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変わ りっ っ あ る保育所 ・幼稚園 の 役割

　 エ ン ゼル プ ラ ン以 降、保 育施設 の 保 育 サ
ー

ビス の 拡

大 と そ の 質的 な 変化 は め ま ぐ る し い 。 平 成 6 年 度 か ら

11 年 度 まで の 緊急 保育対 策 5 ケ 年事業 の 達成 目標を

目指 して 、今後 ともその 拡大 が続 くこ と は 間違 い な い 。

　 保育 所 で は 、低 年 齢児 保育 、 延 長 保育、休 凵
・夜 間

・一時 保育 な ど保育サ
ー

ビ ス の 拡大 と、地域 r育て セ

ン タ
ー

と して の 機 能が 整備 されっ つ あ る 。

　 幼稚 園 に お け る 「預 か り保 育」 は、平成 5年 に は 約

20％の 園で 実施さ れ て お り、平成 8年 に は 約 48％ の 私

hZ幼 稚園 に 広 が り （令 日私 幼連）、検 討 中を 加 え る と

70％ が 前 向 きで あ る と い う 。 終 了時刻 も 5 時 まで （約

57％ ） の 園が 増 え、多 く は パ ートタイ ム 労 働 を含む共

働 き の 保 護 者 の 要望 に 応 え て 実施 され 「保 育 に 欠 け る

児 童 」 で あ る 。保 育料 へ の 公 的 な補 助 も平成 9 年か ら

始 ま り、保 護 者 の 収入 や 預 け る時 間 （一時保 育 ）に よ

って は、保 育所 と 大差 が な い 。3歳 以 ltに な る と保 育

所 か ら幼稚園 へ と 移動 す る 状況 も あ る よ う だ。ま た、
同
一

園 内 に 3 歳未 満児 の 保 育所 や 学 童 保 育 を併設す る

等、今 後 も多 様 な展 開 が 予 想 さ れ る。し か し、公 的 認

知 に 向 か い っ っ あ る 預 か り 保 育 も、幼 稚園 教 育 に お け

る そ の 位置 づ け や 教 育 内 容 は 明確 で は な い 。

　さ ら に 、保育所や 幼 稚園 は、子 育て 相 談 、子 育て サ

ー
ク ル の 支援、子 育 て 機 関 の 連 携 づ く り な ど、家庭 で

チ育 て す る親 を支援 す る 場、地域 の 親子 の 健全 育成 支

援 の 場と な りつ つ あ る e 緊急 保育 5 ケ 年 事 業 で の 子 育

て セ ン タ
ー

の 設 置 は、平成 11年 度 に は 3000ケ 所 を 目標

に した が、施 設 の 確保 や 保 育者 の 負 担が 大 き く、平 成

8年 度末で 288ケ 所に 過 ぎな い 。

　以 上 の よ うな 保 育所 や 幼 稚園 に 課 せ られ た新 しい 役

割 要 請は 、 保 育所 と幼 稚園 の 等 質性 の 確保 と公 的 助 成

や 保 育 料 の 負 担の 平等 化 を通 して、現 在 の 保育 制度 の

あ り方 の 再編 を促 す。子 育 て の 観 点 か ら す る と、もは

や 幼 保 の 一
元 化が 当 然 で あ り、幼 保 の 保 育 負担 の 平等

化、福祉 と教 育 に分 割 す る 発 想 や 縦割 り行政 を 見直 す

時 期 が き て い る。そ れ は ま た、保 育者 の 意識 。役 割 の

変化 を 促 す 動 き へ と っ な が る 。保 育 1： （保 母） と 教 諭

とい う従 来 の 役 割分 担を 越え て、乳 幼 児 の 健 全 な 発達

を 促進 す る と同 時 に、親 の ア育 て 支援 者 と して の 新 し

い 保育者 像 が 求 め られ る 時期が 到来 して い る。

　 本 シ ン ポ ジ ウ ム で は 、変 わ りゆ く保 育 所や 幼 椎園 の

あ り方 を、  乳 幼児 の 発達 に 及 ぼ す 影 響、  親 と保 育

所 ・
幼 稚 園 と の 連 携 、  保 育者 自身の 意識 変 革 や 役 割

変化 へ の 対 応 、以 ltの 3 点 か ら、現 場 か らの 話 題 提 供

を 交 え て 考え て み た い と 思 う。
1．乳 幼児 の 発達 へ の 影 響

　 幼 稚 園 ・保育所 の 保育 サ ービ ス の 拡 大 は、少子 化対

策 と して 、女性 の 就 業 と子育 て の 両 立 を 支援 す る 政策

の ．一
っ と して 普及 して き た 。 保 育現 場 で は、家 庭 支 援

の 中で も、f ど もの 意思 と は か かわ りな く 「預 け る」

「預か る ．1支援 は、親 支援 が 中心 と な り 、 も う
一

方 の

子 ど も支 援が不 十 分 に な る 危 険性 を 感 じて い る。
  家庭の 育児 が 時 間 に 追わ れ、親 子 の 情緒 的 な 交流 が

不 足 して 、物理 的 に 必 要 な生活 の み が パ タ
ー

ン 化 して

い る。

  親 が 施設 に 育 児 を 任 せ 気味 に な り、育児 不安 や 育児

ス ト レス の 軽 減 を 重 要視 しす ぎる傾 向が あ る 。

　 な ど の 、了 ど もの 存在 や 意 思 の 尊重 が 低下 して い る

こ とや親 子関 係 の 形 成 不 全 へ の 懸 念 が あ る 。

　 ま た
・一

方 で 少 子 化 は、わ が 子 へ の 発達 期待 を 過剰 に

し、子 ど もの 年 齢や 成 長 に 応 じた 生 活や 経験 を ゆ っ く

り と 重ね て い く Fl常 を 奪 っ て い る こ とが あ る 。
  親 か ら

一
方 的 な 教材 や 刺激 を与 え 、子 ど も の 情 緒 性

や 自発 性 が 育っ 機 会が 奪 わ れ て い る。
  家 庭 で は

一
人や 親

．’
r一の 室 内 遊 び が 中 心 と な り、自然

に 触 れ た り、友 達 遊 び や 体 を 動 か す 遊 び の 経験が 極端

に 減 少 して い る。

　 など、子 ど も の 人 間 発達 の 基 盤 が 揺 ら い で い る こ と

も指 摘 され て い る。園 は、rど もの 集 ま る施設 と して 、

子 ど もの 人 間発 達 を助長す る発達 援 助 を し、rど もの

人 間関係 を育 成 し、親 に子 ど もの 発 達 へ の 学 習機会 を

提 供 して 、豊 か な 子 ど もの 成 長 を 親 と共 に 支 え る施 設
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と して の 機 能 が、従 来以 上に 求め られ て い る。

