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保育者 と親 との 関係づ く りに 関す る研究
一

その 2　民間研 究 団 体の 機 関誌 の 分 析 か ら
一

O 脇 　　信 明 （別 府溝 部 学 園 短 期 大 学 ）

　黒川 　久美 （鹿児島大 学非常勤講 師 ）

　菱谷 　信 子 （精華 女子 短期大学）

L研 究 の 目 的
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　 昨 今、気 に な る 子 ど も や 荒 れ る 子 ど もが 保 育 現 場

で 問題 視 され て い る。そ れ と同 時 に 子 育 て に 対す る

親 の 意識も変化 と同 時 に 多 様 さを極 め、相 互 理 解 を

得 る こ とが難 しい とい う保 育 者 か らの 声 も聞 か れ は

じ め て い る。先 の 児童 福祉法 の 改正 に よ り、保 育者

の 職 務 の 一
つ と して f親 の 指 導 」 が 法 制 化 され た。

こ れ ま で は 「助言 者 」 で あ っ た 立 場 か ら、一
気 に 転

換 を遂 げそ の 責務 も大きくな っ た。ま た、保 育所 で

は 「苦 情」 処 理 シ ス テ ム の 導入 な ど、保育者 と親 と

の 関 係が サー
ビ ス の 提 供 者 と利 用 者 との 構図へと変

質 させ られ る懸 念が あ り、他 方 で は 子 育 て 支 援 事 業

の 拡大 に よ り、積極 的 な親 支 援の 必 要 に 迫 られ て お

り、そ の 関係性 に は 齟 齬 が 生 じて お り、あ らた め て

両 者の 関係づ く りに つ い て 検討す る必 要性 が あ る。

　 そ こ で 、前回 に 発 表 した 、『保育者 と親 と の 関係

づ く りに 関 す る研究
一

そ の 1 国の 施策 と保 育学会

に お け る研 究 の 動 向 か ら
一
』の

一
連 の 研 究 と し て 、

今 回 は 保 育関 連 の 民 間研 究 団 体 の 機 関 誌 に お い て 、

ど の よ うな保育者 と親 との 関係 性 が 述 べ られ て お り、

ま た保 育実践が 行 われ て きた の か 、そ の 歴 史 的 動 向

を 探 る こ とを本 研究の 目的とす るe

　　　　　　　　 2研 究の 方 法

　 民 間研 究団 体の 機関誌 よ り、全 国保 育問 題 研 究 協

議会 の 『季 刊 保 育問 題 研 究』（以 下 、季保 と表 記 す

る ） か ら親 との 関係性が 見 られ る 実 践 報告 を 70 年

代 後 半か ら拾い 上 げた。また全国社会福祉協議会 の

『保 育 の 友 』 （以 下、保 友 と表記す る ） か ら は親 と

の 関係づ く りの 特集 記事 を ひ ろい 、こ の 2 つ の 機 関

誌 を も と に 検討 を試 み た。ま た、全 障 研 お よ び 全 生

研 『生 活 指導』 も動 向 を 探 る 参考 と した。

　　　　　　　　 3．結果 と考察

1）70年 代後 半　一親 枇 判 的 か ら歩み 寄 る姿勢 ヘ ー

　親 の 就労時 間の 長時 間化 に と もな い 、延 長 保 育 の

要 求 が 親か ら 出 て く る。同 時 に 仕 事 の 忙 しさか ら く

る 生 活 態度 の 乱 れ （朝 食 抜 きや遅 寝等〉が 目 に つ く

よ うに なっ た。こ れ は 子 ど もに も影 響が 表 れ 、そ の

原 因 で ある親 に 対 して 保育者 は説 教 を す る な ど、批

判 的 な 対応 を して い る。し か し
一方 で は 、子 ど も の

大 元 　千 種 （筑 紫 女 学 園 大学）

田中 　 洋 （大 分大 学〉

生 活 保 障の た め に 親 の 不 十 分 な子 育 て の 認識 を、説

教 的 ・批 判 的 に 伝 え る の で は な く、一緒 に 改 善策 を

考 え て い こ う と い う、親 に 歩み 寄る保 育者の 関 わ り

　（季保 63 号）も提 起 され て い る 。

2＞80年代　
一

親教育 か ら理解 しあう共感関係 へ 一

　 核 家族 化 の 進行や親 の 教育力低 下 などが社会的問

題 と して 取 り上 げ られ て お り、長時間 労働等、就労

状況 の 悪 化 に 伴 い 、よ り親 の 生 活 の 崩 れ は深 刻 化 し、

と りわ け若 い 親 の 養育態 度 に 対 す る 価値観 の 違 い が

保育者 の 大 きな 課 題 と なる。季保 71 号 で は、子 ど

もの 生 活実態 調査 か ら、子 ど もの 生 活 内 容 の 改 善 を

親 に要 望 し、懇談会や学習会を通 し て 鼬 意識変化

を 求 め て い る。同 76 号 で は 子 ど もの 生 活 を変 え る

こ と で 、子 ど もの 生 活 を親 が守 る 意 義 を保 育 者 が 教

え る とい っ た、積極的 な一 一「

教査）＿の 実践 報 告 が 出 され て い る。同 時期に 全障研

にお い て も親 との 関 わ りを画鑓 査 ・
画齷 豊と い

う言 葉 を 使 用 し て お り、系 統 的 な 親 教 育 をす る こ と

で 家庭 で の 発 達保 障 を 促 す と い う取組 み が な され て

い る。他 方 で 、厳 し い 親 の 就 労 状 況 を理 解 し、保 育

者 が 仕 事 の 支 え に な る よ うな保育を す る とい う、墨

雌 去感 す る姿 勢 （季 保 83 号 ） や 、運 動 会や

保護会活動 な どを通 して 親 同 士 が 結 び っ き、保 育者

と
一
緒 に 子 育て を学ぶ こ とを 通 し て、親 も

一
緒に 査

一 L （季保 104 号 ） が 提 起 され て い

る。ク ラ ス 便 りや お 便 り帳 な どを利用 し て 互 い の 家

庭 の 様 子 や 仕 事の 様 子 を知 りあ うな ど情報 の 交 流を

通 して ew ．1．−iigi．ii．asStEl1づ く りや 、子 ど もの こ と に

っ い て、親 と保育者が一
歩 も引か ず論議 し合 え る 関

係 を 互 い に 認 め あ い な が ら信輜 へ と発 展 して い

る報 告 （季 保 116 号） もあ る。

　 こ の よ うに 80 年 代は 、「親 を変 え る亅 と い っ た 保

育者側か らの 積極的介入 が 見 られ る。これ は 育児力

の 乏 し い 親 に 対 し て 「教 え る 者」 と 「教え られ る者 」

とい っ た 関係で あ り、親 と し て の 権利や 尊重、お よ

び 主 体性 を考 慮 した 関 係づ く りとは 言 い が た い 。一

方 で 、親の 厳 し い 状態 や 子 育て の 難 し さに 理 解 を示

し な が ら、子 育 て や 子 ど もの 成 長 に つ い て 親 も保 育

者 も話 し合い 、同 じ 子 育 て に 携 わ る者 と して の 並列
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的 な 共 感 関係 を切 り結 ぶ 様 子 も伺 え た。そ れ が 発 展

す る よ うに 「育ち合 う」 「理 解 し あ う」 「信頼 し あう」

と子 ど もの 育 ちを 媒介 と しな が ら
“

親 と共 に 手 を つ

な い ℃
”

