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第４章
｢あいち多文化子育てブック｣

利用の手引き

本県ではこの「「多文化子育てサークル」実施
マニュアル」と併せて、外国人保護者に日本で生
活する上で必要な事項を伝えるための冊子「あ
いち多文化子育てブック」を、ポルトガル語、英
語、中国語、フィリピン語、スペイン語の５言語
で作成しました。  

この「あいち多文化子育てブック」は、「多文
化子育てサークル」の中で教材として使用され
ることも想定しています。 

この章では、この教材を「多文化子育てサーク
ル」で使用するにあたって参考となるよう、それ
ぞれのページを使った活動の実施例や知ってい
ただきたいポイントについてまとめています。 

なお、「あいち多文化子育てブック」は以下の
ウェブページよりダウンロードいただけます。
【http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka
/kosodate-book.html】 
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１ この章で伝えたいこと
①それぞれの保護者のことばや文化を生まれてくる子どもに伝えることが大切であること。 

②どのように保護者のことばや文化を子どもに伝えていくか、子どもが生まれる前から考えておくことが
大切であること。また、出産後、話し合い通りに行かないことがあっても、夫婦がお互いの言語や文化
を尊重し合う気持ちが大切であること。

③日本での妊娠から出産までの流れや、母子健康手帳の入手方法や出産後の手続きなど制度面について。

④自己紹介で使う日本語と、病気の時に使う日本語。 

⑤穏やかな妊娠生活を送ることの大切さと、胎児のために妊娠中に避けたい行動。

第１章 パパ、ママになるよ

２ この章の背景
近年、外国につながる夫婦、例えば、
日系2、3世や国際結婚の夫婦が日本で
出産や育児をすることが増えています。
この人々は文化や風習が違う国で出産や
育児をすることになり、助けてくれる親
族も近くにいない人もいます。県内に
は、出産や乳幼児の子育てを支援するた
めの制度がいろいろありますが、それに
ついての情報を十分に得られていない人
もいます。 

また、何語で自分の子どもとコミュニ
ケーションをとったらよいか悩んでいる
ケースも多いと言われています。日本で
成長する子どものためを思い、苦手な日
本語で話しかけようとする保護者が多い
のですが、これは子どもの言語発達のた
めに望ましいことではありません。 

「多文化子育てサークル」では、こう
した保護者が不安や孤独を感じることな
く子育てできるよう、居場所づくりと必
要な情報提供を行うことも重要な役割の
ひとつです。 
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対応ページ「あいち多文化子育てブック」３，４ページ

3 実施スケジュール（あくまでも一例です）
①自己紹介【15分間】（名前、出身国、子どもの数・年齢）→ふろく 1「自己紹介で使う日本語」P85 
※言いたくないことは言わなくていいと初めに伝えましょう。 

②リラックスヨガ【45分間】 ※講師については市民活動団体などに相談しましょう。 

③病気の時に使う日本語講座【30分間】→ふろく２「病気の時に使う日本語」P87 

④ワークショップ【30分間】 
（テーマ：「パパ、ママのことば、文化をどうやって子どもに伝える？」など）  
※必要に応じて、母子健康手帳・出産時に必要な手続き・公的補助制度について、この冊子に書いてあ
ることを紹介しましょう。 

4 運営上のポイント
①第1回目は、運営スタッフを含め参加
者同士が知り合いになることに重きを
置きましょう。 
②予定通り進まなくても、「この章で伝え
たいこと」のどれかが伝わればいいと
ゆったり構えましょう。 
③中心になって進める人、参加者個々人
に寄り添う人など、スタッフの役割分
担を決めましょう。 
④子ども連れの人が安心して参加できる
ように託児スペースや担当を決めまし
ょう。 
⑤参加者登録シートを記載してもらい、
その後のサポートやサークル実施情報
の連絡などに利用しましょう。 
→ふろく３「参加者登録シート」P90 

5 穏やかな妊娠生活を
妊娠中、胎児は母親の心音を聞いてい
ます。母親が安定した精神状態であるこ
とは、胎児によい影響があります。 
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６ 母子健康手帳
・この手帳のもらい方を知らない方に 

→取得のサポートをしましょう。 

交付場所は、市町村窓口や保健センターなど、自治体によって異なります。また、交付日が決まってい

る場合もあります。お住まいの自治体でいつ、どこでもらえるのかを保護者が把握できるよう、サポート

しましょう。なお、自治体によっては、外国語版の母子健康手帳を用意しているところもあります。 

・利用方法が分からない方に 

→使い方を伝えましょう。 

病院、保健センターなどでこの記録を見せることで、様々な場所で継続性、一貫性のあるケアを受ける

ことができます。妊娠期から乳幼児期までに必要な知識が記載されており、妊娠・出産や子育てについて

信頼のできる情報を提供する媒体としても重要です。 

・仕事を続けながらの出産・育児を考え
ている保護者に 
→産休・育休制度について伝えましょう。

産前休業   出産予定日の６週間前（双子
以上の場合は14週間前）か
ら、就業形態に関わらず、請求
すればだれでも取得できる。

産後休業：出産から８週間は、働くこと
はできない。ただし産後６週間
を過ぎた後、本人が請求し医師
が認めた場合は、就業できる。

なお、これらの期間中、健康保険から、「出産手当
金」として、休業前の標準報酬金額のおよそ３分の
２の金額が支給されます。※加入している健康保険
が国民健康保険の場合などは対象外となります。

育児休業：育児のために休業することを
希望する従業員であって、１歳
に満たない子と同居し、養育す
るものは、原則として子が１歳
に達するまで、休業をすること
ができる（子どもを保育所等に
預けられないといった事情があ
る場合は最長２歳まで休業を延
長することができる）。

8-1 産休・育休をとるには

右ページ 8-2 に続く 
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7 妊婦健康診査 

・妊婦健康診査について知らない方、受けていない方に 

→必ず妊婦健康診査へ行くよう促しましょう。

妊婦健康診査は、妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために行うものです。安全な出

産のためには、妊婦健康診査を受けることが重要です。健診をまったく受けていないと、出産時、病院

側が「注意しなければならない病気がないか」「赤ちゃんの育ち具合は順調か」などの情報がまったく

わからず、危険な出産となる可能性が高く、こういった妊婦を受け入れられる病院も限られます。 

※妊婦健康診査の主な内容

妊娠週数に応じた問診、診察・子宮底長、腹囲、血圧、体重などの検査計測・食事や生活に関する保

健指導・血液検査 

※厚生労働省の多言語リーフレット「すこやかな妊娠と出産のため」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10/index.html 

