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「子 ど も 中 心 主 義 保 育 」 へ の 問 い
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鈴 木 牧 夫 （JE川大 学 ）　 企 颪 者 　 宮 里 六 郎 （熊 本 学 園 大 学 ）

鈴 木 牧 夫 　 宮 黒 六 郎 渡 邉 保 博 （三 重 大 学 ）

丸 尾 ふ さ （元 白 金 幼 稚 園 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 我 が 関 与 す る 自 己 主 張 の 働 き で あ る 。日 本 人 は 、主 体

　　　　　　　　　　 的 自 我 が 弱 い 分だ け客体的自我が 肥 大化 し て 集団の 中

　 幼 稚 園教育要領、保育所 保 育 指 針 が改 定 さ れ 8 年 が

過 ぎ た。　「時 代 の 変 化 に 対 応 し た今 後 の 幼 稚 園教育要

領 の あ り方 」 な ど 、要 領 の 見 直 し も始 ま っ て い る e

　保育現 場 で は、保 育 者 が い な い と 遊 べ な い 子 、ま る

で 3 歳 児 の よ う に 乱 暴 な子 な ど 、様 々 な 問題 を耳 に す

る 。 改 定 され た要 領 や 指 針 で は 、「子 ど も 中心主 義の

保 育 」 が 強 調 さ れ 、受 容 主 義 的 な 保 育 観 や
・一人

．一
人 を

大 切 に す る か か わ り方 が 求め れ れ て い る 。し か し、受

容 が放 任 に な っ た り、集団 を く ぐ ら せ ず に 個が 尊 重 さ

れ た 結 果 、前 述の よ：う な 問題 が お こ っ て い る の で は な

い だ ろ うか 。

　本 シ ン ポ ジ ュ．ム で は、発 達 研 究 の 立 場 で 自我 論 を 中

心 に 鈷 木 牧 夫、保 育 指 導 論
．
の 立 場 か ら 実践記録 の 分 析

を も と に 宮 里 六 郎、保育 目標論 の 立 場か ら 「生 活．1 の

視 点 の 重 要 性 を 渡邊 保 博 の 3 氏 が 問 題提 起 を 行 う。さ

ら に ，長 年 研 究 的 な 視 点 で 実 践 に か か わ ウ 「つ ぶ や き

に ドラ マ を 見 い だ し て 」 な ど の 実 践 記 録 も公 刊 して い

る 丸 尾 ふ さ 氏 に 指 定 討 論 者 と し て 議 論 に 加 わ っ て 頂 き

、　「子 ど も 中心 主 義 の 保 育 ｝ を深 め と ら え 直 す き
．
っ か

け に し た い 。

　　 〈 自我 の 発 達か ら考 え．る 〉

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 鈴 木 牧 夫

　子 ど も を 取 り巻 く状 況 は、早 教 育 的 な傾 向や 管理 的

な 傾向を 強 め て い る 。 こ の よ う な傾向 は 、子 ど も の 主

体性 ・自主性、社 会 性 の 育 ち を 疎 害 して い る。 「子 ど

も 中心 主 義 の 保 育 」 は、こ の よ うな 状況 を 克服 し よ う

と す る も の で あ る が、　「時代に 対応 し た 今後の 幼 稚 園

教育要 領 」 に 見 ら れ る よ うに 不 十 分 な も の で あ っ た、，

　発 達 研 究 か ら t ら え る と、現 状 を 打 開 す る た め に は

、知 識
・
技術の 詰 め 込 み に 偏 した

一
面 的 な 能 力 発 達 観

に 対 置 し て 心 情 ・意 欲 ・態 度 を 重視 す る 発 達観 に 立 つ

の で は な くて 、両 者 を 統 合 し た 人格発達 の 視点 に 立
・
つ

こ と が 必 要 で あ る 。

　心 理 学 で は 、人格 発 達 と 言 う と き 、人 格 の 核 に な る

も の と して 、自我 を想定す る 。南 博 は、G ・H ミ
ー

ド

に 学ん で 自我 を 主 体 的 自我 と 客 体 的 自我 に 区分 し た 。

日本 人 は 、自我 が 弱 い と い わ れ る が 、そ れ は 主体 的 自
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で 自 己 抑 制 し て 集 団 依 存 主義 的 な 行 動 様 式 を 身 に つ け

