
Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

312

幼稚 園 ・家庭 ・地域祉会の 連携か らみた 幼稚 園バ ス に お ける保 育者 の 役 割に っ

い て
一遊び へ の か か わ りをめ ぐ っ て

一

　　　浅野 由 子

（日本女子大学大学院）

1　 研究 目的

　 日本祉会で は 、1960 年 代 後 半 の 高度経済成長 に よ

る都市化、核家族化の 進行が、伝統的な家族制度 （複

合家族） と地域社会の 機能 を弱 体 化 させ た
1 ）

。
こ の こ

とか ら、そ れ ま で 学校 と家庭 と地域社会 の 連携がとれ

て い た為 に、問題 が 少なか っ た育児環境 〔親子 関係〉

に も大 き な 変化 が 見 られ る よ うに な っ た と言 え よ う。

小 川 博久 は その 変化 につ い て以 下の ように 述べ て い る。

まず家庭におい て は、核家族化や消費文 化化 の 影響に

よ り、モ ノ との か か わ りが 欠 除 し、親 と子 の 共同 作業

が な くな り同 調性 が 欠除 した結果、親か ら子 へ の 命令

的関 係 が 増大 した
2 〕。次に 地 域社会に お い て は、都市

化 の 影響に よ り以 前は 子 ど もの 遊び 場 で あ っ た道路や

近 隣の 空 間 が な くな り、さ らに 情 報 化や 少 子化 に よ っ

て子 ども は 孤立化 し、か つ て 地域 に お い て 見 られ た子

ど もの 異年齢集団 の 遊び は 見 られ な く な つ た
3 ）。更 に

学校 にお い て は、1960 年代以前 の 学校 に 成 立 して い た

3 っ の 文 化的 価 値体 系 （学業 の 文化 ・遊び の 文化
・
労

働 の 文化） が、そ れ 以 降 の 学校 に お い て は、学業文化

を構成す る シ ス テ ム （教授
一学習） 関係 が肥 大化 し、

子 ど もの 遊び の 文化 は 矮小 化 され 、子 ども た ち はす べ

て の 面 で 大 人 に管理 され る傾向が 増大 した
4 ）と い う。

こ の こ とか ら、現在 の 日本の 育児環境 （親子 関係）は、

学校 ・家 庭 ・地 域社会の 機能を十分発揮で きず、連携

が とれ ない 状況に あ る こ とか ら、子育て 不安とい っ た

育児問題 が 浮 上 して き て い る状況 に あ る とい え よ う。

　こ の よ うな社会的状況 をうけて、平成十年度の 中教

審答申で は、家庭 に おける親と子 の 自立 した 関係 の 確

立 が 困難 に な りつ つ あ る とい う認識 か ら、家庭保 育の

見直 し と施設 保育に お ける遊び中心 の 保育の 重視が掲

げ られ 、父 母 が施設 保 育で の 活動に 共感 し、参加 する

こ とを通 して、子育 て へ の 不 安を解消す る とい っ た方

策が 打ち 出 され た。
ま た 平成十

一
年度 の 幼稚園教育要

領で は、遊 び 中心の 保育 と教師 の 指導力に つ い て 強調

され た。こ の こ とか ら、現在、子育て や幼児の 生活 （遊

び） に お け る幼稚 園 ・家庭 ・地域社会 の 連携を考える

上 で 、幼稚園が果 た して い く役割 は 大き い とい える。

しか し、実際に そ の よ うな連携 を 可能 に す る幼稚園 側

か らの 具体的な試みは今 だ発信 され て い ない 。

　筆者は修 士論文にお い て、ある幼稚園における幼稚

園バ ス の 車 中 にお い て 、子 どもの 遊び が 充実 して い る

様子 が見 られ た こ とに着 目 した。今まで幼稚園 ・家庭 ・

地城社会 の 連携 が とれ て い た時代 にお い て は、幼稚園

バ ス は 親 と子 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の機会を 奪い 、子

どもを家庭や地域社会 か ら
一

方的 に離 し、連携を壊す

とい う理 由 で 否定的 に考えられ て き た。しか し、学校 ・

家庭 ・地域社会の 連携が な くな りっ つ あ る現代 祉会に

お い て 、上 述 の 例 の よ うに、幼稚 園 に お け る豊か な 「遊

び 」 が 幼稚園バ ス に お い て も見られ、そ の 「遊 び 」 が

家庭 や 地 域社会 に お い て も再 現され る の で あれ ば、幼

稚園 側 か ら幼稚園バ ス を通 して 家庭や地域社会 との 連

携を深 め て い く新た な試 み と して 注 目す る こ とが 出来

る と 仮定 した の で あ る e そ して 調 査の 結果 、幼稚園バ

ス に お い て、幼稚園に お け る豊か な遊び （特 に言葉遊

び、歌、手 遊び ）が 展 開 され る こ と が 実証 され た。ま

た特 に、バ ス 内に お け る大 人 （保育者
・
運転手） の 行

動や言 動に 子 どもが 同調 して 遊 び が 始 ま り、更 に それ

が契機 とな っ て 笑い が 起 こ り、バ ス 内で の 集団性 が 強

ま る とい っ た傾向が見られた。従 っ て、バ ス 内におけ

る大 人 の 言動 や行 動 は、子 ど もの 道 徳性 や 社会性 そ し

て 自発的 に 遊 び を展 開 して い く援助行 動 と して も重 要

で ある こ とが 明 らか とな っ た
5 ｝。

　 こ の よ うな修 士論文で の 成果を踏ま え、本研究 で は

幼稚園バ ス に お ける保育者 の 役割 （援助行動）の 可能
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性 に つ い て 考えて み た い
。 修 士 論 文 の 結 果 か ら幼稚

