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子 ども の 発達 を幼小連携の な か で 理解 して い く研究 そ の 1

　　　　　　 〜学 び と学習の 狭間を、保育の 立場か ら考 え る〜

○高 橋 　慎
一

（玉 川 学 園幼稚 部）

坂 本 　喜
一郎

（立 正 保 育園 ）

1 ．研 究 目的

　玉川 学園で は、平成 10 年度か ら幼少連携、幼稚 部 年長 児 （K ＞

と小学部 （1 ） に よ る交流 活 動 「K − 1 プ ロ ジ ェ ク ト」 に 取 り

組んで い る。こ の 活動 は 「幼稚部か ら小学部 へ 移行 して い く過

程に お い て 、連続的 か つ 円 滑 な人 間 形成 を ど の よ うに 行 っ て い

くか 」 をテ
ー

マ と し て 発足 して い っ た。幼稚部生に とっ て は、1

年生 に な っ て い く期待 感 を 高め 、小 学部 1 年生 に と っ て は 共 に

遊ぶ なか で 憧れ の 存在 に な りなが ら、思い や る気持 ちを 高め て

い っ た姿がみ られた．幼小 の こ う した 交 流活動そ の もの は意 味

深 く、交流活動に よ っ て 教師 間 の 共通 理 解 も高 ま っ て い っ た。

しか し、交流 を通 して もた ら され る もの は．子 ども以上 に 、教

師 自身で あ る こ とが 重要で あ る と考 える。そ洳は、想像以 上 に 、

相互 理 解が 容易い こ と で は なく、その 要因は教師個人 の 教育観

の あ り様ではな く、教師そ の もの が そ うした相 互理解 を もた ら

す機 会を失 っ て い る か らに他 な らな い 。幸い に も、玉 川学園幼稚

部は、総合学園 と して、小学部．中学部、高等部に併設 され た

幼稚 園 と して 存在 し て い る た め、幼 小 連携 の 実 践 と研 究は よ り

実現 しやす い 。そ こ で、これま で の 幼小 連携 を振 り返 っ たなか

で 、今後の 課題 として 取 り組ん で い きたい こ とを探 っ てみ た。

（1 ）交流 活 動 を通 して 教師間の 共 通理解 を生 み 出 しなが ら も．

それ が、幼児教育 と小 学校教育の 相 互 の 立場 を ど う変容 させ て

い っ た か を明 らか に して い く。

（2 ）幼稚園生活 と小 学校生活の 変化は子 どもに と っ て 大きな

変化で あるが、そ れは 子 ど もを 取 り巻 く生活環境の 変化に留 ま

らず、子 どもを理 解 し て い く教師間に おい て も同様で ある。違 い

は 明 確に しなが らも，その 強調で は な く、共通 意識 を探 り．子 ど

もの 発 達観を 共 に考え てい くあ り方 を探 るb

　以上の 2 点を目的と し、検討 を重ねてい くが、人事の 問題 など、

担当者 の 継続が難 し い 現状 もあ る。そ の 点 を考慮 し なが ら、小

学 校教育に お け る 学習の 現 状 と幼児教育にお ける学びに つ い て

考察 し ．同 じ視点 を探 っ て い きた い 。

2 ．中央教育審議会 の 答 申か ら

　昨年、中央教育審議 会 で ．初 等 中等教 育に お け る当面 の 教育課

程及び指導の 充実 ・改善方法につ い て の 答 申が 出 され た。答 申

