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幼児期にお ける 「生きる力」 の 意味 を考え る

〜 事例に見る子 ども間で 育つ 力 　
〜

　　　　 佐 々 木　和

（宮城学院女子大学附属幼稚園）

はじめに

　平成12年度〜13年度の 2 年 間、仙 台市私立 幼稚園運合

会［青葉地区1グル ープ 研修会で は、幼児期 にお けるく 生

き るカの 基礎を培 う保育〉 を どの よ うに とらえ、実践 し

て い っ た らい い の か とい うこ とをテ
ー

マ に研修 した。そ

こ で は 「新 幼 稚 園教 育 要領 の 解 説、1999ぎょ うせ い 出版 」

の 『幼 稚 園教育 と生 きる力 の 基硼 に掲 げ られ て い る 5
つ の ポイ ン トに 即 して 、各教師が具体的な保育の 実践事

例を持 ち 寄 っ た。そ して、それ ぞれ の 保 育環境や 教師の

援助につ い て 考察しなが ら、生きる力の 意味を考えた。

　今回 は その 研 修成 果 を踏ま えて、平成 12年度〜14年度

における発表者 の 保育事例を 2 つ あげ、 「生きる力」 に

つ なが る と考 え られ る子 ど も問 の 育ちや、教師 の 援助 に

つ い て検討する。

事例

　今回提示 する事例は、発表者が担任 した 平成13年度 4

歳児 クラス と平成14年 度 5歳児 ク ラス の もの で 同
一

ク ラ

ス （担任 も持ち上 が り）で ある。

事例 1 ： 噛 分の 思い を伝 え る ・友達の 思い を知る亅

（2001年11月 3年 ・2年 保 育混合 クラ ス 4 歳 児 計30名 ）

　 N 子 とM 子 は3 歳頃か ら
一
緒 に遊んで い た。ある とき

N 子 は 教師に、好意を感 じて い るW 男と手 をつ なぎた い

と言っ て きた。教師の きっ か けで N 子 はW 男を誘 っ た が、

す ぐに断 られ た。こ の 様 子 を見て い たM 子 は N 子 に、N

子 が約 束を して もす ぐ忘れ て しま うと言 っ た。N 子はM

子 に 向か っ て 「約束は 破 ら ない 」 と泣きなが ら訴 え る が 、
M 子 も負 けずに 「こ ない だだっ て 忘れ た じゃ ない 1 と、

N 子 へ 自分の 思 い をぶ つ け た 。
M 子 は さらにN 子 に、今

ま で に も約 束 を守 らな い こ とが あ っ た と言 い続 けた。教

師 は M 子 に、今 は 約 束 を破 らな くな っ た の で、N 子 を許

して あげる よ うに 話 し、N 子 に は、次は W 男 と一
緒に 手

をつ な ご うと指 切 りをす る よ うに提案 を した。N 子 は W

男と指切 りを し、泣きやん で M 子 と列の
一
番 後 ろに並ん

だ。→ ★ ポ イン ト 

〈 考 察 〉

・M 子 は今まで N 子 に約束を破 られ た とい う思い を伝 え

られ ず我 慢 し て い たが 、この き っ か けで 自分の 思 い を伝

える こ とが で きた と思われ る。M 子 の 勇気 と 2 人 の か か

わ りの 深 さに驚か された。

・M 子 がN 子 に今まで言えなか っ た 自分 の 思い を伝 え た

こ とで、N 子 はM 子 が嫌な 思い を し て い た こ とを、身 を

