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か か わ る力 の 発達 と保育の 質に 関す る 研 究 ［IV］

〈 2 ＞ か かわ る力 の 発達 に及 ぼす 要因 の 分析 と保育の あ り方 （2）

　　　　　　　　　一タ イ プ別 分 析 か ら、保育者 と保護者 の 共 通 理 解 に 立つ 保 育 ヘ ー

○ 海 野美代子 ・海 野 展 由 ・伊井 万 澄 〔
一

番 町 保育園）・土方弘子 （同 朋 犬学）・諏 訪 き ぬ （明 星 大 学）

　　 1 ．研 究の 目的 と方法

　　 5 歳児 の 育ちを と らえ る指標 を 用 い 、過 去 4 年 間

の 数値 に 表 れ た結果 の 分析 を 保育期間の 長 期 ・短期 と

い う視点 で行 っ て きた。また 各年度 の 特徴的 な 表れ を

と ら え、様 々 なタ イ プ 別事例 か ら、か か わ る 力 の 発達

に 及 ぼす要 因 の 分析 を試 み た。

　　 2 ．3 年間 （研 究 ［1］〜 ［皿］）の 結果と考察

　　研 究 匚1］で は家庭 環 境 ・親 の 養育態度、特 に 「子

ど もの そ の ま ま の 姿を受け 入 れ る タイ プ」 「親 の 理 想

とす る 姿 に 我 が 子 を近 づ け た い と要 求す る タ イ プ 」 に

よ っ て 得点 の バ ラ ン ス を分析 し た。結果、「要求 タイ

プ に お い て は 、自己 信頼感の 充実、情緒 の 安定が 育ち

に くい こ と亅

’
「受 け 入 れ タ イ プ で は 、自己信 頼感 が 育

ち、新 しい こ と へ の チ ャ レ ン ジ、周 囲 へ の か か わ る力

が育っ て い る 亅 傾向が 見 られ た。

　　研 究 ［皿 ］で は、こ の 年度 の 短期児 に 家庭環境 の

不安定な子 、また家庭環境 の 変化 に よる転居、転園の

子

が 目立 っ た た め
．、評価点 は長期児 の 方が明らか に高得

点とな っ た。さらに、こ の 年度の 特徴と して、同
一

担

任 に よ る 長期 間 保 育が あ っ た。ク ラ ス の 安定度 は 高く、

保護者 との 共 通 の 子育て感 を 育む こ とが 出来た。反 面 、

新 しい 人 や 遊 び とか か わ るカ の 広 が りに お い て は、担

任 が 変わ る こ との 良さも考えられた。．そ こ で 生活面に

お い て は 担任 が 中心 と な る もの の 、同
一

担任長期間保

育の デ メ リ ッ トを抑え る ために も、遊び の 面で は自分

自身及 び 異 年 齢 も含め た 様 々 な友達や 他 の 保育者 の

興味関 心 に 触 れ な が ら遊 び の 世界が広が る よう配慮

して 保育 した。

　　研 究 ［皿 ］ で は、3 回 目の 5 歳児 の 育ち．をとらえ

る指標 で の得点 に お い て 、．保育期間 の 長期児 ・短期児

とい う視点 か らで は明確 な 差異 が 見 られ な か っ た た

