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1 ．テ
ー

マ 企 画 の 意 図

　 近 年 、保 育 実 践 を
一

つ の 物 語 と し て と ら え る 考 え 方

が 注 目 さ れ は じ め て い る 。も ち ろ ん す べ て の 実 践 事 例

が そ う で あ る と い う 意 味 で は 決 し て な い が 、そ れ は 、

保 育 臨 床 と い う 新 し い 教 育 的 概 念 と お そ ら く 無 関 係 で

は な い だ ろ う し、心 理 臨床 の カ ウ ン セ リ ン グ や セ ラ ピ

イ の 事 例 を ．す ぐ れ て 物 語 的 で あ る と 捉 え る 視 点 と は

も っ と 深 い 相 互 関 係 が あ る と 思 わ れ る 。

　 た だ、こ う し た 関 心 は 、こ れ ま で は ．ど ち ら か と い

う と一部 の 保 育 者 や 、主 と して 臨 床 心 理 学 や 臨 床 教 育

学 を バ ッ ク と す る 少 数 の 研 究 者 な ど の 間 で 論 じ ら れ て

い る の み で 、　 「物 語 1 そ の も の に 関 す る 領 域 で 仕 事 を

し て い る 人 た ち と 、少 な く と も 学 会 レ ベ ル で は、同 じ

主 題 で か つ 同 じ 目 の 高 さ で 語 り 合 う こ と は ほ と ん ど 無

か っ た の で は な い だ ろ う か 。

　 こ の 大 会 で も、保 育 や 教 育 の 場 の 問 題 に つ い て 常 に

大 き な 示 唆 と 励 ま し を 与 え て く れ る 臨 床 心 理 学 者 （臨

床 教 育 学 と い う 分 野 を 拓 い た ） 河 合 隼 雄 氏 、ま た 、児

童 文 学 を 通 し て 子 ど も と 大 人 の 関 係 を 問 い 続 け る 灰 谷

健 次 郎 氏 の 講 演 は 、二 つ の 大 き な 目 玉 と 言 え る が 、保

育者 な ど も ま じ え た 共通 の テ
ー

マ の 下 に 、同 じ 壇 上 で

語 り 合 う 場 は 残 念 な が ら 用 意 さ れ て な い 。

　 本 企 画 は 、そ う し た 問 題 意 識 に 立 っ て 、児 童 文 学 や

絵本 の 翻 訳 者、ま た 児 童 文学分 野 の 評 論 家 と し て 著 名

で あ り ．か つ 保 育 者 養 成 大 学 の 教 員 で も あ る 清 水 真 砂

子 氏 を 中 心 に 、本 テ
ー

マ の 趣 旨 に か ね が ね 関 心 の あ る

人 た ち で 、必 ず し も 保 育 実 践 と の 直 接 的 な 関 係 に は こ

だ わ ら ず に 、よ り 広 い 感 覚 で 自 由 に 多 面 的 に 語 り 合 い

な が ら 、参 会 者 と 共 に 、　 「物 語 る 」 と い うテ
ーマ に 関

わ る お 互 い の 問 題 意 識 を 深 め て い っ て み た い と 考 え て

い る 。

　 例 え ば 、幼 児 に と っ て 親 し み や す い 絵 本 は 、保 育 現

場 で 直 接 す ぐ に 役 立 つ と い う 点 か ら も 、養 成 校 の 保 育

内 容 な ど の 授 業 教 材 と し て 必 ず 使 わ れ て い る と 思 う。

ペ
ー

ジ 数 も 少 な い だ け に 、絵 本 は 、物 語 り 性 と い う 点

で は 比 較的単純 な も の が 多 い と は 言 え る 。し か し、そ

れ を じ っ く り と 見 て い く と 、そ の 1 ペ ージ 1 ペ ージ の

中 に 、時 に は 豊 か な 物 語 を 発 見 す る こ と も 決 し て 少 な

くな い 。た だ そ れ は、作 者が そ れ を 意識 し て 描 い て い

