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幼 児 と 保 育者 の か か わ り に 関 す る 「自 明 性 」 に つ い て 考 察 す る

一一一一一一
イ ギ リス の 公立幼稚園をフ ィ

ー
ル ドとして そ の 2 −一一一一

　　　　　　　　　　　　豊 田
一

秀

　　　　（ROEHAMPTON 　INSTITUTE 　LONDON ）

　 は じめ に

　本研究は、昨年、本学会で発表した 「複数の 教師 に

よ る ク ラス 運営の 功罪 に つ い て 」
一一イ ギ リス の 公立

幼稚園を フ ィ
ー

ル ドと して
一一

の 継続研究で あ る。本

研究はイギ リス と 日本 の 幼児教育の 比較を 目的 と し

た研究の一部分であ り、 本論 の 主要部分 は イ ギ リス の

公立幼稚園 （STATE　NURSERY　SCHOOL）をフ ィ
ー

ル ドと

し た質的研究に よ っ て い る が、筆者 の 約 20 年に わ た

る 日本の 幼稚園 に お け る 担任 の 経験も比較の対象の

資料と してい る 。 イギ リス に おけ る事例資料は 199
7 年 9 月より開始 した週 に

一
回程度の 参加観察を主

なる源泉として い る e

　本発表 の キイ ワードとな る 「自明性」に つ い て 少 し

説明を加え た い。自明性と は、そ れ が 当事者に と っ て

余 りに も 当然 の 事柄や考え方で あ る た め 、物事を考え

る 際の 前提とな っ て し まい 、そ の 事柄や考え方 の 持つ

意味や価値に改め て気付く事が 難 しくな る 事 に 対す

る命名で ある。簡単 に 言えば 1当 た り前感jと言 っ て も

良い であろう。 従 っ て、自明性 は そ れ自体、価値を伴

う もの で は な い 。また、自明性を同じくする者の間で

は、その 自明性が意識化さ れ る事が少な い 。

　
一般的に、自明性を他者と共有する度合 い は、対象

者との 物理的、精神的、時代的、文化的距離が近い 程

高ま る 。 例え ば、同じ家族 は 他 の 家族 よ り自明性を共

有しやす い し、同 じ学校 に 通 う者は 同 じ校風を継承す

る。さ ら に、同時代を生 き た人 は 世代的な空気と して

自明性を共有しやす い 。 また、個人の 内に お い て は、

幼少 の 時から習慣 とし て来 た も の が rそれ以外 の もの

を疑 っ て み た こ と もな い 」と い う意味 で 高 い 自明性を

持つ 。

　い ずれ に して も 自らの 、そ し て 他者 の 自明性に気付

く事は 、 自らの 考えや感 じ方を相対化する事に役立ち 、

他者 の 行動や考え方 に対す る 理解を深め る。本研究で

は 、イ ギ リス の保育に お ける幼児と保育者 の かかわ り

に 関する 自明性 に つ い て 考察し、合わせ て．この 面に

関して 日本の 保育の 持つ 自明性 を逆照射 す る 事 を 試

み て み た い 。

L 保育場面 に お ける自明性 に っ い て

　保育の場面に お い ても、 様 々 な レ ベ ル の 自明性 が存

在す る。卑近な例と して は、当人は 当た り前として 行

っ て 来た、男児 は ブル ー、女児は ピ ン ク の名札の 色使

い を、同僚から何故 、その ように す る の か と問われる

事もある で あ ろ う し、他の幼稚園を見学すれ ば．その

園の
一種の 1園風」を感 じる 事 もあ る で あ ろ う。ま た，

他の 地方 を訪 れ る事 で 、自ら の 土 地 の 保育風土 と言 っ

た も の の 地域性 を逆 に 感 じる事 もあ る。

　前回 、 イギリス に おける複数 の教師に よる ク ラ ス運

営の 功罪 につ い て 考察 した が 、そ の後、研究を継続す

る過程 で 以下 の 点 に 付 い て 洞察 を新たに した。1．あ

る現象 に つ い て そ の 1功罪」を 問お う と す る場合、そ の

前提 と な る基準、即 ち何を し て 1巧」と し、ま た 何を し

て 扉 」とす る か と い う判断に おい て、すで に個人的、

地域的、時代的、文化的バ イ ア ス が か か っ て い る。2、

複数担任を 自明 と する点 は 確 か に イギ リス の 保育 の

一
つ の特徴で あ る が 、そ の 自明性 は よ り深奥 に 存在す

るイギ リス の 保育風 土 の 可視的
一

側 面 の
一

っ に 過 ぎ

ない 。 これ ら の 洞察 は 、い ず れ も筆者 の 自明性に 対 す

る 1気付き亅の 深 まりの結果 で ある 。

　前回の 発表に 於 い て筆者は 、イ ギ リス、日本、両国

の保育を包括的 に 特徴づ ける言葉 として 、前者を r羊

飼 い 型保育 1、後者を 「愛着型保育 」と 命名 し た。しか

し、当然 の 事 な が ら、イ ギ リス の 保 育 者 が 自 ら の 保育

を 「羊飼 い 型保育亅と称 して特徴づ け て い る訳ではな

い 。彼 ら は皆 、 自分達はごく普通 の 保育を して い る と

考え て い るの で ある 。 自明性 に つ い て 当事者 に尋ね る

事 は 出来 な い 。こ の 事は 日本の 「愛着型保育亅に 関 して

も同様で ある。

　 2 、イギリス の 保育 ： r羊飼い 型保育」 の 特徴

　前回、筆者がイギ リス の 保育を 1羊飼 い 型保育1と呼

んだの は、以下の 5 点に お い て保育者と幼児の 関係が 、

羊飼い と羊の 関係に 似て い る か ら で ある 。 a．保育者 が

権威 を 持 っ て い る事。b．活動 に お い て 幼児が 受 け身 に

な っ て い る事。c．保育者が幼児をグル ープとして 管理

しよ う と して い る事 。 d．保育者 と幼児 の 情緒的な親和

関係が 薄 い 事 。 e．複数の 保育者 が クラ ス の 保育に 関与

する事。（紙面 の 制約 か ら、これ ら の 特徴 の根拠 とな
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る事例を記述す る事 は省略す る ）以上 の 5 点 に 通底す