には、子 ども達に求め られる学力 とし て の 「確か な学力」 を、・

知識や技能に 加 え、学 ぶ意欲 や 自分 で 課題 を 見 付け、自 ら学び、

主体的に判断 し、行動 し、よ りよ く問題を 解決す る資質や 能力が

包 含され る こ とが強調 され て い る。さ らに、昨 今 の 学 力 低 下 に

関す る議 論 に つい て 、学力の 捉え 方 が 異な る た め に議論 がか み

合わ な い こ と を踏ま え、「確かな 学力］ を生 き るカ とい う生涯 学

習の 基 礎的 な資質や 能力 を育成す る観 点か ら重要視す る こ とが

指摘 され てい た。また、知識や技能 と思考力、判断力 ・表現力や

学ぶ 意 欲 な どは 相互 に か か わ りなが ら補強 し合っ て い くもの で

あ り、両者 を総合的かつ 全体的にバ ラン ス よ く身に付 け させ て

い く こ とが、「確 か な学力」 をは ぐくむ こ とに 繋が る こ と を述 べ

て い る。こ う した背 景に は、数年前 の 教育課程実施状況調査の 結

果 にお い て も示 され てい るが、学習意欲 の低 さや学習習．1貫が 身

に付 い て い ない 子 どもの 実 態 に 加 え、子 ど もの 学び を 支 え る体

験の 不足、人 や物 とか かわる 力の 低下が挙げ られ、各学校 にお い

て 「総合的 な 学 習の 時間」 等 を 通 じた 学び へ の 動機付けを図 る

こ とを 重要視 して い る。

3 ．保育の 立 場か ら 「学習 」 に つ い て の 抵 抗感

　学習や学習意欲につ い て は、幼児 教育 に携 わ る保育者に と っ

て 容易に は 受け 入れ が たい こ とを考 えて い き た い 。そ れ は、子

ど もの 学習意欲を、「自己効力感 」 と して捉 え、人 が社会的、文

化的に 必要 と され る生 活態 度 や 技能 を身 に付 け な が ら環 境 に適

応 して い く こ とに 対 して 、そ の 時期 に応 じた 望 まれ る水 準 を与

え られ、そ の ク リア ーされ た か 否か を判断 され る こ と が学 習 に

はあ る と考 え るか らで ある。さらに、自己効力感 を感 じ させ る

ため に、外的 な刺激を与 え る 方法的な と こ ろか ら脱 し得ない

How 　to的なあ り方に向か うこ とを恐れ るか らで あ る。こ う し

た 背景 には、ここ 数年 の 様々 な教資論争 の 中で 、子ど もの 学習意

欲の 低 下に つ い て 、幼児期 の 子 どもの 教育の あ り方 に 疑 問 を投

げか け られ る こ とが あ っ た こ とが挙げ られ る ．あ る保 育者は、

子 ど もの 遊 びは 重要で あ る と知 りつ つ も、遊 び が学習 と は結び

っ か な い こ とか ら、「遊 び＝ただ遊 ん で い る 」 と映 され て ．保 育

者 の 意図性を感 じ取 っ て もらえ ない こ とが あ っ た り、教科的 窓

口 か ら子 ど もの 姿を捉 えて 、科学 的、社 会 的 な方 向へ導 い てい く
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こ とで 、遊び の 到達 点 を 学習 につ な げ る こ とを迫 られ た とい う。