め、得点項 目の バ ラ ン ス に 共 通点が あ る タ イ プ別 に 区

分 してみ た。すると、短期児 に タイ プ 3 （生 活力、あ

そ び カ、表現 力 の 項 目は 高い が、自己 信 頼感、か か わ

る力 の 項 目が低 い 子〉の 分布 が 見られ た。こ の こ とか

　ら、生 活 力 は 園 生活 に慣れ る に 従 っ て 身に つ けて い く

こ とが多く、
一
度習得 した もの が 低下す る こ とは ほ と

ん ど な い こ と が わ か っ た。あ そ び カ、表現力 に も同様

の 傾 向が 見られる。一
方、自己信頼感 や か か わ るカ は、

そ の 子 を取 り巻 く環境 の 変化 に よ っ て揺 らい で し ま

うこ とが 多い 。

目 に 見 え る 身辺 自立や技術 習得 の 援助 は わ か りや す

く、成果も （個々 の 発達段階を見 極 め つ つ ）比 較 的 短

期間 で 見 え て くる。目に 見 え ない 様 々 なカに こ そ、そ

の 子 ら し さが 表れ る。こ の 自己 信 頼感 ・自己 肯定感 の

育ちは、園 の 保 育 ・保 育者の 思い と保護者 の 思 い に 共

通 して い る と こ ろ が 多 い ほ ど、そ の 子 の 育ち に 良い 影

響を与 えて い る と言える。

　　 3 ．研究 ［W ］ の 方法 と結果

　　 本研究 口V］で は、4 年 間の デ
ー

タ を、保育期間

の 長期 ・短期、親 の 養育態度、主 な養育者 の 気質、得

点 の 分布こ 保育 の あ り方等、同
一

の 観点 で 分析 し得 点

バ ラ ン ス に特徴の あ る ABCD の タ イ プ別 に抽出 して

み た。

　　 タ イ プ A （自己信頼感、生活 力 、あそ び カ 、表現

力 は ある が、か か わ る力 の 弱 い タイ プ ） は長 期児
・短

期児ともに、自己信頼感
一 3 か か わ る 力の 中で も意見

’
の 対立 や トラ ブル を解決す るカ に 弱 さが 目立っ 。こ れ

は 多分 に その 子 の 気質 に よる とこ ろ も多 く、E ちゃ ん

な どは、そ の 控 え め な優 し さの 部分 が 周 りの 関係 の 潤

滑油的存在 に な っ て い る。

　　 タ イ プ B （自己信頼感に 弱さが 見られるタイ プ ）

の C くん は、新 しい 場面で の 緊張 が 目 立つ 子 で あ るが、

両親がしっ か りと受容 して お り、長期間保育の 繰り返

しの 体験 を 通 じて 出 来 る こ とが 増 え て い る。しか し、

心 の 強さに つ い て は、本人 の 気質もあっ て 安定が 難 し

い
e ま た S ちゃん は 、不 規則 な生活 リズ ム が 整 えられ
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ず、母親 は ほ と ん ど放任状態で 祖母 が 主 に養育 して い

