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鵡爨 課育 二謇糎互 豊導 型保裔 の 螺 求 《翌》
　　〜 倉橋 惣 三 の 誘 導 保 育 理 念 を 中 心 に 〜

　　　　　　　　　　 　 佐 藤　 由桂

　　　　　　　　　（ヒ越 教育 大 学 大 学院）

a． 問題 の 所在 と臼的

　学校教育法第 77 条 に 定 め られ て い る よ うに、幼稚

園教育 の 目 的は 「幼児を保育 し、適当な環境を与 えて 、

そ の 心身 の 発達を助長す る こ と⊥ に あ る。ま た 、平成

元 年 に 改訂 され た 『幼稚園教育要領』 に お い て は 、幼

稚園教育は 「環境 を通 し て 彳ゴう」 こ と を 基 本 とす る と

明記 され て い る。す なわ ち幼稚園 で は 、幼児 の 主体性

を 尊重 し、幼 児 自ら が 興味や 関心 を も っ て 意 欲 的 に も

の ご とに か か わ り、試 行錯誤 し な が ら体 験 を 通 し て 学

ぶ こ とを 重 視 して い る。

　 平 成 10 年 に 改訂 され た 『幼稚園教育要領』 で は、

第 77 条 に 定 め られ て い る 日的規定 の 存在 に つ い て 改

め て 取 り上 げて い る。こ の 改訂 に よ り新 た に 提 葺 され

て い る 点を換言す るならば 、つ ま り保育の 場 に 於 け る

「主 体．1 で あ る幼 児 の 興 味 ・関 心
・
や主 体 性 を 尊 車 しっ

つ 、保育者 は、そ の 活 動 を 単 に 見 守 り、必 要 に 応 じて

援助す るだ け で な く、計画 的 に環境を構成 し、保育 の

ね ら い に 沿 っ て 幼児 の 活 動を誘導す べ きで あ る と い う

こ と 、要す る に 保育者 の 指導性 の 見直 し に つ い て 言及

し て い る こ とが 指 摘 され るtt本 研 究 で は、幼 児の 主 体

的 活 動 と保 育者 の 指導 性 と が 矛盾 す る こ とな く、万 い

に 充 分 発 揮 され て い る 保 育 の 在 り 方 を 「幼児 保 育者姻

互 主導型保 育1 と称 し、倉橋惣 三 （1882〜1955） の 誘

導保育論 を 予が か りに そ の 考察を 試み る も の で あ る 。

2．倉橋惣 三 の 誘導保 育 と 「幼児保 育者相 互 主導型 保

育 1 の 探求〜倉橋 の 「誘導 」 概念 の 萌芽 とそ の 変遷〜

　 こ こ で の 問題 は 、まず倉橋 に お ける 「誘導 ゴ 概念 の

萌芽 と そ の 変遷過程 を 明 らか に す る こ と に あ る。「誘

導 」 とい う言 葉が、公 の 場で 用い られ た 最初 は 、明治 8

年 に 京都 の 柳池小学校 に 付設 され た 幼穉遊戯 場の 概則

に お け る 「學齢未満 ノ 稚兒 ヲ 出シ 遊 戯娯樂 ノ 中 二 於 テ

發 明 ノ 能力 ヲ 誘導 シ 他年就學 ノ 基 ヲ 立 テ 女 師 ヲ シ テ 之

ヲ 教 育セ シ ム ト …　　 」 とい う日的規定 に お い て で あ

る e そ して 翌、明 治 9 年 に 我 が 国 で 最初 に 設 立 され る

こ と と な る 東京 女子 師範学佼附属 幼稚園 の r開 設 之 儀 」

の 中 で は 「方今小 學校の 設 立 漸 に 加 は り學齢 予女就學

の 途相 開 け 、授業 の 方法 稍 端 緒 に 就 き 候得 共 獨 學齢未

満 の 幼稚 に 至 っ て は 、誘導 の 方其宜を得 ざ る が 女n く ・

m
噌 と、ま た 「再應伺」 で は 「幼稚園 の 儀 は 見童 の

爲 め 良教師 を して 専 ら扶育誘導せ し め ・・1 とい うこ

と が 明記 され て い る。こ の よ うに し て 使 われ始 め た 「誘

導 」 とい う概念を更 に 発 展 させ た上で 保育 の 中核 に 据

え、保育理 論及び 実践を展開 した の が 倉橋惣三 で あ る。

　倉僑 の 保育 論 に お け る 「誘 導 」 概念 は 、そ の 論 説 に

変化 が 見 られ る 時期 と して 三 つ の 時期を想定す る こ と

が で き る。まず萌治後期 か ら 『就學前 の 教育』が 刊行

され る 昭 和 6 年ま で 、つ ま り 自 らの 「誘導」 概念 が 形

成され て い る 時期 を 第 1 期 （1909級 931）、そ の 後独 自

の 誘 導保 育論 が体系 付 け られ た 昭 和 7 年か ら終戦 を 迎

え る 昭和 20 年 まで を第 H 期 （1932−1945）、そ して 終

戦 を 迎 え 「幼稚 園」 が 学校教育体 系 の 中に 初 め て 位 置

