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西 ドイ ツ に お け る 就 学 前 教 育 改 革 の 動 向

暁学 園 短 期 大 学 非 常 勤 講 師　　豊 田 和 子

研 究 目 的

　 1970 年 代 前 半 に 集 申 的 に 行 な わ れ た 西 ド イ ツ

の 就 学 前 教 育 改 革 の 動 向 を 明 ら か に す る 。

1 ．　 「就 学 前 教 育 Vorshuleエ
・
ね et 日ung 」 の 概念

　 西 ド イ ツ で は ．特 に 1970年 以 降 就 学 萌 教 育 の 分 野

が 教 育 学 の 強 い 関 心 対 象 と し て 浮 E し て く る （の ）。

就 学 前 教 育 と は 何 か 。H ．MQrsberger に よ れ ば、　 Vor−

shulerziehung の 概 念 に は 、次 の 3 っ の 意 味 が あ る

と い つ 。

　1）学 校 入 学 ま で の 家 庭 内 外 の 教 育 す べ て を 意 味す

る 。つ ま り．家庭 環 境 ．幼 推 闌 ．保 育 所 、学 童 保 育

等 を 総 称 し て い う 場 合 ．

　 2）幼 稚 園 に お け る 家 庭 補 充 的 な 教 青 形 態 を さ す 。

3 才 か ら通 う 狭 義 の 就 学 前 施 設 と し て の 幼 稚 園 を い

う場合。

　 3）GI’u 側 gchule へ の 移 行 と い う 今 目 的 課 題 か ら 学

校 塰 備的な 促進 を 意味す る 。5 〜 6 才 児 の 就 学 能 力

を 導 く た め に 、家 庭 と 学 校 ．あ る い は 幼 稚 圃 と 学 校

と の 間 に 特 別 に 設 岬 ら 劇 る 促 進 的 な 施 設 を い う 。

多 く の 場 合 ．同 際 的 な 範 囲 で の 通 用 語 で あ り、特 に

就学 赫施設 で あ る 幼椎 園 を 意 味 し て い る （  ）。従

っ て 、本発表 で 扱 お う．と す る 就 学 前 教 育 の 改 革 の 問

題 は、幼 稚 園 の 改 革 で も あ る 。し か も 、こ の 改革 は

幼 稚 粛 の 中 だ け の 改革 に と ど ま ら ず、家 庭 教 育 と の

麗 連 で 、そ し て 学 校 教 育 と の 関 連 で 、制 度 お よ び教

育 内 容 の 改 変 に 大 き な 波 紋 を な げ か け た と い う 意 味

で 1）や 3）に も 及 ぶ 西 ドイ ツ の 就 学 前 教 育 全 体 の 改 革

で も あ る ．

　 本 発 表 で は．幼 稚 園 の 制 度 的 な 位 置 づ け と 教育内

容
・
目 標 な ど を め ぐ っ て 就 学 前 教 育 界 で ど う い う 議

論 が な さ れ 、そ れ は ど う い う 方 向 で 解 決 さ れ よ う と

し て い る の か、幼 稚 圏 は ど う い う 形 で そ の 社 会 的 任

務 を 果 た そ う と し て る の か を 述 べ て み た い ，，

2 ，改 革 の 概 略

　 す で に ．わ が 国 の 先 行 研 究 （    ） で も 紹 介 さ れ

て い る よ う に 、就 学 前 教 畜 の 改 革 の 端 緒 は 1966年 代

後 半 か ら 始 ま る 教 育 制 度 全 体 の 改 革 と 平 行 し て 、幼

誰 園 の 質 的
・
量 的 変 革 の 問 題 と して 登 揚 す る 。197 

年 に ド イ ツ 教 育 審 議 会 の 教 育 委 員 会 は 「構 造 計 画

S し圧
・ukturplan 」 の 申 で 、幼稚 園 を 基 礎 領 域 Elomer

tarbereich と し て 学 校 体 系 の 中 に 位 置 づ け る こ と を

提案 し た 。っ ま り．教 育 制 度 の 最 も 基 礎 の 段 階 に 3
〜4 才 児 紺 象 の 墓 礎 領 域 を 設 け 、そ れ を 初 等 領 域

