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3歳未満児 の 保育 に お け る保育者 の 役割 に 関す る考察
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1 ，は じめ に

　今 日 、働 く女姓 が 急速 に 増加 し産 休 明 け に 始 ま る 3

歳未 満児 の 集 団 保 育に 対 す る 需要が高ま っ て い る c 経

済的 な 理由 か ら働 か ざ る を 得 な い 母 親 もあれ ば 、 産休

や 育児休業制度 を利用 しな が ら、自 分 の 仕 事 を 継続 し

よ う と す る 母 親 も居 る。保 育所は母親 の 就労等 に よ っ

て 保育 に 欠け る 子 ど も を 受 け と め る こ と が 第 1の 機能

と し て 考え ら れ て い た が、こ れ か ら の 保 育は 預 け られ

る 子 ど もの 置 か れ る よ り良 い 環境を整 え 、親子関係 の

安定 を 中心 に 、親 と子 の 両方を支え る と い っ た 課題 が

求 め られ る 。 こ の 背景 と し て 考 え ら れ る こ と は 社会構

造 の 変 化 に よ る 子 育 て 機能 の 弱体化 で あ る 。 こ れ に は、

最近 の 母親 が 核 家族
・少 子 化 家族 の 中 で 育 っ て お り、

ほ と ん ど が 子育 て の 様 子 を 見 た り手伝 っ た りす る 経験

の な い ま ま 母 親 に な っ て き て い る こ と も指摘 さ れ る 。

地域 の 中 で も孤立化 し、孤独 と 不安 の 中 で 母 子 密着 の

子 育 て 、児童虐待、遺棄 、殺害、母 親 の 育 児 ノ イ ロ
ー

ゼ な ど 様 々 な 問題 が 社 会 化 し て い る。そ こ で 切 迫 し た

保育要求 を 受 け と め 「親 子 」 を 地 域 で サ ポ
ー

ト し、長

い サ イ ク ル で 子 育て を支援 す る 機関 と して 保育所等 の

各 施 設 で は、様 々 な 試 み を 始 め て い る。

　 しか し、こ うい っ た 社会情勢 の 中 で 預 け られ る の は

生身 の 「子 ど もた ち」 で あ る 。 親 へ の サ ポ ートを 重要

視 す る 必 要 性 も あ る が 、預 け られ る 乳幼 児 の 状態 を正

し く把 握 す る 必 要 が あ る の で は な い だ ろ うか 。 親 と子

の 生 活条件が厳 しくな る と子 どもの 状態 も難 し くな る 。

皐 朝 保 育か ら 始 ま り、お 迎 え は べ ピ
ー

シ ッ タ
ー、そ の

後 は 民 間 の 深夜保 育所 へ とい う、二 重三 重保育 を強 い

られ る子 ども も増加傾 向 に あ る 。

　 こ の よ う な 長時間保育 の 子 ど も が 接 す る保育者 と の

関係 は 、特例 ・延長保育 に お い て 担当 の 保育者 が 何度

もか わ っ た り、慣 れ て い な い 何 人 もの 保 育者 に 受 け も

た れ る と い う こ と に な り、ア タ ッ チ メ ン トの 形成 の 基

本 と な る人 が わ か ら な くな る と い う 子 ど も側 の 困惑 も

で て く るて あ ろ う。また 数年前 ベ ピ
ー

ホ テ ル で 相次 い

で 事故 が 起 きた こ と が あ っ た が、そ れ ら の ほ とん ど は、

事故 が 起 き て 当 然 の 設 備 で あ っ た と い わ れ る 。親側 に

と っ て 都 合 の 良 い 施 設 で あ っ て も、子 どもに と っ て 望

ま しい 施設 で あ る か は 別問題 で あ る 。 施設 を 運営 し て

い く の もま た 生 身 の 人 間 で あ る 。安 心 して 子 ど も を 預

け られ る か ど う か、施 設 の 責任 者 や 担任 と直 接 よ く話

し合 うこ と が 大切 だ と思 わ れ る e

　 と りわ け 3 歳未満児 の 集 団保 育 は 緊張性 や 切実性 の

あ る 生 活 問 題 を は らルで お り、画一的 な 保育 で は 通 用

し な い 。各 々 の 子 ど も に 適 切 な 援 助 を 必 要 な だ け 行 い 、

親 同士 の つ な が りを つ くり乳 児を か か え な が らの 家事 、

子 育 て の 悩 み を話 し合 い 交流す る 中 で 保育所内 で サ ポ

ートす る 「人 的 環 境 と して の 保 育者 」 の 存 在 は 大 き い 。

　 こ こ で もう
一

度、子 ど もに 負担を与 え ず 親 も安心 し

て 預 け る こ と の で き る 社会 の 実 現 に む けて 、親 子 を支

え 援助 して い く 「保育 者 の 望 ま し い 資質と 役 割 」 に つ