付 けられ た 時代 に 合 わ せ て 「誘導保育論 」 が再構築 さ

れ た 時期 を第 皿 期 〔194ひ 1955） に 限定 し、そ の 変遷

過 程 を 追 っ て き た 結 果、次 の よ うな こ とが 推 測 され る。

第 1 期 （1go9・−1931）

　 ま ず 『就學前 の 教育』 （1931 ）が刊 行 され た 第 1 期

の 「誘導 」 保 育の 在 り方 を 換言 す れ ば、そ こ で は 、

　  r環 境 に よ る誘導」

　  「幼児相 互 の 誘導効 果 」

　   「保育者 自身 の 生 活 に よ る誘 発 ・誘 導」

と い う三 つ の 「誘導 」 の 在 り方が提唱 され て い る。す

な わ ち  「環境 に よ る誘導 」 とは 、「物」 や 「場所 」

な ど の 物 的 環境に 保育者 の 教育的意図を 事前 に 潜 ま せ

る 保育の 在 り方 で あ る。幼児教育 は 、本来、保育者が

保育 揚 面 に 於 け る 主導権 を 握 っ て 教 え込 む よ うな 教育

で は な く、幼児 の さ な が らの 生 活、言 い 換 えれ ば 個 々

の 自発 性 を 「引 き 出 し て や らな けれ ば な らな い
。 促 し

て や らな け れ ばな らない
。 誘 っ て や ら な け れ ばな らな

い 。導い て や らなければな らない d の で あ る。そ の た
　　　　　　　　　　　　　　　　 N

め に は 「理 由に よ らず、カ に よ らず 、 物 に よ る が故に

自発性 を害 わ 」 せ ず、H．っ 、そ の 「物 の 後 に は 教育者

の 意 図 」 が潜 ん で い る、とい うよ うな 「間接教育」 の

在 り方 を 主 と して 採用 し て い なけれ ば ならな い 。次 に、

  「幼児相 互 の 誘導効果 」 につ い て で あるが、こ れ は

『就學前 の 教育』 に お ける 「社会 的」 と い う就学前教

育 の 方 法 原 則 、或 い は 初 め て の 体 系的 な保育論 で あ る

「保育入 門 」 （1914−19
’
15）に お ける 「相互 的 」 と い う

原則 に よ っ て 説 か れ て い る と こ ろ の 、幼児相 互 に よ る

一668

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

教育を 促 し導く原則 で あ る。こ の 場合 の 保 育者 の 役割

は、幼児相互 の 傍ら に あ っ て 、或い は相互 の 中に あ っ

て 、相互 に よ る教育的効果 を 誘 導す る も の で あ る、，最

後 の   「生活 に よ る誘発 ・誘導」 とい う原則 は、保育

者自身が先 へ と積極的 に 生 活 し て い る こ とに よ る誘導

効 果 、今で 言 うとこ ろの 共同作業者や モ デ ル と して の

役割を意味 して い る。従 っ て、第 1期 には、主に間接

的な教育の 在 り方が 説 か れ て い た こ とが 推測 され る，

第 n 期 （1932 〜1945 ）

　第 H 期 に は 『幼稚園保育法眞諦』 （1934）や 『系統

的保育案 の 実際』 （1935）を中心 とす る論稿 の 中 で 、

第 1期 の 「誘導 」 概念 に加 え 、更 に、保脊者 の 教育的

意図 を加 味 させ た、「誘 導 保 育 案 」 に 於 け る 「主 題 」

に よ る 「誘鞫 と い うこ とが実践研究 を 通 じて体系付

け られ て い る。すなわち、幼児 の 年齢や興味 ・関心、

及 び 季 節や 行 事 に 合 っ た も の の 中 か ら保 育 の ね らい が

実現 され得 る もの を 「主 題 」 と して 選 択 し、或い は 子

どもと の 話 し合 い の 中で 決定 し、そ の 「主 題 」 に 基 づ

い た 環境 を 、事前 に、ない しは 活動の 展開 に 合わせ て

随 時、構 成 ・再 構成 し なが ら、保育者 も共 に 活 動 し、

見 守 り、時 に 相談役や指導者 と して か か わ る こ と によ

っ て 計画的 に そ の 活動を誘導 して い く もの で あ る。言

い 換 え れば、保 育者が指導性 を充 分 に発 揮 して い なが

ら、幼児の 主体性をも 尊重 し 得 る保育の 在 り方で あ る 。

幼児 の 自 由 な 遊び 活 動を単 に 見 守 り、必 要 に 応 じ て 援

助す る だ けで は 、偶発 的 で 「刹 那 的 断 片的．｝ に な り易

い が、誘導保育案 に よ る 保 育で は 幼 児 の 主 体 的 活 動 か

