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幼児期 の よ り よ い 共 同体形成 を求め て
　　○石 倉卓子　河崎美香　常川 允子　中 田良子　開 仁志　廣田仁美

　　　　　　　　　 （富 山大学教育学部附属幼稚園）

　 12 年度 か ら、「環境 とともに 生 き る 子 ども」 の 姿を

さらに解明 して い くため、「共 同体が形成 されて い く過

程 」 をサブテ
ー

マ に 掲げ、人的環境に 視点 を 当て て 研

究をすすめて きた。

　子 どもは 一
人 の 力だけ で成長 し て い る の で は な く、

様 々 な環境 で 人 とか か わ り合 い なが ら成長する 。 し か

し、現代 は人 と人 との 直接的 な触れ合 い が減少 し、
一

方で は手 を取 り合 わなけれ ば解決 し ない 問題 が増 え て

い る 。 そこ で 、 私 た ち は 子ども個人の育ちだ け では な

く共同体 の 育う と い う視点 か らも人間 関係 を とらえな

お し て み た い と考え た。特 に 、家庭 を離れ て初め て 集

団 生 活 を行 う「幼稚園 」で 共同体 の 育 ちを探 っ て い く こ

とは 、社会的な人 間関係 の 芽 生えを探 る上 で とて も重

要 で ある とと らえて い る 。

◆　 「共固体」 っ て何 ？

　私 たち は 「共同体 」 を心理的なつ ながりをもつ人の

集まり と とらえ、共 同体を 2 人 の 単位か らみ て い くこ

とに した。人 と人 が何か の き っ か け で 心 が つ な が り、

共同体 が 生 まれ る 。 共同体は 目に 見 え る とは 限 らない

し、離れ て い て も心 が 何か で つ な が っ て い れ ば共 同体

と言え る 。
「〜 し合 う1 とい うこ とを共 同体の 基 本的

な考え方 とし、そ の 最 も基礎的 な段 階 を 「意 識 し 合

う」 関係 と と ら え 、共 同 体 の 定 義 を互 い 1こ意識 し

合 っ て 在する集 団 と し た 。 ま た、どの よ うに 互 い が

意識 し合 っ て い る か で 、そ の共同体の 特 徴が み えて く

る の で は な い か 、とも考え た 。

　ま た 、「め ざす共 同体像 」 を、ggveg＄Z1− atss
を受け入れながらともに　ぢ

A ’
う　団 とした 。 ズ レや

葛藤を乗 り越 える こ とで 共同体が育 ち、「理解 し合 う」

「認 め合 う」 「支 え合 う」 な ど の 関係に変化 し て い く

と考え て い る 。

◆　共鬮体を構成する蟇素

　事 例研 究や 文献研究を重ね て い く中で、共同体 を構

成す る要素 として 、場の 共有 、 コ ミ ュ ニ ケ in

シ ョ ン 、

意味 の共有の 3 つ がみ えて きた。

〈場の 共 有〉　 「場 」 と は 、
“

そ の 子 が 意識 し て い る

範囲
”
と し た 。 A ち ゃ ん が意識 し て い る 場 と B ち ゃ ん

が意識 して い る場に重な り が で き、互 い が影響を及 ぼ

し合 い 、意識 し合 っ て い る状態 を 「場 を共 有 して い る 」

ととらえた 。

〈コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 〉　言葉や 行動 、表情 な ど に よ

っ て 自分の気持ちを表現 し、気持 ちを伝え合 うこ との

で き る 手段 で あ る 。

〈意味の共有〉　
“一

つ の 物 や 出来 事に 同 じ意 味 を見

い だす こ と
”

ととらえた 。 しか し 、意味 を共 有 で きな

い 場合 は 、相手 との 間に ズ レ が 生 じ、それ に気付 い て

何 とか し よ うとする と葛藤が生 じる。 トラブ ル 場面が

代表的な例 で あ る。

　実際 の 生活 の 場 で は、共 同体 が 形成 さ れ て い く過程

にお い て 、揚 の 共有 、
コ ミュ ニ ケ

ー
シ ョ ン 、意味の 共

有 の 3 っ の 要素 がそれ ぞれ に変化 し、複雑に絡 み合 っ

て い く と考えて い る 。

　 こ こ で 年少児の 事例を挙 げて 説 明 す る。

　普段 、何か 言 い た い こ と が あ っ て も黙 っ て し ま う

こ との 多い なみが、日頃 あま り遊 ん だ こ と の な い 友

達に初め て 話 しか けた事例 で あ る。

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1　　「鳶『：ノ召5の ニブ「ラン コ Sリξ5し τ ぐzgej ノノ ピ6 ！厚丿：燭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I
l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 年少 組 の 子 ども た ち が 、藤 つ る の ブ ラ ン コ に 一

