
Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

233

保育所 と幼稚園の

○森上 　 史朗

　石 井 　 哲夫

　増 田 ま ゆみ

　金子 　恵美

合同保育に 関す る研究
（子 どもと保育総合研 究所 ）

（社 会福祉 法 人 　嬉泉 ）

（小 田原女 子 短期大学）

〔日本社 会事 業大 学）

1 ．研 究 の 意 義 と 目的

　少子 高 齢社会 の 進展 と こ れ に ともな う地域 ・家 庭の

変 容、男女共 同 参画社 会の 推進 に と もない 、今 日、地

域 に おけ る保 育 ニ
ーズは 多様化 ・増 大化 して お り、保

育 所 入 所 待機 児童 の 解 消 を含む 子 育 て 家 庭 全般へ の 社

会 的支援、及 び次 世代 の 子 ど もの 育ち を支援す る保育

・教育の あ り方 が 改 め て 問 われ て い る。さ らに 福 祉 ・

教 育制度 全体 の 改 革 に、地 方分 権化 の 動きが加わ っ た

こ とか ら、こ こ 数年、保育 所 と 幼 稚 園 の 関係 に 焦 点 が

あた り、連携 の あ り方 や 新た な総合 施設 に つ い て の 検

討 が進 め られ て い る。

　我々 は こ れ ま で 5 年 間 に わた っ て 保育 所 と幼稚 園の

合同保育 に 関 す る研究 を行 な い、結 果 と し て 次の こ と

を明 らか と した 。

　  制 度の 違い 、  「家庭 養育 を前 提 と した教 育 を行

う」幼稚 園 と 「家庭養育の 補完 と教 育 を一体 化 した保

育 を行 う」 保 育 所 と い うニ
ーズの 違い 、  長 時間 保育

や 低 年齢児が 拡大 し保 育所 に おい て養護 の 必要性 が 強

ま る一方 で 、幼稚 園 の 側 は学校 化が 進 んで きた、等、

種 々 の 要 因か ら、保育 所 と幼稚 園 1まこ れ ま で 異 な る専

門性 を育 ん で きた。しか し今後 の 次 世 代育 成支援 に 向

けて は 、それぞれの 文化 に 学 びつ つ 、現 代 に 即 した創

造 的な幼 保
一

体 化施設 を生 み 出 し て い くこ とが 必 要 と

い え よ う。

　本研究 は こ れ まで の 研究成果を基盤と して 、合 同保

育 実施に あ た っ て の 基 本 的 な考 え方 や 保 育 丙 容 ・方

法、配 慮事項 などに つ い て 検討す る こ と を目的 とす る。

こ れに よ っ て、近年、加速する保育所 と幼稚園の 合 同

保 育に 関 して 、
”
子 ど もの 最 善 の 利 益 に 配 慮す る

”
と

い う視点に 立 っ て、その 質 の 向上 を図 ろ うとす る もの

で あ る。

皿 ．研 究の 方 法

　 本発 表は、こ れ ま で 5 年間 に わた る保育 所 と幼稚 園

の 合同 保育 に関す る研 究 を基 盤 と して い るが、特に こ

こ で は 、平 成 14年度 ・15年 度厚 生労 働科学研 究子 ど

も家庭総合研 究事業 「保育所 と幼稚 園 の 合 同保 育に 関

す る調 査研究 」 の うち、下記 の 事例 研 究の 結果 に 基 づ

い て 報 告 を行 う。

　1）様 々 なタイ プの合 同 保育 実施 園 につ い て 継 続的 に

　 　事例 検討 を行 う。

　 2）全 国で 実 施 され て い る合 同 保育施 設か ら12ヵ 所 を

　 　抽 出 し、実際 に 園 を訪問 し て ヒ ア リン グ を行 う。

皿．研 究の結 果

　 事例 を分析 した結 果、合同 保育 を行 う上 で 十 分配慮

す べ き事 柄 と して 、次 の 5 点が 浮 か ん で き た。（詳細

に つ い て は、当 日 資料配 付）

1 ．合 同保育 を実 施す る 際の 基 本的 考 え 方 や 実 施体制

　合同 俣育の 実施に あた っ て ぱ、理念 ・目的 な どの基

本的 な考え方 や実 施体 制 な どに つ い て、事前に 充分 な

検 討 を行 い、自治 体が ビジ ョ ン を持 っ て 取 り組 む こ と

が 重要 で ある 。

2 ．合 同保育 の 目 標 ・内 容 ・方 法 ・環 境 な ど

　保育 園児 と 幼 稚 園 児 は 共 通 の ニ
ーズ と異 な るニ ーズ

と を併 せ 持 つ が 、これ ま で の 合 同保育 に つ い て の 検 討

で は、や や もする と共 通 点の み が強調 され る傾 向が み

られた 。共 通 基 盤 の 上 に 立 ちな が らも、個 別 の ニ ーズ

に 対応 で きる柔軟 性 と きめ細 や か さを持 たね ば、結果

と して 子 どもに 負担 がか か る こ ととなる。

3 ．保 育士 と 幼稚 園教諭の 連 携 ・資質 向上

　 保育 士 と幼 稚園 教諭 とは、そ の専 門性 に 共通 点 を持

ちなが らも、こ れ ま で 異 な る制度
・

ニ
ーズ ・

機能の 中

で 、そ れぞれ の
“
文化

”
を醸成 して きた。合 同保育 を

行 うに あた っ て は、相互 理 解 を深め 、双方の 専 門性 か

ら学びあ い L 連携を深 め る こ と が 必要 と され る。
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4 、子育 て （家庭 ）支 援