い て、事例を通 して 、考察 した い と 考 え る。

2 ．事例 の 検討 を 通 して

　1990年改 訂 の 保 育指針 に よ れ ば 、　「6 ＃ E 未満児 の

保育内容」 とい う こ れまで に な か っ た 低年齢 児を対象

に した 項 目 も た て ら れ て い る。3 歳未 満 児 に つ い て も、

発 達 は 可 能 性 に 満 ち て い る が 、大 人 の 援 助 な しで は 欲

求 を満 た す こ と は で き な い と い う 「養護的側 面」 が 強

い こ と、ま た 、安 心 で き る 人 的 ・物的 環 境 の もとで 、

個 々 の 子 どもの 生 理 的欲求を十分満 た し、保 母 の 愛情

豊 か な 受 容 と 「援 助 」 を 通 して 、人 を 愛 し信 頼 す る 力

が育つ と い う こ と が 提示 さ れ て い る。

　 以 下 、 3歳未満児 の 集団保 育 に おけ る 乳児 の 事例を

通 して 、保肖者 が 果 た して い る 役割や、果 た す こ と が

期待 され て い る 役割 に つ い て 考え て み る。

〈事例 1 ＞ 自分 の 居場所 が な い 2 歳児 の 事例

　　　　 〔w w 〕

　 い つ もは部屋 の 隅 で 遊 ん で い る こ との 多 い S 男 だ が 、

そ の 日 は ど こ を探 し て も姿 が 見当 た らな い 。園庭 な ど

を 探 し て み た が 見 当 た ら な い 。あ ち こ ち 探 し た 後、 ト

イ レ をの ぞ い て み ると
一

番奥 の ドア に 鍵 が か か っ て い

る 。 上 か ら見 て み る と、自分 の 便 を ドア や 便器 に く っ

つ け て ぬ た く り遊 び を して い た 。S 男 に と っ て は、 ト

イ レ が一一・
番落 ち 着 い て 自分 の 遊 び が で き る 場所 だ っ た

の か、枯 土 遊 び の 感 覚 な の か 理 解 で き ず、と て も悩 ん

だ。

＜考察 1 ＞

　自分 の 居場所 が な くな っ た 時 や、居場所 づ くりに 苦

労 して い る 時 、そ の 子 を 受 け 入 れ 共 感 し て あ げ る こ と

（202＞

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

が 必要 で あ る。そ の 子 自身 が 見て い る 世 界 を 、 保 育者

が一緒 に 見 て あげ る こ とが 必要 で あ る 。 そ れ が 、 集団

や 自 由 遊 び の 中 で 、自 分 の 位 置 を獲得 し て い く基 本 と

な る 。 子 ど もに と っ て 横 に 座 っ て 見守 ら れ る こ と は 、

自 分 の 存在 や 行 為 を 承 認 さ れ る こ と に な る 。 こ の 事例

で も 部屋 の 隅 で 遊ぶ こ と が 多 い とい う保 育者 の 理解 は

あ っ て も、そ こ で 子 ど も が 何 を 楽 しん で い る の か に つ

い て の 理 解 や 、そ の 部屋 の 隅 を 彼 の 居 場 所 と し て 承 認

さ れ て い た わ け で は な い 。た だ 横 に 座 っ て 見守 る 保 育

者 の 存在 か 必 要 で あ る。

　子 どもを尊重 す るとい うこ と は 、保 育者と して の 自

分 を無 に しよ う と努 め る こ とで は な く、 無 に で き な い

自分 を 自 覚 し た 上 で 、子 ど もに で き る だ け寄 り添 い 、

子 ど もの 考 え や 思 い を 認 め 合 え る 関係を作 る こ とが大

切 な の で あ る 。

（事例 2 ＞ 2 歳児 の 自由 あ そ び 場面 に お け る 子 ど も に

　対 す る 保育者 の 役割 〔e w 宜査｝

　 2 歳 児 の M 弄は、外 あ そ び の 時 必 ず 、園 の 右 片 隅 ω

ブ ラ ン コ を こ い で 遊 ぷ 。 他児 と は か か わ ら ず 、こ く
t 「「

ズ ム に 合わ せ て 独 り言を言 い な が ら、同 じ遊 び を繰 り

返 す 。 お 帰 り の 時間 が 迫 り 「お 片付 け で す よ 」 と 担 任

が 呼 び か け る が 、 M 子 は 気 の 済む ま で 同 じ遊 び を や め

な い 。 担任 は、自 閉 的 な 傾向を多少 も っ て い る 子 ど も

と 言 一・ て い k 。お 帰 りの 紙芝居 が 始ま ろ う と し て い た

が M 子 は 帰 っ て こ な い 。 そ して 、い つ も の 様 に サ ブ の

先 生 が M 子 を迎 え に 行 き 、 M 子 の 乗 る ブ ラ ン コ を 持 ち 、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の　　■
「い ち、に い 、さ ん 、しい

