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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 深 め た り、役 立 て た り し よ う と す る と、な か な か 難 し

保 育 の 場 に 求 め られ る 内 容 が 多 様 化 し て き て い る 。

私 た ち は こ れ ま で 第 50回 日 本 保 育 学 会 、第 39 回 日 本 教

育 学 会 、第 51回 日 本 保 育 学 会 で の シ ン ポ ジ ウ 厶 を 通 し

て 「乳 幼 児 保 育 に お け る 発 違 援助 の 専 門 性 」 に つ い て

討 諭 を 重 ね て きた 。

具 体 的 に は （1）保 育 の 場 に お け る 「発 違 」 と は 何 か、

（2）保 宵 の 場 に お い て 実 際 に ど ん な 援 助 が 可 能 な の か

、（3）子 ど も の 発 違 を 援 助 す る 人 々 と の 「専 門 性 」 と

ぱ 何 か を 中 心 に 識 讃 が 深 め られ て き た 。 青児 支援、発

達 榎 助 に つ い て の 総 括 的 な
一般 論 に 関 す る 議 論 を 経 て

、さ ら に こ の 間 題 を 論 究 し て い く た め に は 、個 別 的 で

具 体 的 な 擾 助 の 質 を どの よ うに 高 め て い く事 が 可 能 な

の か に 焦 点 が 移 り つ つ あ る よ うに 思 わ れ る。

　 そ こ で 今 回 の シ ン ポ ジ ウ ム で は 、各 聒 題 提 供 者 が 、

各 々 の 立 場 で 閲 わ っ て い る 保 育 実 践 を ベ ース に 、個 別

的 ・異 体 的 な 掻 助 の 質 を 高 め て い く 方 向 へ 向 け て の 話

題 提 供 を行 う。そ こ で の 共 通 テ
ー

マ は 、現 幼 稚 園 教 育

要 領 に あ る 「一人
一

人 の 特 性 に 応 じ た 保 育 」 を ど う 隈

開 す る か で あ り、そ の 時 に 個 と 集 団 の 関 係 を ど の よ う

に バ ラ ン ス を と っ て や っ て い る か も焦 点 と な る e

　 シ ン ポ ジ ウ ム 全 体 と し て は 、対 象 を 障 害 児 に 限 定 せ

ず 、発 還 の 幅 に 応 じ る に は ど う し た ら 良 い か 、個 人 差

や 個 性 に 対 応 す る に は ど う し た ら 良 い か を 具 体 的 に 考

え て い き た い 。

　　発 違 援 助 の あ り 方 を 見 直 す ： KJ 法 の 試 み

　 　 　 　 　 　 　 　 （ 宍 戸 栄 美 ）

保 育 の 質 を 向 上 させ る た め に は 、当 然 、自 身 の 保 育

の 質 の 見 直 し 作 巣 が 不 可 欠 で あ る e さ ら に 保 育 者 同 士

が 経 験 を 出 し 合 い 積 み 1 ね て い く こ と が 大 切 な こ と は

言 うま で も な い 。

と こ ろ が 、い ざ 中 身 に ま で 迫 っ て 伝 え あ い 、経 験 を

い の も 事 奚 で あ る 。そ の 難 し さ を作 り出 し て い る もの

と し て 、（1）保 育 は 個 別 性 が 強 く
一

般 化 す る こ と が 難

し い 、　 （2）保 育 者 は 自 分 自 身 の 行 動 を 意 識 化 す る こ と

が 難 し い 、（3）保 宵 は 完 成 し た も の を
一

方 的 に 子 ど も

に 与 え て い くの で は な く、子 ど も と と も に つ む ぎ 合 わ

せ て い く性 格 を強 く 持 っ て い る、（4）保 青 の 中 身 は 雑

多 な 事 象 が 絡 み 合 っ て 成 り 立 っ て い る た め 、ど の フ ァ

ク ターが 子 ど も強 く影 響 を与 え て い る か が 判 断 つ き に

くい 、等 々 が 考 え られ る。こ れ ら の 困 難 さ を 踏 ま え た

上 で 尚 、一部 で あ っ て も 伝 え 合 う こ と の で き る 部 分 は

な い か と 考 え て み た 。

　 ひ と つ の 試 み と し て KJ 法 を 用 い て ．自閉 的 傾 向

を 持 つ A 君 へ の ブ ラ ン コ 場 面 で の 働 き か け に つ い て 記

述 し 、構 造 化 し て み た （配 布 資 料 参 照 ）。

　 KJ 法 を 試 み て 良 か っ た と 思 わ れ る 点 は 、　 （1 ） 具

体 的 な 事 実 が 積 み 1 ね ら れ 残 っ て い くの で 、拙 象 化 し

た 時 に 襲 付 け と な る 事 実 の 基 に 了 解 で き る 、　 （2 ） 自

分 の 行 動 を 反 芻 し て み る事 に よ っ て 意 臓 化 で き る 、　（

3 ） 構 造 化 す る こ と に よ っ て 自 分 の と っ た 行 動 の 意 味

を 改 め て 竪 理 し 直 せ る 、　（4 ） 既 成 の 構 遣 に 事 実 をふ

り わ け る の で な く、事 実 を 出 発 点 と し て い る の で ．と

ら わ れ る こ と な く 見 直せ る 、　（5 ） 俯 瞰 す る こ と に よ

っ て 、ば ら ば ら だ と思 っ て い た事 柄 の 関 係 に 気 づ け る

、等 が あ げ ら れ る 。一
方 で 不 満 が 残 っ た 点 は 、　 （1 ）

時 間 の 流 れ を 表 現 し き れ な い 、　 （2 ） 場 面 を 切 り 取 ら

ざ る を 得 な い の で 、周 辺 で 起 こ っ て い る こ と を切 り 捨

て ざ る を 得 な い 、等 で あ っ た 。

　 で き あ が っ た 図 表 を 見 疽 す 時 、複 雑 だ と 思 わ れ て い

た も の の 中 に も 薬 外 シ ン プ ル に 集 約 で き る こ と も あ る

と 気 づ か さ れ た 。一
方 で 、ど の 事 実 を 再 現 す る に し て

も、ど うい う タ イ ミ ン グ で ．ど う い う条 件 の 基 で 、ど

ん な 嵐 に 使 っ て い く か は 、そ の 時 々 の 判 断 に 委 ね る し
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か な い の だ と い う事 に も 改 め て 気 づ か され る。そ の 判