も っ て 知 っ たの で は ない か 。 N 子 は W 男の 前で 、自分 の

い い 所だ けを見せ よ うと し た が、一
番親 しい M 子 に 自分

の 嫌な面 を指摘されて、N 子 は か な り傷 つ い た と思 う。
しか し、そ こ で は じめて N 子 は M 子 が経験 した の と 同 じ

痛 み を感 じる こ とがで きた よ うで あ る。

　（事例 1 にお ける保育環境、教師 の 援助 につ い て ）

・子 ど もた ち同 士 で 言い 合 える雰 囲 気や 、 気持 ちを伝 え

合える仲間関係を築い て い くこ とが、集団 の 育ちを考え

る上 で 大切 だ と思われ る e 相手の 思い を受け入 れる経験

や、自分がされて うれ しか っ た経験、逆 に 自分が され て

嫌 だ っ た経験 等 を、友だち との か か わ りの 中で 感 じ、子

ど もが 自ら考え、悩 み、か か わ り方 を工 夫 して い くこ と

が、生きる力へとつ なが っ て い くと考え られ る。幼稚 園

生活 の 中 で うれ しか っ た こ とや励 ま され て 勇気 が 出た こ

と等、た くさん経験 して い ける ような環境が 教師の 援助

と して 必 要 では な い か と思 われ る。

事例 2 ： 「集団 に受け入 れ られ る うれ しさ」

（2002年 12月 3年 ・2年保育混合ク ラス 5歳児 計28名 ）

　 登 園後H 男 と 【男 が、保 育室 内 に飾 られて い た 輪っ な

ぎを背伸び を して 触っ て い た。それ を見て い たM 男は、

教師 が止 め るの も聞か ずに 輪つ なぎをジ ャ ン プ して こ わ

して しまっ た。その 様子に ク ラス の 子 が 「も う、許 さな

い 亅 と、非難の 声を高 め る。M 男は 、周 りの 友 だち か ら

非難 されれ ば され る ほ ど嫌 な顔 を した り、力で か か っ て

い こ うと した り し て、態度が 悪 くな っ て い っ た．　「そ の

謝 り方 で は、み ん なは許 して くれ な い よ。許 して 欲 しい

の な ら、元 通 りに 直し て、許 して も ら う しか な い ん じゃ

な い か な」 と、教師 が提案 して み る。M 男 は 少 し考 え、
「わか っ た よ。直す よ 」 と言 っ て、す ぐに椅子 とホチ キ

ス を持っ て きて 、切れ た所を直 し始 めた。．M 男 は何度 も

あ き らめず に直す が、収拾 が つ か ない く ら い 輪つ な ぎが

切れ て しまい、と うとうM 男は泣 い て 暴れ 始 め た 。 教師

はM 男に直 し方につ い て具体的に ア ドバ イス を し励ます

と、M 男 もまた 直 し始 めた 。 そ の 様子 を見て い た K 男が

「手伝っ て あげる よ」 とM 男の そ ば に い っ た。R 男はそ

の 場 面で何 も言わ ない 教師の 様子 を うか が っ て い た。教

師が R 男に 向か っ て に っ こ り笑 い うなず くと 、 R 男 は 「僕

も手伝っ て くる」 と言 っ て M 男とK 男の 所 に行き、3人
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で 輪っ なぎを元通 りに した。M 男は ク ラス の み ん なの 前