とい う関係 に 変 化 を遂 げ て い る と考 え られ

る。

3） 90 年代 以 降　
一

子 育 て の共有関係 （共育て ）、

　　　　 とパートナーシ ッ プ、そ して 今 日 的課題
「‘

157 シ ョ ソ ク に代 表 され る よ うに IF少 子 化 」 が

進 行 し、
「
地 域 の 子 ども の 減 少 に よ る 「親 の 孤 立化 」

と 「育児 不 安」 を 引 き 起 こ す な ど 子 育 て が 社 会 問 題

と政 治 問題 し て 大 き く取 り 上 げ られ た 。ま た い わ ゆ

1
る 「新 人類 」 世 代 が親 と な り、親 の 様 変 わ りが よ り

顕著 に な る。保友
‘
95− ll 号 で は 特集 と して 「非

常識 な親」 を 取 り上げ、今の 親の 子 育て の カ と生 活

力 の 低 さ、そ して 他 の 親との 関係 づ く りの 下 手 さを

課 題 と し て 取 り上 げな が ら も、親理 解 の
一

つ の 見方

と して 「よ い 母 」 の イ．メージ に 捕 われ 、親 自身の カ

との ギ ャ ッ プ に悩 み を持 っ て い る とい う見 方 を示 し

て お り、保 育者が 受雌 こ との 大 切 さを述 べ て

い る。季保・160 号で も、紙お むつ ・コ ン ビ ニ 弁 当 な

どで も、そ うせ ざ る を得 な U ・w a

姿蟄 が 、親 の 安 心 感 と保 育者 へ の
t
　　

言

　　 、

に つ な が る と して い る 。 ま た、同 124 号 に お い て 、

　「蓋 童エ 」 と い う関係 が 出て く る。これ は 、子 育て

を親 と共有 し あ い 、相談 しあ う関係 とい う意味で あ

る。保 友
‘
97− 8 号 に お い て も、同 様 に 「筮 の

す す め 」 と し て 共 に 育 て て い く感 覚 が 親 との 連 携 で

必 要 で あ る と 同 様 に 述 べ られ て い る。
．

子 育 て を、親

と保 育者 が 共有 し あい 、
’
お 互 い の 立 場 や 状況 を 理 解

し つ つ 共 に 信頼 し あ う関係 をっ く る と い う、「王査

て の バ ー
　ナ

ー
　 y の 確 立への 取 り組み で あ る

』
と

も 言 え る。保 友
‘
96 − 10

’
号 に お い て も、こ れ か ら

は 親 の 生 活 と保 育 者 の 生 き方 が 理 念 と し て
一

致 す る

方 向性 を模 索 しつ っ 、「親 と の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン

を 大事 に し なが ら、パ ー
　ナ

ー
シ ・プ と して の 親、

あ る い は子 育て につ い て の li［E［kQSateE」 が 重要 で

あ る と述 べ て い る。
‘
OO 年 前 後 にか け て 、保 育に対

す る 親 の 状 況 や 意 識 の 変 化 に と もな い 、親 と保 育 者

の 関係 に 多 くの 課題 が で て い る。一
つ に 、保 育 サー

ビ ス を利 用 し子 ど も を 「預 け て い る」 とい っ た 権 利

者意識 か ら く る
』

「お 客 さ ん 」 的参 加 や 「自己 本 位 」

的関わ り方 で あ る。季保 185 号 で は 、発表 会 で 自分

の 子 ど もの 出 番 が 終 わ る と帰 る親や 、園 の 保育方針

を受 け 入 れ な い 親 の 姿に 対 し、行 事 を 共 に つ くる 過

程 で 親 が 楽 しみ と変化 し、観 るだ け の 親 か ら共 に 行

動 す る親 へ と変わ っ た。ま た 保 育 に親 も参 加 す る保

育参加 日 を設定 し、子 ど も理 解 を 促すな ど、親が 楽