断 力 を 培 う こ と が 更 に 深 い 意 味 で ．援 助 の 質 を 向 上 さ

せ る こ と に な る と 思 う。　「保 育 者 の 勘 」 と で も 表 現 さ

れ る 、判 断 の た め の キ ーと 成 る 事 実 を 整 理 し 直 し、伝

え あ う こ と も今 後 の 大 きな 課 題 で あ る と 思 わ れ る。

　 障 冒 を 持 つ 子 ど も が 複 数 い る ク ラ ス の 保 宵 運 営

　 　 　 　 　 　 　 　 （武 野 利 恵 子 ）

　 発 還 の 運 れ が 著 し い 子 ど も の 保 育 園 で の 受 け 入 れ は

基 本 的 に は
一対 一が 望 ま し い と 考 え ら れ る 。昨 年 度、

当 保 育 園 で 4 歳 児 ク ラ ス に 双 子 の 瞳 害 児 （非 定 型 自閉

症 ・精 神 遅 滞 ） を 受 け 入 れ 保 育 を 行 な っ て き た 実 践 経

過 を 報 告 し、障 晋 を 持 つ 子 ど も が 複 数 い る ク ラ ス で の

保 育 運 営 の あ り 方 に つ い て 検 討 し て い き た い 。

（ 1 ） 受 け 入 れ に あ た っ て ： 双 子 の 障 書 児 が と も に こ

と ば が な く 多 動 で 、人 と の や り と りが で き に く い 状 態

で あ っ た。高 い と こ ろ に 登 う た り、輿 味 の あ る こ と は

無 理 や り関 わ ろ う と し た りで 2 人 の 行 動 の 予 測 が つ け

に く い こ と か ら 保 冑 者 は
一

対
一

で 担 当 し、個 別 の 橿 助

が 必 要 な 時 期 に は 可 能 な 限 り、園 で 対 応 で き る 最 艮 の

こ と を して み よ う と の 基 本 方 針 を も っ た。そ し て 4 歳

児 ク ラ ス 20 名 を 3 人 担 任 で 運 営 す る と い う初 め て の

体 制 で 保 育 が ス ター ト し た 。

（2 ） 保 宵 運 営 ； 各 々 の 子 ど も た ち を 理 解 し 隈 助 の 手

が か りを 探 る た め に ぱ 、担 任 3 人 が 1 週 聞 交 代 で ク ラ

ス の 保 育 担 当 と 障 害 児 担 当 と し て 関 わ る こ と が 望 ま し

い と 脅 え た 。特 定 の 保 育 者 が 障 害 児 を 担 当 す る と 行 き

詰 ま り も あ り、子 ど も の 成 長 を担 任 相 互 に 確 認 しあ え

な い こ と も あ る。担 当 を 交 替 す る メ リ ッ トは 視 点 が 広

が リ 悩 み も1 び も 分 か ち 合 え る 、ま た 保 育 方 針 も 考 え

あ え る 力 強 さ も あ る。

　 2 人 の 障 宵 児 に つ い て は 各 々 の 遊 び の 観 察 か ら 始 め

て 、そ の 時 に 興 じ て い る 遊 び を見 守 り、そ の 遊 び が 広

が る よ う に 遊 具 の 提 示 や 働 き か け を行 な っ て き た。ま

た 生 活 リ ズ ム が 一定 せ ず 午 睡 に 入 れ な い の で 、児 が 比

較 的 落 ち つ け る 廊 下 に コ
ー

ナ
ー

を 作 り．そ の コ
ー

ナ
ー

を 廊 下 →部 屋 の 入 り 口 → 室 内 と 時 期 に 合 わ せ て 移 動 し

落 ち つ い て 過 ご す 時 間 を 確 保 し て い く試 み を し た 。

　 3 人 担 任 相 互 の あ り 方 に つ い て は 、遊 び の 具 体 的 擾

助 は 手 さ ぐ り 状 態 な が ら も、保 育 者 各 人 の 持 ち 昧 を 生

か す こ と を 重 視 し た 。担 任 相 互 に 共 通 し た 見 解 と し て

は 、子 ど もが 好 き な 遊 び を 極 め て い く こ と が 、次 の 発

違 に 向 か う原 動 力 と な り、生 活 を 充 実 させ る 結 果 に つ

な が る と い う考 え 方 で あ っ た 。

（3 ） 経 過 ： 入 園 当 初 は 遊 び ら し き も が な く、 1 人 は

マ ス タ
