
Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

222

誘導 保 育成 ⊥ の 過 程 1
　 ＿＿L 畠　　　　　　　　　　　　 判戸
　 　 　 　 　 　 　 　 　 』

そ の 初期 を 中心 と して

　　　一小　林　明　子

関す る 〜 研 究

匚目的〕

　本研究 は、 「誘導保育」 の 理論誕 生 の 過 程 を詳細 に

追 い か け、特に、指導者倉橋惣三 と東京女子高箸師範

学校附属幼稚園 （以後、付属幼稚園 と記す）の 実践 と

の か かわ り合 い を 跡 づ け、　 「誘導 保育 」 が実 践 の た め

の 理 論 と して形成さ れ て い く経緯 を解明す る こ と を試

み た もの で あ る 。

　 わ が 国 の 幼稚 圜 の 歴史を 考 え る とき 、「誘導保育 」

お よび ド誘導保育案」 は 見逃す こ との で きな い 理論 で

あ り、そ の 具 体 と され て い る 。け れ ど も、「誘導保育 」

そ の もの を対 象化 して そ の 詳細 な 検討 を試 み た研究 は

少 な い 、、総合的な倉橋研究 の
一

部 と して 、そ の 解説、

位 置 づ け、評 価 が 行 わ れ て い る もの が 散 見 さ れ る だ け

で あ る 。 即 ち、未 だ 「誘導保育 」 に 関 して は 解明 し尽

く され て い る とは 言 い 難 い。本研究 が 倉橋 と付属 幼稚

園 の 実践 と の か か わ り合い に 着 目 した の も、そ れ らの

研究が 両者 の 関係を指摘 し、倉橋 自身が そ の 密接 な 関

係を言明 して い る に もか か わ らず 、そ の 点か らの 成立

過程 に関す る研究が未だ試みられ て い な い か らで あ る 。

［方法］

　本研究は 、 『幼児の 教育』 全93巻 を 使用 し、倉橋 の

講演 の 記録、座談会、保育者の 霙践報告、口 絵、広告、

回顧録等 、 当時の 倉橋 と付属幼稚園の か か わ りを知 る

こ と がで き る 記 事 を中心 資料とす る。（D

　な お、研究対象期間 は、倉橋が主事と して 着任 した

大 正 6年 11月 か ら、『幼 児 の 教 育 』 に 「誘 導 保育」 と

い う言葉が 初出す る 昭 和 8 年 U 月まで とす る。

［考察］

（エ） 理論誕 生の 過程

　本研究で は、は じめ に 、倉 橋 の 「誘導 と い う主 張 」

の 発 生 に つ い て 、そ の 時期 を 特定 す る こ とを 試 み た。

そ の 方法 と して は、倉橋 の 「保育者 の 存在 の ありよ う」

へ の 言及の 変化を追 っ た ，，

（X）

　そ の た め の 前提 と して 、ま ず 、倉橋の 使う 「生 活 」

と い う言葉 の 意味を 明 ら か に した 。倉橋 の 言 う 「生活」

とは 、 必然
’1生に促 された 「自発的 な 目的 」 を拵 つ もの

で あり、相互性 ・社会性 に基 づ くもの で あ る。 

　倉嬌の 「誘導 と い う主張 」 と は 、子 供 を 誘導 す る に

は 保 育者 が 「先 ず 自ら生 活 して い る こ と」 が 必 要 で あ

り、 「そ の 生 き生 き と した 生 活態度 が、子供を 大 人 の

生活へ 引き人れ る 」 と い うもの で ある ，， そ れ は 、 昭和

3 年に そ の 萌芽 が 見 られ 、昭和 5年 に 発生 した、、
t／　’］　）

　 と こ ろ で 、　「誘 導 とい う主 張 」 の 発 生 直 蒔 の 昭 和 3 ，

4，5 年の 付属幼稚園 で は 、すで に 、保育者の 誘導 に よ

る実践 が 行わ れ て い 鵡 ，こ の 実践 は、白発 性 を 尊 蒐 す

る指導者倉橋 に 傾倒す る 保育者の 、子 供 の rl発を求 め

て の 実践 で あ っ た、，けれ ど も、そ れ は 〕
り測 と は異 な る

展開を み せ た 1，即 ち 、チ 供 の 自 発 を 求め た 保 育 者が 、

思 わ ず子供の 活動を引 っ 張 っ て し ま っ た の で ある、，
．＝’卩

倉橋 は、そ の 実践を批判、否定 す る事 な く、逆 に 受 け

li：め 、理 論化 し て い っ た 、，こ れ が 、倉橋 の 誘導保育理

論 誕 生 の 過 程 で あ っ た，）

（2 ）　 「生 晒 す る保育者」 の 1誕箆

　
一・

方、こ れ ら の 突践 が 行わ れ た 昭和 3 ，4 ，5 年 の 実

践報告 に 共 通 す る特徴 か ら、こ の 時期 は、付 属幼 稚 園

の 製 作 の 質が 作 り方か ら作 る こ と へ 変 化 し、 「製作 が

生活的 に な っ た 時期」 で あ り、子供た ち が 生活的 に な

っ た 時期で あ る、と い う こ と が で き る 1、　｛“ ／

　 lf供 が 「生 活 的 で あ る」 た め に は、ま ず、 「子 供 以

醐 こ保育者 自身 が 生 活者で あ る こ と」 が 必 要 で あ る、，

保育者宮身の 生活 に よ っ て 子供を 誘導す る こ と、こ れ

が 倉橋 の 主張 で あ り、保育者 に 求 め た 基本 で あ っ tt‘，

　 こ の こ とか ら、保育蓋は 昭和 3 ，4 ，5年 ま で に 「生

活的」 に な っ て い た 、つ まり、 「生循す る保育者遍誘

導す る 保育者 」 が 誕 生 して い た と考 え られ る、，

　 と こ ろ で 、こ の 生活す る保育者 は 、 「生活 す る 指導

者」倉橋 の 1ξ1ず か らな る 誘導 に よ っ て 生まれ 紅 、そ の

一
例 と して 、倉橋 の 人形芝居上演を挙げ る こ とが で き

る。倉橋は 伸 び や か に生 き る
一
人 の 人 と して 、臼分の

趣 味 の 人 形 芝 居 を 臼分 の 生 活 の 場 で あ る 付 嚼 幼 稚 園 で

．ヒ演 した。そ して 、回 りの 者 を もそ の 準備 に 巻 き込 ん

で しま っ た。〔7 ）

　 こ の ように、指導者と して の 倉橋が、自ずか ら 自分

ら しさ を 発揮 して 伸 び や か に 生活す る こ とで 回 りに い

る者 も活力を与 え られ 、 生き生 き した生活を展開 し始

め る e 即 ち、真 の 生 活 者 は 、意 図 す る こ と な く周 囲 を

巻 き込 ん で 他を も生活 者 に す る こ とが で き る と い う こ

とを 、身を もって 実践 した とい うこ と が で き よ う、，
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（3 ）　 「生 活す る指 導 者」 倉 嬌 と保育 者の 閣係

