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保育者 の 資質形成 を促す 園内研修 の 在 り方
　　　　　　　　　　　　　　　　得 能　公子

　　　　　　　　　　　　　 （宝塚 市 立 長 尾 南 幼稚 園 ）

1　 は じ め に

　 2001 年 の 「幼児教 育 の 充実 の た め に〜幼 児教育

振 興 プロ グラ ム 」 の 中 で 「これ か ら の 幼児 教育 に お い

て は、主体的 な 判断力や 省察、状況 に 応 じて 保育 を具

体 的 に構築 し実践す る 力、幼児の 内面理解か ら保育 を

創 造す る 実 践 志 向 が 求め られ．こ う した 観 点か ら研 修

内容の 充実 を 図 る こ と が 重要で あ る 」 と保育者 の 資質

の 向 上 を 求 め る 研 修 の 在 り方 を 問 わ れ る
一

文 が 、明 記

されて い る 。 保育者 と して 急速な 時代の 変化 に 対応で

き る専 門 的な 知識 を 身に つ け、地域社会や保護者の ニ

ーズ に応 え る こ との で き る 質の 高 い保育技術 の 習得 を

保 育 者一人
一

人 の ライ フ ス テ
ー

ジ に 合わせ て 行 な っ て

い く園 内研 修 の 在 り方 が 、今 問わ れ て い る と 考 え る 。

2　 研 究目的

　 従 来 の 園 内研 修 で は 、ベ テ ラ ン の 保育者 と 園 長 ・副

園長が 研究 主 題
・研 究 方 法 ・実 践 な ど概 要 を 企 画 し、

若い 保 育 者 は と も す る と デ ータ ー処 理 や 決 め られ た 部

分 の 実 践 記 録 を書 くと い っ た ル
ー

テ ィ ン作業的な 形 で

しか研究に 関わ れ な い こ と もあ っ た。そ の 結果 、研究

と 日々 の 自分の 保育実践 に つ な が りを 見い だ せ ず、園

内研修 の 中で も 『意 見 が 言 い 難 い ・悩 み や 課題 が 出 し

辛 い ・研 究 の 中身が 理 解 で きな い
・
先輩 の 先 生 に 任せ

て お こ う』 と い っ た 受 け 身の 態度 で研修 に臨 ま ざる お

えな い ケ
ー

ス もで て く る こ とと なっ た。

　保育者
一人一人 が、常 に 自分 の 保 育 を 系統 づ け て 捉

え、課題意識 を もち、保育 の 方向性 を見定め て、明日

へ の 保育 に 生か す試み を行な っ て い く こ と は必須で あ

る。そ こ で 、各 々 が 自 らを 見つ め、自分 ら しさ を 発揮

し 資 質 の 向 上 を 目指 し て い く こ と の で き る 園 内研 修 の

在 り方 を探 っ て い く こ と と し た。以 下 は、平 成 13 ・

14 ・15 年 の 3年間 の 兵庫県宝塚市立長尾南幼稚園

の さ さや か な 研 修 の 試み で は あ る が、こ れか らの 時代

