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か か わ る」知）と の 対抗関係に あ る。

　2・ 学校用語と し て の 「基礎 ・基本」は，通常，次の

2 つ の 意眛で 使わ れ て い る e

　 ・minimum 　 essentials と し て の 基 礎 ・基 本 （「ミ ニ

マ ム 諞基礎 ・基本」〉

　 ・レ ン ガ積 み の 建物 の 土台 の 如 き も の と し て の 基礎 ・

基本 （「土台＝基礎 ・基本」）

　 しか し なが ら，

　 ア ．仲本　正 夫 r学カ へ の 挑戦 』 （労働旬 報 社） な ど

の 教育実践が示 す よ う に，先行学年 （学校）段階 で の

「学力」 は，後行学年 （学校）段階で の 学習 に と っ て の

塑固な土台 を 自動的 に 築 くもの と は い い が た い 。 教 育

（授業） の 日標 ・方法 の改変 に応 じ ， ま た ， 学習者 の 特

性 に応 じ て 何 が 「土台＝基 礎 ・基 本 」 とな るか は 変動す

る。

　イ・　 「主権在民」 と い うときの 「民」た る にふ さわ し

い 国民的教養の 基 礎 を 「九 年 の 普通 教育 」 の 中で 児 童 ・

生徒が身に つ け るた め の 「義務教育」（教育基本法 第 四

条） の 必須性 を否定は で きな い にせ よ，し か し，制度化

され た知 が 「ミ ニ マ ム ＝
−tge 礎

・
基本」 と して の 国民的教

養の 基礎 を保障す る もの とは ， 必ず し も， い えない 。

　 ウ・ 「学力 に 関 し て 何が基礎 ・基 本 か ？U と か ， 「基

礎学力 とは何か 〜」 とい うと き に問題に され るべ き 「基

礎」は，直一盤 な学墾り鼓舞的基盤で あ る と考え た ほ う

が 生産的で あ ろ う （「基礎学力」 を問 うの で な く，「学力

の 基礎」 を問 うべ きで あ ろ う）。

　3・ お お くの 生徒た ち に と っ て，「学力」 は学歴 な ど

と交換す る うえ で の 道具的価値 instrumental　 value を

もっ て は い て も，即時達成的価値 consummatory 　worth

をも っ て い ない 。「学力」 の 役立ち方 は 「交換 価 値 」 と

し て の そ れ で あ り，「使用価値」 と し て の 役立ち方 で は

ない （「学力」本性は 「変換学力」 で ある ）。 か くし て ，

「学力 」 交換の 見 通 し を もた な い 生徒た ち に と っ て の 勉

強は ， 支払わ れ ざる shadow 　work と な る 。

　 「基礎学力 の 重視」 の 各分の 下 に，制度化され た知 の

学校 カ リキ ュ ラム 化が今 よ りもも っ と硬 直的，画一的 に

行 わ れ る な らば ， 既 に ご ん に ち大量現象化 しつ つ あ る，

生 徒た ち の 学校 ・カ リキ ュ ラ ム ・授業そ し て 「学力 」 か

らの 逃走 の 傾向 は さらに 加速化 され る で あろ う。ま た，

教 えの カ リキ ュ ラ ム が今以上 に楚習者の 自餐豹 な学建 の

カ リキ ュ ラ ム を圧倒 ・併呑 し，そ の 結果 と し て ，学 び の

疎外が さらに 拡が る懸念があ る 。

　こ れ に 引きつ づ い て 細谷純氏 か ら， 自らの 認識や理解

が ど うい う経験 を契機と し て進 む か につ い て の 臨場感豊

か な例示 と，そ れ に依拠 し て 「一事が万事 」 的な
一

般化

を さ さ え る範例の 性質に つ い て の 議論 と が述 べ られ た 。

　次い で フ ロ ア
ー

の 永野重史氏 か ら人間 の 活動に つ い て

固定的 に基礎 と応用 とい うよ うな分類 を し て 基礎 か ら構

築して い くとい う発想 の 妥当性 に つ い て の 疑問が出 され

そ れ を き っ か け と し て の パ ネ ル メ ン バー
の 討論がお こ な

わ れ た 。

ff． 幼児の知的教育は い か に ある べ き か
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松 原 達 哉 （筑 波 大 学）
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　企画主 旨の 説明

