておばあちゃんが
宝箱なんだろう？

どうしてかな？

なにか入って
いるのかな？

敬老の日って知ってる？
おじいちゃん、おばあちゃんに
ありがとうの気持ちを伝えたり
長生きのお祝いをしたり

する日だよ。 おじいちゃんに
電話しようっと。

そうなんだ！



※ 表

／水野絵里絵水 里
いくえほん」研究会）い ほ 研 ）

どうぶつ
（２～８ページ）

生
（2

人の鼻と動物の鼻をくらべて、似ているところ、異なるところを考えてみましょう。それぞれによいと
ころを認め、大切な体の一部であることが理解できるようにしていきましょう。

指導計画の週案・日案文例は18ページへ

チャイルド本社のホームページに「ジュニア」活用のヒントを動画で紹介しています。 チャイルド本社 検索

※ 表紙のQRコードからもアクセスできます。

会））

「なんでみかんちゃんとピーマルくんは、机の下

に隠れたのかな？」と聞いてみましょう。理由を

伝えてから「少し机から離れているなすみちゃん

は、どうしてこのだんごむしのポーズをしてるの

かな？」などと、頭を守る大切さに気づくよう話

し合ってみましょう。

クラス内で実際に地震が起きたときに、机が近く

になかったら、揺れが収まるまでどこで待機する

とよいか決めておきましょう。

「避難訓練ってどうして必要かわかるかな？」と関心を高めるような問いかけをしてみま

しょう。なかには非常ベルを怖がる子どももいるかもしれません。災害が起きたときにみ

んなの命を安全に守るための練習であることを知らせ、安心できるよう伝えていきましょ

う。そのうえで「きょうは、みかんちゃんたちも避難訓練をするんだって」と絵本へ繋げ

ていきます。

避難訓練の必要性を伝えていきましょう。

みかんちゃんたちの姿を見ながら話し合いましょう。

実際の避難訓練の前に読み直し、「お・は・し・

も」の約束が再認識されるようにしましょう。

訓練のときだけでは、避難の仕方の重要性を実感

できないかもしれません。遊びのなかでだんごむ

しのポーズを取り入れたり、注目して保育者の話

を聞く機会を増やしたりしてみましょう。

避難時の行動が自然と身につくよう日頃から工夫を。

生活
（25～29ページ）

きょうはみんなで
だんごむしのポーズを
やってみよう！

なすみちゃんは
どうしてだんごむしの
ポーズをしてるのかな？ 頭を

隠してる！

丸まると
いいのかな？
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※ 表

指導／瀬川未佳指 未佳瀬指導 佳
（「ほいくえほん」研究会）い ほ 研 ）

おはなし

か
（1

るとよいですね。

9指導計画の週案・日案文例は19ページへ

チャイルド本社のホームページに「ぷう」活用のヒントを動画で紹介しています。 チャイルド本社 検索

※ 表紙のQRコードからもアクセスできます。

会））

「今月の２１日は十五夜です。月刊絵本『ぷう』

で月の満ち欠けの不思議に触れて、子どもたちの

関心を高めています。ぜひ、いっしょにお月様を

眺める時間をもってください。」と、お便りでお

うちの人に知らせておくとよいでしょう。

また、もうすぐ満月になるころに、シールコー

ナー「みんなでおつきみ」を楽しみ、２１日に満月

になることを伝えて、期待感を高めていきます。

お便りで、保護者に十五夜をお知らせしましょう。

月の形は毎日変わります。新月は9月7日、半月は

9月１４日、そして今年の十五夜（満月）は２１日で

す。変わっていく月の形を子どもたちと楽しみま

しょう。

インターネットなどで月の満ち欠けのカレンダー

を探し、きょうの月の形をプリントして見せてあ

げてもよいですね。

参考；満月カレンダー（2021年9月）https://arachne.jp/
onlinecalendar/mangetsu/2021/9/

月の満ち欠けのカレンダーを見てみましょう。

十五夜の翌日にもう一度読んで、きのうの月を話

題にしましょう。１５ページのまんまるの月を見

せて、きのうが満月だったこと、数日は満月に近

い月が見られることを伝え、関心を高めましょう。

十五夜の翌日に、もう一度絵本を読みましょう。

かんきょう
（14～ 15ページ）

お月見、
楽しみだね！

ね！

半分の
お月様だね！

きょうは、
９月14日だから…
この形だよ。

きのう、
見たよ！

まんまるだ！



『つくってみよう！ うどん』 指導／瀬川未佳指 未佳瀬指導 佳
（「ほいくえほん」研究会）い ほ 研 ）

お知らせ

麺料理、知っているかな？

表紙を見せる一工夫

保育で絵本を楽しむコツ

