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《企 画趣旨》　　　　　　　　　　　　（永井理恵子）

　保育者 の 保育の 力 量 は、様 々 な 要 因 に よ っ て構成 さ

れ て お り、そ れ は 養成校で 受け た 教 育 を基 盤 と しな が

ら も、実際に保育職 に就 い て からの 様々 な場面を通 じ

て 形成され る 。 教職 に就い た 後の 研鑽に つ い て は、こ

れまで もそ の 必要 が叫ばれ、各幼稚 園 ・保育所、個別

に、或い は地域 で、また地方自治体主催や、そ の 他 の

各 種 協 会 な どにお け る研 修会な どで 、多様な 取 り組み

が試 み られ て きた。こ の よ うな組織的 ・計画的な現職

教育が お こ なわれ る
一

方で、職腸内に お ける 日常的 な

保育者間 の 職務上 の関係や、多様な 「話 し合い 」 の 展

開 は、保育者 の 力量形成を促進するうえ で 重要 で あ り、

見落 とす こ との で き な い 要 因 で あろ う。こ れらは 取 り

立て て 「研修」 と呼ぶもの で はなく、また 明確な形式

や方法が 決まっ て い る わけで は ない の で 、こ れまで 深

く追究 され る こ とが少ない 課題 で あっ たの で はない か。

　本 シ ン ポ ジ ウム は、こ の 、表面 だっ て 追究され る こ

と の 少ない 、また 各幼稚 園や保育所 単位 で の 問題を内

包 して い る とこ ろの 、園内で の 保育者 の 相 互学 習関係

の 望 ま しい 在 り方の 可 能性 に つ い て 討論 して みた い と

考え企画 した もの で あ る 。

＜＜提言 1》　　　　　　　　　　　　　（石 井叔子 ）

　子 どもが生き生きと過 ご して い る、保育者は保育の

楽 し さを感 じな が ら長 くそ の 幼 稚 園 に勤務 して い る 時、

保育者 とし て も、一
人の 「ひ と」 と して も向上 しよ う

としてい る時である。自らを高めて い く、そ して お互

い に 高め合え る場を、一
保育者 と して、ま た養成校 で

の 経験を通 して、幾つ か具体的に挙げて みたい 。

＊　幼稚園 の 成 り立 ち、教育理 念 と、園 長 の 姿勢 と、

　 経営 の 関係 に 左 右 され る。経営 に大 き く傾 く と、

　 保育者 は 意欲 を削 がれ て しまい 、また保護者 も離

　 れ て 行 く。 幼 稚 園 の 教育理 念、方針 に
一

本の 筋が

　 通っ て い る と、案外 と 厂や る気」 が起きて くる。

＊　園 長は、人 間的 に 尊敬 され る 、しっ か り した リ
ー

　　ダーで あっ て ほ し い。保育者集団は、若年齢 ・小

　 集団で あ る場合が多い の で 、
「園長 の ひ とこ と」 で

　　…とい うこ とが、よ くあ る e
「問答無用 」で は なく、

　　 厂聴 く耳」 を持っ 必要が ある。

＊　人事の 組織化も必 要 で あろ うが、上下関係をその

　　まま実際の 保育の 場に 持ち込む と、特に若 い 保育

　　者は育ちに くい 。そ の昔 は、園長 と保育者だけ し

　　か お らず、ご く稀に主 任 が い る とい う幼稚園が多

　　くを 占め て い た。若い 保育者 は、疑問 ・質問など

　　何で も年長 の 保育者 に ぶ つ け 、 先輩は そ の 園 の 在