2 ．保 育 所 。幼 稚 園 と親 との 連携

　 保 育所 と幼 稚園 で は、母 親 の 子 育て 意識、父 親の 育

児 へ の 関 わ り、育 児 不安 の 悩 み 等は異 な り、育児 支援

の 内 容 や 方 法 も異 な る。

  保 育所 に お け る育児 支 援

　 エ ン ゼ ル プ ラ ン に 代 表 され る 母親支援は 、 働く母親 、

仕 事 と子 育て の 両 立 の た め の 体 制 ・施 設づ くり、母親

の 労働 に 対応 した 子 ど もの 預 か り形態 の 多 様化 を検討

して き た 。 働 く母親 の 支援 は 、 保育サ
ービスの 拡大 と

保育 費用 の 低滅で あ り、ビ ジ ネス 型の 無認 可保 育所や

駅 型 保 育所 も その 対象 に な る。

　 働 く母親 に と って の 子育て は 生活の 一
部で あ り、 専

業 母親 よ りも、子 育 て を 楽 しん で い る とい う調査結 果

もあ る。一方で、保育 時 間の 延 長が 子 ど もの 成長 や 親

子 関係 に 及 ぼ す影響 を 危惧する 声 も高い
。 進行 しっ っ

あ る 保 育 サービ ス の 拡 大が 、乳 幼児 の 発 達 を 阻害 しな

い 、親 が 親 と して 育っ 機会 を奪 わな い 支援 が 望 ま れ る 。

親 子 が 生 活 を 共 に す る 時間 の 短縮 は、親 か ら子 ど もへ

の 生 活 伝承 を 減 ら し、親子 関係 の 形 成 を 希 萢に す る可

能 性 を 含み 、親の 自 己 教育 力や 家庭 教育 力 を 萎 え さ せ

る 危険 性 に もっ な が る。子育て の ス タ
ートに あ る着 い

親 た ち の 、親 と して の 成 熟 や 家 族 関 係 づ く りを 支 援 す

る 保育 者の 役割 や 相 談 ・助言 が 不可 欠 で あ る 。

  幼稚 園 に お け る 育児 支援

　 多 くの 調査 に よ る と、育児 を 負橿 に 思 い 、育児不安

に 陥 りや す い の は 、働 く母親 よ り も専 業母親 で あ る と

い う。した が って、専業母 親 が 多 い 幼稚 園 に お け る子

育て 支援は、物理 的 な 多忙 さ よ り も心 理 的な 負担 に 対

す る 支援 が 中心 に な る 。

　 専 業母 親 へ の 支援 は 、孤立 しが ちな子 育て か らの 解

放 とネ ッ トワ
ー

ク に 参加 す る チ ャ ン ス の 提 供 、 子育て

相談 と リフ レ ッ シ ュ の 時 間 と仲 間づ くりで あ る。仲間

づ くりに よ っ て 、了ど もは 仲 間を、親 は
’f’ど もの 成長

を実 感 し判 断す る 力 を体 得す る e 親に 、 自分の子 育て

の 実感 を 確 か め る 機 会 を 提供 し、精神 的 な 安定感 と 自

信 を持 た せ る援助 が求 め られ て い る。

  父親 参加 と家庭 支援

　 も う
t−J

本 の 育 児 支援 の 柱 は、父 親 の 育児 参加の 促進

で あ る。中教 審 の 答 申 は、子ど もの 生 き る 力や 心 の 教

育 力 を高 め るた め に 、 父親の 家庭 参加 に よ る家庭 の 教

育 力 の 回 復 を 強 調 し て い る。行 政 や 園 に 、父 親 が 家 庭

参 加 の 意 識 を 高 め る 姿 勢 を 養 うた め の 催 しや 家 庭 教 育

に 関 す る学 習 機 会 の 充 実、地 域 の r−a
’
て へ の 参加 を 促

す 機 会 の 提 供 を 求 め て い る。

　学校 と 並 ん で 保育 所 や 幼稚園 は 、父親 参加 が 最 も容

易 な 場所 で あ り、大 き な 教育 力を発 揮す る可 能性が あ

る 。特に 母親 中心 に な り や す い 幼稚園 で は、父親 の 子

