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幼 児 の 道 徳 性 の 発 達 と父 性
　　　　　　　 大 倉

一
三代子

　　　　　　　　 （聖 和大学 ）

〈 序 〉

　 目 まぐる しく変化す る 現代社会 の 問題 が 、 子どもに

集約 さ れ て 表出 して い る。学校
・
家庭

・
社会の 教育力

低 卜
．
が、こ の 問題 に 拍車を か け て い る と指摘さ れ て い

る、，幼稚園教育要領 に も道徳性 の 芽生 え の 育成 に つ い

て 、領域 「人間関係 」 や 「健康 」 に 述 べ られて い る。

1998年 に 幼稚園教育要領が改正 され て 、10年が経過 し

よ う と して い る、，当時幼稚園児 で あ っ た 幼児 が現 在中

学 崖 に な り、様々 な 問題を起 こ して い る。幼児 の キ 体

性を尊重す る 自由 な保育 が、提 唱 さ れ た結 果 で は な い

か と い う 声も聞か れ る。こ れ は、幼児の 主 体性 を 生 か

す r自山』 の 理 解不足 が 、自由放任 を 生 み 出 し、勝手

気まま 、 や りた い 放題を許すとい う間違 い に 起因 して

い る と 考 え ら れ る 。 自由に は 責任 や 規律が 伴 い 、個 々

人 の 責 任 あ る 行 動 が義 務 づ け られ て い る こ と を、理 解

させ る 教育 が で き な か っ た こ と に 、起 因 して い る と考

え る、，中教審 の 答 申（1998）に おい て 、幼児期 か ら の 道

徳性の 芽生 え を育成す る こ と が邁 わ れ て い る 。 こ れ ら

を受けて 、1998年 12月 14日幼稚園教育要領が 新 た に 告

示 され た ．こ れ ま で の 道 徳性の 発 達研究 を 見 る と、母

子関係理 論 に 依拠 した も の が 多 くあ る、，しか し、父子

関係 の も の が ほ と ん ど な い 。幼児教 育史 に 見 る と、ペ

ス タ ロ ッ チ
ー、フ レ

ーベ ル 、デ ュ

ー
イ ら も父 親 の 重要

性 に つ い て 触れ て い る。しか し、父子 関係 ・父性 に つ

い て 詳 し くは 述 べ て い な い 。父親 の 重 要性 は 少年期 に

特 に 重 要 と さ れ た、， 乳幼児期 に は、父親 は背後 に あ っ

て 母 子 を守 り支 え 、母 子 関係 を 安定 さ せ る 間接的 な 役

割 と さ れ て き た 、，さ ら に 、父 親 の 仕事 を 見習 い 、社会

に 生 き る 姿か ら、家庭 か ら祉会 へ 世 界 へ と視野 を 広 げ

て い くモ デ ル あ る い は、パ イ プ 役 を 担 う と考 え ら れ て

き た、，現代社会 に お い て は 、共働 き家庭 や母 子家庭 、

父 f’家庭 が 増加 し、家庭 に お け る 父 母 の 役割分担 は 多

様 な 形 に 変化 して い る 。 女性 の 社会進出 も著 し く、家

庭 と社会 の パ イ プ 役 は 父 親 に 限 っ た もの で は な い 。 家

事をうま くこ な し、育児を楽 しむ男性 も少 な くな い 。

父 親 に も母 性 的 な 面 が あ り、母 親 に も父 性 的 な 面 が あ

る 、，両親 と もに 母性的 な 面の み 、あ る い は、父性 的 な

面 の み が 強 く な り過 ぎ た 家庭 に 問題 が 起 こ る と 考え ら

る，， 本研究 で は、父親 で は な く、 保育者 の もつ べ き

父性的 な 面 か ら、幼児の 道 徳性 の 発 達 を 考 察 す る。

〈 父性 〉

　父性 と は、大 き く力強 く、励 ま す 、押 し出す 、決断

させ る、客観的 に 見 て判断す る、自制心 を求め る、理

性的な特性を もつ と い え よ う、さ らに 、全体を秩序 だ

て る、全 体像 を 掴 み 状況 を 判断 す る。常 に 冷 静 で 、計

画性をも っ て 長期的視野か ら判断す るな どの 特徴 が あ

げ ら れ る。一
方、母性 と は、暖 か い 愛 の 手 で 包 み 込む、

優 し く慰 め、許 す 、手厚 く保護 す る、癒 す な ど の 特徴

を もつ 、、つ ま り、母性 は 、感情的、直接 的、許容的 で

あ る 、，ま た、対処療法的 で 、子 ど もに 共感的対応 を と

る 傾向が あ る，，道徳性 の 発達 に お い て 最 も重要 な こ と

が らは、  卜分 に 愛 され て い る 存 在 で あ る と、肯 定 的

な 自己認 識 を もつ こ と（自己 肯定観・被包感 ）。  他者

を認識 して 、共感的態度を示す こ と（愛他性・向社会的

行動）。  自己統制 して 、脱 自己中心 的行動 を と こ と

（自己統制力 ・自律性 ） の 3 つ で あ る、， こ れ らは 遊 び を

通 して 、仲間 や 保 育者 と の か か わ り に お い て、段 階的

に 発 達 して 行 く。  の 自己 肯定観 は、母 性的な 愛 を 感

じ取 る こ と に 始 ま り、母チ 関係 理 論 に 基づ い て 構築 さ

れ る，，  の 共感性 や 向社会的行動 は 、 ど ち ら か と い う

と母性的影響 が 強 い と考 え られ る。同情 か ら共感 へ と

感情面 に 傾倒 して い る e   に つ い て は、自己 を 客 体 化

して 見 る こ とを 要求 さ れ る。す な わ ち、父 性 の 影 響 が

よ り必要とされ る 。 特 に 、   の 欠如 が 、 道徳性 の 発達

に 問 題 を 提起 して い る 。

〈 保育者 の 心 情 〉

　今 日 まで 保育者 の 心 情 は、母 性的 な 面 を重視 す る方

向 で 考 え られ て き た ，，し た が って 、暖か い 家庭的雰 囲

気を 大 切 に して 、母 性的対応を主 と した 保育を行 っ て

きた 。 しか し、父性的 な 面 で 、物事 の 変 化 や 出来事 を

論 理 的 に 説 明 した り、冷静 に 物事 を判断す る 姿勢を明

確 に す る こ と が、道 徳性 の 育成 に 当 た っ て 重 要 とな る、，

デ ブ リーズ （R．DeΨries ，1991）の 研究 に お い て も、父性

に つ い て は 直接語 っ て は い な い が 、物事 の 変化 や 出来

事 を冷静 に 判断 し、論理 的 な 説明を要求す る保育者 の

担当 ク ラ ス が 、社会道 徳的雰囲気 を も っ て い る との 結

果を得 て い る、、幼 児 の 主 体 性 を 生か す と は、幼 児 の 要

求 を 全て を無条件 に 受け入れ る の で はな い n 幼児の 置

か れ た 場所 、時間、仲間な ど、あ る一．一
定 の 制約 の 中で 、
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物事 が うま く運 ぶ た め の 秩序 を 維持 す る ル ール を 作 る

