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幼稚園 3歳児 1学期 をど う捉 え るか
　　　　　　それ まで の 成長 の 到達点か ら保育を展開す る

　　　　　　　　　　　　　 栗 原 ひ とみ

　　　　　　　　　　　　　（二 葉幼稚園）

　少子化が進行 し
、 各家庭に お い て も地域にお い て

も、子 育てが 困難な状況 に ある と言 われて久 しい
。

幼稚園に入園 して く る子 どもまた、さま ざま な面で

経験や育ちの 機会を得 る こ となく、入園 し て くる子

が増え て きて い る。今 まで入 園 まで に育っ てい る も

の と して考え られ て い た もの が、前 提 と して成 り立

たない 傾向にある。例えば入園前まで に養育者 との

安定的な関係が築かれて い ない ため 、 3歳児な りの

自己 コ ン トロ
ール カ が十分に育っ てい ない。ま た以

前は 排泄の い ちお の 自立 が入 園の 前提 となっ てい た

が今は オ ム ツ 着用 の ま ま入 園 し て く る子 どもが増 え

て い る。筆者は幼稚園教諭とし て 入 園前の 子 どもの

育ちの 変化 に危惧 を抱い て い る もの で ある。

1 、研究の 目的

　3歳児 1 学期 は家庭 が生育環境で あっ た時期と家

庭以外 の 生育環境で ある集団保育の 場 に参加 して い

く時期 との 接続 す る部 分 と して の 意 味を持 つ の で あ

る。こ の 時期 の 子どもの 変化や保育の 状態を詳らか

に し、3歳児 1学期の 保育の 在 り方を検討す る。

2 ．研究の 方法

　過去 10 年に お ける保育記録か ら変化 して い る事

項を抽出 して い く。子 どもの 実態、保護者の 関わ り、

保 育者 の 意識の 3 点か ら変化 と要 因 を考察す る 。

3．結果

  3歳児な りの 自己の 育ちが遅 く、自己を コ ン トロ

ー
ル す る力 が 弱 く な っ て い る。

　関わ りを求 めて い るが、自分の 思 い を押 し通 すだ

けになっ て しまっ たり、ちょ っ とぶっ か っ ただ けな

の に 「ぶっ たな
一

」 と殴 りかか る等の もめご とが頻

発する。

　 これ は、それまで の 親子 関係 で、子 どもが 主体的

に、共感 を持 っ て受容 され て こ なか っ た こ とが要 因

として 考えられ るe 親は、子育てに対する不安 と同

様に 自分自身 に対する不安を抱えて お り、子 ども の

自己に向き合 う精神的な余裕 が ない。子どもの 思い

を共 感を持 っ て 支えた り、映 し出 す援助が 受け られ

ず、子 ども は 自己 の 輪郭 をっ か め な い で い る 。

  10 年前に比 べ て、3歳時保育の 1 学期 に おい

て 、「子 ども同士 の 関わ り」に対す る 興味が、「お

もちゃ遊び」 に対する興味よりも前面に出て き

て い る 。

　 こ の 要因 と して 、入園前 に子 ど も同士 が 関わ る機

会が 少 な くな っ て い る こ とが あげられ る 。 そ の こ と

は親に とっ て も関わ りを学ぶ機会の 減少を意味する。

玩 具の とりあい っ こ等で もめると親が介入 し解決 し

て、確執やス トレス を抱え込 まない よ うに、事前に

我が子 を叱 りぶ つ か り合 い を未然 に防い で し ま う。

子 ど も同士 の 関わ りに対す る興味 は、「同年代の 子 ど

もと群れた い 」 とい う本能が、それまで満 た され な

か っ た分、幼稚園に来て 表出して い るの で は ない か 。

3 「お む つ がはずれ る の が遅 くなっ て き て い る」

　こ の こ とは生活習慣の 自立に大き く関わ っ て い る。

要因は 紙おむ つ の 普及 と親の 遅寝遅起 き等 に よる 生

活 リズ ム の 乱れで あ る。紙おむつ は親 の 都合を優先

す る こ とがで き、生活 リズ ム を大人優先 に つ くる こ

とが で き る。 親は 失敗 を も引き受け て、何度で も洗

い、その 過程 を通 して 子 どもの い ま の 状態を適切に

見極め て導い てい くとい う、親と して の 学び の 体験

が不 十分となるの で は ない か と筆者 は考えて い る。

  「全 部残 さず食べ る こ とが少 な くな っ て い る」

　要因はバ イキン グ方式の 普及や加 工食品、冷凍食

品の 普及と親の 意識の 変化で ある。体づ くりを進め

る幼児期 か らバ イ キン グ方式で好きな食品 だけ食べ

る生活は健康面で の 影響が危惧され るの で あ る。

　また幼稚園児 の お弁当に おける冷凍食品 の 普及 に

は 目を見張 るも の が あ る 。 親 が 自分 で 調理 した の で

は ない だ けに、残 さず きれ い に食べ て もらえ な くて

もよ しとする意識が働い て い るの ではない だろうか。

こ こ で も親の ペ ー
ス で の お弁当作りが されてお り、

経済性や効率の価値が選択され てい るの で ある。

〈結論〉

　子 どもは家庭にお い て大人の都合による大人優先

の生活の ペー
ス で 育づ傾向が こ こ 10年間で強まっ て

きて い る。 従っ て、幼穐園の 現場では次の ような点に

比重を置い た保育を展開するべ きで あ る と考え る。
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　 1．自己の獲得を援助する