10月号の

今
研
ま
え

今
た
撮
面
ど
し
こ
ン

お
ま

自
そ
や
て
め

ど

私
な
理
を
に
事
人
て
は
ス
い

サ
ま

表紙を紙で隠しましょう。そして、「さあ、きょうはどん

な絵本かな？」と言いながら、少しずつ紙をずらしていき、

表紙を見せましょう。読みたい！ という気持ちが高まって、

絵本をより集中して見ることができるでしょう。

A4くらいのサイズの紙に、うどん、そば、そうめん、ラー

メン、スパゲッティなどの写真をプリントします。そして、

それぞれの麺（ゆで麺）を一皿に一つずつ載せて、見えない

所に用意しておきます。

まずはじめに、「みんな、麺って知ってる？ 細長くてお箸

やフォークですくって、ちゅるちゅるって食べる物だよ。

どんな麺のお料理を食べたことがある？」と、子どもたち

に聞いてみましょう。「うどん！」と返ってきたら、うど

んの紙を、「そば！」と声があがったら、そばの紙を出し

ていきます。

全部出そろったら、今度はテーブルに麺を並べて、みんな

でじっくり観察します。そして、「どの麺をどのお料理に

使うかわかるかな？」と聞きます。太さや色、形などに気

がつけるように声かけをしたり、触ってみたりしながら、

みんなで決めましょう。最後に答え合わせをします。

『この ゆび とまれ！ あかとんぼ』「あかとんぼ」というのは秋に飛ぶ赤い体のトンボの総称です。
今回はそのなかでも、もっとも代表的な「アキアカネ」の生態を紹介します。指にとまってくれるかな？

今月号は子どもたちに人気の「うどん」。よく食べていても、なにからどういうふうにででででででにでにでにでにでにでにでうにでうにでどどどどらどらどらどらどらどからどからどからからからにからにからにかにかにか ふふふふふうふうふうふうふうふいうふいうふいうふいういういうういうういういういどういどういどういどうどうどうどうどうどどどど うにうにうにうにうにうふうふうふうふうふふてててててべてべてべてべてべて食べて食べて食べて食べ食べ食べ食べく食べ ななななな、な、、も、も、も、も、も、ても、ても、ても、てもてもいてもいてもいていていていていていてていていていていていてて なにかなにかなにかなになになになになになななななどううううう「う「う「う「う「うの「うの「うの「うの「の「 よよよよよよ。よ。よ。よ。よ。よ」。」。ん」。ん」。ん」。ん」。ん」どん」どん」どん」どん」どんどんどんどんどんどどどど く食べく食く食よく食よく食よく食よくよくよくよくよよよよよももどもどもどもどもどもども子ど子ど子ど子ど子どは子どは子ど 人人人人人に人に人に人に人に人ちに人ちに人ちに人ちにちにたちにたちにたちにたちたちたちもたちもたちもたもたもたもたもたももももも 気の「気の気の気の気の人気の人気の人気の人気の人気人気人気人気人気人人人号号月号月月月今月今月今月今月今月今月今月今月今月今今今今今 は子は子は子号は子号は子号は子号は号は号は号は号は号号号号号号月
きているのか、知っている子は少ないでしょう。クイズ形式でその作り方の秘密に迫ります。りりりり迫り迫り迫り迫り迫りに迫りに迫りに迫りに迫に迫密に迫密に迫密に迫 。。す。す。す。す。す。ます。ます。ます。ますますますますますままりまりまりまりり作の作のののののそのそのそのそのでそのでそのでそのでそでそ式でそ 秘秘秘秘の秘の秘の秘の秘方の秘方の秘方の秘方の秘方の方の方のり方のり方のり方り方作り方作り方作り方作り作り作り作り作り作の作の作の作の作の作 密に迫密に秘密に秘密に秘密に秘密秘密秘密秘密秘密秘密秘秘秘秘秘。。う。ううううょうょうょうょうょうしょうしょうしょしょ 形形形ズ形ズ形ズ形ズ形ズ形ズ形イズ形イズ形イズ形イズイズクイズクイズクイズクイクイクイクイ。クイ。ク。ク。ク。ククうう 式でそ式でそ式で式で形式で形式で形式で形式で形式形式形式形式形式形形形形子子る子る子る子るるいるいるいるいるいるているている いいいないないないないない少ない少ない少ない少な少なは少なは少なは少なは少は少子は少子は少子は少子は少子は子は子は子は子子子子子子 でしょでしょでしょでしでしでしいでしいでしいでいでいでいでいでいでいいいいいいいていていていていていていきてい 知知知知知知知、知か、知か、知か、知か、知か、知か、知のか、のか、のか、のかのかるのかるのかるのかるのるのるのるのるのいるいるいるいるいる ているていていっていっていっていってって知って知って知って知っ知っ知っ知っ知知知知知きていきてきてきてきてきてきききき
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どの麺
どの料理に使うか、
わかるかな？