の 新た な 研修方 法の
一思 索 とな る の で は と考 え進 め て

み る こ と と し た。

3　 研 究の 方法

　研究主題 「よ さ と可能性 を生 か し、共 に育ち 合う幼

児 の 育成」 に 向か っ て 、各保育者が それ ぞ れ に テ
ー

マ

を もち 自主的 に 創意工 夫 して 研究 を進 め て い っ た。

　まず、研 究を 推 進する にあ た っ て 、全 員で 主 題設定

に つ い て 共通 理 解を 図 る 。

　次に 、園の 研 究主題 に 向か っ て、各自が 自己研究主

題 研究方法 を も ち、実践を進 め て い く こ と とす る 。

　そ れ ぞれ の側面 か ら、各自の 研 究 を公 開 保 育や 記 録

の 検討 な ど を通 して 検証 し、主 題 に 向か っ て 研究 を充

実 さ せ る。

4　結果 と考察

（自己 研 究主 題 お よび研 究方法 と実 践 結 果 ）

事例 1 保育者A （経験年数 ： 4 年 目）

主 題 　 「幼 児 が もっ とや っ て み た い と意 欲 を か き た

　　　　 て る 物的環境 を考え る亅

方法
・
　 幼児が どの よ うに 環境 と関わ っ て い っ たか

　　　 物的環境 ノ
ートを作成す る こ と に よ っ て 、そ

　 　 　 の も の の もつ 特 性 を探 る。

　　　・　 物的環 境 を洗 い 出 し、教育的意義 を 考慮 の

　　　 上環 境 の 再構成をして い く足 が か り とす る。

結果　　物的 環 境が も っ て い る 可 能 性を 下 表 に ま と

　　　 め た。幼 児 の 遊ん で い る 姿か ら特性や 性質 を

　 　 　 考 え た もの で あ る。

種類 物 的環 境 特性や

　性質

遊ん で

い る 姿

育 つ 力 教師の

　援助

素材 紙粘± 可 塑性 丸 め る

伸ば す

創造性 見立て

具 体化

　 　 各 論 　 自然 物 と は、感 性 ・四 季 の 移 り変 り ・生 命

　　　　の 神秘
・
科学性の 芽生 え を育む もの で あ る。

　各論の 申で 保育者 A は、自分の 組 の 子 ども に とっ て

素材 とは ・・道 具 とは ・・リサ イ クル 素材 と は ・・
遊

具 と は ・・
と保育 で 取 り上 げ た 物的環 境 の ほ と ん ど に

定義 を 抒 ち 出 して い っ た。

　 A の 総合考察 の 抜粋

鷹
　 物的環境が もつ 教育的価値 を考慮 して 保育 に今後

　 、取 り入 れ て い き た い。ま た、同 じ傾向の も の に

　 らず 幅ひ ろ い 使 い方 が、子 ど も の 遊び に膨 らみ を
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もた せ る こ とが 分か っ た。4 歳児 ・5 歳児 と 適 時性