　 人 と して 生 きるこ とは自分 の 人生を生きる事で あ

り、そ の ため に は他で もない 「自己」 を獲得 して い

か な くて は な らな い 。身体の 中心 には欲求 （気 持 ち）

があ り、それを所有 してい るの は私で ある とい う、

感覚を もっ てい く。 それ が 「自己の 獲得」 で ある 。

時期 は概ね 3歳前後で あ ると言われ て い る。

　 入 園前子 ど もは 大人 の 都合に よ る大人 優先の 生 活

の ペ ース で育っ て きた。子 どもが初め て主体的 に生

活 で き る、そ の 場所 を保障ずる の が 幼稚園で あ る。

　保育者は子どもが母親の 従属的立場、もしくは監

視下の 関係に あっ た状態を転換させ、子 どもが 主体

の 生活をつ くる必要が ある。保育者との 関係を軸に

保護者 との 関係、子 ども同 士 の 関係、友達親子 の 関

係 等 で、そ の 子 どもの 世 界の 広 が りを支 え て い く。

　 こ の 10 年の 変化 を受けて、保育の 中で 強調 し て

い くべ き課 題は 、 子 どもの 主体性を支える援助 で あ

り、その こ とを援助 の基本命題 に据え るこ とで あ る。

具体的に は子 どもの 気持ちや思い を丁寧にすくい と

っ て 共感 を重 ね て い く保 育で あ る。子 どもの 思 い を

共 感 と と もに映 しだ して い く大 人 の 援助 を受 け、子

どもは 映 し出された 自己 と向き合 う事がで き、自己

を獲得してい く成長に向 うこ とがで きる。

　 自己主張の 体験、共感 して もらえる体験、気持ち

をわか っ て もらえる体験、子 どもが主体的で あろう

とす る体験が足 りな い とい う認 識 に 立っ て 、保育で

は そ の 部分の 育ちを特 に援助す る必要 が あ る。

　 2 ．友達 と関わ る機会 を意図的 に組み込 ん で い く

　特 に 3歳児 1学期は 「友だちの 存在に気がつ い て

い く」 こ とが 大事 で ある。 それ ま で家庭にお い て子

ども同士 の ふ れ あ い が 少 ない 3歳児ばか りが集まっ

て くるの だか ら、だれも譲 っ た り、折 り合 っ た りは

まだ でき ない 。で きな い が、共 に遊ぶ 中で、思い が

ぶ つ か っ た り、みん な
一

緒が 楽 しい を体験 した り、

多様な情緒的体験をするこ とで 、人 との か か わ りを

学んで い くの で ある。

　具体的 に子 どもは どうや っ て幼稚園で友だ ちの 存

在 に気がつ い て い くの か。それ は 「その 場の 感情を

共 有 して い く」体 験 の 積み 重 ね で もあ る。楽 しそ う

に 遊ん で い る 相手の 内側 の 思い に 参加 して い く。相

手の 内側に参加する事 で、その 楽 しさを自分の もの

と してい き、周 囲 か ら分化 してい く。楽 しい 遊びが

終わ っ て も内側の 楽 しさを共有 した者同士 の 関係が

解消 され ずに残 っ て い て、ま た次 の機会 に も楽 し さ