ーペ ー

シ ョ ン 、も う 1 人 は 園 内 を 歩 き 回 る と い

う状 態 で あ っ た 。 水 や 感触 な どの 好 き な 遊 び が で て く

る と ．蔓 求 を 保 母 の 手 を と っ て 示 す 事 も み ら れ る よ う

に な っ た 。ク ラ ス の 保 育 や 他 児 と の 関 わ り 意 識 は み ら

れ な い が 、本 児 た ち の 興 味 あ る 慣 れ た 歌 や 遊 び を ク ラ

ス 保 育 に 取 り入 れ る 中 で 参 加 で き る よ うに 働 き か け て

い る 。ク ラ ス の 中 で の 位 置 づ け も
一

年 悶 で 変 化 が み ら

れ た の で 銀 告 し た い 。

保 育 園 に お け る

　 　 　 「ち ょ っ と 気 に な る 子 ど も 亅 の 参 加 過 程

　　　　　　　　　（刑 部 育子 ）

文 化 人 類 掌 者 Lave ＆ Wen 琶er （1991 ） は 、　「状 況 的 学

習 論 」 を 提 唱 し て い る 。彼 ら に よ れ ば 、学 習 や 発 還 は

状 況 に 埋 め 込 ま れ た も の だ と す る。

　 刑 部 は
一連 の 研 究 （1998et ，　 al ） に お い て 、こ の

よ うな 視 点 に 立 ち、保 育 図 の 一人 の 「ち ょ っ と 気 に な

る子 ど も （当 時 4 歳 児 ） 」 が 集 団 （関 係 性 ） の 中 で ど

の よ う に 参 加 し て い る の か を
一

年 に 渡 る 観 察 記 録 を も

と に 分 析 し た 。

こ こ で は 、1 人 の 子 ど も を 対 象 に し な が ら、そ の 1

人 の 子 ど も に 焦 点 に あ て る の み で は な く、わ し ろ 周 り

の 子 ど も た ち か ら の 関 わ り や 保 育 看 の 関 わ り 方 （状 況

） を 分 析 の 中 心 と し て い る 。 そ の 結 果 、　 「ち ょ っ と 気

に な る子 ど もj が 気 に な ら な くな る過 程 で 起 き て い た

こ と は 、単 に 保 育 者 の 損 助 の 仕 方 を変 化 さ せ た 結 果 で

あ る とい う よ りも、ク ラ ス 全 体 の 構 造 的 な 変 化 に よ る

こ と が 明 らか に な っ た 。 冏僚 の 保 育 者 同 士 に よ る ケ
ー

ス カ ン フ 7 レ ン ス が ．間 接 的 に 担 任 の 擾 助 の 仕 方 に 影

響 を 与 え て い た り、対 象 児 と 新 入 園 児 と の 周 辺 的 な 関

わ りが 始 ま る 」 こ と に よ っ て 古 くか ら い る園 児 との 闘

わ り 方 に も 変 化 が 生 ま れ た 等 、徐 な な る 構 造 的 変 化 が

違 鎖 的 に 起 き た の で あ る 。諸 関 係 性 の ダ イ ナ ミ ッ ク な

変 化 に よ り、　「気 に な る 子 ど も」 をめ ぐ る 文 脈 が 変 化

し、　「気 に な る 子 ど も 」 と し て 焦 点 化 され る 必 要 が な

く な っ て い っ た の で あ る e

　 こ の 事 例 で は 「気 に な る 子 ど も 」 自 身 が 何 が で き る

よ う に な っ た と い う よ り も、関 係 性 の 変 容 に よ っ て 、

そ の 子 ど も ら し い 参 加 の 仕 方 で 参 加 で き る よ う に 変 化

し た の だ と 言 え る だ ろ う。今 回 の 発 表 で は 、同 僚 の 保

育 者 同 士 の ケ
ース カ ン フ ァ レ ン ス に お い て 何 が 起 き て

い た の か 、子 ど も 同 士 の 関 わ り 方 が 一
年 の 闇 で ど の よ

うに 変 化 し て い っ た の か を紹 介 し．子 ど も が 保 育 活 動

に 参 加 す る 発 遼 的 意 味 や 、発 遼 援 助 の 専 門 性 に つ い て

い く つ か の 提 案 を 行 な い た い 。
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