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自主 シ ン ポ ジウム 2

子育て の
’
「支援 と連携」 をめ ぐっ て

企 画 者 ・司会 ・指定 討 論者

　　　話題提供者

　 【企 画の 趣旨】

　　近年、子育て に おけ る支援と連携 が声高に 唱 え られ、

保育の 現場 に お い て も さま ざまな取 り組み が行われ て い

る。しか し、どの よ うな 「連携」 や 「支援亅 がなされる

ぺ き か をめ ぐっ て は 議論の な され る とこ ろ で あ る。そ の

よ うな 現状 をみ ると き、「連携1 や 「支援」 と い っ た 概念

の なか み を今日的な視点に 立 っ て 整理 し、捉え直して み

る必 要 に 迫 られて い るの で はなか ろ うか。そ こ で 本 シ ン

ポジコ，一ム で は、保育を研 究する発達心理 学者、子 ども

と親の 抱 える問題に 身 近 な小 児科 医、子育て 支援 に たず

さわ る カ ウ ン セ ラ
ー、保育実践 の 場 に い る 幼稚 園教 師 と

い っ た、そ れ ぞれ異 なる 立 場か らみ た子 育て の 「連携」

や 「支援 」 に 関す る話 題 を提供 して も らい 、保育に お け

る連携や 支援 の意味 を もう一度 問 い 直そ う とする もの で

あ る。

　 　 　 子 ど もと親 の 成 長 を支 える 「運 携 と支援」

　　　　　　 高濱裕子 （椙山女学園大 学）

　 子 ど ｛5の鑼 の姻 を遺 究ずる こ まぽ 攤 夢
F’
か g 幼

稚園教諭 と して、保育所
・
幼稚園 と小 学校 との 連絡会 に

出席 したこ とが ある。小学校側は、新入生が学校生活に

適応 す る に は い かな る能 力 が必 要 か、それ を育 て る ため

に は どの よ うな活 動 が望 ま しい か を次 々 に 指嫡 した。

一

方、保育所や 幼稚園の 関係者は （学校教育 とは異なる）

保育の 特徴 を十 分 に説明する こ とが で きなか っ た。

　甜ば解 力  要 な存在か 9 子 どもは、親や 保育者を

含 む 大勢 の 大 人 との 関 わ りに よっ て 成長 す る。したが っ

て、立場の 異な る大 人 は協力 し合 うこ とが 求め られ る。

しば しば保育者は、子 ど も の た め を思 っ て 親 に 助言する。

こ の 時、何 らか の 指導が必要 な存 在 と して 親 が 認知 され

て は い ない だ ろ うか。助言を受ける親の 中に は 「自分に

は何かが足 りな い の だ」 「親 と して未熟なの だ」 と落ち込

む 人 も少な くな い だろ う。

　潔の 錫 甫か ら擢 えた燬 と な 9　ある研 究 プロ ジ ェ ク

トに 関わ り、母親の 話 を繰 り返 し聞 い た こ とが ある。 唯

一
心 が けたの は、評価的な助言 を控え る こ とであっ た。

　こ の 研究 を通 して、母 親た ちの 考え や悩み に 初め て 気

づ い た とい っ て も過 言 で は な い 。子育て に 関す る悩 み や

岩 田純一 （京都教 育大 学）

高濱裕子 （椙山女学園大学）．

寺崎敦子 （小児科医）

村 田喬子 （京都市教育相談総合セ ン ター）

鍋島惠美 （京都教育大 学付属幼稚園）

　問題 を相談 した い と こ ろ と し て、親は保育所や 幼稚園

を選ぶ 。 で は、親は必要な時に 必要な援助を選ぷ こ とが

で きてい るの だろ うか。

渠龍 が 1遵 勢 と支援 ノ κ 契 た ナ衡翻とば 9　一
方、保

育者は 相手 が求め る 援助を、求め られ るよ うな形 で 提供

して い るの で あ ろ うか 。
い くつ か の 観点に 沿っ て 見直 し

て み たい く例 ：大人 と子 ど もの 関係モ デル を示 す、発達

に 応 じた遊びを援助する など）。乳幼児期に 何 を育てた い

の か を、私 た ちは
一

般論で は な く、ひ と りひ とり具 体的

に 親 ［；説明 で きる だけの 力量 を もつ こ とが求め られ て い

る の で はな か ろうか。

　　　　　 保育者を支え る 「連携 と支 援j

　　 村 田喬子 ，（京都市 子育 て 支援総合 セ ン ター
）

　 ラ
zど 6 や理 の肇力嫐 えκ ぐ‘1

　 「母 親 は変わ っ た か
一

若 い 世代 の お母 さん
一

亅 とい う

調 査 レ ポートに よる と、4 フ ％の 母親が あま り子 ども を

好きで はない と答え、自分をあまり母 性的で な い とい う

