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は じめ に

　18世紀 は ル ソ
ー・
（・ ean 　Jaccgues匡。 usse 拙 1712．・了79）

ペ ス タ w ッ チ
ー（JDbann 晦 蜘 妊 蔚 狛 st 掘 oz 頒 1746…

IS2
ト
r）．フ レ ーベ ル （ 

ダ重∈｝Ofic 蝕　鏨ね
一
‘）bl｝廴　乏782〜1冓52）とい

・
っ た 巨匠 が き ら星 の よ うに 暉 き、教 為 界 の 全盛時代 で

あ っ た 。そ れ ま で の
【
子 ど も襯

胃
は 見直 さ れ、無能な

存在か ら有能な ，、在 へ と 三攤 度転換 した の で あ る 。
．そ の

能力 は 潜在能力 （表 に 現 れ ず 、内 部 に 』．迂 た ratく存 在

す る 能力）と か、本能 （生 ま れ つ き も っ て い る 能 力 ）と い

っ た言葉 で 表號 さ fgtる こ と が あ る が 、、モ ン テ ッ ソ
・・》

（置ar 更包　閤on 亀esso 『 訌　1瀦？ 卵｝馨52）は 、畜首 に
闇
傾 向

”
と言

う言葉 を しば しば 使 っ て い ・） 傾 向 と 1：Ln 人聞 と し て

の 傾 き の こ とで あ り、入間の 性質や 状襟 が
一

定 の 方 向

に 傾 くこ とで あ る e こ の 傾 き は 入閥 と し て の 特鐡 で あ

り、
．
万 入 が も って い る もの で あ る 、，こ れ を モ ン テ ッ ソ

ー
り は

tt

人 間の 傾向牲
隔

と呼 ん だ。こ の 恒向性 の 内容

とは どの よ うな も の で あ る の か 検討 ｛一試み 宀。

⊥．撥 同1塗 と は

　傾向性 と は、人両が 生 ま 親 な が ら 1こ し て も っ て い る

人間 と して の 頬 き で 、どの 鏡 族 に も共通 して い る もの

で あ る。入問 は 国CLよ ・
っ て 言譖、習 偵 　　教 な ど異 な

っ た 文化 を も つ て い る 。そ う し た 鞭 吏、文化 の 盞 い の

中に あ っ て も、入間 と し て 全 て の 入 々 の 「滴 こ共 通 の 特

簿 を 見 い だ す こ とが で き る。そ の 特磯 は 自然酌 な方 向

へ の 傾 きで あ 諭ttモ ン テ ッ ソ ーワ は こ れ を 「人 間 の 1貞

向性 」 と 呼 ん だ、t こ の 傾 向巒 孟 人間の 爿 体
．
面、心 理、

面 に 応 え る もの で あ む、こ の 傾 向 恢 が原始 の 入甸を今

日 の 人 閭に ま で ミ享い た 覗）で あ る。

2．適応 の 傾 向性 と探求 の 傾 广 i生

　誕生 して きた 子 ど もに 、ま ず 必 要 と な る傾 冂性 1よ 、

適応 の 傾向牲 と探求 の 傾 向 牲 で あ る。入 闘 の 子 ど もに

は、生 ま れ な が ら に して 備 わ っ て い る 幢 と して の 画定

さ れ た射動 とい うもの は な い 。 そ の た め 吸収す る積 神

の カ を か りて ．自分 の 生 ま れ た 環 境 に 満 応 し。掴 人 的

な 作 某 1こ よ っ て 人格 を 形成 し て い か な け れ 1
剥 　らな い

の で あ る 、、 こ の 傾向性 は 生 ま れ る以前 の 胎児 の 時か り

始 ま っ て い る と モ ン テ ッ ソ
ー 1ノは い う 。 胎児 は 匹 体 と