対応ページ「あいち多文化子育てブック」５，６ページ

8-2 産休・育休をとるには

・育休をとりたい保護者が 
→以下の要件に該当しているか確認

しましょう。

【育児休業を取得できる要件】 
有期契約労働者（パート、派遣、契
約社員など雇用期間の定めのある労働
者）は次のいずれにも該当することが
必要。 

①同一の事業主に引き続き１年以上雇
用されていること 
②子が１歳６か月に達する日までに、
労働契約（更新される場合には、更
新後の契約）の期間が満了すること
が明らかでないこと 
育児休業期間中は、雇用保険から「育児休業給付
金」が支払われます。金額は、休業の開始から６か
月経過後までは、休業開始時賃金日額×支給日数の
67％、６か月経過後は50％相当です。ただし、休
業開始前に賃金支払い基礎日数11 日以上ある完全
月が12 か月に満たない場合は受給資格がないほ
か、受給にあたってはいくつかの要件を満たす必要
あります。

詳しくは、愛知労働局 
（052-219-5509）へお問い合
わせください。
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２ この章の背景
外国人家庭の中には、夜勤労働の家族の
ため、昼夜の区別なく寝ている乳児には問
題はないと考えて、朝になってもカーテン
を閉めたまま、子育てをする家庭もありま
す。 

赤ちゃんがこのような大人の生活リズ
ムに合わせて生活していると、保育園や幼
稚園に通う時期になっても、生活リズムが
整わず、朝起きるのが辛いという状態に陥
りがちです。乳児の頃からの整った生活リ
ズムと、パターン化され安定した世話の繰
り返しは子どもの精神安定に大切です。 

さらに、その時に保護者が発することば
のシャワーは、その後の子どもの言語発達
の元になります。 

また、赤ちゃんが泣き続ける、慣れない
育児の繰り返し、外に出られない不自由さ
などにより、保護者は精神的に辛くなりが
ちです。 

サークルの開催により、こうした保護者
を精神的にサポートするとともに、地域の
子育て支援センターなど、子育てをサポー
トする地域の子育て支援施設につなぐこ
とが重要です。

１ この章で伝えたいこと
①赤ちゃんと保護者の生活リズムと、月齢ごとの赤ちゃんの特徴。 
②赤ちゃんの精神安定のためには、優しいスキンシップや親の声かけの大切であること。 
③授乳・離乳に関するポイントについて。 
④赤ちゃんの「泣き」や、お母さんの「産後うつ」について。 
⑤保護者が子育てで辛いときは、ひとりで抱え込まず周りを頼ること。 
⑥子育て支援センターなど、育児中の保護者をサポートする地域の施設・制度など。 
⑦乳幼児健康診断などで役に立つ、子どもの成長に関する日本語(「はいはい」、「ひとり歩き」など)。 

第２章 生まれてきてくれてありがとう
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3 実施スケジュール（あくまでも一例です）
①リズム遊び【30分間】 
※育児本、動画サイトで童謡を探したり、近隣の保育園・幼稚園などに協力を依頼してみましょう。 

②子どもの成長に関する日本語講座【15分間】→ふろく４「子どもの成長に関する日本語」P91 

③親子の生活リズム、月齢ごとの赤ちゃんの特徴、地域の子育て支援施設等についての情報提供【15分間】
※講師については地域の保健センターなどに相談しましょう。 

④離乳食をつくってみよう【60分間】 
※活動の合間に子どもの食事の注意点、例えば味の濃さや糖分の量など実物を提示して伝えていく工夫
をしてみましょう。また、講師については地域の保健センターなどに相談しましょう。 

4 授乳・離乳について
・授乳は、母乳・ミルクのなどの栄養をあ
げるだけではなく、親子の大切なスキン
シップの時間です。「上手に飲めるね。
いい子だね。」といったやさしい声かけ
とぬくもりを通してゆったり飲むこと
が、赤ちゃんの心の安定をもたらし、食
欲を育みます。 

・離乳は生後5,6 か月頃に開始します。そ
の後、離乳食の回数を増やしながら母
乳・ミルクの回数を減らし、12か月～
18か月頃には離乳を完了します。赤ちゃ
んのペースにあわせることが大切です。 

・離乳の頃、赤ちゃんが行う「手づかみ食
べ」は、食べ物を目で確かめて、手指で
つかんで、口まで運び、口に入れるとい
う目と手と口の協調運動で、摂食機能の
発達の上で重要な役割をもちます。 

※厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/
03/dl/s0314-17a.pdf 

対応ページ「あいち多文化子育てブック」７，８ページ
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6 産後うつ
・産後うつが疑われる保護者に 
→可能な限り通訳をとおして相談にの

り、医療機関・保健センターにつなぎま

しょう。 

以下のような気持ち・症状が２週間以上
続いているお母さんがいたら、専門機関へ
の相談ができることを伝えましょう。 

気持ち
「待ち望んでいた赤ちゃんの世話なの
に、つい面倒に思えてしまう」 
「赤ちゃんがかわいく思えない」等 
症状  
不眠、食欲低下、倦怠感、自信喪失、
自殺願望 等 

※なお、妊娠期も産後と同じように精神
的な不安に陥りやすい時期です。

※厚生労働省
「妊娠・出産に伴ううつ病の症状と治
療」https://www.e-
healthnet.mhlw.go.jp/information/he
art/k-03-001.html 

5 赤ちゃんが泣き止まないときの対処法
・赤ちゃんの【泣き】に困っている保護者に 

→泣き止まないときの対処手順を伝えましょう。

【手順①】赤ちゃんが欲しがっていると思うものをいろいろ確認してみる。
（ミルクをあげる、おむつを替える、抱っこをする、赤ちゃんが暑がっていないかなど。） 
【手順②】①で泣き止まなかったら、赤ちゃんがお腹にいたときの状態を思い出させる。
（おくるみでくるむ、「シー」という音や、掃除機の音を聞かせる、ドライブに行くなど。）
【手順③】②でも泣きやまなかったら、自分がイライラする前に、まず、リラックスする。
（赤ちゃんの安全を確保し、その場を離れても構いません。少ししたら戻って様子を確認しましょう。） 

※赤ちゃんを激しく揺さぶること、口をふさぐことは、絶対にしてはいけないと伝えましょう。 
※厚生労働省広報啓発DVD（赤ちゃんが泣きやまない～泣きへの対処と理解のために～）
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/nakiyamanai.html
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対応ページ「あいち多文化子育てブック」９，10ページ