る か と か 、何 か の メ ッ セ
…

ジ を 意 図 し て い る か ど う か

な ど は 問 題 で は な い 。あ く ま で 読 む 側 に 委 ね ら れ て い

る と 言 っ て よ い だ ろ う。そ う し た 取 り 扱 い を ど う し て

い る だ ろ うか 。ま た、教 科 と し て は 直 接 イ メ
ー

ジ の つ

な が り 難 い ．例 え ば 臨 床 心 理 学 な ど で も、絵本や 児 童

文 学 や フ ァ ン タ ジーが 、教 材 と し て 大 き な 興 味 を も た

れ て い る 場 合 も あ る 。

　 こ の よ う に 、こ う し た 分 野 は 直 接 の 保 育 実践 だ け で

は な く 、保 育 者 養 成 と も 深 く 関 わ り、卒 業 研 究 な ど で

も 決 し て マ イ ナ
ー

で は な い 。で は 、そ う し た 学 習 体 験

が ど う い う 形 で 保 育 実 践 や 保 育 者 の 専 門 性 と 直 接 間 接

に っ な が っ て い る の だ ろ う か 。あ る い は ま た、保 育 実

践 が ど の よ う に 具 体 的 に 「物 語 る こ と 」 と 結 び つ け て

考 え ら れ て い る の か 、そ も そ も 「物 語 り 」 と は 何 か な

ど、い く ら で も 話 題 が 広 が っ て い き そ う な 気 が す る。

　 ま た 、ユ 992 年 の 保 育 学 会 で の 大 江 健 三 郎 氏 に よ

る 記 念 講 演 の 中 で 、息 子 の 光 さ ん と の 会 話 （手 紙 ） を

例 に 話 さ れ た 、　 「子 ど も は一瞬 に し て 語 る 」 と い う 言

葉 が 大 変 印 象 的 だ っ た こ と を 思 い 出 す 。っ ま り、　「物

語 る 」 と い う 行 為 や 意 味 は、必 ず し も 外 部 に 表 現 さ れ

る 事 柄 の 長 短 や 複 雑 さ と 比 例 して い る わ け で は な い と

い う こ と で あ る 。そ ん な こ と も 考 え て み た い 。

　 テ
ーマ を 、　 「 〜 め ぐ っ て 」 な ど と 少 し あ い ま い な

も の に し て み た の も、こ の よ う に 討 論 の 展 開 を で き る

だ け 自 由 に す る こ と で 、そ れ ぞ れ の 学 問 的 立 場 や 視 座

か ら の 発 言 の 交 差 が さ ま ざ ま な 問 題 点 を 引 き 出 し、参

会 者 と も 積 極 的 に 討 議 で き る 可 能 性 を 広 げ た い と 意 図

し た か ら で あ る 。

2 ．話 題 提 供 要 旨

清 水 真 砂 子 （青 山 学 院 女 子 短 期 大 学 ）

　 私 た ち は 、大 人 も 予 ど も も 、数 々 の
“
物 語

”

に 囲 ま

れ て 暮 ら し て い る 。世 界 を ど う と ら え る か 。物 事 を ど

う 見 る か 。ど う 見 た い の か 。私 た ち は 、そ れ に 対 す る

態 度 決 定 、あ る い は 答 え な し に 生 き て い く こ と は で き

な い 。こ の 答 え を 私 は 広 い 意 味 で
“
物 語

”
と 考 え て い

る 。だ か ら 、こ の と き
“
物 語

”
に は 音 楽 も 美 術 も、そ

し て 哲 学 も 科 学 も 入 る 。日 常 的 な レ ベ ル で の 答 え も す

べ て 入 る 。
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　 た と え ば 生 ま れ て き た ひ と つ の 生 命 体 は 、そ の ま ま