　 ニ
ーズ の 異 な る保護者間 の相 互理解 ・連撈 を深 め る

た め に は、園 に よ る 支 援 が不 可 欠で あ る。今 日、地域

・家庭の 養育力の 低下 が進む 中で 、保育 所 と幼稚 園の

それ ぞれ が行 な っ て きた 子 育て 支援の 方法や 内容を検

討 ・連 携 し、異 な る個 々 の 家 庭 の ニ
ーズ に 対 応 で き る

専 門性 が 確保 され ねば ならなし 

5 ．関 係 機関 ・施 設等 の 連 携 （地 域 ネ ッ トワ
ー

ク ）

　 地域 ニ ーズ を理解する と 同時に、地 域住 民 の 側に も

合 同保 育 へ の 理 解 を得 て、協働 して こ れ を 進 め て い く

こ とが 不 可欠 で ある 。 その ために は、実施以 前に 地域

住 民 との 話 し合い や、合 同 保 育に つ い て の 学 習会等 を

持 つ こ とが望 まれ る、さ らに、保 育所 と幼 稚園 の 連携

とと もに 、地域 に おい て 子 ど もに 係わ る機関 ・施設 が

緊密 な 連携 をとるこ とが求 め られ る。

tv．考察
・

　合 同 保育 とは．い わば多文 化 交流 で あ り、保 育所 と

幼稚 園 が こ れ ま で 独 自 に 展 開 して き た 保 育 や 子 育て 支

援 を他 文化 に 向 か っ て 開 き、異なる視点か ら、それ ぞ

れ の 保育 の 見 方の 見 直 し を図 る もの と い え よ う。す な

わち、合 同 保 育の 内容 に つ い て の 検 討 と は 、こ の よ う

な 「保育 の 本 質 とは何 か 」 を改 め て 問 い か け るもの で

ある 。こ の 観 点か ら、主 と．して 今後 の 保 育所 が 学 ぶ こ

と が 多い 点 と して 「保 育 内容の 充実 」 を挙 げ るこ とが

で き る。ま た 主 と し て 幼稚 圓が学 ぶ こ と が 多い 点 と し

て 、「豊か な生 活体験」 「養護的 なか か わ り （家庭養 育

の 補 完 ）」 「個 別 的 な ケ ア 」 「家 庭 支 援 」 な ど が挙 げ ら

れ る。

　 さ らに こ こ で は、、本 研究 か ら得 た 結 果の 中 か ら、

保育 内容 検 討 の 際 の 具体 的 な視点 と して 、次 の 4 点を

例示 する 。

1 ．「指導計 画 1 か ら 「生活 プラ ン 」 へ の 発 展

　枠組み が規定 され た 中に 活 動 を埋め 込 む よ うな指導

計 画 では な く、「生 活 プラ ン 」 と い うべ きもの を保育

園児 も幼 稚 園児 も必 要 と して い る。す な わ ち、4 時 間

とい うコ ア タイ ム （保育園児 と幼稚 園児 の 合 同保育時

間 ）に 教 育 内容 を凝縮 す るの で は な く、一
日 24 時間

の 生 活 を 見通 した保 育 が デザ イ ン され る 必要 が あ ろ

う。その こ とは 、家庭の 養育 力が低 下 して い るとい わ