こ こ で い う学習 的要 素 とい うの は、教科 的 な流 れ に た ど り着 く

こ とを含ん で い る 内容を い う。これ らは 全 て 否 定 する もの で は

ない が、こ う した問題 は、言葉の 定義に っ い て の 共通認識 が必

要 に な っ て くる。た だ し、定 義 は現 場 の 教 師 に と っ て 抽象的な

’
言葉の 探 り あい に終 わ る こ とに な る ．子 どもの 姿を どの よ うな

発達観で 見て い るか を、異な る こ とを 前提 にして 、実 際の 子 ど

もの 姿 を取 り上げなが ら、議論 を重ね て い くこ とが求め られ る。

4 ，幼小 連携へ向 けて

　（1 ＞文 化的実践 と してみ る

　 こ こ で 、保 育の 立場 か ら、「学 習 意椥 を考察 してみ る。保育

は遊 び を通 して 「学び」 を育て るこ とに ある。学び とは、アイ

デン テ ィ テ ィの 確立 で あ る。園生 活 の な か で 、子 ど もは 様 々 な

環境に ．自分 を置き換え、状況 に巻き込 まれ、自分 ら しい プ ［コ セ

ス を踏みなが ら遊び を深 め、人間関係 を作 り上 げ て い く。佐伯は、

本 当の 「就学準備」 は 、生涯 「学び つ づ け る」力 をつ け る こ と

で あ る とい う。学び に つ い て は、そ の 目指す とこ ろを参加の 深

ま り と し、人が、共 同 体の 活 動に参加す るこ とを通 して 、全人

格的 な意味 で 、「な っ て よ か っ た 自分」に な る こ とと述べ て い る。

さらに、「学び」 と呼ぶ 参加 は、文化的実践への 参加 と し、蘭係

づ く りが 集団の 内側 の 規範に向 か うの で は な く、集 団の 外側、文 ・

化的 ・祉会的実践の 場 に向か うと い う、そ して、文化的実践の

世界 へ の 参加 は 、い きな り THEY 世界を 突きつ け るの で は な く、

YOU 的 関係 の なか で 、　一一人 ひ と りに とっ て の 文 化的実践へσ）参

加 の 軌道を みつ け る 作業に つ きあ うこ と が、生 涯を通 した 「学

び つ づ け る」 カ で ある こ とを強調 して い る。つ まり、子 ど もの

見 る世 界を、子 ども と共 に見 る こ とで、子 ど もを見 るの では な く、

子 ど もの 見て い る世 界を
一

緒 に 見 る なか で 起 き る コ ミ ュ ニ テ ィ

つ く りの プ ロ セ ス の なか に 学び が あ る と考え る。これ は、子 ど

も同 ；ヒの なか に お い て も 同 じ こ とがい え る。佐伯は そ れ を 「横

並 び の 知 」 と呼 んで い るi これ は．総 合的な学習の 考 えに 近い

もの で ある。小 学校 で は 「教科 亅浩 動が あ り．それ を 保 育 と直

接結 び っ け る こ とに は無 理 が あ る と思 われ る。そ こ で ．佐 伯 の

「学び 」 を手 掛 か りに 、「教科 1 を 「文化 的実 践］ と位置付 けな

お して み た い 。そ の 点 で は、幼 小 は 同 じ立 場 に あ る と考え られ

る 。

（2 ＞発達 の 連続 性 を 考 え る

保育者 は、子 ど も
一

人ひ とりが よ り輝 き、主 体的な 自分つ く り

がで きる よ う援助 して い くが、それ らは ．小 学校 に 進学 して 、更

に 自学 自律 した行 動 が で き る こ とを信 じて い る か ら に 他 な ら な

い。しか し、実際に は 、進学 し て も、そ の 輝 きが 失 われ て い て

い る の で は ない か と危惧す る とこ ろが あ る こ と も少 な く ない
。

例 え ば、進 学 して か らの 2 学期 半 ば こ ろ に、教 師 間で 「A は幼 稚

園の こ ろ、どん な子 だ っ たん で す か」 とい う話it1ら始 ま肱 こ う

した実 態 を 同僚 の 声 か ら知 る こ と もあ っ た。確か に 、麦達関係や

悩 んで い るこ と、ク ラ ス の あ り方 など、そ の と きの 子 ど もの 置 か

れ て い る状況が左右す る ことはある が、そ うで はない こ とを感

じ る こ と も多い 。幼小 の 教師間 の 子 ど もの 捉 え 方、理 解の 仕 方

に違い も あるだろ う， ある い は ．保育者が本来 の 子 ども 自臭の

姿を 見逃 して い た とい うこ と も考え られ る。また、数 年 たって、

独創性 を見 出 して くる子 ども もい る だ ろ うe そ う した 例 が、個別

的で ある よ
．
うで 、子 ど も全 体の こ とと して感 じられ る こ とが，教

師 間の 共 通 の 意 識 と して あ る こ とを 無視す る こ とは 出 来 な い 。

い ろん な視 点で 子 どもを理解 して い くこ との 大切さは い うまで

もない が、こ こ で 考え たい こ と は．子 どもの 発達は 間切れ もなく

連続 してお り、子 どもは、その 子 な りの 成長 とい う個別性 を持 っ

て い る こ とで ある。 個別性 とい うの は、発達が
一一・

人 ひ と り異な る

こ と、連 続 的 とは い い な が ら も、そ こ に は行 き つ 戻 り つ の 波 が あ

る こ とを指す。

　津守 は 人 間の 生涯 の発 達 につ い て 、「誰で もが遭遇す る人 を 育

て る仕事に おい て は、相手 も自分も前進する感覚を得 られ るか、

あ る い は ゆきづ ま っ て 停滞する かの 危機 に 立 つ 」と述べ 、子 ども

と生 きる 保育者 の あ り様 と同 時に 、発 達を危機 を乗 り越 え る人

間存 在 と して の 育ち に 視点 を置い て い る 。困難 を乗 り越 え て い

くなか で 、自分 自身に 気づ き、ア イ デ ン テ ィ テ ィ を確立 して い く

自分作 りと して発達 を捉 え、そ れを支えて い く保育の あ り方は、

小 学校教 育 にお い て も同 じであ る と考 え る。　　
’

5 ．今後の 方 向性

　今後 は、幼小の 教師間で の 話 し合い を 深 め、そ れ ぞれ の 視 点 を

照 ら し合 わせ．探 りなが ら、幼 小連携 を事例 研 究 を 中心 に 検証 し

て い きた い 。ま た，幼 小 連携 が 、交 流 と い う行 事的 なあ り方 に

留ま らず 、子 ど もの 発 達 の 連続 性 を見 据 えた 教育実践 に な る よ

う取 り組 んで い き たい 。
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