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関 係 論 的 な 視 点 か ら み た 子 育 て 支 援

一 保 育 の 日 常 性 と 関 係 性 か ら の 問 い 直 し 一

大 豆 生 田 　 啓 友 （関 東 学 院 大 学 ）

1　 問題意識

　子育て 支援 は、保 育 の 日常 的な 営み の 付 加的な機能

と して位置づけ られ て い る傾 向が 少な か らずあ る。そ

れ は，子 育て 支援イ コ
ー

ル 「地域子育て支援亅 （相談、

園庭開放．一時保育等）、ある い は 「時間延長保育」 （預

か り保育等）や 「就労支援の ための 保育」 の機能に限

定して捉え られ る こ とが ある ことか らも理解で きる。

　 「子 育て支援亅 とは、親が育つ こ と、子どもが育っ

こ と、子育て を支え る社会 （支え合い の 子 育て）や よ

りよ い子 育て環境を作っ て い くため の 支援機能なの だ

とすれば、それは単なる付加的な機能で はな く、保育

の 日常性 として、不可分な関係の 中で捉え直して い く

べ きではない か と考え る 。

　そ こで、本発 表では、1つ の事例をてがか りに しな

が ら、保育の 日常性か ら子育て 支援 につ い て 考察 した

い 。 特に こ こで は、関係論的な視点を用 い る ことに よ

り．「育ち合 う共同体」として の 保育の 場にお ける 子育

て 支援機能の 考察を行うこ とを 目的とする。

2　事例につ い て

　この 事例は、S 市の 私立幼稚園にお い て、気になる

F 児 とそ の親へ のかかわ りを行っ た もので、担任保育

者 （年 中 4 歳児か ら年長 5歳児）の 物語的記述を通 し

て 、考察 を行っ た。

　F 児 は、入 園 当初から保育者に 攻撃的になっ たり、

集まりの 場で 大きな声を あげて 走 り回っ た りする な ど

の 姿が見 られ 止め よ うと して もまっ たく言うこ とを

聞かず、逆 にエ ス カ レートする一
方の 姿が あ っ た。そ

の よ うな F 児の 気 にな る 姿の背後には、母親の 舌囃 な

かか わ りがある と考えられたため、母親へ の かかわり

を行 い 始めた。しか し、そ の 後k 他の 母親達との 関係

がうまく持て ない こ とを理由に突然の退園を申し込 ん

で きた。それ で も、保育者は、母親との 積極的なか か

わ りを行い、退園 しな い方 向 に関 係 をつ な げて い っ た。

　当初は、保育者の F 児へ の かかわ り方につ いて も拒

否的な母親で あっ たが、園全体で協力体制を持っ 中で 、

繰 り返しF 児の よい姿を伝え、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を

持っ こ とによ り、次第に母親自身の本音が聞 け るよ う

になっ て きた 。 それ は、F 児 の 母親自身が実母か ら厳

しく育て られたの に、なぜそ の 自分の 母親が孫 で ある

F 児 に は甘 い の かが納得い かず、F 児 に対してつ らく

あたっ て しま うとい っ た 内容で あっ た。

　そ の 後．ゆ っ く りでは あ るが、年中児か ら年長児 ク

ラス にな るプロ セス の 中で、親子 共 に変化 を して い く。

連絡ノー
トでのや りとりを行う中で、自分は だめな母

親だとい っ たこ と を書 い て くる こ とが 多か っ たが．そ

れ を受け止めて い く中で，次第に F 児の こ とにつ い て

も受け入 れ られ る よ うに な っ て い っ た。また、他 の母

親も同 じよ うに悩んで い た りす る こ とを伝えて い くな

どを行っ て い く中で 、年長組で はク ラス 委員 に まで に

なり、他の 親 との か かわ りも積極的に行 うよ うに変わ

っ て い っ た。また、F 児 も気に なる 姿が な くな っ たわ

けで はない が，自分らしく園生活 に取り組めるように

な っ て い っ た。

（当日の 発表で は、もう少し詳しく説明す る。）

3　関係論的な 視点

　保育の 場は、子どもを通して 日常的に、しかも継続

的にか かわ っ て い く場で あ るか らこ そ、この よ うな母

親との関係を も含めて支援して い く ことの可能性が存

在する。こ の 事例で は、母親を肯定的に 受け止めて き

た こ とが、母親自身が変わ るき っ か けを生み 出し、そ

れが子どもの 姿の 変化をもたらしたもの だと捉えられ

る。これ は．親を支援する こ とが、子 どもの 育ち を支

援する こ とになる とい う 「関係胞 を提示す る事例で

もある。 しか も、こ の 事例で は，保育者と母親、保育

者と子 ども、母親 と他の親、母 親とそ の 実母、保育者

と保育者、そして 母親と子どもの 関係の あり方を変え

る もので あっ た。

　近年の 発達研究にお い て 、人 間の 発達や行為を個人

の 特性や能力に帰属させて捉えて きた個体能力論的な

パ ラダイ ムの 転換を行い、行為や発達をそ の主体の 取

り巻 く社会・文化的な関 係構造か ら切り離す こ とな く、

その 多様な網の 目に位置づ けて 読み 取ろ うとす る アプ

ロ
ー
チ として 「関係論的な視 蜘 が あげられ る。

　佐伯胖氏は関係論的な見方 と は、「人間の 行為や 能

力の 形 成 ・変容の 過程を見 る 際に、私たちが知 らず知

らずの うちに陥っ て い た（暗黙の 権力によりかかっ た）、
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中心 とされ て きた 特定の 原 因系 にすべ て を帰属 させ て