園 バ ス で の 遊 び に お い て 、幼稚 園で の 豊 か な 遊 び が

展開 され る こ とが 多 か っ た こ とか ら、保育者 は幼稚

園 と家庭 と地域社会 の 連筋を 考 え る上 で は、幼稚園

バ ス 内 で の 環境 を、幼稚園 の 延長 と して の 保育空間

と捉 え、そ の 活動を extracurriculU 皿 と し て 把握す

る必 要 が あ る とい え る。そ れ ゆ え、幼稚 園 バ ス の 中

で の 幼児 の 遊び に つ い て 保育者 が ど うい う意識をも

っ て い る か に よ っ て も、子 どもの 遊びに 大きな相違

が生まれ る こ とが 予 想 され る。そ こ で本研 究 で は、

幼 稚 園 バ ス の 幼児の 遊 び に 対 す
．
る 保育者 の 意識 をイ

ン タ ビ ュ
ー

に よ っ て 明 らか に す る と と も に、幼稚 園

お よ び幼稚 園バ ス 内 で の 保育者 の 言動 お よ び 行動 を

観 察 し、又 、周 囲の 子 ど もの 実態も観察す る こ とに

より、幼稚園バ ス に お ける保育者 の 援助行動 の 可 能

性 に つ い て 考えて み た い 。

ll 研究方法

対 象 園 　 1」」形 県 私 立 M 幼稚園

対象 の 教師　　年長児 ク ラス 女性教諭 2 名 （テ ィ
ー

ム テ ィ
ーチ ン グ 制）

− K 教諭、0 教諭

対 象 ク ラ ス 　年長児 ク ラ ス

対 象 バ ス 　大 型 バ ス （約 40 名 乗 り）     番 バ ス

　　　　　小 型 バ ス （約 10名乗 り）    番バ ス

観察期間　　2003 年 12 月〜2004 年 3 月 （3 学期 を

中心 と して）

観察方 法 　　イ ン タ ビ ュ
ー

調査 お よ び塑 塞

イ ン タ ヒ ュ
ーSt査 ： ク ラ ス 担 任 2 名 に 幼稚園バ ス の

子 ど も の 遊び に対 す る 見 解 を イ ン タ ビ ュ
ーす る e

ビ デオ 観察 ：保育時間 お よ び 幼稚園バ ス 内 で の 保育

者 と子どもたちの 様子 を VTR に 録音す る。

皿　結果

事例   　2003 年 12 月 21 日 （月 ）

イ ン タ ビ ュ
ー

調査

対 象教師 K 　諭 （
‘・歴 5 年 目）0 教諭 （経歴 4 年 目）

K 教諭一
異年齢で よ く行 わ れ て い る と い う意味 で 、

幼稚園バ ス 内 で 行 わ れ る遊 び は 重要 と考 えて い る。

0 教諭 T 幼稚園で 行われた遊び が幼稚園バ ス で 行わ

れ た 場 合 は 好 意的に そ れ ら を 受 け止 め 、子 ど もか ら

の 要請 が あ っ た 場合 に は 、積極的 に そ れ らの 遊 び を

楽 しむ よ うに し て い る 。

ビデオ 観 察

囲 　お集ま りの 際、K 教諭 が 主 に絵本 の 読 み 語 り

や 手 遊び 、配 布物 の 点呼 な どを行 う。0 教諭 は 2 学

期 に子 ど もが 作 っ た 製作物 の 配 布や 帰 りの ご挨拶 を

中心 に 行 う。

幼稚園 ハ ス 大 型バ ス IK 教諭　大型 ハ ス 20 教諭

