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保育 実践 に お け る 「反 省」 概念 と 「記 録」 の 機 能

　　　　
一一Reflective　Artifactと して の 「記録」

一一

　　　　　　　　　　　　　 藤 野友紀

　　　　　　　　（北海道大学大 学院教育学研究科）

1 。は じ め に

　 人間 の 発達は、個体の なか に 用意さ れた潜在的能力

が時問経過 に と も な っ て 予 定調 和 的 に 自然発現す る も

の で は な く、他者や物 を含む環境 との 複雑 で相補的な

関係 に お い て 成 し遂げ られ る弁誑法的過程 で あ る。人

間 の 発達 を 捉 える ため に は、保育者 の 働 き か け と 子 ど

もの 発達 の 力動的関係を含 み 込んで い る保育実践の検

討が必要 で ある。それは、保育者と子 どもの 現象的や

り と り の み に着目するアブ M −一
チを越えた 、保育者が

子 ども の 発達 の 資源 を 創 り 出す過程、お よび保育者 に

それを可能 にさせ る資源が創出 ・利 用 さ れ る 過程 を シ

ス テ ム的に捉 えようとする ア プ ロ
ーチを指す。こ うし

た ア プ ロ …チに は、入 工物（artifact ）の発展 、 入工 物

（artifact）の 利用 の され方、人 工 物（artifact ）の 利用 に よ

る実践 の 変化 を分析 の対象 と す る こ と が不 可 欠で あ

り、保育 とい う実践 にお い て 重要な役割を 果 たす人工

物（arttfact ）の
一

っ は 「記録 」 で あ る と考え られ る 。

　本稿 で は、まずはじめ に城戸幡太郎 の幼児 教育論 と

保育問題研究会 の 活動 に お け る 「記録 」 の位置づ け を

概観 し、そ こ に表 れ て い る実践 と 「記録 」 の 関係、研

究 と 「記録」 の 関係、実践と研究 の 関係 を整理 する。

そ の 作業 を 通 して 、保育実践 の 中 の 「反省

　（reflection ） 」 の意味 、　 「実践 」 の 意味を検討 し、実

践を 「反省」 する道具 と して の 「記録 」 に着 目した研

究を 行 う際 に 必要 な視点 を明 らか に す る こ と を 目指

す。

2 ．城 戸 幡太郎 の 幼児教 育論 と保育 問題研究会

　城戸 は ．従来 の 保育学が、実践と は 無関係 に 定 め ら

れた教育 目的 とそ の 実現方法 の 考究に よ っ て 学問 を 体

系化 して きた こ とを批判 し、　 「保育現状 の 分析 に よ る

問題 の 発見 」 と 「問題解決 の た め の 科学的研究」 を基

盤 とした科学と して の保育学の樹立 を主張 し た。彼

は、自身が戦前に 組織し た保育問題研究会を、問題 を

設定 しそ れ を解決す るた め の 研究 の 計 爾 を協議す る

「保母 の 再教育機関 」 と位置づけ て い る。戦時 中の 活

動停 止を経て 戦後に 再開 し た保育問題研究会は、実践

記録を 軸に据えた活動 を展開 して い く。で は、城戸の

思想 お よ び保育闘題研究会の 活動 に お い て、　 「記録 」

はど の ような もの と して 捉 え られ て い た の だろ うか 。

｛1）保 育 問題 の 解決 方法 と して の 「記録」 の 役割

　 保育 の 科学化 を志向す る 城戸 に と っ て 、保育学研究

の 璽要な仕事 は、実践家と理論家が協議 の うえで 「解

決に値す る意義あ る問題 の発見」 と 「問題解決 の 理論

的基礎とな る 資料 の 収集」 を行 う こ と で あ っ た 。城戸

は 、保育問題 の 解決方法と し て 「実証的方法」 と 「実

験法 」 を重視 した。

　　「実証的方法」 は、保育 の 行 き詰 ま りや 函惑 を き た

した条件 （子 ども の 素質、保育、家庭生活、社会生活

など） を保育 の な か に発見す る 方法 、 つ まり、問題発

生の 「条件分析 」 で ある、そ れ を可能に す る の は 、保

育者 に よ っ て 提出された、日常保育 の 経験 と感想 の 正

確な記録や保育 の実例で あ る と い う。 こ の 場合 に 、記

録は問題発見 と問題分析 の 材料を提供す る 実証デー
タ

の 役割を期待 され て い る と い え る。

　それに対 して 「実験法」 は 、条件 を あ らか じ め設定

し、そ の 条件 の もとに行われた保育の様子や保育 の 効

果 を 実証す る 方法、つ まり、仮 説 証 明 と仮説批判 の た

め の 「条件発生」 で ある 。 城戸 に よ れ ば、これ は 嗷

育的実験 」 で あ り、日常 の 保育はす べ て こ の 見地 か ら

研究を進めて い か な ければならな い とさ れ る。城戸 の

「教育的実験」 の 考 え方 を継承 した保育問題研究会

は、現場か ら掘 り起 こ した問題をめ ぐり保育者 と研究

者の 討議に よ っ て 仮説 を 立 て、そ の 仮 説 を 各 現場 の 実

践で 検証 し、そ の 過程 を通 して更な る 問題 を設定する

こ とを活勦 の 根幹 として いる。こ こ で の 記録は、仮説

検証過程 を集団 で検討す る た め の レ ポー トと して の 役

割 を期待 され て い る と い えよ う。ま た 、 保育 を行 う保

育者 自身に つ い て も記録 内容に 加え る 必要 が あると提

案され、実践記録を書 く行 為 自体が 保育者 自身 の 保育

を見つ める 目を育 て る と指摘さ れ る よ う に な っ た。

  実践と研究と 「記録」 の 関係

　城 戸 の め ざ し た保育学 は 、保育現場か ら問題を発見

し て 仮説 を設定 し、保育現 場で 仮説 を検証 し、保育現

場 に新たな問題 を 仮説 と して 返す サ イ ク ル に よ っ て 科

学 と な る 。

　モ デル 1は、城戸 の 思想 と保育問題研究会 の 活動 に

お ける実践と研究と 「認録 」 の 関係 を図示 し た も の で

あ る。保 育 実践 と 無関係 に設 定された仮説を理論 と見
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な す従来 の学問 傾 向へ の 厳 し い 批判 か ら、　 「実 践か ら