で は す べ て が 不 思 議 で 、得 体 が 知 れ な く て 、私 た ち は

そ の 不 思 議 さ 、得 体 の 知 れ な さ に 耐 え ら れ な い か ら、

懸 命 に そ れ に 答 え を 見 出 そ う と す る 。定 義 づ け よ う と

す る 。名づ け で あ る 。名 ま え は 、だ か ら、世 界 で 最 も

短 い 物語、と 言 う こ と が で き る か も しれ な い 。も っ と

も 、人 の 名 ま え に も お そ ろ し く 長 い も の も あ る 。先 祖

の 名 ま え を 十 も つ ら ね て そ れ を 自分 の 名 ま え に し て い

る 人 が あ る こ と を、私 は オ ー
ス トラ リ ア 人 の 友 人 か ら

聞 い た こ と が あ る 。そ こ に も名 づ け た 人 々 の
“
物 語

”

が あ る 。ひ と つ の 植 物 を、あ る 人 々 は 「花 い か だ 」 と

呼 び 、あ る 人 々 は 「嫁 の 涙 」 と 呼 ぴ ．ま た 別 の 人 々 は

「継 子 の や い と 」 と 呼 ぶ と き 、そ こ に は ひ と っ の 植 物

に 託 す そ れ ぞ れ の 人 の
“
物 語

”
が あ る 。そ れ ぞ れ の 人

の 答 え 方 が あ り 、そ し て 、そ の 背 後 に は ．そ れ ぞ れ の

人 の 暮 ら しが あ り、歴 史 が あ る 。

　 幼 い 人 た ち も 、す で に
“
物 語

”
に 囲 ま れ る だ け で な

く、い ま だ、ど ん な に 乏 し く あ ろ う と 、そ れ ぞ れ の 手

持 ち の 物 語 を 生 き だ し て い る 。子 ど も 同 士 の 会 話 を 聞
　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　の
い て い る と、　 「〜 は こ う い う も の よ 」 と か 、　 「〜
　　　　　ロ　　ロ
は こ う す る も の な の 」 と い う 言 い ま わ し が き わ め て 多

い こ と に 驚 か さ れ る で あ ろ う 。こ れ は 子 ど も た ち が 親

や 身 近 な 大 人 た ち の
‘’
物 語

”
を 借 り て 、そ れ に の っ と

っ て 生 き て い る こ と を 示 し て い る と は 言 え な い だ ろ う

か 。大 人 に と っ て と 同 様 、子 ど も た ち に と っ て も、そ

う し た
“
物 語

”
は ．武 器 と も な れ ば ．枷 と も な っ て い

る 。す で に あ る
“
物 語

”
に は、そ し て 日 々 生 成 さ れ つ

っ あ る
“
物 語

”
に も、貧 し い も の も あ れ ば 、豊 か な も

の も あ る 。

　 イ ギ リ ス の 作 家 、ジ ョ
ー

ン ・エ イ キ ン は 、　 「作 家 の

任 務 と は、子 ど も た ち に む か っ て 、こ の 世 界 は 単 純 な

場 所 で は な い こ と を 示 す こ と 」　 （ 「子 ど も の 本 の 書 き

方 亅 ） だ と 言 っ た が ，こ の こ と ば は 作家の み な ら ず 、

親 に も 教 師 に も あ て は ま る 。こ れ は も ち ろ ん
”
物 語

”

は 複 雑 で な く て は な ら な い 、と い う こ と で は な い 。言
　　　　　　　　　 n　　ロ
っ て み れ ば、　 「〜 も の よ 。」 に 対 抗 し、そ れ を 相 対

化 す る
“
物 語

”
を ど れ だ け 生 み 出 せ る か。生 み 出 す の

が 余 り に 困 難 な ら ば、そ う し た
“

物 語
”