を共有 し合 い た い と欲す るこ とが、友達 を見 出 して

い く事で あ り、友達の 存在に気 がつ い て い くこ とに

なるの で ある。保育者が友達 との 出会い を意図的 に

組 み込 ん で い く とい うこ とは、こ うい っ た子 ども同

士 の 内側に参加 した思い 、共有 した楽 しさを理解し、

それ を子 どもにわ か りやすい形 で 投げ返 す してい く

こ とで は ない か。保育者 がそ うい っ た 関係やや りと

りを意識的に励ま し認めてい くこ とが、友達と関わ
1

る機会を意図的に組 み 込 んで い くこ とにな る。

　 3．排泄 面 で の 課 題 は そ の 子 ど もの 全 体の 様子 を

　　把握 して か ら、取 り組む。

　 まず、その 子どもの 全体的な成長の 様子を把握 し、

さらに排泄面 にお い て の 成長の 段 階 を よ く見極め て

い く必要がある。家庭 で排泄面で の 成長が長 く保留

とな っ て い た状態 （日中もオ ム ツ 着用 ）はなぜ なの

か 話 し を聞き、園で の 子 ど もの 様 子 と重ね合わせ て

い く過程をた どる必要が ある 。 その 過程こ そ が入園

前 と入 園後の 接続点 とな るの で はな い だ ろ うか 。 そ

の 過程で 親子 と保育者が信頼関係を深めて い くこ と

が 重要で ある。

　排泄面にお い て 成長が長 く保留に され て い た状況

は、そ の こ とだ け に問題 が留 ま る もの で は ない。子

どもの 今ある姿か ら親が的確に 子 供 の 状態を見極 め

られない とい うこ ともあるの で子 どもへの 援助とと

もに親へ の 援助が不 可欠 であ る。子 どもを 中心 に据

えて 親 と保育者が協働す る関係づ く りが、求め られ

て い る の で あ る。

4 ．食事 の 大切 さ と向 き合 う

　 子 どもに 対 して は、食事 は き ちん と残 さずに 食べ

る こ とがたくさん遊べ る丈夫な身体を造 る とい う理

解を導い てい く。 親には、食の 大切 さ、栄養の役割

や命の健康保持等に しっ か りと向き合う姿勢や態度、

そ して親子 で楽 し く食ぺ る習慣 を育成す る援助 が、

重要 で あ る。

　筆者は幼稚園教育はもっ と0 、L2 歳児 の 育ちに

真剣lc注 目して い か なくては い けない と考えて い る。

特 に 2歳児まで の 育ちと幼稚園 3歳児 1学期の 保育

が滑 らか に接続 し、それ まで の 子 どもの 育ちの 不 足

を補っ た り、促 した り、循環 し連動 して い くか たち

で保育が 営まれ る こ とが重要 で ある。

　 2歳児まで の 成長の 到達点から 1人 ひ とりの保育

の 目標を設 定 し、子 どもの 主体性 を支え る援助、共

感 を重ね てい く援助 が求め られ て い ると考えてい る。

資料．二 葉幼稚園週案記録 H4 年〜13年 の 10年分
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