しみ なが ら主体的に 参加 で き る状 況 をつ く り、壁

こ ・　 　
」
　 　

”
え て い 　 報 告 が あ る。一方 で、

倒 産 や リス トラ な どで 親 が子 ど もに じ っ く り向 か い

合 え ない 状況の 中、保育への 関心 も低 い 親 との 三藍

ユニ 　
ー

シ ョ ン づ 　 　 を ど うす るか （季保 191 号 ）

や、母親集 団 の 派 閥 化、預 け っ ぱな しの 親、生活 問

題 、虐 待 問 題、そ して 保 育者 と親 との 関係 だ け で は

解 決 で き な い 問題 （地 域 の ネ ッ トワ
ー

ク づ く り等 ）

が今後の 課 題 と して 存在す る．

　　　　　 4．ま とめ と今 後 の研 究 の 課 題
』

　 80 年以前は 親 の 生 活力や育児力の 乏 し さを批判

しなが ら も、徐 々 に 親への 歩み 寄 る姿勢が 出 始 め、

80 年 代 に 入 っ て か らは 、子 育 て の 意 義 を伝 え 積 極

的 に 親 を 変 え る
“
親教育

”
が 展 開 され る。し か し、

も う
一

方で は
“
親 理 解

”
や

“
共 感 関係

”
づ く りの 取

組 み が な され、子 育て の 主体者 と して の 親の 変 化 を

信 頼 して の 関 係 づ く り と言 え よ う。90．年 代 に 入 っ

て か らは、親 の 状況 や ニ
ーズ を受け とめ つ つ 、そ こ

か ら の
‘‘
信 頼 関係

”
を も と に 子 ど もを 共 に 育て て い

く
“
共 育 て

”
と い う子 育て の 共 同 関係 や、

‘‘
パ ー

ト

ナ ーシ ッ プ
”

へ と発 展 した
。 保 育者 が 「親 を変 え る 」

と い う意識 か ら、保育者 や 他 の 親 と交わ る こ とを く

ぐ り なが ら 「親 は 変わ る」 とい う意識へ大き くシ フ

ト して い るの で あ る。し か し、近 年 は 親理 解が 難 し

く な り
“

コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン づ く り

”
とそ れ か ら の

信 頼 関係 づ く り が課 題 視 され て い る。大宮 （2003）

は オ
ー

ス トラ リ ア 幼児協会の 倫 理 綱領 を 紹 介す る 中

で、親 は子 育て の 主 体者 で あ り大 切な権利を持っ 対

等 なパ ー
トナ

ー
で あ り、保育者 は 親 と の 違い を 認 め

あ い つ つ 、「い い 親 」 の 固 定観念 を 捨 て 、家 族 の 視

点 か ら考 え る こ とが今 後 の 保 育 者 に 求 め られ る 力 で

あ り親 との 関係 で 重 要 な 視 点 で あ る と述 べ て い る。

従来 と 価値観の 大 き く違 う親 と保 育者の 相互 理 解 が

難 しい 中、互 い に 子 育 て の パ ー
トナ

ー
関係 とな る た

め に は、どの よ うな過 程 を辿 る必 要 が あ るの か 今 後

の 研 究 の 大きな 課 題 で あ る が 、大 宮 の 指 摘 は 今 後 の

関係 性 を研 究 す る 上 で 大 き な参考 と な る で あ ろ う。

今 回の 研 究 で 歴 史 的 な 動 向 をみ る こ とが で き た 。 今

後 は 「共育て 」 や 「パ ートナーシ ッ プ 」 な ど保育者

と親関係 を め ぐる 最近 の キ
ー

ワ
ー

ドに つ い て 、そ の

内実が
一

層 明 らか に な る よ う実践現 揚 や 親 た ち へ の

ア ン ケートや イ ン タ ビ L 一調 査 を 通 して 、実 証 的 に

研 究 し て い き た い 。
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