い う環 境 の 中で 勤 い た り、聞い it　o’しな が ら活 蛎 を 始

め る c，しか し、誕 生後 は 羅体 と賦 な っ た 舐 煮 の 中 で 自

分 ec適 応 さ せ な けれ ば な らな い 。そ し て h 仁 まれ て 葡

も な い 時 か ら探 求 心 と い う 岐 向性 を 体 を競 っ て 具 体蜻

｝  ＆す よ う に な る 。 ま だ寝返 の の で き な い 乳 児で も天

井   どを見 る こ とか ら探求 を 始 め、手が 使 え る よ うに

な る と 冫 の 回 むに あ る もの を触 っ た t？、つ か ん だ り し

な が 　th 心 に 観察す る。こ の よ うに 子 ど も は 木知 の 歯

界 耽 対 して 知 りた い ．学 び た い とい う欲 紳 力｛あ り、謂

o て い る以 上 の もの 、見え て い る以 Lの も の へ と 向 か

t」て 行 き．t そ の 衝動 が 夢 求 心 を益 々 珪 盛 に して い く。

そ して 探 竃
．
すれ iよす る 億 ど臻境 を 遭 桟し、そ の 累境 に

適応 ナ る こ と が 可 能に な る、， こ の よ うに 覯察．。探 求 を

潔 り返 す こ 9 こ よ 警、身近 な 葉境 穿憊 謙 し、認 識すれ

iです る ltt．ど よ り
一

贈 環 境 t：適応 す る こ とが で き る の で

あ る。

「子 ど も は 髴 達過 程 の 中で 歩 体 的発 達、知達、言語 な

どを k 得 す る ば か りで な く環 境 に 適応 す る こ と に よ り

白葺 の 存為を築 き．Lげて い く、， 」
1ど も特穐 の 精抻形態

の 戒力 は こ こ て 発 鋳 さ 　 る 。 千 ど も は 左 人 と は 異 な っ

ノび 杉で 環 屍 と の 関 E系を保 っ て い る 、，大 入 は 環 境 に 需 き

を 示 し た り、後 で そ れを思 い 出 した 拳す る こ と も あ る

が、子 ど bは そ れ を 自己 の 中 に 吸 収 す る e 子 ど もの 面

合 貿 見 ん もの を 思 い 出 し は し な い が 、見 た もの が 精棉

の 　
．
部 を形 成 す る 。見 闘 き す る もの が 自身 の 内で 血 窿

と な る の で あ る一1 （創造す る子 ど も p52 ） こ の よ う に

こ の 期 は 子 ど も特有 の 精神形態 を 発起 しな が ら鋭 い 感

愛 性 で も っ て 環境 に 適 応 して い る の で あ る。子 ど も は

生まれ 九ち、所 が ど の よ うな 所 で あ ろ う と も、そ ζを袈

し、適応 して い く。こ れ は 万 国 共通 の 人髓1− ∫え ら れ

た 傾 向 な の で あ る。 し た か っ て 繁 　期 の 傾 冂 牲 は 適臨

と 彡 隶に あ る と い っ て も過 言 で は な い で あ ろ う。

〈 適応性 h 探求盤 の ：辷台 とな る もの 〉

　子 ど もが 擁 境 に 適応 す る た め に は ．子 ど も 自鼻 が 外

界を探検す る こ と が重要 で あ る。そ の た め に は 探検 で

き る よ うな 方 向 づ け が 必 要 で あ り、そ の 方向性 を 導 く

た め に は 環 境 の 中 に
“
秩序

”
が な けれ ば な らな い 。何 が

ど こ に あ る か とい うこ と が 認 識で き て い な けれ ば、そ

の 環培 の 主人 と な れ ず 。安 心 して 探 検す る こ と は 困 難