れ る 現代 に あ っ て 、短 時 間の 保 育を 受 ける子 ども （幼

稚園在 籍 児〉 に と っ て も、重 要 な視点となろ う。

2 ．3 歳 未満 児の 保 育 内容 の 見 直 し

　 保 育 士 養成 教 育 課程で 学ぶ保育内容に つ い て み る

と、3 、4 、5 歳児の 保育内 容 が 大半 を占め て い る。

保育 所 保育 指 針 に お い て も 、3 歳未 満 児は、「基 礎 的

事項j の 記載の み とな っ て い る。しか し本来 的には、

O 、1 、2 歳 児 の 保 育 丙 容 も ま た 重 要 で あるこ と は い

うま で もない 。 今後、養成教育課程 で の位 置付 けに つ

い て 検 討 し、また 新た な 幼 保 の カ リキ ュ ラム に つ い て

考え て い く必要が あろ う。

3 ．多様性 の 尊 重

　 「保育の し やす さ亅 とい うこ とか ら考え る と 同質の

子 ども同士 に類別 し対 応 しが ち となる 。 しか し子 ども

の 豊か な育 ち を考 え た と きに は、逆 に
“
多様 性

”
とい

うこ とがキー
ワ
ードと なろ う。多様 な家庭環 境が あ り、

多様な 個性 の 子 ど も が い て 、あるい は 多様 な人 々 が園

と交流する。その ふれ あい の 中 で、自己 と他 者 と を認

め 合 い、成長 して い くこ とが 期 待で き る。ただ しこ の

た め に は、お とな が子 どもの 基地 と して の 役 割 を果 た

す こ とや、適 切な 援助 が不 可 欠 で あ り．保育者に は よ

り高 い 専 門性 が求 め ら れ よ う。

4 ．地域 に根 づい た保育

　今 後の 保育に は ・「地 域の 子育 て を支援 す る」 こ とが

重 要 と さ れ る。す な わ ち保 育 所 と幼 稚園 が一体 化 し園

が大規模化 す るに と もな っ て 、地域 との 結 び つ きが希

薄に な ると した ら、そ れ は 重 要 な 問 題で あ る。鹵が 、

い か に 地域 との つ な が りを深め 、．地域 交流、ひ い て は

新た なコ ミュ ニ テ ィ の 拠 点 とな るか が、問われ て い る

と こ ろ で あ る。

V ．今後の 課題

　今後は、保 育 ・教育 ・
ソ
ージャ ル ワ

ー
ク機 能 を有 す

る専門職 の 人 材 養成、及 び現 任研修 に つ い て 検討 を行

う こ と が必 要 と され よ う。す なわ ち現 行 の 「保育士 資

格」 と 「幼稚園 教諭 免許」 とを併せ 持つ 人材に とどま

らず、
“
次 世代 育 成支 援

「7
を 担 う上 で 必 要 と され る多

様 な専門性 の あ り．方 に つ い て 、検討 を深めて い くこ と

が求め られ る 。
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