…
」 と 数 え な が ら、 「今 日

サ
も20ま で こ い だ ら お 部 屋 へ 帰 ろ う ね。ま た 明 日 し よ う

ね 。 ．1 と 声 を か け る と、プ ラ ン コ で 遊 び 終 え た M 子 は

素 直 に 、
サ ブ の 先生 と 手を つ な ぎ ク ラ ス へ と 戻 っ て い

っ た ，，

〈考 察 2 ＞

　 1 対 1 の 関 係 が M 子 に は ま だ 必 要 な よ う だ。サ ブ の

先 生 が 必 要 な よ う で あ る。サ ブ の 先生 が傷 らに や っ て

き て 同 じ遊 び を 一緒 に 楽 し む 「物 理 約接 近 」 が あ っ て

満 足 す る よ う だ 。外 に 現 れ た 行 動 の 受容 も大 切 だ が 、

「表面 に 出 て こ な い 行 動 」 の 理 解 もま た 大 切だ とい え

る 。 サ ブ の 先 生 も最 初 の 頃 M 子 が わ か ら な か っ た と い

う ） 「障害 」 と い う枠組 み で と ら え よ う と し た 時期 も

あ る と い う。し か し、最初 の か か わ りで は わか ら な か

っ た こ と も、子 ど もの 気 持 ち を と らえ よ う と 自 己 を 振

り返 り反省 す る と、子 ど も に も意識 で き な い 気 持 ち の

理 解 が 少 しず つ 可 能 に な っ て く る と 思 わ れ る。保 育 を

す る 中 で 子 ど も の 育 ち に 見 通 し を 持 ち、保 育 者 と 子 ど

b の 生活 に 生 き 生 き と し tc流 れ が あ る か ど う か を常 に

点 検 し、自 分 自身 の 実 践 を 反 省 し、見 つ め 直 し て い く

必 要 が あ る 。 そ の 活動 は 子 ど もと 共 に 生活 し て い る 保

育者 自身 の 活動 を充実 さ せ る こ と で も あ る。

〈事例 3 ＞ 1 歳 児 の 食事場面 に お け る 子 どもの 姿 と保

　 育者 の 与 え る 影響 〔モ デ ル と し て の 保育者 〕

　 食緩 、R 太 と U 樹 は 二 人 で 一・つ の 絵 本 を 取 り合 い 、

引 っ 張 り合 っ た りた た き 合 っ た り しな が ら 、 奪 い 合 い

を して い た 。す る と 少 し月 齢 の 高 い A 子が や っ て き て

「メ ， メ よ 」 と片 言 で 仲 介 を し た。そ し て そ の 絵本 を

R 太 と U 樹 か ら取 り、言葉 に な ら な い 言葉 で 指 差 し を

しな が ら読 ん で あ げ て い た。す る と 今 ま で 奪 い 合 い を

し て い た R 太 も絵本を指差 し、 「
…

ん ご 」 （リ ン ゴ の

意味 ） と言 い な が ら絵を つ まん で 、U 樹 と A 子 に 食 べ