で あ る。し た が っ て
銘
秩序

”
が 適応 に と v て

一
番 の 土台

と
．
な る の で あ る。

一
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3 ．交 渉 す る傾 向性

　 人聞は
一

人 で は 生 きて 行 く こ と は 出 来 な い 。社 会 の

．．．・
員 と して 共 同体 の 中で 適応 して い か な け れ ば な らな

い 。そ の た め に は 他脅 と意 志 疎遍を は か 甑 ，理 解を潔

め 。 信頼関係を築 い て い く必 要 が あ っ た 。そ の 手段 と

し て 原始 の 人 々 は象 形文字 を編 み 出し、長 い 時を経 て

雷 語 を 発達 させ て き た 。私 た ちは 先入 た ち が作 り ヒげ

て 来 た 言語 を使い 、さ らに 表情 や 動 作 を加昧 して よ り

明確 に 伝達 で き る 方法 を 編 み 出 して き た 。

　乳 児 は 。話 す こ と が 出 来 な い 時期 か ら衷惜 や 叫び に

よ っ て 渕 りの 人 々 と交渉 して い る が 、 成長 す る に つ け

旺盛 な 吸収精抻 に よ っ て 自分 の 国の 言譜 を 身 に つ け る

よ うに な る。そ して 国 の
一一

員 と して 人 び と と意志疎通

を は か る よ うに な る の で あ る。

　 こ の 言語 の 発達 に よ っ て 、出会 っ た 人 々 と は 話 し言

葉 で 。遠 くの 人 々 と は 書き 言葉で も っ て 交渉 す る こ と

が で き る よ う に な っ た 。更 に 、生 き た 証 し と して 形 あ

る もの を 次 の 時代 に 残 した い とい う 自然 な 交渉傾 向か

ら、時間や 空間 を越 え て 、次 の 世 代 へ と 文化 を伝達 し

て きた の で あ る 。原始 の 時 代 か ら今 日 の 文 明 に ま で 発

達 で き た の は、こ の 交渉 す る傾 向 と言語 の 発 達 に 帰 す

る 所 が 非常 に大 き い の で あ る 。

4 ．空 間 ・
時間 の オ ル ガ ナ イ ズ

　 人 聞 の 歴 史を f ど る と、 原始時代 に 種 をまくこ と に

よ り収穫す る こ と を お ぼ え た 。 そ こ で 農耕 が 始 ま り、
媛 族 の定住 が 生 まれた 。そ して 人 々 は 生 き る た め の 空

間を オ ル ガ ナ イ ズ す る 必要が 生 じて きた 。 自然 か ら人

間に 与 え られ た最初 の 形 は 月 、 太陽、地 球 な ど円（球 ）

で あ る よ うに、最 初 の 住家 は 円形 （球形 ） で あ っ た 。
入 間 は 窒 間 に 定着 す る と、空 間を い くつ か に 仕 切る 作

業 を始 め る よ うに な った 。つ まり手や足を使 っ て 長 さ

を 測 定 す る よ うに な っ た の で あ る 。 聖間の 環 境 を コ ン

ト ロ
ー一

ル す る た め の 測 量 方法 は、い か な る 罵族 に お い

て も共通 の 傾 向 で あ り、論理的 ・数学的思考 の 原点 と

も霄 え る・さ ら に、円形 の 家か ら次第 1こ三 角肱 四 角

形な ど多 くの 形 を生み出 し、幾何 を 発 展 さ せ て い っ た 。
こ の よ うに 人 間 は空 問 を オ ル ガ ナ ィ ズ し、コ ン 1・ロ　一一