Primarbex’eicl で あ る CTrundschu ］e へ つ な げ よ う と

し た 。さ ら に、同 計 画 は 将 来 的 見 遥 し と し て 、幼 稚

圃 は 3 − 4 才 児 を 教 育 の 対 象 と し、 5 才 児 は 2 年 間

（5。6才 ） の 入 学 段 階 Eingangss しufe に 編 入 し、 こ れ

を 初等領 域 に 位 置 づ け る と い う提 案 を 行 な っ た 。こ

の よ うな 措 置 に よ っ て．1）学 習 一数 育過 程 Lern −

und 　D］vziehvngsprezep の 接 続 を 最 も 簡 単 に 確 か な も

の に す る ．2）あ わ せ て 、子 供 の 認 知 発 達 に 閼 し て 機

会 均 等 の た め 適 騨 な 解 決 を 図 ろ う と し た の で あ る （

だ が 実 際 的 な 難 題 と し て ．幼 推 園 そ の も の の 伝統 的

な 児 童 福 祉 約 な 性 格 の 根 強 さ、学 校 へ の 5 才 児 受 け

入 れ の た め の 人 的 ・物 的 条 件 の 不 備等が あ り ．単 純

に は 実 現 さ れ な い ｝ 。

　 そ れ に 続 い て 。連 邦 諸 州 教 育 計 両 委 員 会 は 、1973

年 9 月 に 教 育 総 会 計 画 を 発 表 す る 。そ こ で は、 3 〜

4 才 児 の 墓 礎 復 域 設 青 に は 同 調 す る が、 5 才 児 に つ

い て は そ の 帰 属 を 基 礎 領 域 か 初 等 領 域 の い ず れ に す

る か の 決 定 を 保 留 し、5 才 児 就 学 を め ぐる 問 題 提 起

に と ど ま っ て い る。そ し て 、制 度 的 試行 の モ デル 実

験 の 成 果 に そ の 決 定 を 委 ね た 。モ デ ル 実 験 の タ イ プ

は 次 の 3 つ で あ る 。　 a ） 3 〜4 才 児 を 有 磯 的 に 関

連 づ け て 幼 稚 園 に す る 試 行 （大 抵 の 場 合 、3 〜5 才

児 の 混 合 ク ラ ス ）　 b ） 5 〜 6 才 児 対 象 の 2 年 閭 の

Eingangsstufe の 試行 　 c ） 5 才 児 の た め の 1 年 制

予 鶴学年 Vork ⊥asse を Grundschu ユc に 設 け る 試行 で

あ る 。1976年 に 同 委 員 会 は 、こ れ ら の モ デ ル 実 験 の

成 果 を 評 価 し な が ら 次 の よ う に ま と め て い る 。
「s 才 児 の 統

薗
的 な 組 織 的 な 帰属 を 基 礎 領 域 に す る

か 初 等 領 域 に す る か に は 明 白な 根 拠 が な い 。は っ き

り し て い る こ と は ．就 学 前 の 施 設 へ 通 う こ と が 人 格

全 体 の 促 進 に と っ て 意 義 が あ る と い う こ と で あ り 、

い ず れ か の 施 設 へ 通 う こ と で あ る 。…　 　 教 育 的 促

進 は．墓 礎 領 域 で も 初 等 領 域 で も 同 様 に 可 能 で あ る

とい う状 況 判 断 に 立 っ 、 ・…　 　 」　（  ）

　 そ の 後、各 州 は そ れ ぞ れ つ ぎ の よ う な 道 を 選 ん で

い る 。

　 ア ） 5 才 児 を初 等 領 域 の 入 学 段 階 に 帰 属 さ せ る 姻
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　　A・　一　・一　・v　Medersachen ，
　 Hessen ，　 Berlin な ど。