遡 ） 男児 R ・N が ジ ャ ン ケ ン を始 め る と、

そ の 前に い た女児 Y が仲 間 に 入 り、3 人で 手 遊 び を

　して 笑 い あ う。R は T に N が 手 を怪我 して い る こ と

や 自分の 誕 生 日 は ど こ で 行 うか を 当て る質問 を し て 、

話 しか け る 。 T は そ れ に 対 し、親切 に 受け答 え、　 R

と会話 を 楽 しむ 。

大 型バ ス 2　 T は男児 Y が 歌 っ て い る歌 に つ い て 、

ま た 女児 M が 持 っ て い る所 持 品 に つ い て、積 極 的 に

質 問 をす る。ま た バ ス 内 に 落 ち て い るモ ノ （子 ど も

の 製作物や所持品） を拾 い 、モ ノ を介 して 子 ど も と

会話をす る。子 どもか ら手 遊び や ク イ ズ の 勧誘 を受

け、子 ど も た ち と共 に楽 しむ。

IV　考察 お よび 結論

　 イ ン タ ビ ュ
ー

調 査の 結果 か ら、K 教諭 は子 ど もの

遊 び に つ い て 受動 的 で、0 教論 は逆 に 積極的な考え

で あ る こ と を伺 い 知 る こ とが 出来 た。その よ うな認

識 の 違 い が、保育 にお い て も幼稚 園 バ ス 内に お い て

も持続 して 言 動や行動 に 表 れ る こ と が ビ デ オ 観察 に

よ っ て 明 らか に され た。

V 　今後 の 課題

　 今後 も継続 し て 、イ ン タ ビ ュ
ー調 査 お よ び ビデ オ

観、塞を行 っ て い く 。 特 に、教師 が 保育 で の 幼児理解

を 幼稚園 バ ス に お い て も連続 し て 行 っ て い る か ど う

か。ま た そ の 理解 を継続 して 次 の 日の 保 育 に 生 か し

て い る か ど うか。ま た そ うい っ た 理 解 を 父 母 との 連

携 に 生 か して い る か ど うか 等 に つ い て 考察す る 。 そ

して 、教師 の 心 理 お よ び 行動 の 変化 とそ れ に 伴 う子

ど もの 心 理 お よび 行 動 の 変化 の 相関 に つ い て も、考

察す る。

＜ 参考お よ び 引用 文 献 ＞

1 ）佐 藤守 『都 市化 と幼 児 教 育 』 創 文 社　1979

2 ）小 川 博久 　 「今 日の 乳幼児 の 危機 と保育 の 課題」

日 本保育学会紀要　 2002　 3 ）小川博久　環 境情報

科学 27 号
一3　1998　 4 ）小 川 博久 編著 『「遊 び 」

の 探求一大 人 は子 ど も の 遊 び に ど うか か わ り うるか

一』　 終 章　われ わ れ 大人 は 子 ど も の 遊 び に ど うか

か わ り うる か 　四、学校 生 活 と遊 び との 関係 」 生 活

ジ ャ
ーナ ル 　2001　 p294 〜 p　3eO 　 5）浅 野 由子

「遊 び が 持続す る環境 に つ い て の 研 究 一幼稚 園バ ス

に お け る子 どもの 遊 び を通 して
一

」 日本女子 大学大

学院　2002 年度修 士 論文

一 625 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