を ど れ だ け ．

こ れ ま で の 文 化 の 蓄 積 の 中 か ら 借 り て こ ら れ る か で あ

る 。

　 そ の た め に は 私 た ち 大 人 は 生 ま れ た て の よ う に 世 界

を 見 る 目 と 同 時 に ．人 類 の 歴 史 と 文 化 の 中 に 自 他 を 置

い て み る 目、す な わ ち 、　 「う ん と 子 ど も で 、う ん と 大

人 」 で あ る こ と が 求 め られ る で あ ろ う。

吉 村 真 理 子 （前 、松 山 東 雲 短 期 大 学 ）

1 ） 保 育 実 践 を 「物 語 る 』 と と ら え る 意 味

　 保 育 実 践 を 「物 語 る 1 と い う 言 葉 で 捉 え る の は 、切

り 取 ら れ た 場 面 で は な く 、過 去 か ら 未 来 へ 流 れ て い る

時 間 系 列 の 中で 、現 在 の 行為 の 意味 を 見 出 そ う と し て

い る か ら で あ ろ う 。従 来 の 活 動 重 視 の 保 育 案 で は 、そ

の 前 後 が 断 ち 切 ら れ、活 動 に 参 加 す る 態 度 や 、活 動 の

ね らい の 達 成 度 が 評 価 の 対 象 に な る き ら い が あ り、そ

の 反 省 も こ め れ て い る よ う に 思 う、

　 しか し、子 ど も の 行 動 は、そ れ ま で の さ ま ざ ま な 生

活 に 影 響 さ れ、同 じ活 動 で も 時 に よ っ て 全 く様 相 が 変

わ る も の で あ る 。目 の 前 の 子 ど も の 姿 を 過 去 の 延 長 と

し て 見 続 け 、こ の 先 ど の よ う に 援 助 し て い け ば ．子 ど

も 自 身 の ね ら い と 保 育 者 の そ れ を
一

致 さ せ る こ と が で

き る の か と い う 展 望 を も つ こ と が 、　 「物 語 る 」 と い う

意 味 で は な い の だ ろ う か 。つ ま り 、保 育 者 が 子 ど も の

人 生 を
一

つ の 「物 語 り 」 と 捉 え 、そ の 生 の 現 実 に 寄 り

添 い な が ら い っ し ょ に 「物 語 」 を 作 っ て い こ う と す る

姿 勢で あ る 。

2 ） 子 ど も に 物 語 を 聞 か せ る 意 味

　 子 ど も が 物 語 と 出 会 う の は 、言 葉 に よ る イ メ
ー

ジ が

定 着 し始 め 、記 憶 力 が 増 し、物 事 の 因 果 関 係 を 理 解 し

始 め る 2 歳 ご ろ か らで あ る 。単 純 な ス トーリーを 喜 ん

で 聞 く 。　 Tさ ん び き の こ ぶ た 』 や rあ か ず き ん 亅 の よ

う な 架 空 の 物 語 を 、親 し み を 持 っ た 主 人 公 に 自己 を 投

影 させ な が ら、さ ま ざ ま な 感 情 体 験 を す る。子 ど も の

実 生 活 は 限 ら れ て い る が 、物 語 を 聞 く こ と に よ り、何

倍 も の 別 の 人 生 を 主 人 公 と 共 に 味 わ う こ と が で き る 。

こ の こ と は 、実 生 活 で さ ま ざ ま な 出 来 事 に 遭 遇 し た 場

合 の 判 断 の 基準が 増 え 、よ り 多 く の 対 応 が で き る 可 能

性 に つ な が る の で は な い だ ろ う か 。

3 ） 保 育者 が 物 語 を読 む 意 味

　 保 育 者 が 物 語 を読 む の は．教 材 研 究 と は 別 に 、物 語

の 中 に あ る 子 ど も を 通 し て 現 実 の 子 ど も を 理 解 し、人

間 と は 何 か ．人 生 と は 何 か を 洞 察 す る た め で も あ る 。

　 保 育 と 物 語 は き わ め て 似 通 っ て い る 。子 ど も の 遊 び

は ほ と ん ど が 疑 似 体 験 で あ る 。ま ま ご と で は ．そ れ ぞ

れ の 子 ど も が 役 割 を 担 い 、そ の 役 割 に 合 っ た 人 格 を 演

じ な が ら 遊 ぶ 。し か も 、ス ト
ー

リ
ー

の 展 開 は 子 ど も 自

身 に 任 さ れ て い る 。つ ま り 、子 ど も た ち は 絶 え ず 物 語

を 創 造 し な が ら 生 き て い る と 言 え よ う。そ う し た 子 ど

も の 姿 へ の 共 感 を 深 め る た め に も 、す ぐ れ た 児 童 文 学

に 数 多 く接 す る こ と が 望 ま し い と 考 え て い る 。
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