15

会））
中山章子先生

サンチャイルド ・ビッグサイエンス9月号
『つくってみよう！ うどん』

監修・料理制作／中山章子（料理研究家）

今回はうどん作りを指導してくださいました料理
研究家の中山章子先生にインタビューします。
まずは、料理研究家のお仕事はどんな内容か、教
えていただけますか？

今回の絵本では、まずお子さんとご家族に作ってい
ただきやすいようにレシピを提案しました。そして
撮影現場では、粉や生地の用意や調理に加えて、誌
面での見栄えを考えながら食器、テーブルクロスな
どを用意しました。また全国のうどんを調べて調理
したり、盛りつけをしたりもしました。
こういったお仕事の他には、広告などの撮影やイベ
ントでの実演などもすることがあります。

お仕事のために日頃から心がけていることはあり
ますか？

自分で料理をするときにも、常にどうしたらおいし
そうに見えるか盛りつけを考えたり、簡単にわかり
やすく作り方を伝えるにはどうしたらよいかを考え
ています。また、レシピを読む人たちの声を知るた
めに、料理教室も開いています。

どうしたら料理研究家になれますか？

私の場合は学生のときから料理が好きで、さまざま
な料理教室に通っているうちに、自分でも自宅で料
理教室を開くようになりました。最初はお友達だけ
を対象にしていたのがだんだん広がって、そのうち
に広告代理店の方がいらして、その方に広告のお仕
事にお誘いいただいたのが始まりです。そのあとも
人の縁から本を出版して、それを見た方に声をかけ
ていただいたりして、お仕事が広がりました。普通
は、調理学校を卒業したり、料理研究家さんのアシ
スタントになって独立したりする方が多いのではな
いでしょうか。

サンチャイルド・ビッグサイエンスでは、さまざ
まな企画でお世話になっています。心に残ってい

るものはありますか？

この本のお仕事は思い出深いものが多いです。チョ
コレート工場やチーズ工場に編集者さんといっしょ
に取材に行き、その食品がどのように作られるの
か、工場の方にお話を伺ったりもして。他のお仕事
ではなかなか、こうしたことはないので。

過去のチョコレートの企画では、カカオ豆をすり
鉢とすりこぎを使って3日もかけてすりつぶして、
手作りしてくださいました。断ろうと思いません
でしたか？

いえ、全然。好奇心と探究心があって、挑戦しまし
た。普通自分だけではやるチャンスのないことです
から。本当にチョコレートができるのか、ワクワク
と心配が半分半分でしたけれど。

この絵本は先生のお仕事を楽しむ姿勢に支えられ
ていますね。最後に、読者の子どもたちや先生方
にメッセージをお願いします。

絵本をきっかけに日常なに気なく食べている物が、
どんな物からできていて、どんなふうに作られてい
るのか、家族でお話ししてみていただければと思い

ます。満足に食べる物
のない国もありますの
で、あらためて食べ物
のありがたさにも感謝
する心を育んでいきた
いですね。

中山章子（なかやま・あきこ）
料理指導、スタイリストを経て主に広告分野において、メニュー・レ
シピ開発・商品開発・スタイリングを含むフードコーディネートを手
がける。羽根木の森クッキングサロン主宰。みなと気仙沼大使。