る。長期 間同
一

保育者で あっ た た め 、家庭昏 の ア ドバ

イス を継続 して 行 い 、保育者 と保護者 との 些通 の 子育

て 感も育まれ た。ほ とん どゼ ロ の 状態からこ こ まで 育

っ て きた と言える。

　　 タイ プ C （自己 信頼感、か か わ る力 に 弱さが 目立

っ ）k、1、o、
’
Y ともに 家庭状況が安定せず、周囲へか

か わる カ が 育ち に くい の は 止 む を得 ないとこ ろ で あ

る1 ただ短期間 で も園 で 生活 したこ とに よ りk 基本的

生活習慣や遊 び を広げ るカ は育っ て い っ た 。

　　タ イ プ D （全 体 的 に低 得 点 ）「か 1 くん の 場 合 は 、

両親が 共 に 仕事中心 の 生 活 を 確 立 した 年齢 で 本児を

出産 し、育児も祖母 に助けて もらうこ とが ほ と ん どで

あ っ て、仕事 の ペ ー
ス を そ の ま ま に 生 活 して い た。本

児 と付 き合 う時 間 ぱ ど う して も本児 の 言 い な りに な

っ て しま う傾向が ある。本当の 意味で の 親子 の 心 の 密

着が 育ち きれ ず、自己信 頼 ・
肯定 が 出 来 ず に、失敗す

る こ とや出来ない こ とを見 られた くない 思 い か ら、遊

びの 場面 で も仕切 り役 に なっ た り、審判 の 役 目を した

り とい うこ とが 目立 っ 。

　　V くんは アス ペ ル ガ ＝ rop候群 とい う軽度障害を持

っ が、入 園 よ り同
一

保育者が か か わ り、家庭 との 連携

も良く、ゆっ く りで は あ る が着実に成長 して い る。D

くん 、N く ん と親の タイ プ は違 うが、ど ち らも養育に

関 して親が
一

人で は 何も決 め られな い 傾向 に ある。H

くん 、「き 」 くん に 関 し て は、近年 よ く報告 され る 高

機能 障害的傾向 の ボーダーラ イ ン 上 に 位置す ると思

わ れ る 場面 が多い クイ プ で ある。1 対 1 の 対応、繰 り

返 しの 言葉が け 等、本 人 に わ か りや す い よ う丁 寧 に 接

する こ と を心 に と め保育して きた 。

　　 4 ．1 ま と め

　　 か か わ る カ の 根 幹 と な る 自 己 信頼感 が 育 っ た め

に は 、そ の ま ま の 自分 が 受け入れ られ認 め られ 大切 に

され 七い る こ とを子 ど も 自身 が 実感 出来 て い る こ と

が、まず大切 な条件 とな る。その た め に は家庭 で の 生

活 が安定 し満足 出来て い るこ とが 士台となる 。 こ の 部

分は 園 と して 助 言 した り援助す る こ
．
とは 出来 て も、代

役 とな る こ とは 出来な い。　 　
』
　

i ．

　　様 々 な観点 か ら分析 じ痛感ナる こ とは、「保 育園

で 母期 間保育 し て い．く上 で 最も大切 で最も困難な こ

と1ヰ、保護者 と の 共通 理解を
．も

っ て 保育する こ と」 と

い うこ とで あ る。保育の 形態や 方法をそ の 時 々 の ニ
ー

ズ に合わせ 、子 ど も達に と o ．／（ 出来 る だけ家庭 に近 い

環境 で 安心 して過 ごせ る場 を 作 る こ と、ま た 集 団 生活

の 中で こ そ 体験 出 来る 学び の 場 を 充実させ る．こ と1 こ

うい っ た 本来 の 保育 の 仕 事 以 上 の こ、とが ま す ま す保

育現場 に 求め られ て きて い る。保護者 に
一

方 的 に 指導

す る こ とで は な く、また 保護者が
一

方 的 に保 育 サービ

ス を 要求す る こ とで もな く、保育者 と保護者 が 相互 理

解 しつ ？、共 通 の 保 育感 を育ん で い く努力 が 必 要 で あ

る。保育者 と保護者 とが子 育て の パ ートナ 「 となれ る

よ う、対等の 立場 に 立 ρ て 保 育と子育て 支援を進 め て

い く必要が あ り、そ れは 双 方 が そ れ ぞ れ の 責任 と役割

を自覚 し つ つ 、協力 し行 う子 育て の 共同作業 で ある と

考える。　 ；　　　 　　　　　　　
「

1

〔タイプ 別表の 詳細 に っ い て ぽ当 日資料 とし て添付）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、
　 　 　 　 　 　 　 　

脚
　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　噛　「　　　　　　　　　　　　1

以下 に 参考と し て タイ プ B を掲載

保育

期間
兄弟 主な扶養・援助 養育態度

1

　　 特記事項 得卓が低 い もの

C 良 皃 ほとんど両親で 受
新しい場 面で 緊張自身がない
　　　　　　　　　　　　　 L
できたことかで 自信となっ て い く

自一2 、3

F 長 兄．
．ほ とん ど母が

（父 定職なし）
要

母の要求きび しい 。 特に就学前

できるできない の こ だわり
自一1

S 長

．ほとんど母方

祖母が離
放任

不規則な生活リズ ム

友達 へ の 関わる力もで な い
自一全 体 が評価3
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