の 問 題 発 見 （仮説 設 定）
一

実践 に 基づ い た仮説検 証 」

過程 こそ が保育研究活動 で あ り保育の 理論化作業 で あ

る と い う提起がな された。最 も重要な特徴は、実践者

と 研究者 に よ る 実践 の な か か らの 問題設定が重視 され

る点に あ る、討議 を中心 と した保育研究活動 は研 究者

と保育者 に よ っ て 共同で 担われ 、そ の ため の 籾料提示

は、砥究 の 「教育的実験 」 場で あ る保育現場 の な か に

い る 保育者 が 行 う。　 「記録 」 は 、保育実践 に 直接 に は

携わ っ て い な い ひ とたち との 討議 に 向けて実践 を伝 え

るため の 道具 と見 な さ れ る 。そ こ で は 、当 の 保育現場

に い な か っ た 人 に対 して 「記 録 」 が ど の よ う な 実 践 を

どの よ うに 伝 え る か と い うこ と が 璽要 に な っ て く る ，

なお、　 「言己録」 は保育者 自身の 向上 に も役立 つ と位置

づ け ら れ て い る が、そ れ に 対す る理論的検討 は 十分 に

は な さ れ て き て い な い よ う に 思 わ れ る 。

　　　　　　　　　　　〈モ デル D

保 育実践 （保 育 現 場）＝研 究 の ［教育 的実 験 」 場

鷭鍬凸．血　　．．鞭 ．豊愈，．＿

．＿＿諒 ＿驫蜘 。．．．t：一“tt＿轗議1＿tt：t−tl−tt＿＿

　 　 　 研究者 と保育者 に よる研究活動

　 こ の よ うに 、 城戸 の 思想 に お い て 、研究 は実践な く

して 成 り立 たず、実践 は研究 の 「教育的実験 」 場 と し

て 研究活動 の なか に 位置 つ く。実践者 は 「教育的実

験 」 場 に い る 研究者 と い う意味合 い を持 つ 。　 「記録 」

は 討 議 の 場 と実験 の 場 （＝保育実践） を 媒介し て保育

研究を成 り 立たせ る。

3 ．保育 実 践 に お け る 「反省 」 の 意 味

　上記で 見て きたよ うに、幼児教育に対す る城戸 の 実

践的研 究 法 の 特徴 は、  実践者 に よ る 問 題設定 の 重

視、  問題 は実践 に も とつ い て 更新され て い く と い う

見方、  「実践 の なか の 研究者」 として の 保育髫観で

あ っ た と言 え る。本節で は、実践と研究 の 再考 と新 し

い 専 門家概念の提起を試み て い る ドナル ド ・シ ョ
ー

ン

の 思想 を 取 り 上 げ、城戸 と シ n −一
ン の 思想 の 共通点 と

相違点 を 明 ら か に し て い く作業 を 通 して 、保育実践 に

お け る 「反省1 の概念 に つ い て の 整理を試み る 。

　シ ョ・
’一

ン は ，科・学的理論 ・技術を道具 的 に厳密 に 適

用 す る 悶題 「解決 」 の 過程 こそ が 実践家 の 実践 で あ る

と 考 え る 「技術的合理性」 モデル は、問題 の 「設定 」

を 無視せ ざる を え な い と い う 致命的欠陥を有すると指

摘 し た 。こ こで い う問 題 設定 と は 、 「注意 を 向ける事