称です。
？

でででででででででででででで
すす。。。す。す。す。す。す。すすすすすす



福岡県出身。子どもの発達をふまえたていねいな保育のなかで50年読み聞かせの

実践を重ねる。社会福祉法人おさなご保育園園長を経て、現在は同園の理事長。

元兵庫大学短期大学部専任講師、あかし保育絵本士養成講座講師、兵庫子どもと

絵本の会顧問。著書に『絵本と子どもが出会ったら』（鈴木出版）、『絵本でひろ

がる子どものえがお』（高山智津子氏と共著）『よくわかる０～５歳児の絵本読

み聞かせ』（以上、チャイルド本社）、『赤ちゃんにどんな絵本を読もうかな』（か

もがわ出版）、絵本に『はるちゃんのぼんぼりぼうし』（ひさかたチャイルド）、

「ゆうちゃん」シリーズ９冊（アリス館）などがある。

大人が「上手、上手！」と手をたたきながらほ
めると、同じように両手を合わせて“ぱちぱちぱち”
とまねっこしてくれる子どもたち。そんな子ども
たちが喜んで見てくれることでしょう。歌が大好
きな子どもたちです。リズミカルに、弾むように
うたいながら読んであげましょう。
表紙にはいっしょにうたって遊んでくれる動物

たちが勢ぞろいしています。親しみを込めて見せ
ましょう。いよいよまねっこ大会の始まりです。
仲間たちもみんなスタンバイしています。子ども
たちにも、両手を出してたたけるように準備を促
しましょう。歌が始まったら「♪てをたたきま
しょう」とうたいながら動きもつけて、子どもた
ちにも「いっしょにやってね」と促しましょう。

「あしぶみしましょう」「わらいましょう」もみ
んなでいっしょにやりながら読み進めましょう。
読み終わったら、みんなでまねっこ大会をして

遊んでみましょう。

　
む
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く
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に
懸
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詞／小林純一純小／ 林純純
構成・絵／園田トト構 ／構 ト園／ ト

語
ニ
け

よ
こ
車
ち
ん
か
進
物
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の
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と

ろ

読

か

み

て

せて、余韻を残して終わりましょう。
　読み終わったら、月や宇宙について、そしてぼ
くとコロの勇気についてみんなで話し合ってみま
しょう。

　空の向こうの広大な宇宙への期待や想像が膨ら
むお話です。かわいいうさぎの姿に動物好きの子
どもたちが喜ぶことと思います。表紙の絵をゆっ
くり見せてあげましょう。
　散歩の途中、持っていた風船が木に引っかかっ
てしまい泣いているうさぎと出会ったぼくは、木
に登って取ってあげようとするのですが…。一生
懸命がんばってもなかなか取れないもどかしい展
開です。緊張感とがんばって！ の気持ちを込めて読
んであげましょう。その様子を木の下で見ている
うさぎと犬のコロの姿にも子どもたちの目線がい
くようにしましょう。空へ飛んでいった風船をコ
ロが捉える瞬間が鮮やかです。ページをすばやく
めくって見せましょう。裏表紙の絵もゆっくり見

作／片平直樹／片 直
絵／高畠那生絵 畠絵／高 生畠那

作／つしませつこ作／ し つ
絵／狩野富貴子狩絵絵／ 貴富狩野富貴子ト

　お風呂嫌いの主人公の“泡の森”での楽しい冒険物
語です。タイトルから興味を引かれます。絵もユ
ニークです。ぼくの気持ちの変化にメリハリをつ
け、弾むように読みましょう。
　お風呂場から逃げ出したぼく。お母さんに戻る
よう言われ、再びお風呂場のドアを開けると、そ
こには“泡の森”が広がっていて、お父さんは“泡の
車”に乗っています。「おもしろそう」と子どもた
ちは想像の翼を広げ始めるでしょう。「さあ、み
んなもいっしょにあわあわジャングルツアーに出
かけよう！」と誘い、ブロブロブロロン！ の発進音
に力を込めて読みましょう。“泡の森”では、動物た
ちもみんな泡でできています。泡が飛ばされて車
がなくなっても、子どもたちは「泡だもんね」と

納得しながら楽しむことでしょう。絵もたっぷり
楽しめるように、ゆっくりていねいに見せてあげ
ましょう。
　読み終わったら、自分たちのお風呂エピソード
を語り合ってみてもよいですね。