しま う解釈構造 を解 体 して、周辺 に ある具 体的かつ 末

梢的な事実に注目し、そ こか ら、これ まで と異なる 新

し い意味世界を構築しよ うとい う．見方を呼びか け る

言葉である」 と説明して い る 。

　先の事例の場合を考えでみ た い。事例を読み解い て

い く中で浮かび上が るF 児および母親の 問題と思われ

る行為は、その 本人その もの が有 して い る個体能力的

な問題性として 捉える よ りは、こ れ までの彼 らが育て

られて きた周囲の 関係性や 歴史性と い っ たそ の主体を

取 り巻 く社会 ・文化的な複雑な関係構造の 中で生じて

い る こ とで ある こ とが理解で きる 。 こ の 事例で も、こ

の ような 「関係構造」 や 「周辺」 に着目する ことによ

っ て 、これ まで 単 に子 どもの 行動特性、あるい は親の

問題と個人の 能力とい っ た概念に帰属させて説明され

が ちで あっ た 慣習 的なディ ス コ
ー

ス の 文脈を捉え直す

とい う こ とに大きな意味が ある。

　また、鯨岡峻氏は、人 と人 との 関係性の中で子ども

の 発達 を捉え よ うとする 「関係発達論」 を展開 して い

る。この 視点で は、育て られ る者が 育て る者 にな っ て

い く とい う子 育て を世代間の リサイクル過程と捉えて

い る と共 に、一
人 の 生涯 の 発達過程はそ の養育者の 生

涯過程の ある 時相 と重な り合い 、その 両過程 が相互 に

影響 を及 ぼし互 い に相手 を規定 し合う と い う形で 同時

進行する
一
側 面で ある こ と牽述べ て い る e

　事例の 場合も、F 児の 母親自身が育 て られ た過 程が

F 児へ の か かわ りを歪め、そ の あ り様を相互 に 規定 し

て い る こ とに なっ て いた と言え る。こ の よ うな子 育て

の リサ イ クル過 程 に対 して 保 育者 ある い は子 育て 支援

者が どの よ うに関与して い く か はとて も難 しい が．事

例の よ うに、継続的で 日常的 な場 にお い て 親子 に同時

にか か わ っ て い く保育の 場に お い て、そ の 関係性へ の

支援を行 っ て い ける可 能性 が あ ると言 えよ う。

4　 正統的周辺 参加論

　関係論的な発達の 視点を提供す る理論の ひ とつ に

「正統的周辺参加論」 が あ る。正 統 的周 辺 参 加 論

CLegitimate　Periphera1　Participation：LPP）とは、

Lave，」．＆Wenger，E が提唱 した概念で、人間の 学びを

新参者が共同体の社会文化的実践の
一
卜全的参加者へ と

移行 して い くプロ セ ス と捉えて お り、ま さに学ぶ こ と

は共同体へ の 参加を通 してアイデンティ テ ィ を形成す

る過程 として 見 る こ とがで きる とい うもの で ある。

　正 統的周 辺参加論で は、「参加」が
一

つ の 鍵概念とな