人 1ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
iずつ 乗 っ て遊ん で い た 。 始 めは保育者 も一緒に揺 ら 1
，　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　 1
：して い たが 、

一
通 り揺 らして そ の 場を去 る 。 す る と、 l

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

i子 どもた ち同士で 揺 ら し合 うよ うに な る 。 しば らくi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1して 、なみ が 「先生 揺 らして ！」 と大声で 保育者 を 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 J

呼 ぶ。揺 ら して くれ る友達 が い な い ら し い 。保 育者 ：’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

iが 「友達 に 頼 ん で み た ら ？ 」 と言 うと困 っ た 顔をす i
ロ　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　，
：る。保育者が 「『ゆ らして くだ さい』っ て 言 えばい い ；に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

：んだ よ 。 」 と うながす と、なみは 困 っ た 顔 を し なが ：ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

iらも息を大 きく吸 っ て 目を つ ぶ り、 「ゆ ら して くだ iド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
：さい 1」 と大 きな声で 頼ん だ 。そ ばに い た子 どもた 1ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
1ち が 「い い よ。」 と言 っ て なみ の 背中を押 し た 。　 l
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I

　こ の事例で は 、保育者がなみ と場 を共有 し、励 ま し

の 言葉をか けた こ とや 、なみの 『揺 ら し て 欲 し い』とい

う強 い 気持 ち が 、なみ と周 囲 の 子 どもたち との 関係を

変化 させ て い る。なみ に と っ て 、周 囲 の 子 ど も た ち が

単 に『そば に い る存在』か ら 、 『直接か か わ らなけれ ば
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な らな い 存 在』に な り、 自分 の 気持 ちを相 手 に 言葉で

伝え る こ とにな っ た 。 そ の 結果、なみに とっ て 周囲 の

子 どもた ちは 『自分の思い を受 け入れ 、ブ ラ ン コ を揺

らして くれ る存在』 とな っ た 。 こ こ で は場 の 共有 、コ

ミ ュ ニ ケーシ ョ ン が共 同 体 の 変容 に 大き くかかわ っ て

い る と思われ る 。 意味 の 共有 に つ い て は 、子 どもた ち

と保育者が
一

緒に ブ ラ ン コ 遊び をす る こ とで 、
「ブ ラ

ン コ 」 とい う物 の 意味 の 共 有、遊び方 の 意味 の

共有など が 自然に 起こ っ て い る、と言 え る 。

　　 　育　　　の

なみ　 　 子 ど もた ち

ブラン コ 遊びの場

→

なみ　 育者

子どもた ち

〈場の 共有か らコ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン の形成へ 〉

　 こ の 事例で は、なみの 周 囲 の 子 どもた ちに 対する意

識 の 仕方 が変 わ っ た こ とで 、 共同体 の 質も変化 した。

つ ま り、単に 厂遊 び場を共 に して い る共同体 」か ら 「言

葉 を 交わ し触 れ 合 う共 同 体 亅 へ と変化 し て い る とも言

え る 。

◆　学年別にみる 共同体の姿 と保 湾者の援助

　年 少の時期 は、今 ま で とは環境 が変わ り、生 活 の 場

も大き く広が る。そ し て 、保 育者や友達と触れ合 い 、

場を共有する と こ ろか ら 、 そ の 存在 を意識 し、か か わ

りが生 まれて くる 時期で ある。そ の ため、自分の 気持

ち を 出 し、保育者や友達 と場を 共 有する こ とが楽 しい

と思 え るよ うな援助 をす るこ とが大切であ る。

　年中の 時期 は、年少 の 時期 に培 っ た関係 をもつ 子 ど

もや新 し い 園生活を姶め る 子、初め て の 園生活 を迎 え

る 子 が混 ざ り合い 、新たな関係が築きあげ られ る 時期

で ある。友達 と一緒に い る と楽 し い とい う経験 を通 し

て、友達 とつ なが りたい とい う思い が深ま り、コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン を通 して かか わ っ て い く。そ の た め、自