柄 を名づけ （narning ）、そ の 事柄 に注 意を向 ける文脈

に 枠組み を与え る （framlng） こ とを相互 に行 う
一

っ

の 過程」 を指す。　 r技術的合理 性コ モ デル に 対 して 、

シ u
一

ン は、　 「行為 の 中 の 省察 」 を 実践 の 核 に もつ

「反省的実践家」 の概念を提起す る 。 哘 為の 中の 省

察」 は、　 「や っ か い で
“
多様な

”
実践状況 に 対応する

実践者 の 技法 の 中心 」 で あ り．こ れ に よ っ て、新 た な

記述 の 構成、新たな記述の 検証、新たな理論へ の 到

達、新たな枠組 み の構成が可能 に な る と さ れ る。ま

た、シ m・・一ンは 、実践者は行為 の 中で 省察す る と き、

実践 の 文脈 に おける研究者 で ある と い う。こ れ らの 主

張は、先 に述 べ た城戸 の実 践的研 究法の要点 と重な る

も の で あ る。

　 シ ョ
ー

ン が 実践 の 核 に 据えた 「行為 の 中の 省察 」

は 、 行為 の結果と行為 自体 と行為 の 中 の 暗黙 の直観的

な知が相互 に 作用 しあ っ て 焦点化 さ れて い く こ と を 指

し、そう し たある種 の 知や知 の 変化を記述するため に

は 書葉 が 必要 で あるとされ る。つ ま り、問題 の設 定や

更新 は、実践 の な か で の実践者自身 の 行為 の 結果、行

為 自体、行為 と切 り離 さ れ な い思考の相互作用 に よ っ

て 達成され続け る。シ n 一ン の 「反省」 概念は 、実践

者が （ク ライア ン トとの 関係 に お い て な され る）行為

の なか で 自身 の 行為 と知 を意識す る こ と を指 す と 同 時

に、それ と相互的 に 新たな枠 組 み の 構成 を行う こ と に

よっ て未来 の 行為と知を規定する事態 も指す と考えら

れ る。城戸 にお け る 「反省 」 が、行為者 （実践者） に

よ っ て詈語化 された もの を対 象とす る共 同討議で あ る

の に 対 し、シ ョ
ー

ンの 「反省 」 概念は、行為者 によ る

行為 と知の 言語化過程そ の も の で あ る と言 え る。

4 ．お わ りに
一保育実 践 にお け る Reflective

Artlfactと し て の 「記 録 」

　 上記の 二 種類 の 反省概念 に 沿 っ て 、保育実践 に お け

る 「反省 」 の 道具
一一Reflective　Ar亡ifact一と して の 「記

録」 の 機能 を考 えたとき、問題 と枠組 み の 絶 えざ る更

新を前提と した、  行為者 （保育者） に よ る行為 や 知

の 言語化に複数 の視点 を重ね合わせ る際の （出発点と

して の ）枠組み の提供、  行為者 （保育者） 自身の 行

為 と知 の 言 語 化 を助 け、保育者 に 自身の 行為 へ の 気 づ

きを促 し、保育者自身 の未来の 行為 と知 の 可能性を生

む、が想定され る。そ して 次は 、それを保育行為 との

関わ りに お い て 具体的に 見 て い く こ と が 課題 とな る。
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