自分でシャンプー
できるよ。

お風呂は
好き？

好き～！

コロすご～い！

やった～！



みんなで よもう ！　 日本の昔話

　なんでも“自分で！自分で！”と自己主張の始まっ
た子どもたち。動物たちがお着替えに挑戦してい
る姿に共感して見てくれることでしょう。
　まず、表紙の顔の見えない3匹の動物たちの絵を
見ながら「誰かな?」と問いかけてみましょう。
「ぞうさん！」などと張り切って答えてくれる子
もいるかもしれません。すぐにはわからない動物
もいて、余計に興味を引かれることでしょう。最
初のページの大・中・小サイズのシャツの絵も
「誰のかな?」と1つずつ指さしながら問いかけて
みましょう。うさぎさんとぞうさんは上手にシャ
ツを着ることができます。最後のぶたさんはなか
なか着れませんが、仲間の応援をもらって「でき
たー！」とうれしいエンディングです。「むぎゅ 

むぎゅ よいしょ」の言葉に身振りも交えて臨場感を
出すとよいですね。
　読み終わったら、みんなでお着替えに挑戦して
みましょう。

ろと…。悲しみと驚きを込めて読みましょう。子
がにたちと仲間が敵討ちをする場面は、それぞれ
の個性を強調して、勢いをつけて読みましょう。
　読み終わったら、さるとかにごっこをして遊ん
でみましょう。

　海に沈んでしまった海賊船のコロン船長と子分
たち。どんな困難が待ち受けているのでしょうか。
冒険物語をおもしろがるようになってきた子ども
たちに読んであげましょう。木や毛糸などの素材
で作られた登場人物たちが立体的で目を引きます。
表紙の海賊船もかっこいいです。絵を見せて想像
を膨らませてから読み始めましょう。
　なにもない島に流れ着いてがっかりする子分た
ち。でも、コロン船長だけは常に前向きです。ど
んな状況でも諦めない船長のすてきさが伝わるよ
う、明るくメリハリをつけて読みましょう。絵に
込められた紆余曲折ぶりに子どもたちは引き込ま
れることでしょう。そして、もうお手上げかとい
うところに大きな貝が流れ着き…。うれしいエン

ディングに子どもたちもほっとすることでしょう。
　読み終わったら、海賊ごっこをして遊んでみま
しょう。

　子がにたちのあだ討ちがテーマで、本当は怖い
お話ですが、登場人物たちが個性的でおもしろい
ので子どもたちに人気のある昔話です。登場人物
のやり取りにメリハリをつけ、それぞれになり
きって読みましょう。暗さがなくてユニークな絵
もお話に入りやすいです。ゆっくり見せてあげま
しょう。
　悪賢いさるにだまされておにぎりと柿の種を交
換した母がには、種を植えて育てます。成長して
いく柿とそれを育てる母がにとのやり取りが楽し
いです。水やりのフレーズに弾みをつけて読みま
しょう。ようやく育った柿を独り占めしようとす
るさるが柿の実を投げつけ、母がには潰されてし
まいます。するとそのおなかから子がにがぞろぞ

作／かろくこうぼう

　山に住むじいさまとばあさまがわらび摘みをし
ていると、ばきっ、どさっ、いてっ、と音がして…。
冒頭から思わず身を乗り出して見たくなるお話で
す。ユーモアと哀愁が入り混じった絵にも引き込
まれます。インパクトのある表紙もじっくり見せ
て、お話への期待感を高めましょう。
　ばあさまが山の中に落ちていたやつでの葉っぱ
を拾って持ち帰った日から山の天気に異変がおき
ます。そしてある日、家に天狗がやってきます。
前半は暗くてドキドキの展開です。声は低めに、
メリハリをつけてゆっくり読みましょう。中盤の
傷ついた天狗との人間味のあるやりとりが心に響
きます。明るく、気持ちを込めて読みましょう。
終盤は天狗の飛び立ちから、終わりに向かう穏や

かさが絵に込められていてすてきです。ゆっくり
見せて余韻を残して終わりましょう。
　読み終わったら、登場人物の気持ちや天狗につ
いて話し合ってみてもよいですね。

作／深山さくら
絵／長谷川義史

作・絵／板橋敦子
文／小沢 正
絵／渡辺三郎

う    よ きょくせつ

天狗って知ってる？ 鼻が長いよ。

すごーい。

貝が船に
なった～！

めをだせ
めをだせ…

ださんと
はさみで…
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週案例週案例

※ここでは、月刊保育絵本を活用した指導計画の週案・日案の文例を提示しています。
　あくまでも例ですので、それぞれの園の環境や園児の状況に合わせてお使いください。

文例執筆 / 山本秀子（帝京平成大学教授）

チャイルドブックを活用するときの週案・日案文例

日案例日案例

ねらい・子どもの活動内容・保育者の援助等ねらい・子どもの活動内容・保育者の援助等コーナー
５領域・10の姿との関連

コーナー
５領域・10の姿との関連

10の姿 ① 健康な心と体　② 自立心　③ 協同性　　   ④ 道徳性・規範意識の芽生え　⑤ 社会生活との関わり　⑥ 思考力の芽生え
⑦自然との関わり・生命尊重　　　　　　　   ⑧ 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚　⑨ 言葉による伝え合い　⑩ 豊かな感性と表現