　　 り様や保育に 於 け る大切 な事柄 な ど を伝えて い っ

　　た。「指導されて い る」 とい う印象はなくて も、先

　　輩は 素晴ら しい モ デル で あっ た。しか し、子ども

　　 に対 して は、「保育の 場で は皆同 じ」 で あっ た。園

　　長先生 は、園の 教育理 念や 自 らの 教育観 を 時 折、

　　話 され た 。 対外的に は 責任者 とし て の 立場 を明確

　　に され て い た の で、若い保育者は安心 して意欲的

　　 に新 しい 試 み が 出来た。

＊　日 々 の 保育を、何気ない こ と、小 さな こ と、大切

　　な こ とを語 り合 う場 が 常に あ っ た。経験者 だ けで

　　な く、新卒保育者 の 小 さな発 見 も、語 る こ とが 出

　　来た 。 時間 を忘れ て語 り合うこ とが若い 保育者を

　　育て 、一
方の 経験者も新し い 発見を して い っ た。

　　保育は得て して 独善的に な りやす い。理論的 に考

　　え る こ と も必 要 で ある。保育 を 「語 る 」 事 は、見

　　え難 い 保 育を 見 える よ うに す る役 割 も持 っ て い る 。

＊ 保育者
一

人ひ と りが 自立 をするこ と。お互 い の 「違

　　い 」 を認め合 え る、保育以外 の もの に も視野を広

　　げる こ との 出来 る職場作りをする。「仲良 し」と 「何

　　で も皆
一緒」 とは 違 う。子 ど もの 自主性 は、保育

　 者が自主的に 活動で きなければ育たない。まず保

　　育者 が 自由感を持っ て 保育が 出来る日々 で あ っ て

　 　ほ しい。

《提言 2 ： 「開放型集団 と閉鎖型集団」＞＞　 （原 口純子）

　 公 立 幼稚園は 3 年か ら 5 年 で 園長 も保育者 も異動す

るた め、同 じ幼稚園に 勤務 し て い て も、メ ン バ ーの 異

動に よっ て 昨年 とは 異質な保育者集団に な る こ ともあ

る。6 園 を経験 した 中か ら、「保育者集団 と保育に っ い

て の 話 し合い j に つ い て 考 えて み た い と思 う。

　保育の 場 で は大きく分け る と、保育者 の 話が 日常的

に 出 て くる 「開放型 の 集団」 と、保育の 話を滅多に し

な い 「閉鎖型 の 集 団 亅が あ っ た。保育の 話の し易い 「開

放型集団」 で は、保育後 に保育室 の 掃除を し なが ら、

或い は お茶 の 時間 などに、そ の 日の 保育の 話 が 「ほ と

ば しる」 よ うに話 し合われ た 。

一
方の 「閉鎖型集団 j

で は、保育者は単なる 「仲良 し集団亅 で ある 。 教職員
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が 集 っ て も、食べ 物や 買い 物 の 話 に 花は 咲 くが、保育

の 話 は決 し て しない 雰囲気 が あ っ た。

　保育の 場 の 職員集団は 、 園長、主任、ク ラス を持つ

担任保育者、そ め他 の 職員 か ら成 り立 っ て い る。こ れ

らの 成員の それぞれ の 持 つ 個性 と力関係で、そ の園の

保育 の 方 向性 は変 化す る。
’
シ ン ポ ジ ウム の 場で は、上

記の 「開 放型集団」 と 「閉鎖的集団」 の 実際に つ い て

話題提供を試み たい と考える 。

’1

《提言 3 》　　
・
　

「
　　

’
　　　　　