で 謝っ た が、依然友だ ちか ら非難の 声が あが る。教師は

子 ど もた ち に、M 男 が 自分で 全 部元 通 りに直 し約 束 は守

っ た こ とを話 す と、子 ど もた ちは納得 を し許 した。K 男

と R 男 をM 男 の そ ば に 呼 び だ し、M 男を 手伝 っ て い た 理
．

由を 尋ね る と 「だ っ て、大変そ うだ っ た ん だもん」　 「一

人で や る よ りは 2 人 か 3 人 で や っ た方 が、早 く直せ る で

し ょ 」 など と話す。教郎が K 男 ・R 男の M 男に 対する 思

い や りにつ い て、ク ラ ス 全員 に話をすると、M 男は K 男

と R
．
男 に 「あ り漆と う」 と照れ 笑い を しなが らお礼 を言

っ た。→★ポイ ン ト 

〈 考察 〉

・M 男 自身まだ 自分 の思 い を抑 制で きず に、事が起 こ っ

てか ら後悔す る姿が 見られる。失敗 した り後悔 した りす

る 前に、自己 抑制力が育て ば、もっ と友だ ち との か か わ

り方や 自分の 行動 に 自信が持て る よ うになるの ではない

か と思われ る。降薗後M 男は母親に 「今 日は良い 子だっ

た よ1 と話を し、ほ めて もらうこ とで 安心す る姿が 見 ら

れ る反 面、友 だ ちか ら自分の 行動 につ い て何 か言わ れ る

と 「母 親に怒 られ る」 と言 っ て 怖 が っ た り、 「自分は だ

めなん だ1 と口 に したりする。出来 るだ け失敗感を味わ

わせ ず、ほ め て 自信 をつ け て い く援助 が 必 要 で あ る と思

われ る。M 男 につ い て、今後 も箏前に止 め られ る とこ ろ

は 言葉 で 知 らせ、自分の 感情 を コ ン トロ
ー

ル して い くカ

を育て て い き たい と思 う。
．

・．ク ラ ス の 中で はM 男が 困 っ て い る姿を見て 、手 伝お

う ・助けて あ げ よ うとす る友 だ ちが 現れ 始 めた。そ れ ま

では、M 男 を否 定的 に見て い た子 どもた ち も年長に な り、

好意的に 受け入 れ る 姿が 見 られ る よ うに な っ て い っ た。

集団の 中で の 認 め合い や、良さを伝えて い くこ と、かか

わ り方 を具体的に知 らせ て い くこ とに よっ て 、 「M 男は

怖 い 」 とい うそれ ま で の 印象 を こ わ して い くこ とも、教

師の 援助 と して 必 要なこ とだ と考え る。また 教師は 、M

男の 良 さ も悪 さも丸 ご と受 け入 れ た 上で 接 しな が ら、M

男 自身 の 課 題 をはっ き り見極 め、M 男 を取 り巻 く集 団 （ク

ラス づ く り）と個の 両 面 へ の 働きか けが 必 要 と思われ る。

（事例 2 に お ける 保 育卿 竟、教師 の 援 助 に つ い て ）

・
》男に 、 自己抑制力穹育て て い くの は難レい llS、 悪い

とい うこ とが わか っ て い て もつ い 行動 して しまうこ とを

問題視するの で は なく、行動 して しま っ た こ とを どの よ

うに処 理 して い くの か とい う対処 法を、自分 自身で 学ん

で い くこ とが、生きるカ
．
にっ ながるの で は ない か と思

われる。
・自分 を認 めて もら っ た とい う安心感や満足感 を伝之た

り、ほ めて もらう事で 他の 友だ ちと同 じ立場で 受けとめ

られ て い る とい うこ とを、子 ど も
．
自身が認識で き るよ う

な 教師の 援助 が大 切 にな る と思 われ る。

．

おわりに

　子 どもの 表 情を くみ取っ て接 して い く事 （カ ウン セ リ

ン グマ イ ン ド） や、子 ど も 自身 が 自分 の 思い を受 け とめ

て もらっ た とい う体験が 重ね られ る よ うな機会を 与えて

い く こ とに よ り、子 どもに 友 だ ち に 対す る優 しさが 育っ

て い くの で は ない だ ろ うか。

　今後は 、教師 同士 間
・
保護者間

・
教師と保護者間で の

「生き る力亅 op意味  捉え方に つ い て 、どop．よ うな意識

の 違い が あ る の か に 関 して の ア ン ケ
ー

ト調査 を 実施 し、

生 きる力 の 意味を深 めて い きた い と思 う。

働 児 期 における生きる カを培 うための ポ イ ン トと具体的な内容》

ポイ ン ト  「心身の 健康を培う活 動 を積極 ポイ ン ト  「自然体験「社 会体験 などの鹸 的、具 ポイ ン ト  「自我が芽生え．自 ポイ 7 ト  喋 団 との関わ りの