♥ 健康　▲ 人間関係 
♣ 環境　■ 言葉　♠ 表現５領域

・保育絵本を活用して、自分の体に興味をもち健康について考える。
・保育絵本を活用して、避難時の約束を覚える。

・保育絵本を活用し、宇宙に目を向けるきっかけを作る。　
・保育絵本を活用し、視覚障がい者のための工夫を知る。

特集

♣■♠
④⑤⑥⑦⑨⑩

小学校へ
つながる生活

♥♣■♠
①④⑤⑨

身の回りの
なぜなぜ

お話を通して、同じ発音でも意味の異なる言葉（同音異義語）がある

ことを知り、言葉の楽しさに触れる。

自分たちの身の回りから同音異義語を探し、それぞれの表す意味とと

もに理解する。

防災の日（9月1日）に関連して、防災に関するクイズに答えることで、

日頃から災害時の行動への意識を高める。

自分たちが知っている避難時の約束をポスター作成するなどして意識

を高め、また保育者も子どもたちの理解の正しさを確認する。

クイズに答えながら、宇宙ステーションで暮らす工夫や、宇宙の不思

議について関心を高める。

地上と宇宙の違いを友達と調べることで、地球を大切にする気持ちも

膨らませ、自分たちの身の回りでできる自然を大切にする方法につい

て考え話し合う。

●

●

●

●

盲導犬の仕事を知ることをきっかけに、身近にあるさまざまな視覚障

がい者のための工夫に気づく。

人と協力して助け合うことの大切さを知る。

障がい者の存在に気づき、自分たちでできることを話し合い実行する。

●

特集

生活

●

おじいさん、おばあさんに花束を渡す遊びを通して、敬老の気持ちを

深める。

おじいさん、おばあさん、または近所のお年寄りに感謝を伝える製作

の活動につなげる。

●

シール ●

●

●

お話
言葉遊び

♣■♠
⑥⑨⑩

●

●

●

●

数・シール

♣■♠
⑥⑧⑨⑩

指定の形のシールを貼る遊びを通して、角の数など形の特徴に関心を

もち、丸・三角・四角の概念を身につける。

丸・三角・四角の形を活かした製作活動につなげたり、ゲームに取り

入れたり、楽しみながら認識を深める。

●

●

食育

地震が起きたとき、どのような行動をとるべきなのか、子どもたちに

問いかけて意見を出し合う。

避難訓練のまえに「おはしも」の約束をあらためて確認して、各自が

守る大切さを感じる。

このコーナーを活用し、災害時の約束を言葉とともに絵で見て覚え、

日頃から繰り返し確認しておく。

●

●

人間と動物の骨の形状を観察し、興味を深める。また骨の役割を知る

ことで、大切さを実感する。

自分の腕などを触って骨の存在を知り、自分と動物の骨をくらべなが

ら興味・関心をもつ。

切り身で見ることの多い魚が、もとはどんな形をしていたか知ること

で、食材への興味や感謝の気持ちを育む。

さけについて図鑑などで詳しく調べ、食材としてさらに身近に感じら

れるようにする。

♥♣■
①⑥⑦

♥♣■
①⑥⑦

▲♣■♠
③⑤⑥⑨⑩

♥♣■
①④⑤⑨

▲♣■♠
③④⑤⑦⑨

●

●

おもちゃがなくても工夫して遊んでいた昔の知恵を知る。

絵を見て昔と今の違いをくらべ、気づいたことを発表しあう。

読後は敬老の日の話題につなげ、その意味や目的に触れて、お年寄り

を尊敬する気持ちや感謝の気持ちを膨らませられるように工夫する。

お話

●

●

●▲♣■♠
③⑤⑥⑨⑩

週案例週案例

※ここでは、月刊保育絵本を活用した指導計画の週案・日案の文例を提示しています。
　あくまでも例ですので、それぞれの園の環境や園児の状況に合わせてお使いください。

文例執筆 / 山本秀子（帝京平成大学教授）

チャイルドブックを活用するときの週案・日案文例
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⑦自然との関わり・生命尊重　　　　　　　   ⑧ 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚　⑨ 言葉による伝え合い　⑩ 豊かな感性と表現
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※ここでは、月刊保育絵本を活用した指導計画の週案・日案の文例を提示しています。
　あくまでも例ですので、それぞれの園の環境や園児の状況に合わせてお使いください。