　こ の よ うに 、誘導保育誕生 の 迫程 の 始 ま りに は、ま

ず、指導 昔で あ る 倉誘の 自ず か らな る 休 H 者へ の 譌導

が あ り、そ れ に よ っ て 生活者 と な っ た 保育蓄の 自ず か

らな る子 供 へ の 誘導 が 実現 し た 。

　そ して、倉橋 は保育者 が 生活者 に な っ た 優は 、そ れ

ぞれ に ふ さ わ しい 言隈か け、励 ま しを 行 っ て い る 。 保

育 者 は、そ の 倉橋 の 言葉 に よ っ て 継続 意 欲 を刺激 され 、

よ り
一

層 の 高揚 感 と充実 感 を持 っ て 活 動を進 め た 。
　
Cs ）

そ れ ら は 、保判 者個 々 人 へ の 充実指 導 的 助 言 で あ る。

　 こ の よ うに、倉橋 の 子供 に 対す る保育理 論 は、同 時

に 、保育者た ち へ の 指導 理 論 で もあ っ た 、，

［まと め ］

　以 上、倉橋 の 「諍導保育論」 が 、付 属幼 稚園 の k 践

に導 か れつ つ 形を整 え て い く経緯を 明 らか に した 。 そ

れ は 、換言 す れ ば 、
』
r子 供 を生 き生 き と仕括 さ せ る 」

とい う倉橋の 言葉に よ る 主張 を 保育蓄が 自身 の 身 体 で

実行 しようと試 み 、そ の 保育 昌の 身材的夫践に 対 して 、

倉 橋が 再 び 言葉 を か け る、とい う経緯 で あ っ た 。

　そ こ で、こ の 言茉をか け る と い うこ と が、倉橋と保

1．］　9 の 関係 に どの よ うな 意味を持 ち 得た か に つ い て ま

とめ て み た い 。

　倉橋 は 、実 に 多 くの 溝演会 、講 習 会 に お い て不特定

多数 の 受 講 者 を 相 手 に 百 葉 を駆 使 し て 自分 の 考え を迹

べ て き た。けれ ど も、付 属 幼 稚 園 の 中 で 共 に 指 舌し て

い る保育者 の 前で そ の 理 ．侖を 。吾っ た こ と は な か っ た と

い う，，

　先 に み た よ うに 、まず、斥 活 す る指導 者倉橘 の 自ず

か らな る誘導 に よ っ て 、保篇 者も生 き生 き した 生 活 を

展開 し始 め る。こ の 段階で は葺 葉 の 未た す役割 は 多く

は な い 。しか し、次 の 薮階、保 育苗が 倉橋 に 誘わ れ て

活動を開始 した と きに 、そ れ ぞ れ に ふ さわ しい 二 饕が

か けられ、保育者 は励 ま さ れ る。実践昔て あ る保育者

は 、と き に は 、それ ほ ど明 確 な 【−1的忌 識 もない ままに

あ る 活動 に 着手 して し まうこ と もあ っ た に 起 い な い e

そ ん な と き、倉 橋 の 的確 な言 葉 か け や励 ま しが 保≠］者

を 尹 気づ け る、，彼女 た ちは、今試 み つ つ あ る こ の 活功

が 子供 た ちの 活動を誘   し、よ り大きな 活動へ と ま と

め 上げて い く過程 な の だ と納得 で き て 、匿1揖 を持 つ こ

と が で き た 、，最 初に 自身 の 態厘 で 訃導 し た 倉橋 は 、次

い で 保育者 た ちが 生き生きと括動 を開始 した 後は 、そ

れ を個 々 の 保育客の 自己 活 動 と受 け 止 め て 、さな が ら

に 充実指導 的 助 言を 行 っ た、t そ の 言 葉 に よ っ て 、個 々

の 保育者 た ちは よ り充夷 した方 向 へ と…歩を進め る こ

と が 可 能 とな っ た と 考え られ る，，そ うい う倉橋 と 保 1．∫

者の 関・係の あ りよ う こ そ が、や が て 提唱 され る倉橋の

理論の 呉現化 した 姿だ った 。