を考 え準備す る必 要が あ る。同年令
・
同時 期 の 幼児

で あ っ て も幼児
一

人
一

人に よっ て 教育的価値が違 う

こ と も分か っ た。幼児が 生 き生 き と遊ぶ こ とが で き

る 素材 に な る も の はな い か と、日々 ア ン テ ナ を 張 り

保育者 自身の 感性 を磨 い て お く こ とが 大
．
切 で あ る。

　 A は、保 育経験 2年 目か ら個 人研 究 を始めた。当初

は 何 に 視点 をお い て 研究 を進 めれ ばい い の か、先 の 見

通 し が 立 た な い 不 安か ら、園内研 修で 度々 涙す る 場面

もあっ た。．わ か らな い なが らも、が む しゃ らに 保育後

物 的環境 ノ
ートを 書き続 けて い っ た。次第に 系統性を

物 的環 境 の 中に 見 い だ して きて、A4 用 紙 3枚 に わた

る 前述 の 表 を 作成 して い っ た。継 続 的で 毎 日 の 保 育に

裏 打 ち さ れ た地 道な 実践研究 と な っ た。

事例 2　 保育者B （経 験年数 18 年 目）

主題　　「日々 、自己表現や 自己抑制 して い る幼児

　　　 の 成 長を捉 え、保育者 と幼児 の 関 係性 の 在

　　 り方 を考 え る」

一
なぜ、そ の 幼児が気 にな るの か 保育者 自身の

　　　　　　　　　　　　指向性を 探る 　
一

方法 ・・保 育者自身の 指向性を 明 確にす る．ため、

　　　 学 級 の 中 で 教 師 が もっ と も気にな る 幼 児に

　　　 視点 を あて る。

　　 ・　 ビデオ な どの 視聴覚機器 を利用 し、保育

　　　 者 と幼児の 関係性を客観的 に見て い く。

　　 ・　 実践事例をもとに、幼児 に対して 多面 的

　　　 な 捉 え が で き る よ う、保育カ ン フ ァ レ ン ス

　　　 を行な う。

　　
・
　 話 し合い を も とに、　 「保育者 の 気 に なり

　　　 度
一

覧図1 を作成する。

　　
・．「気 に な り度

一
覧図」 か ら保 育者自身の

　　　 指 向性 を省 察す る。

　　　 方 向に 揺 らせ て い く こ とが 大切で ある と捉 え

　　　 た 。
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　　 淵
B の 総 合 考 察の 抜粋

　結果 　気 にな るK 児 と保育者 B と の開 係性 を探 る

　　　中で 、保育者問で の 実践資料
・ビデ オ の 検討

　　　を通 し て 考え た 「保育者 の 気 に な り度 と 幼 児
’
　　 に対 する 援 助 の 関係 」 の 図 を作成 した。

　　　保 育 者に とっ て 気 に な る 幼児 と は、　 「そ の 行

　　　動 は受け入 れ られない 1 と、保 育 者 が感 じる

　　　行動を多 くと りが ち な 幼児で ある と言え る。

　　　保 育 者 B は、こ の 「受 け 入れ られ る行 動 」

　　　と 「受 け入 れ られ な い 行動」 を天 秤 に例 え、

　　　そ の 針 を意 識 的 に 「受け入 れ られ る」 と い う

　保育者が、幼 児 の 見 せ る 行動 に 対 し て 読 み 取る 角

度 を 変え て い くた め に は、保 育 者 自身 が 心 の 中 に あ

る幼児の こ の 行動 は 「受 け入 れ られ る」 「受け入れ

られ な い 亅 と い っ た、保育者自身の 指向性を意識 し

て い く こ とが大切で あ る。幼児 の 行 動 に 対する 「気

に な り度」 を意識 し広 く受け と め られ る よ うに 日々

研修 を続 け保 育 者 の 専 門 性 を 高め て い くこ とで 、幼

児だけで はな く保育者 も共 に育ち合うこ とに なる e

　経 験 年 数 が 18 年 と もな る と、子 ど も理 解 を追求 し

て い く中で 、・保 育 者 自 身の 生 き 様、度量 の 広 さ を振 り

返 り、自 身の 自己 変革や 意識改革 の 重要性 を説 く研修

内容に取 り組む こ とが で き る こ とが わか っ た。．

5　 おわ りに　 　 　
．

　 今回の 園 内研修 で は、研 究体制 を支持 系統縦一本 型

か らカ ン フ ァ レ ン ス墾へ 、また 各保育者が ライ フ ス テ

ー
ジに 見合っ た無理 の ない ス テ ッ プの研 修内 容に取 り

組 む こ とが で きた。研 究 会 を終 えた 時、一
人
一

人の 保

育 者 が 園 の 中で 、か けが え の な い 存 在 と して 自信 を も

ち 前 向き に保 育 して い こ う とす る 姿 を見る こ とが で き

た。し か し、個人研究を進め て い くた め に は表 には 見

え な いが そ れぞ れ の立 場 での 配 慮 や 心 得が必要 で あ っ

た。園長は、明 日へ の 確か な展望を 見 定め、イ メ
ー

ジ

の 構 築、新 し い 試 み を 行 う勇 気 と決 断 が 要求 され た。

　副園長は、実現 遂 行 の た め の プ ラン ニ ン グ、各担任

の 研 究 の 推進状況の 把握や 相談 を必 要 と され た。

　担任 は、個 人 研 究に 耐 え る だ け の 意欲 を もち、途中

で 放 り出さな い 責任が 要求され た。個性 あふ れる保育

者 同士 が、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ
．
ン を 図 りつ つ 、保 育者 集

団の
一

員 として 協働関係 を構築 し て し て い く よ う、今

後 も 日々 の 保育に 邁進 して い きた い と考え る 。
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