的に 取り入れ るとともに 、幼児期にふ さわ 体的生活繊 を蹴 る こと亅 己を挿制 しようとす る気持 ちが 中で幼児の 自己実現を図るこ

しい道徳陸を生活の 中で 身に っ け るよ う 生まれ る幼児瑚の発 達の特性 に と 1

指導 を充実す るこ と亅
応 じた きめ細かな対応 を図るこ

と亅　
幽

☆ ・戸外で積極的に体を動か して 遊ぶ こ と ・
実際に自分 の手で触れる、見る、物事に 関わろ う ・自己主張 をす る

．・自分 が安定できる場を自分で

生
・
自分の 思い を伝えるこ と とする意識 ． ・自分の 思い をい ろい ろな方法 見つ けてい く

き
・
前向きに 関わ っ て い こ うとす る ・隅 然に発 見するこ との喜びや不患議さを感じる で 表現して み る繖

・友だちと
一

緒に遊ぷ と楽 しい

る ・集団 の中で、自分は どの 様に行動して い こ と
・人 と関わ る楽 しさやお もしろ 遊び嚥 足感を味わう経験

力 ったらい い のか を判断する力
・体 験 した喜び ．驚きなどを伝 えたい とい う思い さ、喜ぴ を十分に味わ う経験

・
友だちの あそび をま ねずる 気

と ・
友だちの 意見を受 け入 れる 自分た ちを取り巻 く社会のあ らゆる事象や．人々

．・
集団の 中で 自分とい うもの を 持ち 瞳れ黼

し ・友 だちへの思い や りの 心をもつ に 対して興味 を持ち、遊四 こも取り入れて い く 自覚 してい く経験 （他 者か ら ・自分なりのめあてや目的意識

て ・自分と他人 a 恩しの 違い を知 る
・死に出会 う体験、命の 大切さに気づ く の評価 を持 っ て遊びに取り組 む

と ・相手の 思 っ た こ とに気づく ポイン ト  「幼児期にふ さわし、知 的発達を促す數 迫 分と他者との ぶつ か り合い
．・

友だ ちと遊ひ のイメ
ージを共

・

ら ・善 悪の区別をする 育のあ り方を明確に示す こ と亅 の 中で悩 んだ り、葛藤があっ 有する体験 　　．

え
・
悲 しい 思い 、嬉 しい 　　　　　

「 ・鬪 問を持っ た り、試したりす る た り、自己抑制 しよ うとする
・自分の 思いを表現して 自分の

た 思い 、楽 しい 思い ．困っ た思 い を友だ ち ・知的興味を持つ 気持ちを持つ 存在 をア ピール し、自己発揮

内 との ぶつ か り合い の 中で瑠験する こと ・
自分以外の人とコミュニケーシ ョン をとりなが

・亙 い の 意見を認め合い 、尊重 す る経験

容 ・友だちに認められる経験をする ら遊 びを進めていく経験 しあ う 一 集団の 宇で 自分の 思い をは っ

・
自分に 自信が持て う経験の積み重ねを

する

・自分の 思い を覿 した り友だちと
一
轍 こ考えた

’
する

・
幼児同士が共感 し、共に 考 え、
解決の 道を探 う てい く

　 き りと伝え、集団に受け入れ

・ら膩 解決しよ うとする力

・約束 したル
ー

ル を守ろ うとするカ ・
自分の舗 を持っ トラブル岬 凋題 を解決 し、乗

・遊びや生活に 必要な約束やル
ー

ル を自 ・自分や 攵だち と考えた り試 した りして 、納得 して り越えてい く経験
，．．

，分たち囎 」り上げて い く経験 い くように解医 したい とい う経験
・
難 し さや面餾くささか ら逃避

・自分で悩み、考 え、それを達成してい く
．・観察 した り調 べ たりして、知識を増やす せず、人と向き合っ て い く力

積み重ね ・
もっ と知 りたい とい う知識を求める力

． ・知恵禰 を応用する力

参考資料 ：平成13 年度仙台市私立幼唯園連合会匚青葉地区］各ポイ ン トは、新幼稚瞰 育要領の解説　ぎょ うせい 出版　1999に基づ く
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