［1、主］

（1） 倉橋 とナ 践 と の か か わ りを 諸 る 資料 と して 、従未、

王 に 、当時の 休 育者 の イ ン タ ビ ュー
や 回瀞 炎が 川 い ら

れ て きた t， そ れ らの 多くは 完成 され一「t　M さ れ た 理 論を

踏 まえ て 当時を語 っ て い る Lh 本研究 で は 、 そ の 当時記

さ れ た 実践報告等 を 詳細 に 検 ；寸し、そ れ と 同 時進行形

で 変わ っ て行 く倉橋の 言鵬を追 うこ と で 、理論形成に

か か わ る実践 の 役 割 が よ り鮮 明 に な る 、 と 考 え る、、

（2）そ れ は、u 遷 の 後、［1占和 9年 に は、「保 り の ｛ん邑 は

子供 よ り以 前 に あ り、先ず自 ら生活 して い る の で な け

れ ば な ら な い 」 （『幼 稚 園 保 育法 ∫．。ず団 p，122） と な った ，，

（3）「生活か 教育 か 」（竿19巻 12・号，T8），rイ1’il／k’1生ヰ各と

社会！彡1格」 （第23右 2腎，Tl2 ），「向発活動 と 目的活動

（一），（二 ），（＝

）」　（第24巻 2，3，4・≒冫，Tl3 ）

　倉橋 が 、「自発酒動 と 目的 浄動（．」 ）」の 中で 、強 調 し

て い る の は、臼発 的 な 目的 を 持 つ どの 生’「劫力の あ る

「真 の 生活」 で あ る、、彼 は、外末忠想 と して 導 入 され

た プ ロ ジ ェ ク トメ ソ ッ ドが 、そ の 本 来的 な ⊥ 張 と僚 多111

（動力 の あ る 組織 だ っ ナ ノ1活 ） か ら 生 活 過 恥 の ，JII5T“（単

に 組織 だ っ た 生 活 ） に 偏 っ て しま っ て い る、と して 危

惧 と批判を抱 い て い る （pp．106，107）、、

（4） 「！i活 か
’
教 育 か 」 （第 19巻 12な，T8 冫，「幼児の 心 理

と教育」 （S3），「短信 （ ）」 （第 30巻5 ｝，S5 ）

　 倉橋 の 考える「保台者 の fi．り方」の 変遷 は、「1 供の 生

活 に 参加す る 」（T8）か ら、子供の 生 活 の 傍 らで 「大 人 白

身 の 生活 を す る」（S3 ）を 怒 て 、］
’一
供 を そ の ti鴻 へ 引 き 入

れ て 来 る た め に 「先 ず 自分 の 儿1話 を して い る」（S5）で あ

る、一
方、そ れ と不 rl∫分 に 彼 の

夛
秀  鯢「1二倶をlllき 人れ

る カ は 保育 K一の 1け占態度 に あ る」（S5 ）か 究i生 して い る。

（5） 及川ふ み 「連続的竹裳を 中心 と して の r技 」（第28

巻ll号），新圧 よ し こ 「幼児の 仕事 の
・：・

つ 」 （卸
928

巻 上0

弓），菊池ふ じの 「幼稚［四 1’年（＿）」（窮65巻 12ちつ

（6＞ そ の 特徴 は 、連続 す る 、製作で あ り、報舎に は ［1

絵 が 付 され て い る の 3 つ で あ る．、

（7）及川 ふ み 「新 しい 保育 の 胎動期 」（第 62・但 0弓・）p．4，

倉橋惣
L−．序　（ 菊池ふ じの ・徳久孝 『幼児の た め の 人

形 芝 居 の 脚 本 』 フ レ ーベ ル 館 S5 ） p．2

（8） 新庄 よ しこ 「思 ひ 出の ま s に 」 （第32巻 12・け ）p．36，

「幼 児 の f｛ ｝；の
・
つ 」 （第28巻 ID‘

−1
）p ．G5，淘 池 S・じの

「幼 稚 「1四 十 1：（六 ）」 （第 66巻6号）pp ．52〜59

　 ＊ 『幼児の 機 ヒ∫』 の 、IL 拝は巻 ・弓の み を 記 した
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