　 ま ず角尾 稔氏か ら，現場 の 知的教育 の ある べ き内容方

法 を，教育心 理 学の 立 場 か ら明 らか にす べ きで あ る，數

育 の 内容方法を固定化す る の は 望 ま し くない と思 わ ない

が，せ め て 現実 に行わ れ て い る さ ま ざま な教育 に 関 して，

そ の 長短得失を明 らか に す る な ど，一歩前進 の た め の 提

言 を求め た い 。

　祐宗　省三

　幼稚國児に実施 し た 1 泊 2 日の 合宿 か ら子 ど もが 「点

火式 」 の 状況 を想い 出 し て 模倣し桐の 小枝を 2本し き り

に こ す っ て 火 を作 ろ うと して い た こ とや，先生 方 の 薪 の

くべ 方を模倣 して カ マ ドの 火 を起こ した 子 ど もの こ とな

ど い くつ もの 例が あ げ られ た 。そ して ，子 ど もた ち は直

接 学 習
・
観察 学 習 か ら多 くの こ と を習 得 し て い る。幼児

教育の 魂揚に は，知育とか知的教育は，小 〜中学校 で の

教科学習 の よ うに 思 っ て い る入 が い る が 「子 ど もた ち は ，

何 をい つ ど の よ うに知 るべ き な の か 」 を中心 に考 え るべ

きだ 。 知育 とか知的教育と か知的発達 な どの 用語 の 論議

よ り も， 実体の 論議の 方が，ず っ と重要で は なか ろ うか 。

「何 を」 は 知識 技能，態度 で あ り，換 言 すれ ば，保育

内容 とい うこ とに な ろ う。さ らに 生活 の 中で の 課題解決

や，あ る 事態を適切に 認知す る こ とな ど もそ こ に 含まれ
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よ う。「い つ 」は，早 期教育の 問題 とか，臨界期 の 問 題

に も関係す る で あろ う。「ど の よ う に 」は直接経験 す る

もの とか，モ デ リ ン グに よ る もの，とい っ た こ とに な る

で あ ろ う し，ま た，家庭，園，社会 で ，とい うこ と に も

な っ て こ よ う 。

　幼児數育，保育 は ， 「ま る ご と 保育 」 で あ る か ら， た

ん に一斉保育 の 中で ， た と えば ， 「今目は 言語 の 目 だ」

とか，「関係把握 の 時間だ」 などと設定す る 性質 の も の

で は な い 。この よ うに設定す る と，不適切な 意 味 で の

「知育」に な っ て しま う。そ うで な くて，一
斉保育 で あ

れ ，何 で あ れ ，ま た 家庭で あれ ，『遊び』　 仕事 と し て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゆ　　　　　　　サ　　　　　　　の
の 子 ど もの 遊び一

の 中で ， 子 どもに とっ て い ま体験す

べ き必 要 な事柄を子 どもた ちが 『知 る 』 よ うに配慮 しな

け れ ばな らな い 。子 ど もた ち の 興味 の 関心 ・好奇心 を，

た ん に待 つ だ け で な く， タイ ミ ン グに合わせ て ， それ を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
呼びお こ すような外的環境づ くりも大切 で あ る 。 何 を

い つ ， ど の よ うに と い う視点 か ら見 て も，幼児教育関係

者や教育心理学者 は ， 社会的側面や心情面 の 研究 に加 え
　　　　　　　り　　　　　　　　　　　．　　　サ　　　　　　　コ
て ， もっ と こ の 知 る とい う体験につ い て も積極的に取 り

扱 うの で な け れ ば，幼児 の 健全 な心身 の 発達をは か る と

い うこ とに は な らない と思 う 。

　宮本美沙子

　祐宗氏 の話 に 出た点火式 の 模倣 ， 観察 した こ とを試す

とい う例 は ， 行動 の 始発，動機づ けの 問題 で あ り，また，

そ う し た適
・
切な モ デ ル の 示範が あ る こ とで ，子 ど もが行

動を起した くな る環境 に な る とい うこ ととい える 。 こ れ

は，自分の 提案との 関連 の 深 い こ とで あ る 。

　最近 の い ろ い ろ な研究 か ら子 ど もは か な り有能 で ある

こ とが指摘され て は い る が，幼児が大人 と同様に有能で

あ る 筈は ない し，理解力 も違 うわけだか ら， どの よ うな

状況 に お い て どの よ うに能力 を発揮で き るか を理 解す る

こ と に よ り幼児 の 知的発達 を助け る手 が か りが得られ る 。

　まず，「行動始発に 関わ る 要因 」 に つ い て ，達成 動機

づ けで 構成す る諸要 因 を参考 に し て 見 て み る 。ひ らた く
　　　　　　　ロ　　　■　　　　　　ロ　　　　　　　の
い え ば，意欲の うら ・おもて に関わ る要因 か らの行動始