７ 地域子育て支援拠点

・孤立して子育てを行っている保護者を 
→地域子育て支援拠点へつなぎましょう。

地域子育て支援拠点は、厚生労働省が推進している事業で、子育て中の乳幼児期の親子が気軽に集い、相
互交流や子育ての不安・悩みを相談する場をつくるための事業です。これに基づき、自治体は子育て支援セ
ンターや児童館・児童センターなど親子が集う場として適した場所で、子育て支援の取組を実施しています。

※厚生労働省「地域子育て支援拠点事業 実施のご案内」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/gaido.pdf 

※愛知県「地域子育て支援拠点」（県内の地域子育て支援拠点一覧を御確認いただけます。）
 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kosodate/0000034462.html 

8 一時預かり
・病気、事故、出産や、勤務形態により一
時的に家庭での保育が困難となった保護
者、育児疲れでリフレッシュしたい保護者
に 

→ 地域の保育所などで一時的に子ども

を預けることができる「一時預かり」につ

いて紹介しましょう。 

預かってくれる日数や金額、申込み方法
などは自治体によって様々ですので、お住
まいの自治体の状況を確認の上、保護者に
伝えるなど、必要なサポートを行いましょ
う。 

9 多文化子育てサークル
 いわゆる「多文化子育てサークル」は、
平成29年度現在、まだまだ県内に数が少
なく、現在は実施状況の把握と普及に取り
組んでいるところです。 
 そのため、「多文化子育てサークル」の
県内実施状況については、愛知県多文化共
生推進室までお問い合わせください。
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10 乳幼児健康診査
・乳幼児健康診査を知らない方、嫌がる方に 
→制度の目的と内容を伝え、赤ちゃんのために、きちんと健診を受けるように伝えましょう。

外国人保護者の中には、子育てについて叱られるといった認識から、乳幼児健康診査に行きたがらない
方もおられるようです。目的や内容を説明し、子どもの健全な成長・発達のため、きちんと受けるよう促
しましょう。 
目的 子どもが抱えている健康・発達上の問題を早期発見すること

時期・回数 市町村によって異なるが、多くの市町村では①３～４か月、②１歳６ヶ月、③３歳児の 3回の健
康診査を実施しています。市町村によっては、１か月健診、９～10 か月児健診など、それ以上の健診
を実施しているところもあります。 

場所 保健所・保健センターで受ける場合と、医療機関で受ける場合があります。上記①～③の健診は、
多くの場合、自治体の保健所・保健センターなどで実施されます。

形式  集団健診と個別健診があります
が、②１歳６ヶ月健診、③３歳児健
診については集団健診の場合が極め
て多いです。 

内容 健診項目には様々な内容があり、
健診を行う時期によっても異なりま
すが、主に以下のようなことがあり
ます。 
・身体発育状況の確認（身長や体重
など） 
・栄養状態の確認（子どもの食事
（哺乳）回数や内容など） 
・皮膚、目、歯、耳、鼻などの障害
や病気の有無の確認 
・子どもの成長段階に応じた発達状
況の確認（例：３か月健診で首が
すわっているか確認、１歳６か月
健診でひとり歩きができるか確
認、など。） 
・排泄状況（排泄回数、色、量など、
また、発達段階により、トイレトレ
ーニング状況の確認。） 

このほか、言語発達の状況など、子
育てについての相談等もできます。 
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対応ページ「あいち多文化子育てブック」11，12ページ 

11 こんにちは赤ちゃん訪問
・こんにちは赤ちゃん訪問を知らない方、嫌がる方に 
→制度の目的と内容を伝え、自分自身と赤ちゃんのために、き

ちんと訪問を受けるように伝えましょう。

外国人保護者の中には、子育てについて叱られるといった
認識から、訪問を断る方もいるようですから、目的や内容を
説明し、受けるように促しましょう。 
目的 乳児家庭の孤立化を防ぐこと。 

方法 生後４か月以内に、保健師や助産師、看護師、母子保健

推進員などが居宅を訪問（時期及び訪問者は市によって異なる）。

内容 保護者の様々な不安や悩み相談/子育てに関する情報提供

/母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言 

12 予防接種
・予防接種を知らない方に 
→赤ちゃんの健康のために重要である

ことを伝え、きちんと接種を受けるよ

うに促しましょう。 

目的 命に関わる病気に対しての抵抗力
をつけて、病気にかからないよう、
またかかっても症状が軽く済むよう
にすること。 
種類 法律に基づいて実施される「定期
接種」と保護者の任意で受ける「任意
接種」があります。 
定期接種平成29年 12 月現在、乳幼児
の定期接種のワクチンの種類は①４種
混合②ヒブ③小児用肺炎球菌④B型肝
炎⑤麻しん・風しん⑥水ぼうそう⑦日
本脳炎⑧BCGの８種類あります。市町
村からの案内を確認し、必ず受けるよ
う促しましょう。 
任意接種 ロタウィルス、おたふくか
ぜ、A型肝炎などがあります。赤ち
ゃんを万が一の危険から守るため、
こちらもできるだけ受けることが望
ましいです。接種費用は基本的に自
己負担となりますが、市町村によっ
ては接種費用の助成が受けられると
ころもあります。 
※厚生労働省 啓発ツール（各予防接
種ワクチンの打ち方や、対応する病気
をリーフレットで紹介しています。） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkak
u-kansenshou/keihatsu_tool/index.html

※あいち小児医療保健センター
ふろく５「子どもの予防接種＊年齢別
チェックポイント」P92 
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第３章① 子どものことばを育てるために

１ この章で伝えたいこと
① 赤ちゃんがことばを話し始める前の接し方のポイント。 
（しっかりアイコンタクトをとりながら、はっきり、ゆっくり話しかけることが重要であること） 

② 赤ちゃんは親の表情の変化に敏感であるため、世話をする親が心に余裕のないときには誰かに育児を助
けてもらってもよいこと。 

③ 子どもが体験を通じてことばを身につけていくプロセス。 

2 この章の背景
・現在保護者世代である外国人の方々の
中には、日本が日系外国人の受入を始
めた1990 年頃に、少年少女として来
日し、それまでポルトガル語やスペイ
ン語（母語）で学習していた状態か
ら、急に日本語で学習するようになっ
た方もいます。そのため、読み書きを
始めとする母語の教育を十分に受けら
れず、また、日本語教育など外国人の
子どもをサポートする環境も十分では
なかったため、学校生活で困難を抱え
るとともに、自分の母語を保持でき
ず、アイデンティティの揺らぎを経験
する人もいました。そうして親となっ
た方が、子どもを何語で育てるかとい
うことは、大きな課題です。 
・外国人の母親は日本人の夫への遠慮が
あり、子どもを育てるときに母語が使
えないケースが少なくありません。子
どもの考える能力を発達させるには豊
富な語彙が必要です。そのため、外国
人の親が苦手な日本語を無理に使う
と、子どもが獲得できる語彙が限ら
れ、子どもの思考は制限される可能性
が高いといわれています。
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対応ページ「あいち多文化子育てブック」13，14ページ 