る 。柏 木 恵 子 は、幼 児 の 自 己主 張 と 自 己抑 罰 の 発 達 に

関 す る 研 究 を 行 っ て い る 。　「拒 否 ・強 い 自 己 主 張 」　「

遊 び へ の 参 加 」 「独 自性 ・能 動 性 」 と い う三 っ の 因子

か ら な る 自己 主 張 は．，4 歳 後 半 ま で 急 速 に発 達 し て い

く の に 、そ れ 以 降 は 伸 び 悩 ん で し ま う こ と 、そ れ に 対

し て 、 「遅 延 可 能 jr 静 止 ・ル
ー一

ル へ の 従 順 」 「フ ラ

ス トレ ー
シ ョ ン 耐 性．j 「持続的 対 処 ・根 気 」 と い う 4

因 子 か ら な る 自 己 抑 制 は、3 歳 か ら 学 童 期 に 達 す る ま

で 伸 び 続 け る こ と を明 ら か に し た こ と で あ る 。

　 現 代 の 子 ど も ・青．年 は、わ が ま まで 耐 性 が 弱 い と言

わ れ る が 、そ の こ と か ら 耐 性 を つ け る た め に 我 慢 の 機

会 をつ くる と い う よ う に
・一

面 化す る の で は な く、自 己

主 張 を認 め つ つ 自己 抑 制 の 機会 を 保 障 す る こ と が 必 要

な の で あ る 。自我 の 発 達 を 促 す た め に は、子 ど も の 遊

び 活動 を保障す る こ と が 不 可 欠 で あ る こ と が 遊 び 研 究

か ら 明 ら か に な り つ
．
つ あ る ，，遊 び 研 究 は 、従 来、J ・

ピ ア ジ ェ の 研 究 に 見 ら れ る よ う に 詔 知 発 達 の 側 面 か ら

研 究 さ れ た。最 近 の 研 究 動 向 で は、河 崎 道 夫 や 加 用 文

男 は 自我 の 変 容 を 楽 し む と い う 視 点 か ら 研 究 を 進 め て

い る 。子 ど も た ち は 、役刳遊 び や ル
ー一

ル 遊 び で 群 れ 台

い つ つ 自 己主 張 し た り、自己 抑 制 し て 自我 を 鍛 え る 。

能 力 発 達 と 関係 性 の 発 達 を統 合 し た 人 格 発 達 の 視 点 に

立 っ て 、子 ど も に 子 ど も ら し い 生 活を 傑障す る 大人た

ち の 配 慮 が 不 可 欠 で あ る 。

　　 〈 受容 と 要求 の 関 係 か ら指 導 を考 え る 〉

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 宮 里 六 郎

　改 定 さ れ た 要 領 や 指 針 の 指 導 論 に は い く つ か の 特徴

が あ る 。第一に 、指 導 を 「強 制 」 と と ら え 、捲導 を 排

除 も し く は 消 極 化 し て 「．援助 ．1 を 強 調 し て い る こ と：。

第二 に 、受 容す れ ば 子 ど もの 自主 性 が 自然 に生 ま れ る

と い う 自然発生的 な 発 達 観 を根 底 に 、指 導 が 受 容 に 還

元 さ れ て い る こ と。第 三 に 、 「個 々 の 子 ど も 」 「子 ど

も
一

人一人 に 応 じ」 な ど値 へ の 配慮が 強調 さ れ る 反 面

、集 靈 的 な 視 点 が 後 退 し て い る こ と c．総 じ て 、子 ど も

の 主 体 性．t 保 育者 の 意図的指 導 が 対 立 して して と らえ

られ、＝．者 択一
な 指導論 に 陥 っ て い る 。
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　特 に 、受容 と 要 求 の 関 係で は 、受容 を 、 「子 ど も の