ら保育 を 出発 させ て い な が ら計画 的 に 幼児 の 興味 を 誘

導 し、主体的 に 保育活動 を展開す る こ とが 可 能で ある。

第 IE期　　（1946〜1955）

　戦後 の 第 皿 期 に は、第 H 期 よ りも む しろ第 1期 の 頃

の 「誘 導」 概念 に 近付 き、幼児 の さなが らの 生活を幼

稚園 の 生 活 形 態 と し て 実巍 す べ き こ と を主張 し て い

る 。 こ こ で の 「誘導1 概念が 目指 して い る こ とは 、幼

児の ど こ ま で も 自然な生活 で あ り、幼児生活 の 「自己

充実ユ で あ る，戦後書 か れ た 論稿 に は 、「誘鞠 と い

う言葉が殆 ど見 られ て お らず、幼児の 生活 を主に して

そ れ を見守 り、教育 の 機会 を うま く捉 え て 活 か す とい

うよ うな 厂機会教育1 の 在 り方が強調 され て い る。

　従っ て、第 1期 と第 皿 期 の 「誘導」概念 は、比 較的 、

「幼児 主 導型 保 育」 と称 され 得 る も の に 近 い も の で あ

る 。そ れ に 対 し、「誘導保育論 」 が 体系付け られ た 第

H 期 に は、「誘導保育案 」 の 立 案 に 始 ま り、教育的意

図 の 加 味 され た 「主 題 」 の 選 択やそれ に 応 じ た計 画 的

な環境構成、及 び ね ら い や 内 容な ど の 明確な保育計画

に 沿 っ て 、幼児 の 主体的活 動 を誘導す る とい うよ うな、

保育者 の 指導性が充分発 揮 され て い る保育が説 か れ て

お り、こ こ に 「幼児保育者相 互主 導型保育」 の 在 り方

を垣間見 る こ とが で きる の で ある。そ こ で、明治の 後

期 か ら昭禾冂 30 年に至 る倉橋惣 三三の 全著作活動期間 の

中で 、 特 に
、 第11期 （1932〜1945）の 「誘導亅概念及

び誘導保 育論 と関連付け て、筆者 は、「幼児保育者相

互 主 導型保育 」 の 在 り方を探 っ て み た い と考えた の で

あ る。保育者 の 指導性 が 失 わ れず、月．つ 、幼児 の 主体

的生活活動が充分発揮 される よ うな 「幼児保 育者相互

主 導型保育」 の 根本原 理 は、倉橋 の 「誘導 」 とい う保

育理 論 に お い て 、そ の 萌 芽 を 求 め る こ とが で き よ う。

3．ま と め

　 平 成 10 年 に 改訂 され た 『幼 稚 園 教育 要 領 』 で は 、

幼稚園教育 の 本来 の 目的 へ と 再び 立 ち 返 る こ とや保育

者 の 主 体的な保育活動を見直す こ との 必 要性 か ら、幼

児主導型 の 保 育 と比 べ て 保育者 の 「指導性 」 が多少 前

面 に 出 た 「幼児保 育者相 互 主導型保 育ユ が 求め られ て

い る とい うよ うに解釈 で きる。すなわち保 育者 の 主体

的保育活動 と幼児 の 主 体的 な 生 活活動 とが 矛盾す る こ

と な く発 揮 され る よ うな保育 の 在 り方 で ある 。そ して

そ の 保育の 在 り方 は 、 倉橋惣 ユ が提 1目し て い る 「誘導

保 育論」 に お い て そ の 源流 を 見 る こ とが で き る L．こ の

「誘導保育」 と は、っ ま り幼児 の 生 活 や興味、年齢や

発 達 段 階 に 即 して 「主 題 1 を 設 け、そ の 「主 題 」 を 中

心 に 幼児 の 遊び の 生 活 を 誘 導 し、保 育 の ね ら い を そ の

活動 に お い て 統合 させ る保育の 在 り方で あり、誘導保

育に お ける 保育者 の 指導性 に は、第
一

に 「主 題 」 の 中

に教育的 意 図 を加 味 させ 、そ の 活 勤 の 中で 幼児 に 経験

させ た い 保 育内容 を事 前 に 計爾する こ と、第二 に 「主

題 」 に基 づ く環境構成 を事前 に、また活動の 中で 随時

行 い 、幼児 の 自発 的活動を充分発 揮 させ 、「自 己充実 」

を味わえ る よ うに 導 い て い く こ と、そ して 第 三 に保育

者 自らが生 き 生きとそ の 活動 に 取 り組 ん で い る こ とに

よっ て 幼児 の 自発性 を促す、とい う三 つ の 主 な指導方

法が挙げ られ て い る。こ の よ うに、保育者 の 主体的保

育活動 と幼児 の 主 体 性 が 共 に発 揮 され る と い う点で 、

倉橋の 誘導保 育論実践 は 「幼児保 育者相 互 主導型保育」

と称 され 、 今後、更 に学ぶ べ き保育の 在 り方で あ る 。
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