3 実施スケジュール（あくまでも一例です）

① ベビーマッサージ【45分間】 
※講師については市民活動団体などに相談しましょう。 

② 乳児期からの子どものことばの発達や育て方についての情報提供【30 分間】 
※講師については大学の言語学の専門家などに相談しましょう 

③ ワークショップ【45分間】（テーマ：「家庭でのことばについて悩みや工夫」など）  

4 子どものことばの
育て方

・子どもの「ことば」をどう育てるか

悩んでいる保護者に 

→子どもの「ことば」は、様々な場面

で育まれることを伝えましょう。 

日常生活の中で

左の挿絵のように、日常生活の中
で、ことばを育てる機会はたくさんあ
ります。 
例えば、買い物で子どもがりんごを
指さし、「りんご」「赤いね。」と断片
的なことばを発したとします。そのよ
うな時、保護者が「赤いりんごだね、
おいしいね。」とつないで返事をする
と、子どもは、単語のつなぎ方を身に
つけて行きます。 

遊びや歌で

子どもはごっこ遊びが好きです。ご
っご遊びをしている間に、ものの名前
などを覚え、ことばが育っていきま
す。また、子どもは歌を歌うことでこ
とばの数を増やすこともできます。 
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第３章② 子どもが話し始めたら

１ この章で伝えたいこと
① 家庭ではできるかぎり母語（継承語）を育てること。
② 親自身が最も得意とし、スキンシップをするように一番体温（感情・気持ち）が伝わることばを使う
ことの大切さ。 

③ 親が子どもとのコミュニケーションにおいて苦手な日本語を使うことは、子どもの言語発達のために
は望ましくないこと。 

④ 乳幼児期に、考える時に使えることばの基礎を育てることは、学齢期に学習に使える言語を獲得する
際の支えとなること。 

２ 保護者が自信のあることば
で子どもと話す意義
・苦手な日本語で子どもとコミュニケー

ションをとっている保護者に 

→日本語ではなく、自信のあることば

で子どもとコミュニケーションをとるよ

う伝えましょう。 

保護者が自信のあることばで話す場合
には、豊富な語や表現を使って、感情や
気持ちを込めたり、考えを伝えたりする
ことができます。不得意で自信のないこ
とばで話す場合は、どうしても「ありが
とう」や「危ない」など、端的に結論だ
け伝えることになりがちです。 

15 ページ挿絵を使った例

自信のあることば 自信のないことば

「すごい、手伝ってくれてあ
りがとう。レタス上手にちぎ
れたね。並べ方もいいわ。色
もきれいね。」

「ありがとう。 
あなた、上手」 

「すごい、高くまで上った
ね。でも危ないな。そこでじ
っとしていてね。今行くか
ら。」

「だめ。 
あぶない。 
おりる 
はやく。」
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３ 実施スケジュール（あくまでも一例です）
① 手遊び歌【45分間】 
 ※育児本、動画サイトで手遊び歌を探したり、近隣の保育園・幼稚園などに協力を依頼してみましょう。

② 親が一番自信を持って話せることばで子どもとコミュニケーションをとることの大切さについての情
報提供【30分間】 
※講師については県の多文化共生推進室などに相談しましょう。 

③ 絵を見て親子で会話してみよう【45分間】→ふろく６「絵を見て親子で会話してみよう」P93 
※保護者の一番自信のあることばを使って、スピード、トーン（ゆっくり、はっきり）に気をつけて、
絵について親子で会話をしてみましょう。 

対応ページ「あいち多文化子育てブック」15，16ページ 

４ 継承語とは
継承語とは、二言語以上に触れて育つ
子どもが親から受け継いだ言語のこと
で、家族のコミュニケーションに不可欠
なことばです。多くの場合、子どもの継
承語は親の母語でもあります。継承語の
保持・伸長は情緒の安定やアイデンティ
ティの健全な形成、そして学びのための
言語を獲得する支えとなります。しか
し、生活をしている社会で使われている
言語（現地語）の影響を強く受けるため、
その保持・伸長は容易ではありません。

【１歳】「ワンワンだね。犬だね。」と相
づちを打ちながら、ことばを育て、  
増やすチャンスです。 

【２歳】子どもの疑問に答え、ことばと
好奇心を育てるチャンスです。 

【３歳】０歳から 2歳の間に、親などま
わりの大人から話しかけられて蓄え
たことばが、子ども自身のものとな
り、3歳ぐらいから、爆発的に話し
出します。

※表の補足
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１ この章で伝えたいこと
①子育てに絵本を活用するメリット。 
（絵本を活用して、子どものことばを増やすことができること、集中力・想像力が育つこと。） 

②図書館について。 
・近隣の図書館の場所、貸出カードの作り方、本の借り方をはじめとした図書館の利用方法について。 
・外国語の絵本が置かれているところもあり、親の母語で書かれた絵本を無料で借りられること。 
・本を借りるだけでなく、読み聞かせなどのイベントも行っていること。

③日本語の絵本を通しても子どもとコミュニケーションがとれること。 

2 子どもと「絵本」
・絵本で子どもの「ことば」を育てる
子どもの「ことば」は、保護者の動き
を見、声を聞き、それを模倣しながら育
っていきますが、そこで知ったことばを
絵本で見ることで、理解がより深まりま
す。 

・子どもが文字を認識する過程
子どもは絵本を開き、でたらめに読ん
でいることもありますが、この行為は、
絵本の中にある小さな黒いものが文字
であり、誰が読んでも同じ音になるとい
うことが理解できるようになった証で
す。さらに、自分から「なんて書いてあ
るの。」「この字は何。」と聞くようにな
ると、急速に文字に対する理解が進みま
す。 

・親子で「感情の交換」を 
読み聞かせは子どもに文字を教える
だけでなく、その本に接した時に、わい
てくる感情のやりとりを楽しむといっ
た側面にも注目しましょう。 

第３章③ 絵本に親しもう
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3 実施スケジュール（あくまでも一例です）