ル す る傾 向性を持 っ て お り、そ の こ と が 言 語 や 数学 の

分野を も発展 さ せ て い っ た と い え る。

　
．一一一

方 、時 悶 を オ ル ガ ナ イ ズ す る こ と は 非常 に む つ か

し い 。な ぜ な ら空 間 は と ど ま っ て い るが 、時閲 は 常 に

流 れ 、通 りす ぎて い くか らで ある 。入 間 は 2 つ の 大 切

な 時 間 を 持 っ て い る 。 そ れ は 人 生 の 最初 （誕生 ） と、

入生 の 終 わ り （死 ） で あ る e 生 か ら死 に い た る ま で 自

然 界 の 四 季折 々 の 震化 の 巾 で 、さ ま ざ ま な 体 験 に 出会

い な が ら も、｛1三き る た め に 必要 な 仕事、人間関係 な ど

雑多な 用事 を 1 目 の 時間の 中で ti あ る い は週 、月、年

な ど の ス パ ン で 時闘 を オ ル ガ ナ イ ズ し て 来た 。

5．抽象化 と想 像力

　入 間は 心 身一
体 ¢ 存在 で あ 鉱 人 間 の 活 動 は 槲 献

司 ら れ て い る 。そ れ は 歴 史 の 進 化 の 中に 見 る こ とが で

きる。人 間 は生 き る必要 盤 か ら測定 や 比較 を 行 い 、秩

序を形成 し・更 に文字を生み出 し、あ ら ゆ る もの を 抽

象 化 して きた。入 聞 の 精神 は 直接 目 に 見 え な い もの で

も頭 に 思 い 淳 か べ る 想豫 力 が あ り、さ らに 多 くの 事物

か ら
一一つ の 特性 （藪 、形 、 大 き さ、ア ル フ ァ ベ ッ トな ど ）

を 抽 出す る こ と が で き る 。 こ う した能力 は 抽象化 へ と

向 か う精紳 の 坐 ま 馳 つ き の 傾向で あ る と い う。 抽象化

と想 像力 と い う精神の 特性 は、事物 を 認 識 す る以上 に

9tしい もの を創造 V一る こ と を 可自雛 す る の で あ 乱 こ

う した精神作薦 の 土 台 と な る の は
邸
正 確 さ

”
と 職 序

”
で

あ る。tt一の 正 確 と秩序 に 裏 打 ち され た抽象化 と想 像力

は や が て 数学的頭 嚴 を 発達 させ 、 論 理 的思 考 へ と移行

す るの で あ る 。 特 に 保 育場面 に お い て は 環 境 の 中 に ：事

物 が 秩序 だ っ て い る か 。ま た 事 物 を 正 確 に 観察 で き る

か が 重要な 妻素 とな る で あ ろ う。

6 。宗數性 、精神性 へ の 傾向

　マ リオ e モ ン テ ッ ソ ・− i丿は h 人 閥 は 最終的 に は宗教性 i

精抻牲 へ の 傾向を示 す とい う。 こ こ で 言 う宗教性 と は

歴 史的 な 仏 教 あ る い は 串 リス 1・教 と い っ た特定 の 宗教

で は な く・宇 宙 の 中で 見え る もの カ・ ら見 え な い もの へ

と探 し求 め 、体験以外に生 じて くる 出来事 に 対 して 感

受 性 を も っ て 翌 け と め 、何 か に す が りた い とい う気持

ちを抱 くよ う に な 薹．。自分 よ り も．ヒの 存在 を 求 め 、何

か か ら守 られ て い る と い う安 心 感 を 得 よ うと す る c、そ

して 自分 を よ り 向土 さ せ た い とい う気持ち か ら、飼入

を 完成 へ と 向か わ 廿 る もの が 宗教性 で あ る。しか し、

そ の 根底 1こ9S　
M

愛
”
が 必 要

’
で あ る。

7 ．ま と め

　人 間 の 傾向性 は 向土 に 向か う もの で あ り、原 始 か ら

今 日 に い た る ま で 築 き．ヒげて き た 。こ の 傾向性 は 発達

段階の 過 程 に お い て あ る 一．
定 の 時期 に だ け特別強 い カ

が 現 れ、こ れを敏感期 と い う，，教育 の 爆的 が 世 界平和

で あ り・生 命 の 援助 で あ る な らば、言語、宗教 と い っ

t 文化 を 越 え、す べ ．て の チど もに 与 え られて い る傾 向

性 に どれ だ け 応 え られ る か が 問題 と な る で あ ろ う．
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