必 要 が あ る。ル
ー

ル 違反 や秩序 を乱す者 に 対 して 、責

任 を取 ら せ る方法 に 、父性が 大き くか か わ っ て る 。保

育者は 暖 か い 許容的 な 母 性 と、厳 しさ を も っ て 決断す

る父性 の 二 重 性 を 必 要 と す る、，保育者の 母 性 と父 性 の

バ ラ ン ス に 問題 が あ り、母性 に 偏 り過 ぎ る傾 向 あ るの

で は な い か と考 え る。

〈 保育者の 権威 〉

父 性 の もつ 特 性 の 一一つ に 、権 威 が あ げ られ る、，権威

は、高圧 的 な 権 力 と は 異な る，、権威 は 幼児 との 愛 と信

頼 の 関係 に お い て 、幼 児か ら保育者 に 写え られ る もの

で あ る 。また 、権威 は 権威主義 と も異 な る n 保育者 の

愛を感 じ る 幼児 は 、 保育 昔を信頼 し敬意 を もつ 。保育

者 を 権威 あ る 者 と して 認 め 、尊敬して 従順 で あ る こ と

を儀 と す る、，ブル （N．Bu　11，1926〜）は、「真の 他律 は道

徳 を 理 性的 に 考 え よ う と す る 点 に お い て 、合理 的 で あ

る、，そ れ に よ っ て 、権威 は 原理 に 付 い て 、そ れ を主張

す る人 に は付 か な い 。 そ れ 故 に 、権威 が あ る の と、権

威 主 義 で あ る に と は、余 りに も大 きな 違 い で あ る，，も

し、道 徳原理 が 理 性的に 論議 され るな らば、F ど もは

そ れ らの 原理 を筋 の 通 っ た もの と して 、 受け入れる こ

と が で きよ う u 理 性的に 考 え ら れ た こ の よ うな 権威 は、

理 解 と、従 っ て 自律 を 促進 す る，、権 威 主 義 は 本 質 的 に

不合理 で あ る か ら、理 解 も 自律も促進 しな い 、，」 と述

べ て い る、ま た、家庭で の 親 の 養 育態度とパ ー
ソ ナ リ

テ ィ に つ い て 、黒 出 は 、バ ウ ム リ ン ドの 研究 を 引用 し

な が ら 「自立 心 の あ る安定 し たパ ー
ソ ナ リテ ィ は、愛

情 と同時に 確固と した 親 の 態度 に よ っ て形成 され る こ

と を強調 して い る。つ ま り、親 の 要求 を子 どもに 強制

す る よ うな 権威主義的態度（authoritarian ）は 、良 くな

い が 、 威厳 の あ る （auth ・ ritative ）態度 は 、自立 心 を育

て る た め に 必 要 で あ る。」 と述 べ て い る e

　 愛 と信 頼 か ら生 ま れ た権 威 は、幼 児 を統 率 し、自 肉

の 中 に あ っ て 、ル
ー

ル を遵守 しな が ら
．
責任を も っ て 生

活す る こ と に つ な が っ て 行 く。 こ れ は 真に 父性 が、保

育 の 現 場 で 実践 さ れ て 行 く状態 で あ る 。権力 に よ る保

育は 、幼 児 を 力 に よ っ て 強制 す る こ と で あ り、賞罰 や

脅 し、恐怖に よ っ て 行動を規制 す る他律的な 道 徳性 を

強化 す る こ と に な る。幼 児 は服 従 す る こ とを儀 と して

育 っ て い く。権威 あ る者 と承認 され る た め に は、愛 と

信 頼 の 関係 が 形 成 され て い る こ と が 前提 条 件 で あ る。

保育者 は 常 に 内省 し て 、幼児 か ら権威 あ る
．
者と認 め ら

れ る存在 で なけれ ば な らな い 、、 さ ら に 、 母性 と 父性を

合 わ せ 持 ち、そ れ らが バ ラ ン ス よ く統 合 され た 保育者