対応ページ「あいち多文化子育てブック」17，18ページ 

①自己紹介（名前、子どもの年齢、現在の住所など）、貸出カ
ードの申込み書記入【30分】→地域の図書館へ移動

②図書館の方のお話（利用方法、外国語の本の冊数など）と 
絵本の読み聞かせ【60分】 
※開催について、地域の図書館に相談しましょう。 

③フリータイム【30分】 
※館内を回り、各自で本を選んで実際に借りてみましょう。

4 乳幼児が好む本

・絵本選びで迷っている保護者に 

→年齢に応じた絵本の選び方を伝え

ましょう。 

0、１歳児

子どもと大人のやりとりが楽しめる
絵本、擬態語、擬音語（つるつる、ざあ
ざあなど）を主体とした絵本、身近なも
のが登場する絵本を好みます。この年
頃の子どもは、ストーリーを楽しむと
言うより、ことばのリズムなどを楽し
んでいます。 
→０歳児におすすめの絵本 
・いないないばあ 
・もこもこもこ 
・おつきさまこんばんは
→１歳児におすすめの絵本 
・ノンタンシリーズ 
・ねないこだれだ 

2歳児

ストーリーが明確な絵本が好まれま
す。 
→２歳児におすすめの絵本
・おおきなかぶ 
・はらぺこあおむし 
・３びきのがらがらどん 

子どもは繰り返し同じ本を読んでも
らうことを好みます。絵本の内容をす
でに知っていると、安心していられる
からです。2 度目 3 度目の読み聞かせ
のときは詳しく説明し、お話を発展さ
せて説明することも子どものことばを
育てるのに役立ちます。
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第 4章 お友達との生活が始まるよ
１ この章で伝えたいこと

①保育園、幼稚園、認定子ども園の特徴や、園を選ぶときのポイント、園での生活について。 

②園で使う簡単な日本語。 

③園に行くことで期待できるメリット（生活習慣が整う、社会性の発達など）。 

なお、もしサークル事業実施関係者・参加者に保育園・幼稚園の先生などの子育て関係者がいたら、その方にはサークルへ
の参加をとおして、以下のこと理解してもらえるよう努めましょう。 

・外国につながりのある子どもの母語を伸ばすことの大切さ。 
・外国につながりのある子どもに日本語のシャワーを子どもにかけることの大切さ。

2 この章の背景
 外国人保護者は、保育園、幼稚園の
違いや申込み方法がわからない、必要
性を知らないなどで、子どもを園に通
わせない方もいます。子どもを園に通
わせることは、生活習慣を整えたり、
集団生活に慣れさせるなど、小学校生
活へスムーズに移行する上でも意義が
あります。こうしたことを知った上
で、子どもを園に通わせるのか否か判
断する事が重要です。 

 また、外国人保護者の中には、こと
ばの問題などから、保育士に自分の思
いを伝えられず壁を感じる方、朝早く
仕事に出て夜遅く帰ってくる方もお
り、ことばの通じる保育士がいる、長
時間預かってもらえる、という理由で
保育所を選びがちです。 

しかし子どもの健全な発達のために
は、子どもの発達をサポートする設備
や、先生の子どもへの関わり方など、
他にも大切なことがありますから、そ
うしたことを伝えた上で、園を選ぶ必
要があります。 
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対応ページ「あいち多文化子育てブック」19，20ページ

3 実施例
①自己紹介【15分間】（名前、子どもの年齢、子どもが通っている保育園・幼稚園） 
※言いたくないことは言わなくていいと初めに伝えましょう。 

②園で使う日本語講座【30分間】→ふろく７「保育園・幼稚園で使う日本語」P95 

③園での生活と子どもの成長についての情報提供【30 分間】 
 ※講師については市町村の子育て担当課や地域の保育園・幼稚園などに相談しましょう。 

④ワークショップ【45分間】（テーマ：「子どもが通っている園について」など）  
※不安なことや疑問などについて話し合いましょう。 

4 園での「ことば」
近年、保育園や幼稚園で働く多くの
方が外国人の子どもと関わりを持つよ
うになっています。 
こうした方々は、ときに、子どもの
日本語能力を伸ばすため、日本語が理
解できていない子どもの保護者に対
し、「家庭でも日本語で話しかけて」
と言いがちです。 
しかし、実際には、家庭では親のこ
とばを受け継ぎ、感情を込めることの
できることばでコミュニケーションす
ることが子どもの知的発達・心的発達
やアイデンティティの形成に大切です
（→詳しくは、74・75ページ参照）。
重要なのは、親子のコミュニケーシ
ョンは「母語」、園では「日本語」な
ど、ことばの使い分けに努めることで
す。園の先生と保護者が認識を共有
し、協力し合って子どものことばを伸
ばすことが重要です。
この場合、園では、外国につながる
子どもたちに対し、感情のこもったわ
かりやすい日本語のシャワーをたっぷ
りとかけることが大切です。
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5 お弁当【追加情報】
・お弁当を知らない、つくり方が分からない保護者に 
→日本のお弁当文化と、お弁当づくりのポイントについて伝えましょう。 

外国には、お弁当文化がない国もあり、外国人保護者にはお弁当が何か、どのようにつくるのか分か
らない方もいますから、必要に応じて、お弁当文化やお弁当づくりのポイントについて伝えましょう。 

・日本では、園や学校で給食が提供されることがありますが、給食がない園や学校では、子どものお昼ご
はんとして箱に食事を詰めた「お弁当」を用意して持たせなければならないことがあります。 
・栄養バランスが大切で、スナック菓子などは、お弁当にふさわしくありません。 
・はしが上手に使えるまでは、ごはんはプチトマトくらいの一口大のおにぎりにしましょう。 
・市販の甘い飲料には糖分が多いので、子どもに飲ませるのはお茶などにしましょう。 

※サークルの中で時間があれば、調理室などでお弁当づくりの活動を行ってもよいでしょう。

6 保育所・幼稚園

・保育所・幼稚園の違いを知らない保
護者に 

→違いを説明しましょう。 

保育所 
家庭で 0～５歳の子どもを保育で
きない保護者に代わって保育しま
す。保育園での保育を希望する場合
は保育の必要な事由に該当し、認定
を受けることが必要です（詳細は右
ページ８参照）。料金は、世帯の負
担能力に応じて異なります。認可保
育所の場合、給食が出ます。 

幼稚園 
小学校以降の教育の基礎をつくる
ための、3～５歳の子どもの幼児期
の教育を行う学校です。１年にかか
る料金は、公立と私立で大きく異な
ります。また、市町村によっても異
なりますので、詳しくは市町村に問
い合わせる必要があります。給食が
出るところと出ないところがありま
す。 
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対応ページ「あいち多文化子育てブック」21，22ページ