る ポ イ ン トは 、 保育者 （大人） と幼児 （子ど も ）の 関

係の 在 り方 に あ る と言えよう。イ ギ リス で は、幼稚園

の み ならず教育現場一般で 「子 ど もは 誰がボ ス なの か

は っ き りと知らなければならない 亅と い う 言葉が良 く

聞 か れ る。イ ギ リス の幼稚園 は、基本的に 、保育者が

幼児達の 洋飼 い 亅と な っ て幼児を コ ン トロ ール す る

事の 中に保育者として の専門性を求め る。保育者
一

人

に 対する幼児 の 数 が少ない の も、コ ン トロ
ー

ル が可能

な幼児数と い う事を念頭 に 置 い て い る 面 も あ る か ら

で ある e

　保育者 は計画され た活動 を幼児に与え る 事 に お い

て ， 手順、目的等、吟味する が 、それ 以外の 、自由 に

遊ぶ時間にお い ては、安全 の 確保をそ の役割の 第一と

して い る。従っ て ．遊具 の 選択等は す る もの の ，遊び

そ の もの を指導 して幼児 の 生活 を高めて 行 こ う と す

る視点は少な い 。 この 点 も正 に羊飼い的な存在である 。

参加観察 の 中 に も、a ．保育の中で 、幼児が特定 の保育

者を求めたり、そ の保育者が い ない と安定出来ない と

い う傾向が少な い 事、b．保育者に 対 し、幼児 が 我 を通

そうと した り、依頼、要求 する 場面 が少な い 事、が 多

く記録さ れて い る 。

　 3 、羊飼い 型保育 の 持っ 自明性

　羊飼い 型保育の 持つ 自明性 の
一

っ と して 、保育者 と

幼児 との親和関係が 淡い 事 が 挙げ られ る。即 ち、保育

者が 幼児の 内面 に深く関与しな い 事 、 同時に 、幼児も

保育者を強く求める事が少ない事、そ して、それが 、

お互い の 日常 の 生活 に な っ て い るの が特徴 で あ る。こ

れを比喩的に表現すれば．保育者と幼児 の 間の 体温が

低 い と言え よ う。

　上記 の 特徴 が幼児に もたらす
一

側面 と して、保育者

自身 の 持つ 人柄や個性が 、 幼児 に あまり影響を与え な

い と い う傾向を指摘す る事 が出来る。幼児は設定 さ れ

た保育場面 に お い て保育者に教わ り、指示 を受 け、ま

た、自由な遊びの 際に も指導や制限を受け る。しか し、
そ れ は場面 に お け る保育者の 職 責 」に 基 づ く指導で

あ る に過ぎず、幼児は保育者
一

般よ りの指示の 一
つ と

して 、こ れらを受 け取 る。

　この事を保育者側から見 るなら ば、保育者に 求 め ら

れ る専門家と し て の 職責が比較的は っ きり して い る

の で，仕事の 内容と保育者 自身の人間性や個性を離 し

て 考 え や す い と言 え よう。 この事実が保育者の 気持 ち

を自由に し、保育を語る事や、その 場 で の人間関係自

体を開かれたもの に して い る 。

　 4 、逆照射さ れ る r愛着型保育jの 自明性

　 日本 の 保育
一

般 に共通 した特徴 として、以下 の諸点