人 が 44 ％ に 達 して い る 。 育児 不 安の強 い母 親は、家事

や育児に 負担感が強 く、自分の 時間や友人と過 ごす時間

を多 く欲 しがっ て い る。「子 どもだ け を生 きが い と した生

き方 」 に 共感 で きな い 人 も多 くな り、子 ども を もつ ヒと

を 「人生 の リス ク」と考え る人 さえ 出て きて い る。一方、

ア ス ペ ル ガー
症候群、自閉症、ADHD な ど診断 を要す

る症状を抱 えた子 ど もが 増え、こ れまで の 経験では 対応

で きな い よ うな言動に 驚きや戸 惑 い が広が っ て い る。

　 ヂ ど 6の 淳 ちを支 乏 る鱸 み を広 ゲ る

　保育者は 日常的に 3〜5歳の 子 ど もと接 して い る。3

歳児 との比 較 で 自然に 「もう 5 歳 だか ら亅 とい う捉 え方

が強 くなっ て い く傾向が あ る。 しか し 「まだ 5歳」 とい

う捉え方の 両方を意識する こ とで、保育に ゆ と りが生ま

れ る。
「就学 まで に 」 とい う線 引 き を しない で、運続 した

成長 の プロ セ ス と して 捉え る と発達課題 が ク リア に なっ

て くる。

　潔 の 子首 τ齧の 多縱 を蠏 ずる

　時代の 急速な変化の 中で 、若い 母 親の 意識 とラ イ フ ス

タイル が 変化 して い る。育児情報 過 多 に 翻 弄 され、神 経
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　　 、

ひ
 

’、

質 なほ ど嘩 干渉な 母病 モ育て 嘩 め ili自鹸 が弊
く狭め ぢれ ・ ラ朴 ヒ「担 ン 碑 えや碑 親 ．保育1
者が子 どもの 側 か らの 婁求や、

幽
望ま じい母 親像 を求 める

と、親とは対 立関係 に な り伝わ りに くい こ とに なるざ

　 架酵 を支鐸 ずる運嚇 の あ ダ方　　　　　・：
．
、

　子 ど もや 親 へ め対応 は、・園内研修 だけで はよ 1り良 い 方

策がみ つ か りに くい 現状で ある。大学の 研究者、保健所

や 児童福祉 セ ン ター
の 職 員、小 児科 医、：カ ウ ン セ ラ

ー
な

どと連携 し、子 どもや 親の 言動の 意味を共有 し話 し合 う

”
こ とが 必要で ある。 こ の tとが 日々 の 保育実践 に 充実感

と達成感を生み 出 し、
’
窺へ の支援の 原動 力に な っ て い ぐ

の で は ない だろ うカ、。．．
　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　 ら

　　
・』
　

．
育 児支援 と小 児科医 の 関わ り方

　　　　　　　 寺崎敦子 （小児科 医）
　 t’
　小児科 を開業 して 約十年 が経過 ずる が、母親 と子 ども
　　　　　　　　　　　　　　 る
の 関係、母親の 育児 に 対する考え 方は大 き く変 わ っ て き

たように 思 う。「≠育 て 」 とぽ、ま ず子 ど も を保護 して 育

て
’
る こ とで あ り、次 に い ず れ親 か ら離れ； 人 立 ち して 社

会生 活 を行 うた め に 必 要な知識や 技能 を身に つ け させ る

三とで ある e この 「字育て 」 が以前は生活の
一
部 と して

ど く自然に 行われ て きたの だ が、科学的なこ と
t
効率的

な こ と が最優先 され る 現代 社会に お い て は、「子 育て 」 は

す ぐに は結 果 の 出 な い 、非効率的で シ ン ドイ もの と して

受けとめ られて い る よ うな感さえあ る 。

　　「子 育て」 を複雑なもの、シ ン ドイ もの に 変えて しま

っ た要因 は い くつ かあ るだ ろ うが、その
一

つ に
“
情報過

多
”

が あ り、そ の 多す ぎ る情 報 の 中 で どれ が必要 で、ど

れ が必 要 で な い の か t ある い は 間違 っ た情報な の か を適

切 に 教 えて くれ る良 きア ドバ イ ザーが少な い とい うこ と

があげ られ る。 その た め に、得 られ た情報がそ の ま ま育

児不安 へ とつ なが っ て しま うの で あ る。核家族化 が進み、

身近な相談相手がな くな っ た今 こ そ、小 児科医 は育児 不
’

不 安を抱え た親の ア ドバ イザ 」 と して、
1
母親が 「子育て 」

に 対す る自信 と喜 び を感 じる こ とがで きる よ う、支援 し

て いがなけれ ばな らな い と考 えて い る。

’