育 て 意識 の 向上 や 参 加機 会の ［夫 が 望 ま れ る 。 乳幼 児

を もつ 父親 に、子 育て は両親 の 責任 とい う共 通理解 を

定着 さ せ る こ と も 、 園 に 課せ られ た 役割 の 一
っ で あ る。

  保 育所 。幼椎 園 に よ る 親教 育 と親 へ の 支援

　現 代の 若 い 親 世代 は、親 と して 育 つ 経験 に 乏 しい 。

わ が 子を抱え て 始 めて、親育 ち に直 面す る 親 に と っ て、

園 は子 ど もの 保 育 ば か りで な く、親 の 成熟 を 支援 す る

場で あ り、保 育 者 は親の モ デ ル で あ り、相 談 者、助 言

者で もあ る 。 園 は 、 親子 関係の 形 成や 予 ど も の 育 ちの

中 に現 れ る親 の 養育 態度、子 ど もに と っ て の 親 の 存在

の 重要 性 な ど を 親 に 伝 え 、親を育 て る場 で あ る こ と が

望 まれ る 。 園 と 家庭、親 と 保育者 は子 育て の パ ー
トナ

ーで あ り、園 は 地 域 の 子育 て の セ ン ターと し て 最 もふ

さわ しい 施設 で あ る と思 われ る 。

3 ．保 育者の 意 識 改 革 や 役 割変 化

  保育 の 専門 家 と して の 保 育者

　 乳幼児 の 成 長 ・発達 を促 すた め に 、今、こ こ で 必要

な 援 助 を 専門 的 な 資質 と技 術 に よ って 「保 育」 して い

た 保育 者 は 、突然 の 「預 か る 一1政 策 の 具 体 化 に 伴 っ て 、

「託児」 も余 儀無 くさ せ られ て い る の が 現状 で あ る。

しか し、子 ど も の 数 も 減 少 し地域 の 教 育力 も低 下 した

現 在、親 の 育 児 負 担 は 精 神 的 ・物 理 的 に 増加 し、子 ど

もの 成長 ・発 達 を豊か に 育 む と は い い 難 い 。子 ど もの

小 さ な変 化や 成 長 を 豊 か に 感 じ と れ る 保育者 の 感 性が 、

保育 の 質 を 低
．
ドさ せ る こ と な く、乳幼児 の 人 間発 達の

基 盤 を 支 え る と患 わ れ る。

　保 育の 専門 家と して の 感性 と知 識を 身に っ け て い る

保育 者 は 、保 育の 形態 に 関 わ りな く、親や 行政 に チ ど

もの 成長 ・発達 に 必要 な生活 と経験 に対 す る提 言 を行

う時 期で あ る 。

  親 子関係 を 支 援 す る保 育者 の 新 しい 役 割

　 家庭 支援 は、親 の ス トレ ス や 教育 力支 援や、子 ど も

の 発 達 支援だ け で な く、 そ こ を っ な ぐ親 子関係 支援 を

す る必 要性 が あ ろ う。保 育者一子 ど も関 係 は経 験 的に

結 びや す い で あろ うが、子 ど もの 継 続的 な成長 に 影 響

を 及 ぼ す親 子関 係 は、保育 者の 専門 的 な援 助 に よ っ て

助長 され る 可能 性が 高 い u

「
先生 とい う立場 か ら

一方 的

に 教示 す る伝 え 方 で は な く、親 r一の 問 に位 置 し両者 の

内面 の 理 解 が で きる専門性 が、親の 乳 幼児 を養護 す る

成 熟 性 を 引 き 出 し、子 ど もの 成 長 に 伴 う親子 関係 の 変

化 を 形成 す る 親 の 自信 を 育て る だ ろ う。
一当 日 は 具体 的 な 議論 を 交 換 し、指定 討論 者か ら こ れ

か ら の 保 育施 設 の 役割 とそ の 内 容の た め の 具 体 的 な プ

ロ グ ラ ム も提 案 す る 予 定 で あ る。
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