7 認定子ども園
・認定子ども園を知らない保護者に 
→認定子ども園とは何か伝えましょう。 

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、地
域の子育て支援も行う施設です。３～５歳の子どもは、保護者
の就労状況にかかわらず入ることができ、保護者が働かなくな
っても通い続けられるなどのメリットがあります。基本的に給
食が出ますが、園の種類によっては出ないこともあります。 
０～２歳 保育所と同じように、保育の必要な事由（８参照）

に該当し、認定を受けた子どもの保育を行います。 
３～５歳 昼過ぎ頃までの教育時間に加え、必要に応じて夕方

までの保育を実施します。 

8 保育が必要な事由
・子どもを認可保育所、認定子ども園
（0～2歳）に入れたい保護者に 

→「保育の必要な事由」に該当するか

確認し、入園をサポートましょう 

認可保育所や、認定子ども園（0～2
歳）での保育を希望する場合の保育認
定（３号認定）では、以下の３点が考
慮されます。 

①保育を必要とする事由 
 以下のいずれかに該当することが必
要です。 
就労（フルタイムに限らず、一定時
間以上のパートタイムなどすべての就
労を含む）/妊娠・出産/保護者の疫
病・障害/同居・長期入院している親
族の介護・看護/災害復旧 /求職活動/
就学/虐待・DVのおそれ など 

②保育の必要量
就労を理由とする利用の場合、以下
のいずれかに区分されます。
A「保育標準時間」（フルタイム就労を
想定した利用時間で、最長 11 時間）

B「保育短時間」（パートタイム就労を
想定した利用時間で、最長 8時間）

③「優先利用への該当の有無」 

 ひとり親家庭、生活保護世帯、生計
中心者の失業、子どもに障害がある場
合などには、保育の優先的な利用が必
要と判断される場合があります。 

※各施設の保育時間や料金などは市町
村や園によって異なります。これらの
制度の具体的な運用は各市町村が行っ
ておりますので、詳細については市町
村にお問い合わせください。
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5 出産に関する健康保険の制度
・健康保険が分からない保護者に 
→日本の公的医療保険制度について説明しましょう。

公的医療保険とは、一般被用者の加入する「健康保険」、自営
業者等が加入する「国民健康保険」などの総称です。｢あいち
多文化子育てブック｣23 ページでは、難しい言葉を避けるため
公的医療保険のことを健康保険と表しています。日本におい
て、一部負担金のみの支払いで医療が受けられるのは、すべて
の国民が公的医療保険に加入し、保険料を納めているからで
す。公的医療保険に加入していないと、出産育児一時金などの
受給は出来ません。

6 子ども医療制度
【補足情報】 
日本の医療保険制度では、６歳まで
の子どもについては２割、それ以上は
主に３割が自己負担となっています。 
本制度は、市町村がこの自己負担額
を「子ども医療費」として給付する制
度です。この制度を利用するには、医
療保険に加入し「子ども医療費受給者
証」の交付を受ける必要があります。
子どもが産まれた方、新しく本県に転
入してきた方には、市町村で手続きを
するように促しましょう。 

【補足情報】 
「出産育児一時金」は、出産した子ど
もの人数分が支給されます。多くの場合
は 1人につき42 万円の支給ですが、妊
娠４ヶ月未満の出産、出産した保険医療
機関が産科医療保障制度に加入していな
い場合（海外で出産した場合など）は
40.4 万円となります。なお、妊娠４ヶ
月以降の出産であれば、早産、流産、人
工妊娠中絶などを問わず支給されます。

子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
サ
ン
プ
ル
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対応ページ「あいち多文化子育てブック」23，24ページ 

7 児童手当
【補足情報】 
児童手当の支給額は、以下のとおりです。  

所得制限額※未満の受給者 

0～3 歳未満（一律） 15,000 円

3 歳～小学校修了前
（第 1 子、第 2 子） 

10,000 円 

3 歳～小学校修了前（第 3 子以降） 15,000 円

中学生 10,000 円

所得制限額※以上の受給者

年齢に関係なく一律 5,000 円

8 児童扶養手当
【補足情報】 
児童扶養手当は、次の【要件】に当ては 
まる 18 歳以下の児童などを監護している
母、監護し、かつ生計を同じくしている
父、又は養育している方に支給されます。
【要件】
①父母が婚姻を解消した児童

②父又は母が死亡した児童

③父又は母が政令で定める程度の障害の状態に

ある児童 

④父又は母が生死不明の児童

⑤父又は母が 1年以上遺棄している児童

⑥父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた

児童 

⑦父又は母が 1年以上拘禁されている児童

⑧婚姻によらないで生まれた児童 

⑨棄児などで父母がいるかいないかが明らかで

ない児童 

なお、児童や受給資格者が国内に住所
を有しない場合は対象となりませんので
御注意ください。 
※愛知県「児童扶養手当」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidou
katei/0000075977.html

所得制限額※未満の受給者 

0～３歳未満（一律） 15,000 円

3 歳～小学校修了前
（第 1 子、第 2 子） 

10，000 円 

3 歳～小学校修了前（第 3 子以降） 15，000 円

中学生 10，000 円

所得制限額※以上の受給者

年齢に関係なく一律 5，000 円

※受給者の所得が、所得制限額未満か否かによって、受給額が変わり

ます。この所得制限額は、以下のとおりです。 
所得制限限度額表 

 扶養親族の数 所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円） 

 0 人  622．0  833．3 

 1 人  660．0  875．6 

 2 人  698．0  917．8 

 3 人（以上略）  736．0  960．0 

※児童手当は、国籍要件がなく、外国籍でも対象となります。
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【参考】 乳幼児がことばを獲得するプロセス
乳幼児の言語能力は家族とそれを取り巻く社会環境などの影響を受けて、時間の
経過の中で発達していくと言われています。 
第 1段階 喃語から有意味語 
乳児が親とのコミュニケーションの楽しさを味わう大切な段階です。親が乳児
の発する喃語を模倣すると、それを見たり聞いたりしながら、乳児は親の模倣を
するようになります。こうした親子のやりとりを通して、ことばを発した際の周
りの反応を確かめながら、語の意味を身につけていきます。 
第 2段階 有意味語、語彙の増加 
第 3段階 語を構造化、文法に沿って話をする 
第 3章②の「あなた（親）が一番自信のある言語で、子どもに話をしましょ
う」に関わりの深い段階です。母親は○○語で自然に話しかけ、父親は△△語で
自然に話しかけるなど、乳児の段階からことばの使い分けがある環境で育てるこ
とが大切です。親があまり自信のない言語（外国語）を使って曖昧な文法・不自
然な発音で話しかけたり、二つの言語を混用して子どもとやりとりしたりする
と、子どもの言語発達にマイナスの影響があります。したがって、言語の混用を
避け、正しい文法、発音、豊かな語彙で親は子どもに話しかけることが望ましい
と言えます。 