発 の 理解 で あ る 。

L 　接近 と回避一 恐 れ や 不安 が あ る と，何 か を知 ろ う

　 と した り試み よ うとす る達成 へ の 接近 の 動機は ， 効果

　的 に 働か な い 。ぶ らん こ に乗 っ て み た い 動機は あ っ て

　 も， 落 ち た 時 の こ と をお そ れ て い る子 ど もは，じ っ と

　なが め て い る だ けで 乗らな い 。ま た，絵本 を見た い の

　 に 見 た後で 何か 聞か れ た時何もい えな い と 困る と思 う

　 子 ど もは，絵本 を見 て い な い よ うなふ りをす る 。

　　た だ励ますだけで な く， し つ か り持 っ て い れ ば落ち

　まい とか ， 絵本 を子 ど もの 知 っ て い る もの と関連づ け

　なが ら見 せ る な ど大人 の 情報 ・助言 ・か か わ りな ど ，

　行動始発を助け る 要因 とな る。子 ど もの 不安をわ か っ

　 て や る とい う点 か らの サ ポートが必要 だ と思 う。

2． 達成と親和
一一　 ま わ りの 共感や支持 が 得 られ る と，

　課題 に 自発的 に 関わ る勇気が もて る。子 ど もが年少 で

　あればあ るほ ど， 大人 の 承認 を求 め る ， もの ご と を達

　成 す る た め に は，背 後 に親和 の 気持 に よ っ て サ ポート

　され な け れ ば な ら ない と思 っ て い る。子 ど もは，自分

　がわ か っ た時，見て 見て と言っ て ，一
生懸命話そ うと

　す る が，他者と真 理 を共 に 分 ち合 うこ とが で き れ ば，

　互 い に高ま り合え るの で ，この 点を大切に し た い 。

3・ 感情と知姓．．．．一一一．
は や る 気持だ け で は ，効果的 に 関 わ

　 れ な い ，手が か りと なる 惰報 を もつ こ とに よ り，実行

　が効果的 に なる 。 つ ま り， 適切 な手 がか りとな る情報

　 を，回 りで 与 え て い くの は ， 子 ど もの 自発性，能動性

　 をすす め る 意味 で，非常 に 重要 で あ る 。

　　行動始発 を助ける環境的要因 の ビ ゴ ツ キ
ー

の 見解 は

　参考 に なる 。 ま た，ピ ア ジ ェ は ， すべ て の 精神的行為

　 に は ，構造的側面 と，エ ネル ギー
的側面 と があ っ て ，

　知性 は ， 精神 の 構造 を形成 し ， 情意は 精神 の エ ネル ギ

　
ー

の 源泉 で あ っ て ， 両者 は 初 め か ら併存 し て い る とい

　 う記述をし て い る 。

　　どん な 時 どん な こ とに感情がゆ さぶ られ る か が，大

　 き な問題 で あ る 。生活 の 中 で の 生 の 体験，本当に 大人

　が面自が る もの に ， 子 どもも面 白い とい う気持 をもつ

　 もの だ と思 う。

4・ 指 し手 と 駒
．一一

自分が行為 を起こ す主体に な り， 自

　 ら行為 を選択 で きる こ と を decharms，
　 R．は ， 「自己

　原因性」 とい う，自分が行為の 原因の 主体に なれ る者

　 は ， 将棋で い う 「指 し手 」 に なる こ とで あ り， 他入 よ

　 り動か され る者は，「駒」 で ある 。 い わ ゆ るや る 気 の

　 ない 子 ど もは ，自分 を駒 と考え て い る 者で あ る 。 佐伯

　胖 は ， 自己 と同様 に 他者も原因 となりうる こ とに気 づ

　 く 「双原因性 」 の 感覚も重要 で ある とい う。

　　っ ま り，現実の 世界 で は，自分の 予想と違 っ た り，

　 自分 の 思 うよ うに い か ない こ と もあ るわ けで ， 相手 の

　意見 も聞きなが ら自分 の 意見もい え る とい う，自己 と

　 同様 に 他者も原因 に なり得 る こ とに気づ くこ と， こ れ

　が大切だ と い う視点は 大変参考に な る と思 う。

5． 意志 と無心
一一

遊 ぶ こ と ， 学 ぶ こ と ， 自体が楽 し け

　 れ ば ， 有意的 な努力 な し に 専念で きそ こ に 本当の 学 び

　 があ る とい え る 。 子 どもが ， 夢 中に なれた経験 を通 し

　 て ，知的な学び が可能に な る と思う。

　 次に，「行動始発を助け る環境要因」 と して 次の こ と

　 が考え られ る 。

1・ 子 ど もの 能動性 を受容す る 大人 の 態度
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