．
（桝田正 子 ）

　保育の 現 場 で は、子 どもたちが 日々 生 き生きと心 豊

か に生 活 し充実 した 教 育環 境が 生み出 され る よ うに 、

保育者が 様 々 な取 り組み と努力 を 重 ね て い る。こ の 保

育の 日常 に どの ような要素 が あれば、保育者 自身が 自

己の 力量形成を実感す る こ とが で きるの だ ろ うか。こ

の 要素なるもの を、シ ン ポジウム を通 して 探っ て みた

い 。討 論の 資料 と し て、勤務す る幼稚園に お け る 2 〜

3 の 取 り組 み を紹介する。

  幼稚園 を紹介す るパ ン フ レ ッ トの 作成 に 際 し て 、

　　園の 保育の 特徴 を表現す る文 言 を、職員全員参加

　　の研修 の 場で検討 した。保育者是認が 自分 の 目指

　　す保育を 自分 の 言 葉で 表現す る こ ととな り、旦弖

　　の 保
d ’t

の 基　　　を　認す る こ とや、嶝

　 一 体験 と なっ た。

  園内で 行 われる様 々 な 話 し合い の 場 （学年会、学

　　年を超えた話 し合 い 、園務分掌 に よ る担 当の 話 し

　　合い 等） を利用 して、保育者同士 の コ ミュ ニ ケー

　　シ ョ ン を密 にす る。そ こ で は、保育者が自らの 保

　　育の 在 り方 や直 面 し て い る保 育 上 の 課 題 等 を、主

　 観も含 め て 率直 に 話せ るよ うに 配慮 す るが、敢 え

　　て そ の 場 で の 問 題 解決 を目的 とは し ない 。話す こ

　　ど ・聴く こ と を通 して、
’
課題に対す る思い を共感

　　した り、保育の 場を共 に 担 う者 と して め協調の 意

　 識 を 自覚す る な ど、保育者集団 と し て の
L
体感を

　 少 し ずっ で も体験 す る こ と

’
で、．実践 に お け る連

　　カミ取 りやすくなる の そはない か と考象弼 ．

  管理職 は、各保育者の持ち味が 保育 の 実践に 有効

　　に 生か されるように配慮する。保育者た ち が保育

　 観や 園 と して （p教 育理倉を 共 有 しつ つ 、そ れ ぞ れ

　　の 持 ち 味 を生 か して 保 育に 当 た る こ とに轟り、各

　 人 の 主体性と意
＾

が 発揮 され、保育の 場 が 、．よ り

　 生き生きと活性化 される こ とが 期待される。

《提 言 4》　　　
’

…　　
’
、　　 ，

』
．（河合光利）

’

　保育者の 望 ま しい 人的環境 の 構築に は、園の 経営形

態、管窪者 の 考 え、
．
保育者集団 の 年 齢や経験年数等が

絡み 合 っ て お り、〒 言で 述 べ るの は難 しい 。そ の な か

「
で 、ここ で は主 と して，「保育者の 成長 を阻む 要因」 「成

長 を助 ける要因 亅 を掲示 し、話題提供とし た い。

＊　成長 を 阻む 要 因・

・
管理 職 の リーダー

シ ッ
・プ

・ ボス 的存在の 保育者の リ
ー

ダ
ー

シ ッ プ

・
年功序 列 型の タテ 社会意識

・特定養成校か らの 採用の 偏

．
り （「派閥」

．
の 形成）

・
退職理 由 の 殆 どが 「人間関係 の 不 和 」 で あ る事実

・負 の 教職員文化 の 形戒 （事務的
・
形式 的な 保育の

　　伝達）　 ・煩雑な仕事

・　 「や りが い 」 の 無さ
．

＊成長を助け る要因

・ 管理 職 の リ
ー

ダ
ー

シ ッ プ

・
保育者 の 個性 の 尊重 ．（アィデ彳ア を生かす）

・　仕事 に対す る 責任 と評価の 明 確化 （や りが い ）

・ 煩雑な仕事 の 単純化、効率化

・ 保育情報 の 透明性 （「情報交換） ．

　　 「熱 意 」 や 「楽 し さ」 の 伝 承 性 ．

　　ほ ん の 些 細 な言葉 か け

　　 「言 い た い こ と」 が 自由に言 える雰囲気

　　個 々 の 課題 の 明確化 （自由に考え課顰を もっ ζと）

　　研修 ・研究会 へ の 自主的な参加

　　趣 味 の 多様 性　 ・十 「飲 み 」 二 ヶ
一

シ ョ ン

《討論の 進行＞＞　　　　　　　　　　　 （豊 田
一

秀）

　今回 の シ ン ポ ジ ウム で は、保育者が育つ ため に は、

職員の 人 間関係 は どの よ うに ある こ とが望ま しい か、

とい う点を主題 と し、何 を以 っ て 保育者が 「育つ 」 と

言 え るの か を、各幼稚園 で 共 通 な要素 と異 なる 要素の

2点に お い て 意識化 ・明確化 してみ た い 。例えば、保

育技術 を磨 くこ とや親g）信輯を得られ φよ うに な る こ

とが、どの よ うな園で も共通に認あられる保育者の 「育

ち」 の 要素で は ない だろうカ  更 に、誰 の 視冬から見

て 「育っ た 」 と判断す るの か とい う点 につ い て も追究

した い。一
方、保育者を育て る こ との で きる 「良い 」

保育者集団の 特徴と して は 、 保育に関して共通 の 理 念

を持 っ て い る集団、個力 が 生か されて い る集団、違い

が許容 され て い る集団、個の 存在が尊重 され て い る集

団等 が考え られ るが、そ の 相違 にっ ．いて も話題提供 を

促 し た い。とは 言 え｛ 保育者の
’・「育ち」 と、保育者集

団 の 人 間関係 の 在 り方 に つ い て は、それぞれ別個 に 捉

え追究する 必要が あ るの で は ない か とも思われ る 。
い

ずれ にせ よ、保 育 とい う・営み に は、保 育者 自身 の 総 て

の 人間性 が現れ る。 保育ゐ専門性と保育者自身の 大間

性 が近 い と ごろに あ るとい う事が、保育 どい う職業 の

難し くもあ り、また面 白 くもあ る と こ ろで ある。
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