感 情 や 要 求 、願 望 な ど、子 ど も が 心 の 中で 経験 し て い

る こ と を、子 ど もの 立 場 に た っ て 共 感 し 、理 解 し、そ

れ な り の 理 由 の あ る こ と と し て 認 め る こ とで は あ っ て

も、決 し て 子 ど も の 個 々 の 行 動 す べ て を 是 認 し許 容 す

る こ と で は な い 亅　〔高 壇 忠
一

郎 ） と す る な ら　．．受容 は

、放 任 で は な い し 、要 求 と 対立 す る こ と で も な く、．か

え っ て 要 求 へ 発 展 し て い くも の で あ る 。こ の こ と を 保

育 実 践 の 中 で 確 か め る こ と こ そ 「子 ど も 巾 心 主 義 の 保

育 」 を 問 い 直 す こ と に な る の で は な い だ ろ う か 。

　 以 上 の よ う な 問 題 意 識 に た っ て 、丸 尾 ふ さ．氏 の 実 践

記 録 「つ ぶ や き に ド ラ マ を 見 い だ し て 」　（幼稚園 3 歳

児 ）の 分 析 を 通 し て 考 え て み．た い 。 『大 変 デ ス 1 誰 カ

ガ イ タ ズ ラ シ テ イ マ ス 』 で は、 「同 じ い たづ ら で も 竜

夫 の よ うな 3 歳 児 ら し い 好 奇 心 か ら出 て くる も の ，こ

う や っ た ら こ う な る だ ろ う と い う予 測 が た た な い た め

の も の は 、好 き 勝 手 に 放 任 さ れ．て き た た め の や りた い

放題 と は ちが うの で 、叱 言 や お 説 教 で は な く受 け 入れ

た う え で の 方 向 づ け が 必 要 j だ と 述 べ て い る 。こ の ．よ

う に 、何 を 受容 し 何 を 禁止
．
す る か 区 別 し、受 容 し た．k

で 方 向 づ け る 働 き か け こ そ 、受 容 か 要 求 か と い う．二 者

択
一一

的 な 指 導 論 を 克 服 す る 方 向 が 示 さ れ て い る の で は

な い だ ろ う か 。　『ネ ； ．コ ン ドハ コ ウ ヤ ロ ウ ネ 』 で は 、

「ま ず さ ら りと 問 題 を 投 げ か け て み て 、そ の 出 方 に よ

っ て 魍 々 に 変 え て い か ね け れ ば な ら な い 」 と い う よ う

な 働 き か け を し て い る 。目的 を 達 す る ま で 意 図 的 に 働

き か け 続 け る か 、見 守 る か の 二 者 択
一

で は な く、働 き

か け て み て 、 その 反 応 か ら次 の 働 きか け を探 る 、出方

をみ る 働 き か け を実 践 の 中 で 怠 識 化 し て い く 必 要 が る

の で は な い だ ろ う か 。 rツ マ ラ ナ イ ネ 、イ ツ モ 奈 美 チ

ャ ン バ ッ カ 1丿』 で は 、ボ ス 的 な 奈美が 自分 の い う と う

り に な ら な い と 「一ヤ ン ペ 亅 と 抜 けて い く と す か さ ず

「あ ら 奈 美 ち ゃ ん や め る ん だ っ て 　 じゃ あ み ん な で こ

こ 広 く し て 遊 ん だ ら ？ 」 と 奈 美 に
一

人 に な る 経 験 と 周

り の 子 に も 奈美が い な くて も 遊べ る 経 験 を さ せ よ う と

す る 。ま た、奈美 が 遊 び に 戻 ろ う と す る と 「こ う な っ

た ら も う 先 生 は 入 っ て い な い 方 が よ い と 思 い 、何 気 な

く他 の 場 所 に 移 動 1 し、奈 美 と 友達 が 直接交渉す る チ

ャ ン ス を つ く る。仲 聞 を 通 し て
一’

人．を 変 え る 働 き か け

が 見 ら れ る。

　 こ の よ うに 、受 容 か 要 求 〔指 導 ）か 、集 団 か 個 か と

い う 二 者 択
一一

的 に と ら え る の で は な く、受 容 と 要 求 、

集 団 と 個 の 間 を て い ね い に 構 築 して い く作 業 が 子 ど も

中心 主 義 の 指 導 論 を深 め る こ と に な る の で は な い だ ろ

う か 、，
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　　　〈 教育 と 生 活 の 関連 か ら考 え る 〉