　イ ） 5 才 児 を 幼 推 園 八 帰 属 さ せ る 州

　　〜”｝一〜Baden−Ve　U
’
　rt；emberg ，　Rheinland

一Pfalz ．

　　Baycrn．Nordhein −Westfalen ，　 Brcmen な ど・

　結 果 的 に は 、5 才 児 を 幼稚 園 に 帰 属 さ せ る 立 場 を

と っ た 州 が 多 い 、　 ア ） の 立 場 で は 、学 習 を 学 校 授

業 的 で は な い も の に 変 え よ う と す る 方 向 で 移 行 期 の

教育内容 の 改 革 がて が け ら れ る n イ ） の 立 場 で は ．

就 労 婦 人 の 増 加 や家庭 で の 子 供 数 の 減 少 等 の 現 状 か

ら施設保 育 に 異 年 令 混 合 ク ラ ス と い う形 で 家 庭 的要

素 を 優 先 さ せ ．そ れ に 教育 的 要 素 を 加 味 し よ う と す

る 方 向 で す す め ら れ る 。

3 ・
議 論 の い く つ か

　5 才 児 帰 属 を ど う す る か と い う こ と で 、実 際 に は

制 度 上 の 問題 だ け で は な く幼稚 園 教 育 の 本 質 に か か

わ る よ う な い くつ か の 問 題 が 議 論 さ れ た 。お も な も

の を 羅 列 して み よ う。

D 幼 稚 園 教 育 の 目 的 や 内 容 を め ぐ る 論 争 。

　た と え ば ．幼 稚園 は 子 ど も の 能 力 や 素 質 を 自 由 に

伸 ばす 自 由 空 聞 （Freiraum ） な の か 、そ れ と も 学 校

へ の 準備の た め の 学 習 の 場 （Lernort ）な の か と い う

よ うな 議論。

2）幼 權 園 は 児 童 福 祉 施 設 な の か 教 育施設 な の か の 議

論 。

　 っ ま り、伝 統 的 な 福 祉 的 性 格 を 踏 襲 す る 形 で 補償

教育 （Kompensatorische
．
　 Erziehung ） に と ど ま る の

か、そ れ と も 全 部 の 子 ども の 普遍 的 な 促 進 を め ざ す

社 会 教 育 （SozialeErz ．iehun9 ）な の か u

3拗 黼 は 学 校 制 度 の
一

環 な の か ・そ れ と も あ く ま

で も 児 童 福 祉 施設 の
一

つ で あ る の か の 議 論 v

4）5 才 児 に ど っ て 幼 欟 は 義 離 園 な の カ’・そ れ と

も 自 由意 志 通 園 な の か の 議 論 。

5）幼 稚 園 は 公 的 な 設 置 経 営 に す べ き か 、そ れ と も 民

間 設
．
置 経 営 に ゆ だ ね る か と い う よ う な 議 論 。

　 実 際 の と こ ろ 、西 ドイ ツ で は 、経 営 の 内 訳 は 約 70

％ が 民 間 幗 体や 法 人 ）、約 26・’一・28％ が 公 立 （ 自治

体 ） で 、残 りの 約 2 ％ が私 的 な 個 人 経 営 と な っ て い

る 。

　 以 上 の よ う な 議 論 が さ ま ざ ま な 角 度 か ら 論 じ られ

た わ け で あ る hS．そ n そ れ に お い て 二 者 択
一的 な 結

論 を 出 す と い う よ り、福 祉 と 教 育 の 相 互 浸 透 と い う

形 で よ り広 い 範 囲 で 就 学 前 教 育 の 新 し い 状 況 が 生 み

　出 さ れ て い っ た と い っ て よ い 。

  He皿皿er ／Gbel・eisenbuchner ：Die　 Reform 　 der　 vor
−

schulischen 　Erziehung。1979 ，

4 ・改 革 の 成果

　前 述 の よ う に 1970年 の Strukturp ユan の 大 胆 な 提

唱 に 端 を発 し た 就 学 前 教 育 改 革 は 70 年 代 後 半 に は

若 干 下 火 に は な る も の の 、お お く の 点 で で 成 果 を あ

げ た。主 な も の を挙 げ て み る ．

1）幼稚園 の 量 的 発 展

　 BRD 全 体 の 施 設 数 は、1960年 に 12290、1965年 14

113、1970年17493、1975年 231．：O 園 と い う よ う に 70年

に 入 っ て 急 増 し た 。ま た、定 員 数 は 1960年 に 約 82万

人、1965年 に 約95万 人 、1970年 に 約 116 万 人 、1975

年 に 約 147 万 人 と な っ て い る 。

2）幼 稚 園 法 Kindergartengesetz の 制 定

　 以 前 は 幼 稚 園 独 自 の 法 律 は な か っ た （ 児 童 福 祉 法

に 含 ま れ た ） の で あ る が、各 州 で 幼稚 園 の ため の 法

律 がっ く られ ．他 の 施 設 （保 育 所 や 児 童 セ ン タ
ー

等

） と 区 別 さ れ て そ の 課 題 や 内 容 が定 め ら れ る こ ヒj：な

っ た。

3）カ リ キ ュ ラ ム 論 へ と 発 展

　 「開 か れた カ リキ ュ ラ ム 亅 か 「閉 じ られ た カ リ キ

ュ ラ ム 」 か と い う ロ ビ ン ゾ ー
ン の カ リ キ ュ ラ ム 問 題

提 起 は 、教 育 的 性 格 を 強 め っ っ あ る 就 学 前 教 育 の 分

野 に も そ の ま ま 持 ち 込 ま れ ．「 学 習 」 と 「生 活 」 の

結 合 遊 実 現 す る カ リ キ ュ ラ ム の 開 発 を 促 し た。（  ）

4）幼 児 の 早期 教 育 の 流行 に 歯 止 め を か け る

　 60年代 後半 か ら
．
商業 ペ ー

ス に の っ て 広 が っ た 早 期

の 読 み 書 き 学習 は 、モ デル 実験 な ど に よ り遊 び の 見

な お しや 集 団 生 活 の 見 な お し に よ り 問 題 視 さ れ 、幼

稚 園 の 新 しい 使 命 が確 認 さ れ っ っ あ る 。

5）教 員 の 質 的 向 上 ・養 成 の 改 革

　 こ れ ま で 西 ドイ ツ の 幼 稚 園 教 師 の 質 は 専 門 性 と い

う点 か ら 余 り に も 低 す ぎ た。
6）教．具 ・

教材 の 開 発

　 カ リ キ ュ ラ ム 論 に 方 向 づ け ら れ な が ら．学 校 授 業 的

で な い 「学 習 」 を 実 現 す る た め の 具 体的な 手段 と し

て の 教 具
・教 材 の 開 発 が手 が け ら れ る n

（注 ）
’

  S ．Jil
’
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  多 田 「ド イ ツ の 就 輔 黼 」 （鯤 他 偏 轍 育 学

　講 座 4 就 学 前 教 葡 学 研 」 979・

  B 。 。 i，ht　Ub ・ ・ eine 　Auswertung ・ ・ ll　M。 d・11ver −

　 suchen ．1976一

一 513 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