るが、ある 意味で は こ の 事例も F 児の 母親が幼稚園 と

い う広い 意味での 共同体 に 「参加」 して い くプロ セ ス

で あっ たと読み 取る こ とがで きる a 当初はあ る意味で

共同体 に な じむ こ とが で きな い 「新参者」 的な位置に

あ っ た ものの、F 児 へ のか かわ りをめ ぐっ ての様 々 な

や りと りの 中で 保育者と の 関係性が生まれ 、そ の 保育

者の 存在を媒介 と しなが ら、最終的には 「F 児の 姿を

共 に見る こ と」や、「クラス 委員 と して 参加する」など、

そ の 共同体 にお け る 「参加」 の 位置を変え、成員性を

獲得 して いるの で ある。

　 こ こ で は、こ の 母親が共同体 における成員性を獲得

するための 「媒介」 として、保育者の 存在が機能 して

いる。そ して．そ の 「媒介」 が あ る ことに よっ て、単

な る外的要因 として の変化のみ で ななく．そ の主体と

しての 母親の模索に よる相互 交渉の プロ セ ス と して、

揺 らぎなが らも 「参加 」 の深 ま りが あ っ た とのだ と解

釈できる 。

　 こ の事例 にお ける 「共 同体 へ の参加」 と は、子 ども

と保育者あるい は子ども同士の 関係の み ならず、親と

子 ど も、親と保 育者、保護者 同士、保 育者同士 な ど．

多様な関係構造の 中に位置付け られる。これまでの 保

育の 日常性 とい う概念は、と もすれ ば、厂子 ども と保育

者」 「子 ども同士」と い う狭い 関係性の 中に閉じて 捉え

られる こ とが多かっ たが．実際に はそ の 背後に ある親

や家庭 との 関係性 は非常に深 く関係して い る もの で あ

る。そ れが これ まで 浮上して こな か っ た背景には、園

と い う共 同体 と家庭や地域 とい う共同体 を分断 して捉

え て きた文化的
・
社会的背景が あ り、そ れ が保育 と子

育 て支援 （家庭 ・地 域 との連携）を分 断して捉 え て き

た
一
側面 と して 存在 して い た の で はな い か と考え る。

　最近で は、親や 地域 の 人 た ちが 人的 「資源」 と して

保 育の場 に 「参加 」 する取 り組み が増えて い る ほ か、

地域 の 親 子 の 居場 所 と して の 「居場 所」 と して の 機 能

も求め られ るよ うに な っ て い る。こ れ まで も大切に さ

れ て きた 厂子 ども と保育者」 や 「子 ども同士」 の 関係

性 を再 認 識 しつ つ 、親や 地 域の 人、保育 者 同士 な どの

多様な関係構造の 中で、「育ち合 う共同体」と して の 視

点か ら、保育実践を再構築す る必 要が ある。そ うする

ことで、「保育」 と 「子育て支拗 は分断された関係で

はなく、不可 分の 関係 として 再構築され るの で ある 。
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