参考文献 『乳幼児期の言葉の発達とその遅れ』小椋たみ子・小山正・水野久美
『ふたば No.71/2007』公益財団法人 母子健康協会
『新・子どもたちの言語獲得』小林晴美・佐々木正人
『子どもの脳は5歳までに準備しなさい』ジル・スタル 

※「ふろく」に記載しているローマ字は、原則として「ヘボン式」を使用していますが、助詞の「は」
を実際の発音を重視し「wa」と表記するなど、一部異なる表記をして部分もあります。また、「アレ
ルギー」など、外国語由来の単語については、基本的に外国語で表記しています（例：allergy） 
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自己
じ こ

紹 介
しょうかい

で使
つか

う日本語
に ほ ん ご

Jikoshoukai de tsukau nihongo 

 私
わたし

の名前
な ま え

は       です。 
Watashi no namae wa                            desu 

国
くに

は           です。 
Kuni wa                                         desu 

子
こ

どもは         です。 
    Kodomo wa                                       desu 

 さい （と   さい）です。 

sai       to             sai             desu 

よろしく おねがい します。 

   Yoroshiku            onegai               shimasu 

＊

ふろく１

※このふろく１は、「NPO法人トルシーダ」実施の多文化子育てサークルで配布した資料を一部修正したものです。
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＊

一人
ひ と り

（hitori）  二人
ふ た り

（futari）

 三人
さんにん

（sannin） 四人
よ に ん

（yonin）
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病気
びょうき

の時
とき

に使
つか

う日本語
に ほ ん ご

Byouki no tokini tsukau nihongo 

１. 体
からだ

の様子
よ う す

Karada no yousu

ふろく２

頭
あたま

が痛
いた

い (atama ga itai)

熱
ねつ

がある (netsu ga aru) 

目
め

が赤
あか

い (me ga akai) 

のどが痛
いた

い (nodo ga itai) 

歯
は

が痛
いた

い (ha ga itai)

食 欲
しょくよく

がない (shokuyoku ga nai) 

食
た

べ物
もの

を吐
は

く (tabemono o haku)

下痢
げ り

をしている(geri o shiteiru)

お腹
なか

がいたい(onaka ga itai)

便秘
べ ん ぴ

をしている(bempi o shiteiru) 

皮膚
ひ ふ

がかゆい(hifu ga kayui)

赤
あか

くなっている(akaku natte iru)

発疹
ほっしん

がある(hosshin ga aru)

memo

※このふろく２は、「NPO法人みらい」実施の多文化子育てサークルで配布した資料を一部修正したものです。
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２.病 院
びょういん

での会話
か い わ

を練 習
れんしゅう

しましょう 
Byouin deno kaiwa o renshuu shimashou

看護師
か ん ご し

：どうされましたか?（Dou sare mashitaka?）

あなた：                 

看護師
か ん ご し

：保険証
ほけんしょう

/こども医療費
いりょうひ

受 給 者 証
じゅきゅうしゃしょう

はありますか? 
     （Hokenshou/Kodomo iryouhi jukyuusha shou wa arimasuka?） 

あなた：あります /ありません（Arimasu/Arimasen）

看護師
か ん ご し

： では、まず熱
ねつ

をはかりましょう。（Dewa, mazu netsu o hakarimashou.）

     ほかに 症 状
しょうじょう

はありますか。（Hoka ni shoujou wa arimasuka.）

あなた：                 

看護師
か ん ご し

：いつからですか?（Itsukara desuka?）

あなた：     日
にち

前
まえ

からです。（    nichi mae kara desu.）

看護師
か ん ご し

：お 薬
くすり

は飲
の

みましたか？（Okusuri wa nomimashitaka?）

あなた：飲
の

みました/飲
の

んでいません（Nomimashita/Nonde imasen.）

看護師
か ん ご し

：どんな 薬
くすり

ですか？（Donna kusuri desuka?）

あなた：                            

看護師
か ん ご し

：わかりました。それでは、少
すこ

しお待
ま

ち下
くだ

さい。 

順 番
じゅんばん

がきましたら、名前
な ま え

をお呼
よ

びします。 

（Wakarimashita. Soredewa, sukoshi omachikudasai. Jumban ga kimashitara ,namae o oyobi shimasu.）

（kangoshi）

（kangoshi）

（kangoshi）

（kangoshi）

（kangoshi）

（anata）

（anata）

（anata）

（anata）

（anata）

（anata）

（kangoshi）

●熱
ねつ

があります。 
(Netsu ga arimasu.) 

●お腹
なか

が痛
いた

いです。 
(Onaka ga itai desu.) 

●気持
き も

ちが悪
わる

いです。 
(Kimochi ga warui desu.) 

●下痢
げ り

をしています。 
(Geri o shiteimasu.) 

●のどが痛
いた

いです。 
(Nodo ga itai desu.)

説明
せつめい

が 難
むずか

しいときは、飲
の

んで

いる 薬
くすり

を持
も

っていきましょう。

（Setsumei ga muzukashii toki wa , 
nondeiru kusuri o motte ikimashou.）

（kangoshi）
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３.病気
びょうき

のときによくつかう表 現
ひょうげん

Byouki no tokini yoku tsukau hyougen 

【受付
うけつけ

で】（Uketsuke de）

・どうされましたか？（Dou sare mashitaka?）

 ・診察券
しんさつけん

（shinsatsuken）

 ・保険証
ほけんしょう

/子
こ

ども医療費
いりょうひ

受 給 者 証
じゅきゅうしゃしょう

（hokenshou/kodomo iryouhi jukyuusha shou）

 ・問診票
もんしんひょう

（monshinhyou）

 ・体温計
たいおんけい

（taionkei）

【医師
い し

の診察
しんさつ

で】（Ishi no shinsatsu de）

・大
おお

きく息
いき

を吸
す

ってください。（Ookiku iki o sutte kudasai.）

・胸
むね

の音
おと

を聞
き

かせてください。（もしもしさせてね） 

（Muneno oto o kikasete kudasai.（Moshimoshi sasetene.）） 

・口
くち

を開
あ

けてください。（あーんしてね） 

（Kuchi o akete kudasai.（Aan shitene.）） 

・どんな痛
いた

みですか?（Donna itami desuka?）

・子
こ

どもさんの機嫌
き げ ん

はよいですか? 