分 の 気持 ちを出す こ とに加え て 、 相 手 の 思 い に も気づ

く こ とが で きる よ うな援助が大切 に なっ て く る 。

　年畏の 時期は、年中の 時期 よ りもニ ミ ュ ニ ケーシ ョ

ン が活発 にな る e
コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン を通 し て 相手 の

思い に 気 づ く こ とが で きるよ うに な っ て きた子 どもた

ち が 、共 通 の 考 え 方 や 目的 を も っ て 生 活 す る よ う に な

る。ま た、保 育者よ りも 自分 を認め て くれ る友達を求

め る時期で もある た め 、子 どもたちが 理解 し合い 、互

い の 良 さを知 り、 認 め 合 える こ とが で き る よ うな援助

が大切になると考える 。

　ま た 、 学年に か かわ らず保育者 の 姿勢 と し て 大切な

こ とは、

1　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 1コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ド
1・子 どもたち

一
人

一
人 が 、家庭 、地域、幼稚 園な ど；

F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

i で 、どの よ うな共 同体 を形成 しなが ら生活 して い i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

：　 る の かを知 る こ と　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 ・保育者 は 、 どの よ うな共 同体 を形成 して い きた い ；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l の か とい う願 い を しっ か りも つ こ と　　　　　 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
：・保育者も共 同体 の

一
員 で あ る こ とを意識 して 援助：コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

： す る こ と　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 1
脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

な どで あ る 。

◆ 　おわ り1こ

　幼児 の 発 達を 支 え る た め に は 、 保 育者が 幼児 との 間

に 信頼関係 を築 くこ とが必要 で あ る こ とは 言 うま で も

ない が、そ の 上 で 、幼児が
一・

人
・一

人異な っ た発 達の 姿

を示す こ とを理解して援助す る こ とが大切 であ る。「違

い こ そが 、 共同 の 基本条件 とな っ て い く」 ＜ 龍谷 寿夫

『教育 か らの 離脱 』青木書店 〉 とあ る が、集団生活 の

中で
一

人
一

人が個性 を確立 し 、 相 互 に磨 き合 っ て い く

とこ ろに学び合い や育ち合 い もあ る の だ とわか っ た。

　私た ち は 、共同体を 2 人 の 単位か らみ て い く こ とで 、

そ の 周 りで 影響 し合 っ て い る もの を意識 で き る よ うに

なっ た。多様な共同体が ク ラス や幼稚園の 中で存在 し、

重な り合 っ て い る。それ が ま た 一
つ の 共同体 と して 家

庭や地城に存在す る共同体 と重な り合 っ て い る 。 性質

や大 き さの 異な る様 々 な共 同体が 生 まれ て は 、変化 し

て い く。そ う考え る と 、すべ て の 人 々 が 何 らか の 共 同

体に重層的に 連鎖的に つ なが り、絡み合 っ て変化 し て

い る とも言え る 。 ま た
、

一
人 の 子 ど も に 与 え る影響が 、

様 々 な共 同体 に影 響を与 え る こ と にもな る。

　こ の よ うに、目には見 えな い 影響や それ によ っ て 変

化 し て い る関係を どこ まで 意識 し 、 総合的に とらえ、

願 い を もっ て 子 ども に か か わ っ て い け る か が 問わ れ

る。また、保育者は、無意識 の うち に様 々 な影響を受

けた り周 り に与 えた りして い る こ ともあ るた め 、自分

が行 っ た保育の ビデオ な どを通 して援助 をみ つ め、共

同 体の 質の 変化 に 気付 い て い く こ とが、幼児
一

人
一

人

の 行動 を理 解す る こ とにもつ なが る と考 え る 。

　 こ の 研究 は、保 育者が行 う援助が 、様 々 な共 同体に

どの よ うな影響を及ぼす の か を見 つ め る機会 と もなっ

た 。 保 育者 の 成長が子 どもた ち の 成長 に っ ながる こ と

を 常に意識 して 、今後も共 に 育ち合 え る 共 同体 を育ん

で い きた い
。
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