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 渡 邉 保 博

　改 定 さ れ た 「幼 椎 園 教 育 要領」　「保育所保育指 針 」

が 、子 ど も の 自発 性 ・主 体 性 を きわ め て 重 撹 し て い た

の は ．周 知の 事実 で す 。

　 そ こ に は、い ろ い ろ な 背景や 要 因 が輅 ん で い ま し た

が 、子 ど も の 主 体 性 が 重 視 さ れ 子 ど も の 主体 的 な 活 動

が 再 能 に な る 環 境 講 或 の あ り方 と 「援 助 」 的 か か わ り

が 保 育 者 に 求 め ら れ て い ま し た。 1保 育 者 主 導 」 の 保

育 は 否 定 さ れ 、 「指 導 」 は 後 景 に 追 い や ら れ ま し た 。

そ の 点 で 、要 領 や 指 針 の 保 育 目 標 ・方 法 （意 識 1 を、

「子 ど も 中 心 主 義 の 保 育 」の 系譜 の
一

つ に 位 置 づ け る

こ と が で き る か も し れ ま せ ん t、

　 と は い っ て も、こ う い 7 た 〈 子 ど もの 主 体 性
一

援 助

〉 と い う 目標 ・方 法 （意 識 ｝ は 、教 育 的 観 点 か ら の も

の で す 。例 え ば、 r指 導 1 か 「援 助 」 と い う問 題 は 、

子 ど も の 主 体 性 や 主 体 的 活 勳 に か か わ る 「教 育 」 方法

論 と し て の 善 し 悪 し （も ち ろ ん あ れ か こ れ か と い う こ

と で は な い で し ょ うが ） を 問 う た も の で は な か っ た で

し よ つ 天尸 。

　 も ち ろ ん 、保 育 所 や 幼 稚 園 が、子 ど も の 教 育 の 場で

あ り、意 図 的 ・計 画 的 な 教育 活 動 を通 じ て 子 ど も た ち

の す ご や か な 育 ち を 保 障 し よ う と す る か 謬 り、こ う い

っ た．議 論 が 生産 的 に 展 開 さ れ ．る 必要が あ る で し ょ う a

と 同時 に 、保 育 所 は、 「生括 の 場 j で も あ る と い う こ

と か ら す る と 、保育 者 と 子 ど も の か か わ ：
）を r教 育 」

的観点 か ら み る だ け で は す ま さ れ な い こ と に な り ま す

。生 活 の 目 的 、生 き る 喜 び や 「生 活 の 充 実 感 」 は 「教

育 」 で き る もの で し ょ うか 。

．一
緒 に 生 活 し な が ら 共 感

し た り、共 有 し た り し て い く も の で は な い で し ょ う か

。っ ま り、　「指導」 か 「援助．1 か と い う枠組み で 論 じ

ら れ る 性質の も の で は な い で し ょ う。あ る い は 、 「教

育 」 の 目 で 子 ど も を見 る と き 、子 ど も が 主 体 的 に 生 活

・遊 び を繰 り広 げ て い く こ と に 期 待 し ま す 。で も、 「

生 活 」 者 と し て 子 ど も を 見 る と き 、家 族 の 生 活 を 背 負

っ て
．
も い る 子 ど もが 、時 と し て 甘 え た り す ね た り い ら

だ っ た りす る こ とが あ り ます が 、それ を ど う受 け と め

て い け ば い い の で し ょ う。ま た 、日 常 の 園 生 活 の 中 で

保 育者 と 子 ど も が ち ょ っと し た こ と に 共感 し た り 雑談

を 楽 し ん だ りす る こ と を ど う い う 目標 ・方法概念で 受

け と め て い け ば い い の で し ょ う，こ う い っ た こ と は 、

保 育 君 は 「先 生 」 なの か と い う問 題 に も 関 わ っ て き ま

す。
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