（Kodomo sanno kigen wa yoi desuka?）

・何
なに

かアレルギーはありますか?（Nanika allergy wa arimasuka?）

・様子
よ う す

をみましょう。（Yousu o mimashou.）

・お大事
だ い じ

にしてください。（Odaijini shite kudasai.）

【薬 局
やっきょく

で】（Yakkyoku de）

・処方箋
しょほうせん

（shohousen）

・食後
しょくご

 / 食 間
しょっかん

（shokugo/shokkan）
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参加者
さんかしゃ

登録
とうろく

シート 

Sankasha touroku sheet 

 記
き

入日
にゅうび

   年
ねん

   月
がつ

   日
にち

Kinyuubi       nen      gatsu    nichi  

子
こ

どもの名前
な ま え

Kodomo no namae

①             生
う

まれた日（   年
ねん

  月
がつ

  日
にち

）

Umareta hi（      nen   gatsu   nichi）

②               生
う

まれた日（   年
ねん

  月
がつ

  日
にち

）

Umareta hi（       nen   gatsu   nichi）

③               生
う

まれた日（   年
ねん

  月
がつ

  日
にち

）

Umareta hi（       nen   gatsu   nichi）

保護者
ほ ご し ゃ

の名前
な ま え

Hogosha no namae

①            続柄
ぞくがら

（ママ・パパ・祖父母
そ ふ ぼ

・しんせき・その他
た

）

Zokugara （mama・papa・sohubo・shinseki・sonota）

②            続柄
ぞくがら

（ママ・パパ・祖父母
そ ふ ぼ

・しんせき・その他
た

）

Zokugara （mama・papa・sohubo・shinseki・sonota）

住所
じゅうしょ

Juusho

☎電話番号
でんわばんごう

Denwa bangou
✉メールアドレス 

Mail address

★子育
こ そ だ

てサークルの情報
じょうほう

を、このメールアドレスに送って
おく    

いいですか？ 

Kosodate circle no jouhou o kono mail address ni okutte iidesuka?
（ はい ・ いいえ ）

Hai ・  Iie 

★子
こ

どもやあなたの写真
しゃしん

をホームページやチラシにのせて

いいですか？

Kodomo ya anata no shashin o home page ya chirashi ni nosete iidesuka?

（ はい ・ いいえ ）

Hai ・  Iie

① あなたの国籍
こくせき

を教えて
おし    

ください。

Anata no kokuseki o oshiete kudasai.   （              ）

② あなたがよく分かる
わ   

ことばは何
なん

ですか？

Anata ga yoku wakaru kotoba wa nandesuka?（             ）

③ あなたは、日本語
に ほ ん ご

が分かります
わ     

か？（印
しるし

をつけてください。）     

Anata wa nihongo ga wakarimasuka? (shirushi o tsukete kudasai). 
□ よく分かる

わ   

(Yoku wakaru.)  □ 日 常
にちじょう

会話
かいわ

ができる(Nichijou kaiwa ga dekiru.) 

□ 簡単
かんたん

な挨拶
あいさつ

ができる(Kantan na aisatsu ga dekiru.) □ 全然
ぜんぜん

分
わ

からない(Zenzen wakaranai.)

④ 子
こ

どもはどの国
くに

で生
う

まれましたか？

Kodomo wa dono kuni de umaremashitaka ? （              ）

ふろく３
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子
こ

どもの成 長
せいちょう

に関
かん

する日本語
に ほ ん ご

Kodomo no seichou ni kansuru nihongo 

ふろく４

（anyo）

（jump）
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ふろく５

※
あ
く
ま
で
も
平
成
2
8
年
1
0
月
時
点
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
す
。
予
防
接
種
の
種
類
や
時
期
は
、
法
律
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
都
度
御
確
認
く
だ
さ
い
。

92
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絵
え

を見
み

て親子
おや こ

で会話
かい わ

してみよう 

E o mite oyako de kaiwa shite miyou

ふろく６
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保育
ほいく

園
えん

・幼稚園
ようちえん

で使
つか

う日本語 
Hoikuen・Youchien de tsukau nihongo

１.園
えん

での会話
かいわ

（En deno kaiwa） 

先生
せんせい

：○○ちゃんは 元気
げんき

ですか？（○○chan wa genki desuka?）

親
おや

：①元気
げ ん き

です。（Genki desu.）

②鼻 水
はなみず

が出
で

ています。咳
せき

も出
で

ます。風邪
か ぜ

かな。

（Hanamizu ga deteimasu. Seki mo demasu. Kaze kana.）

③お腹
なか

の調子
ちょうし

が悪
わる

いです。（Onaka no choushi ga warui desu.）

④下痢
げ り

です。（Geri desu.）

先 生
せんせい

：熱
ねつ

が 出
で

たら 携帯
けいたい

に 電話
でんわ

していいですか？会社
かいしゃ

がいいですか？

（Netsu ga detara, keitai ni denwa shite iidesuka? Kaisha ga ii desuka?）

親
おや

：○○に お願
ねが

いします。（○○ ni onegai shimasu.）

先 生
せんせい

：○○くんは、いつもしゃべらず、一人
ひとり

でいます。家
いえ

ではどうですか？

（○○kun wa itsumo shaberazu,hitori de imasu. Ie dewa dou desuka?）

親
おや

：○○は家
いえ

では元気
げんき

です。恥
は

ずかしがり屋
や

です。

（○○wa ie dewa genki desu. Hazukashigariya desu.）

先 生
せんせい

：何時
なんじ

にお迎
むか

えに来
き

ますか?（Nanji ni omukae ni kimasuka?）

親
おや

：○時
じ

にお迎
むか

えにいきます。（○ ji ni omukae ni ikimasu.）

先 生
せんせい

：誰
だれ

がお迎
むか

えに来
き

ますか?（Dare ga omukae ni kimasuka?）

親：○がお迎

むか

えにいきます。（○ ga omukae ni ikimasu.）

ふろく７
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２.園
えん

の持
も

ち物
もの

（En no mochimono） 

kami omutsu oshiri fuki 

fukuro

uwagutsu futon

nafuda tsuuen bag

ふくろ

kutsushita

パンツ

taoru
タオル

smock
スモック

pants

taoru

kami omutsu

fukuro

oshiri fuki