文例執筆 /山本秀子（帝京平成大学教授）

日案例

チャイルドブックを活用するときの週案・日案文例

週案例
日案例

週案例

10の姿５領域 ① 健康な心と体　② 自立心　③ 協同性　　   ④ 道徳性・規範意識の芽生え　⑤ 社会生活との関わり　⑥ 思考力の芽生え
⑦自然との関わり・生命尊重　　　　　　　   ⑧ 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚　⑨ 言葉による伝え合い　⑩ 豊かな感性と表現

♥ 健康　▲ 人間関係 
♣ 環境　■ 言葉　♠ 表現

・保育絵本を活用して、食事のときのマナーを知る。　　　　　　
・保育絵本を活用して、お月見の行事に関心をもつ。

・保育絵本を活用し、動物への興味関心を広げる。　　　　
・保育絵本を活用し、魚の形を知り食への興味を育む。

ねらい・子どもの活動内容・保育者の援助等

食育

お話
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●

●

ねらい・子どもの活動内容・保育者の援助等

環境

シール

生活

●

●

●

食事のマナーを覚え、みんなが気持ちよく食べられるようにするには

どうしたらよいか考える。

食事の正しい食べ方を昼食まえに話し合い、子どもたちの気づきを引

き出しながら、不足部分は保育者が援助をして実践に結びつける。

話し合った食事のマナーが守れたことをほめながら、達成感や次への

意欲を育む。

普段、なかなか見ない夜の月の写真から、空に興味をもつきっかけに

する。

お月見にちなんだ製作をし、保育室に掲示することで季節感を味わえ

るような環境を作る。

楽しそうに踊ったり、月見団子を食べたりしている動物の気持ちになっ

てシール遊びをするとともに、お月見についても知る。

お月見の行事を通して、自然（収穫）への感謝の気持ちを抱けるような

声かけをする。
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動物
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●

●

歌

シール

●

生活

動物によって鼻の形が違うことやその役割を知り、動物への好奇心を

育む。

園内にあるもの（例：輪ゴム・紙・のり・植物の葉や花）のさまざま

な匂いを実際に確かめながら、鼻の役割を実感する。

うたいながら楽しく食材の名前を覚えたり、体遊びを楽しんだりする。

保育で実際にお弁当や給食を食べるまえにうたい、友達といっしょに

食べる喜びを共感し合える言葉かけをする。

魚にはいろいろな種類がいて、味や見た目が違うことを知る。

家庭での食事や給食に出た魚の名前を調べたり、味わったりしながら、

魚への興味・関心を深めて、積極的に食べたくなるような環境を作る。

秋の虫のシールをどこに貼るか考えながら、秋の季節感を感じる。

保護者の協力を得て夜の虫の音に耳を傾ける機会を作ってもらい、

その音を友達や保育者と言葉で伝え合う。

地震が起きたときや避難のときの約束を再確認し、防災への関心を高

める。

このページを子どもたちが見えるところに掲示したり、普段の保育で

も避難の際の約束を話したりして、理解できているか確認を重ねる。

●

●

カードを動かしながら、自分なりにストーリーを広げて楽しむ。

ぽっこりやままでの道のりにある秋を感じられるように、保育者が話

題に取り込みながら読み進める。
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お話 ● リズミカルな繰り返しの言葉としかけの絵変わりを楽しみながら、昔

話に親しむ。

かぶがようやく抜けた喜びやみんなで協力した喜びを物語から感じら

れるように、劇遊びなどにして保育に取り入れ、味わう。
●

♣■♠
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▲■♠
③⑤⑥⑨⑩

※ここでは、月刊保育絵本を活用した指導計画の週案・日案の文例を提示しています。
　あくまでも例ですので、それぞれの園の環境や園児の状況に合わせてお使いください。
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