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3 歳未満児 の 集団保 育 に 関す る

今 日的課題 へ の 一 考察

0 歳 児 保 育 の 時 代 背 景 と実 践 の 発 展 過 程 の 分 析 か ら

（ 兼 田 文 ・ 日本児童教育専門学校 ・お茶の水女 子大学±学院研究生）

は じめに

　 3歳未満児の 集団保 育の 需要は、も うそ の

是非論をこ えた高ま りをみせ 、 保育の 内容の

F質」 そ の もの が 問われ る時代 へ と祉会は変

化 して い る。現代は 「個 1 の 時代 とも言われ

る ほ ど、大人 であ っ て も子 どもで あっ て も、

世間 、家族等 との かかわ りが 、脆弱にな っ て

きて い る。

　わが国で は、経済的には豊か にな りつ つ も

子 どもか ら自然や遊びが失われ、早期か らの

教育に駆 り立 て られ て い るこ とも否めな い 。

　人 間が生活 （生 き て い く） し て い くた め に

は 「集団亅 と 「個亅 の 両者 が不可欠で ある。

しか しマ ス コ ミ で 毎 目 の よ うに と りあげて い

る 乳児 の虐待 、 少年犯 罪 の 低年齢化な ど、 親

自身が、子 育て の 仕方が分か らない とい う事

実 も 、 指摘 され て い る 。 親た ち も孤立 し て 子

育てをする こ と余儀 な くされ て い る。

　 こ の よ うな現代にお い て
、

「集団 j と 「個 1

につ い て 再検討 し 、
「集団1の 中で どの よ うに

「個 （自分）亅 を形成 し て い くの か
、

「集団 の

中で の 自分づ く り」 と い う視点か ら 、 乳児期

か らの 自分づ く りの 基盤が どうある べ き で あ

る の か 、 考え て み た い 。

　 とりわけ 0 歳児に関 し て と りあげ よ うと考

えた の は 、 保 育マ マ 制度などが見直されつ つ

ハ ン ガ リー ・フ ィ ン ラ ン ド等 、 東欧や 北欧で

も 0 歳児保育が あま りみ られな くな っ て お り

1）、そ の よ うな中で 日本独特の もの とな っ て

い る傾向が あ る。

　 しか し、実際 には行政の 効 率化か ら無認

可保育施設の 拡 大や 、保 膏に携 わ る者の 非

常勤化が 多 く、「保育の 質」 とい う視点が 抜

けて い る現状があ る 。 また子 育て 事情の 氾

濫す る現在で は 、先 に も述 べ たが子育て の

仕方 が 分か らない 親 も増 えて お り 、 過干

渉 ・虐待等の 切迫 した問題 もある 。

　そ こ で 、m p （自分づ く

りの 土台）」が ニ ーズ の 高ま る 0 歳児保 育にお

い て 、ど の よ うな変遷をた どり今 目に 至 っ て

い る か を明 らか に し、親そ し て 子 どもが共 に

育ちあ っ て い く 「保 育の 質亅を考慮 した集団

保育が ど うあ るべ きか
、 考察す る こ と を 目的

とする 。

1） 「保育の 質」 の探求　金 瞬　利子 他

ミネル ヴァ 書房 （2000）

1．目的

　本考察で は 、 3 歳 最満児 の 集団保育が
、 ど

の よ うな時代背景 とと もに 、変化 して い っ た

の か 乳児保育の 特徴を捉え て み た い と考える 。
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2．方法

　 3 歳来満児の 集団保 育の 発展過程に つ い

て 「目本保育学会誌第 1圓か ら第 53 圃」ま

で の 乳児保育に関す る研究を、千羽氏 の 「展

望 2）1 をもとに しながら、 もう一度振 り返

っ て み る。そ こ か ら 、 0 歳児か ら集団の 中

で 育っ て い く子 どもた ちそ して親 自身の 、

よ り良い 「保 育の 質」 にっ い て の 課題 を見

出す こ とがで きれ ば と考える。

s．結果

　高度成長期以後 を概観 して みる と、当時

の ごく初期には 、
「家庭か集団か」とい うど

ち らか
一方 を是 とする同質論力沖 心で あ り 、

その 根拠には ボ ウル ビ ィ の 「継続性 ・一貫

性 の 法則 j が あ っ た 。 学会誌 か らはマ ザ リ

ン グの 研究な ど母 子 関係論が
、 0 歳 児保 育

の 根底に あ り 、
r乳児期に お け る母 親か ら

の 分離体験 は 累積的 に影響を及 ぼ し、分離

体験 皆 無が も っ とも案心 な状態で あ る 」

（Bowlby，
　1975） とされ 、母 親が愛着理 論

の 中核 とされ て い た 。

4．考察

　先回 の 発表で 、
M ・ル イ ス の 「社会的ネ

ッ トワ ー
ク理論」 をとりあげたが 、 Howes

も母親以外の 人物で愛着対象者 とな り うる

もの の 基準として   身体的 ・情緒的ケア を

して い るこ と、  子 どもの 生活 の 中にお け

る存在 として 持続性一貫性が ある こ と、 

子 どもに対 して 情緒的な投資 して い るこ と

の 3点 をあげて い る 1 （Howes ．1999）

　 日本で も保育者 は これ らの 基準を満た す

愛着対象者 となっ て お りこ の こ とは保 育者

との 関係 との 質が、子 どもと他者 との 関係

を発達 させ るこ とにおい て 重要で ある と考

え られる。

　最近で は言葉の 遅れが多い 子 どもが増 え

て い る とい われ て い る が他者か ら刺激 を受

けるとい う発達面か らも積極的な側 面が み

られ る 。 また、子育て の わか らない 親た ち

に は 自分の子 育て をつ かむ こ とが で きる と

い う利点が ある。 同本の 場合根 強い 性別 役

割分業意識がある 。 その ため 、 ただ物理 的

に存在 して い るだけ で、子育てに はほ とん

どか か わ らない 父親 と子 どもに関係 がつ く

られて い るか とい う疑問 もある。少子化の

進む現在 、 母子密着の育児に な り育児ス ト

レ ス が虐待に つ なが るケ Wi
ス もあ る。 また

子 ども自身 も自立で きない で い る の も事実

で あ る。

　今 日 の 課題 として 、 O 歳児保育に関 し て

は まだ保育者の 間で も揺れ動 く側面が ある

とい うe ただ 、 集団の 中で ぽっ り として い

る こ とが 良い の で は ない
。 他者 （友達） の

中で 、 自分の ペ ー
ス を つ くっ て い く自分 ら

し さ の 形成すなわ ち 「他者を くぐっ た 自分

づ くり」 で 子 ど もが発達 して い く うえで 、

人格 の
一

貫性 につ なが っ て い くの で は ない

か と考え る。
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