さ 廿 る 行為を して “1 た　 “そ れ を 食 べ る ふ りを して 、 さ

らに Af ’
へ も同 じ行 為 を した 。

＜考察 3 ＞

　 筆者 は 子 ど もた ちの 様 子 を 月 齢 の 低 い 子 ど も た ち へ

食事 の 対応 を しな が ら見 守 っ て い た が、同 時 に 言 葉 の

少 な い 子 どもた ち で も こ れ ま で 鬨 係 が 育 っ て き て い る

事実 を嬉 し く思 っ た ， しか し地 の 保 育者 か ら 、A 子 の　　　　ロ　　コ　　　サ　　　ぴ　　　　　　　■　　　　　　■　　　ほ
仕草 が 筆者 に そ っ く り な こ と を 指 嫡 さ れ た 。

　意識す る 、し な い に か か わ らず 、チ ど もの 中に 保育

者 が 存在す る こ と は そ れ だ け で 既 存 の 文化 や 保 育 の 好

み、価 値 観 等 を 子 ど も に 伝 え て お り、何 ら か の 方向牲

を堤 示 して い る と い え る 。 保育者 は 「見 ら れ て い る 自

分 」 が 相 手 の 子 と も に 与 え る影響 な り 、 食 事 の 後助 だ
、

け で な くそ れ を 見 て い る 子 ど も と の 関係 や 、 子 ど も同

士 の 関係を作 っ て い る こ と を　wrtす る 必 要 が あ る 。

3 ．今 後 の 課 題

　本 格 的 な 少 子 化 社 会 を 迎 え、子 ど も もそ れ を 支 え る

家 庭 も変 化 し つ つ あ る 。 子 ど もも親 も良 い モ テ ル が 近

くに な い た め に 、 乳児 を もつ 母親 も困惑 し て い る よ う

に 思 わ れ る 。 子 ど もが 伸 び 伸 び と 育 ち 合 う場 と 共 に 親

子 の 育 ち 合 い と し て 保 育所 は 新 た な役割 で 求 め ら れて

き て い る 。 保育 は 人 と人 と の 関 係 の 中で 営 ま れ る 。 こ

の よ う な 当 た り 前 の こ と を 再 び 自覚 す る こ と、相 手 か

あ っ て 自分 が い る。人 間関係を子 ど もに 要求す る だ じ

で な く、子 ど もの 間 に は ぐくむ こ と を 保育者 の 役割 と

し て 自覚 して い く こ と が 、子 ど も と 共 に 生活 し て い く

E で 必 要 だ と思 わ れ る 。 現 代 の 社会 環境 に お か れ るイ

ど もに と っ て 、 臼分を受 け入 AIて もらえ る 場 、安心 し

て 生 活 で き る 場 が 、家 庭 で も 集団 保 育 の 場 で も望まれ

る で あ ろ う し、そ れ に 携 わ る 保育者 の 役 割 は 大き い と

い え る 。
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