で あ る こ とを 要求 され る 。

〈 父性 と道徳性 の 発 達 〉

　 母性 が 許容 、 受容 、 継続 （つ なぐ）で あ れ ば、父性

は、拒絶、隔 離、切断 （き る ） と言 え る 。 「思 い や り

行動 」 に 気づ か せ る、 「け じめ 」あ る行動を取 ら せ る、

「礼儀 」 正 しい 態度を取 らせ る な ど は、教 え込 み で は

な く、生活 の 中で 具体的 に 指導す る 必要性 が高 い 。身

近 な大 人 の 行動 や 態度 が 、子 ど もの 規範と な る。 「思

い や り行動」 は、他者を認知 し共感す る こ とに 始ま る。

幼 児 は 、仲間 と の 共 同生 活 す る方法を模索 しつ つ 、社

会 に 受 け 入 れ ら れ る行 為 を 選 択 す る、，「け じめ 」 は 、

「減 り張 りをつ け る 」 「白黒 を は っ き り させ る」 な ど、

区別、区切りをつ け る こ と を意味 して い る。こ れ ら は、

ゲ ーム や わ らべ うた で 仲間 と の 遊 び に 多 く見 ら れ る 。

「礼儀 」 と は、節 度 を わ き ま え た 、美
・
時 ・場 に か な っ

た 行為 で あ る、，節度 とは、 「礼節」 とい う言葉もあ り、

法度 に か な っ た 言動 で あ る．乳幼児期 に お い て は 、い

わ ゆ る 「しつ け 」 に あ た り、社会的 ・文化的要 索 の 強

い 道徳 に つ い て は 、 伝承 、 伝達 の 必要性 が あ る。ま た、

模倣さ せ て 行 くべ き課題 もあ る 。 保育 に おい て 道徳性

を発達 させ る た め に 、父 性的 な 面の 必 要性 を 強調 す れ

ば、他律的な 道徳性 の 発達 を助長 す る こ と に つ な が る

とは 限 らな い ，，自律的な 道徳性 の 発達 に よ る、望 ま し

い 人 間性の 育成 を 目指 す 保育 の あ り方 は、父性的 な 面

を も重視 す る こ と と矛 盾 しな い 、，幼児期 の 道徳性 は 他

律 と 白律 が 混沌 と し な が ら、仲間 と の 遊び を通 して 、

ま た、保育者 と の か か わ りを通 して 、自律的な 道 徳性

を獲得 して い くの で あ る、，幼児 が 自主的に 仲間 と協議

し、道 徳判断 して 行動 す る過程 で 、保育者 が 父 性 を発

揮す る こ と は 、可能で あ る ， また、そ うで な ければな

ら ない 、，文部省 と中教審 が 1998年3月31日 、に 幼稚 園 ・

保育所 の 教育・保育 の 役割 と して 、 「人 と して して は

な らな い こ と が あ る とい う こ とに気 づ くよ う に す る こ

と、何 が よ くて 何 が 悪 い か を 考 え る よ うに す る こ とが

大切で ある。」 と、 r新 しい 時代を 拓 く心 を育 て る た

め に
一

次 LW代を育て る 心 を失う危機』 と題 して 中閥報

告 して い る。す で に 、35年前 に 、ドイ ツ の 精神分 析学

者 A．ミ ッ チ ャ
ー

リ ヒ が そ の 著 「父 親 な き 社会」 で 指

摘 して い る よ うに 、価値 が 多様化 して 社会 的 規 範 と な

る べ き 父 性 の 喪 失 して い く現 代 社会 に あ っ て 、道徳基

準 も明確性を欠 く現状 で あ る。幼 児期に は、自律的 な

道徳性 の 育成 を 目指 しつ つ 、父性 をも重視 した 保育 を

行 うこ と が 必
’
要 で あ る、，
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