が 考 え られる 。 第 1 に 、保育者 と幼児 の 関係 に於い て、

保育者 は幼児との信頼関係を基本と して 保育を行う

事。保育者 は権威的関係 に よ っ て よ り も、幼児と の 親

和関係を育て る中で幼児を指導しようと する。 従 っ て

保育者に は 、幼児に 対する共感性が求められる 。 第 2

に、保育の 目的 と して、教授に よ る知識の 習得よりも、

幼児の 主体的生活体験を通じて 、幼児の 総合的成長発

達を目指 して い る事。第3 に、保育の形態と し て、単

数担任制で あ り、ひ とク ラ ス の 人数 が 多 い 事 。

　 幼児 と保育者 の間に親和感が育っ 過程で、双方が お

互 い の 気持ち に良 く気付 くよ う に なる事は 、愛着型保

育の
一

つ の 特徴 で あ る。保育者は親和関係を 基 に 、ね

ら い や指導が幼児の 心に染み込む ような形 で 定着す

る事を試 み る 。 こ の 結果、幼児 は保育者の人格的な影

響を受 ける事 となる。こ れを前述の比喩に従え ば、保

育者と幼児の 間 の 体温 が 高 い と表現す る 事 も可能 で

あ ろ う。

　 こ の 場合、幼児の保育者に対する親和度によっ て、

時 に は 保育者に よ る ク ラ ス統制が失われ、クラ ス が無

秩序に な っ た り、逆 に 幼児が保育者に同一化 して しま

う と い う事態 も起こ り得る e

　愛着型保育に お い て、保育者 は 幼児に r自分は 良い

子 だ 」と い う自己イ メ ージを与える事に よ っ て、自己

抑制力を付与し よ う と する場合が多い 。 穿 っ た表現を

許さ れ るなら，幼児が 「良 い 子亅に させ られ て し まうと

言 える で あろ う か。こ の 事を換言する な ら、幼児 が 保

育者の 気持ちに 同
一

化する 過程 で 、深部に あ る 自分の

気持ち を見失う事 、 と表現する事も可能で あろ う。こ

の点に つ い て、カ ウ ン セ リン グで は大人に よ る 「侵入」

とい う概念で説明して い る。

　保育者 の 問題と して は 、保育者 の 人格、性格そ の も

の が職責と関運 して語ら れ る と、保育者 は保育上 の 悩

み を自己の人格、性格に 起因させ て 考える事に な る。

そ して、保育 に つ い て 語 る事が、そ の保育者の 人格を

語る事 につ なが り易 くな る。この事が結果 として、保

育上 の 議論を消極的な も の に し易い 。近年、盛ん に 議

論さ れて い る 園 内研修、保育 カ ン フ ァ レ ン ス も、保 育

の 職貴 が 人格や性格 と重 ね て議論さ れ易 く 、 保育者が

孤立 し易い とい う愛着型保育の一
面を現わ して い る 。

　 5 、展望

　保育に おける自明性に つ い て ，異文化間 の 比較 を 試

み た。今後、保育の さ らに 奥 に 存在 す る 「子育て文化」

の 日 英の 自明性 に つ い て 比較す る事も課題 と した い 。
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