　小児科医 は、子 ど もの 病気 とい うい わば 「ス トレ ス」

をか か え た状況で 初めて母 と子 に 出会 うわ けだが、い く

つ かの 病気を経験 しなが 転 子ど もと共に 親 も育う て い

くとい う場面 に遭 遇 す るこ とば多 い 。例 え ぱく 子 どもが

ち ょ っ と鼻水をた らすた び ご とに 受診 して い た母親 が、

い つ の 間 にか 「診 て もら うべ きと きに 診て もらい、あと

．は 家で様子 をみれば よ い」 としS うこ とを体得 し少 しずつ

自信をつ けて い く。今 まで に 出会 っ た何組 か の 親 子の 話

を しな が 蔵 小兜科 医 と し 七よ り よい 育児支援の 方 法を

・
’さ鮮 い きダ

’

辱 て1駆 、＼ 苔 ・．1

　　　　−1．育¢，遊 びのなが rごある 「連携 と支援 」

　　　
’．’

鍋 島恵 美 （京都教 育大 学付 属幼 稚園 ）

　今日、保育窖践の 場で 1李、「連華と支奪亅の 当事煮で晦
る保護者と幌育者の 関係が必ずしも羽まく機能 セて い雨
とは い

．
えな い 状況 で あ るe そ こ で 「連携1 ・「支 援」 の 前

提 と して い る 保護者像 に つ い て、そ の 妥 当性 を保育 の 現

場 か ら　  遊びへ の 介入事例を通 じて 検討 し、現実の 問

’

題を明 らかに す る こ と、  保護者 を巻き込 んで い っ た 「あ

る遊び亅 の 検討を通 じて、
’
そ こ で の 保護者と保育者の 新

たな関係の創造 か ら、保 護者 自
’
らが気 づ く育 ちが可 能 で

あ る か ど う か に つ い で 考え て み た い。

　1．な 琶継 髱 か懈 淳の 遊 びた 醸 フ7．ス し τ ぐるの か 7

　 子 ど もの 好きな 遊びの
一つ に 「ピ ー自ぬ こ づこ 」 が あ

るe

’
テ レ ビや ビデ オ で観 た好きな ヒ

ーロ ー
に な っ て 闘う

遊 びで あ る。ヒ
ー

ロ ーと追従者や敵の 役 割が、現実の 仲

間 関係 を反 映するこ とが多 い 。後者の 立場に な る子 とも

の 母親は、遊 び とい う認識を もて ない 程 に 不 安定 な 心理

状態に な り、や が て 逆転するで あろ う子 ど もの 関係が待

て ない 程 に そ の 焦燥感 を募らせ て い く。そ こ に、
「
子 ど も

の 行為を子 育て の 是 非と結 びつ げた り、子ど もと一
体化

して い く母親像がみ えて くる。彼女た ちは、立場 を超え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

て 保育に介入する ほ どに 育児 に 不 安を抱い て い るの で ば

な か ろ うか。

　2 ，こ の 舜 寒の 深瀦 と1 子 ど 6 をど う深淳 し τ ‘、ぐの

　 　 か ρ

　 言葉を超えた保育者 との 情動
・
感情面で つ なが る体験

が必要 で ある と考 える。保護者を遊びとい う場に巻き込

む こ とで 、我 が子 の み に 焦点化 され た 視 点 を、
1
子 ど もた

　　 ト
ち とお とな が共同 で 織 りなす保 育 の 場 に 広げ て い く必 要

性を感 じて い る。保育の 遊びの なか で も 「うそ ・
ほ ん と ？」

と、子どもが推理 ；想像を働かせ 真実を追究するよ う
’
な

ご っ こ 遊びに その 体験が で きる可 能性がある と考え る6
．

　3．　厂ラぞ ・1ま1ん と ？ノ 遊 びが な齢 効 か ？

　 子 ど も が 「うそ
・
ほ ん と

’
？」 と推理

・
想像す る姿 をみ

なが ら、保 育者 が嘘っ こ を嘘 と して 貫 き通 す。保護者は 、

現実に は ありえない 出来事なの に 我が子 が真剣に悩み、

その姿 をおか しい けれどもい とお じい ど感 じ、そ の 思い

を壊すま い と嘘を嘘 と して 突 き通 す こ とに な る。こ の 種

の 遊 びに は、保護者 と保育者と が 秘 密 を共有する と い う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
共犯者的 な感情 の 交 流が芽 生 え、立場 を

’
超 えで お とな 同

士 と して 繋が る可能性が ある 。 そ の こ とはく 保育者 と保

護者が共同 で 保育す る新 たな関係 の 創造で あ り、双 方 が

育ち合 う場 ともな ろう。　　　　　　　 ’　　　
．
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