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r乳幼児 の 発達 に ふ さわ し い 教育 実践』 （全米 乳幼 児教育 協会 ）

に み る 保育 実践 改革 の 動 向 ：我が 国 へ の 示唆 をさ ぐる

企 画 者 ・司会者 ： DAP 研 究 会代 表 ： 白川 蓉 f

話 題 提 供 者 ： 白 川　 蓉 子 （神 戸 大 学 ）．芦 旧 　 宏 （姫 路 工 業 大 学 ）、森 　 眞 埋

　　　　　　門 田 　 理 世 （西 南学院大学 ）、北 野 　幸子 （広島 国 際大学 ）

指定討論者 ：阿部　真美子 （山梨 県 立女 子 短期大学 ）

（東 洋 英 和 女 学 院 大 学 ）

　今 日、保育に は多 くの 期待 が よせ られ て い ます。乳

幼 児 か ら 小 学 校 低 学 年 ま で を 見通 した 実 践 の 場 と し

て、地域 子 育て支援 ネ ッ トワークの 拠点 と して 、家庭

との 連携 ・親教育の 機関 と して 、今後 の 日本 の 教育の

基礎 を担 う場 と して 、保育現場 は変容 を求 め られ て い

ます e少 子高 齢化社 会 の 到 来、地 域 の 教 育機 能 の 低 下，

育児不安、児 童虐待問題 等 、社会 の ニ ーズ に応 え る．
．一人 汰 の 子 ど も にふ さわ し い 保 育実践 が、今 ま さ に

求 め られ て お り、制度上 に も調 整 と改革が進め られて

い る と き と い え る で し ょ う。

　 ア メ リカで は、乳幼児から小学校低学年 （誕生か ら

8 歳） ま で の 子 ど もの 教育 プ ロ グラム 『乳幼児 の 発達

に ふ さ わ し い 実 践 』 （Developmentally 　 Appropriate

Practice：以下 1）AP ）が、保育 の （実践、養成 、研究）

現 場 や 親 に よ っ て、広 く活 用 され て い ます。これ は 日

本 の 「保育所保育指針」 「幼稚 園教育要領」 に あた る

もの で す。DAP に は 日本 と 共通 す る 課 題 が た く さ ん

示され て い ま す D 保育実践 を つ くる 知識基盤 と して 発

達 を と らえ て い る こ と，多文 化性 や 個別性 に 配 慮 して

い る こ と、親 や 地 域 との 関係 づ く りを 目指 して い る こ

と、保 育者 こそ が 実践 の鍵 を握 る存在 で あ り、保 育 者

の 学びを 推奨 して い る こ と等 が挙 げ られ ま す。

　 DAP 研 究 会 は 目本 の 保 育 を考 え る
一・

つ の 手 が か り

として DAP の 翻訳や研究を行っ て い ます。自主シ ン

ポ ジ ウム で は こ れ まで の 成 果 を 課題 ごとに 報 告 し会場

に 来られ た方々 と意見交換を した い と考 え て い ま す。

日本 に お ける 幼
・
保

・
小＝家庭＝地域 の連携 に 関 して

DAP か ら得られる示唆　 （自川蓉子）

　 日木の 就学前教育は 戦後 5  年 に わ た っ て 学校 と し

て の 幼稚園 と児 童福祉施設 で ある 保育所の 二 元的制度

で 支 え られ て き ま した。70 年代半ば か らの 幼児数減

とそ の 後 の 幼児 を 子育て 中 の 就 労 母親 の 増 大 によ っ て

乳幼児 教育プ ロ グラム に対する 社会的要請が変容して

き ま した。90 年 代 末 には 行 政 側か ら幼 ・保の 連携 が

打ち出されま し た。現在で は、公立保育所、私立 （認

可 ・無認 可）保育所、事業内保育所、ベ ビーホ テ ル 等

の 無認可 保育施設，公 立幼稚園、私 、Z幼稚園、幼児教

室、等の 多様な 乳幼児プロ グ ラム が 出現 して い ま す。

こ れ らの 乳 幼 児 プ
．
ロ グ ラ ム にお け る教 育 保育の 質 が

「子 ど もの 発 達 にふ さわ し い か どうか で 」 問 わ れ る べ

き時が 来た と い え ます。

　Spodek，　 B，（1991＞は、　 DAP につ い て 、　 r発達 に ふ さ

わ し い 亅 は、プ ロ グ ラム を考え る 際の ひ と つ の 側面で

あっ て ．他 に、文化 の 側面．子 ど もに教え るべ き知識

内容 の 側面 か ら
’ー
ふ さわ しいか ど うか 」 を考慮 しな け

れ ばな らな い と述 べ て い ます。目本 の 幼 ・保 ・小 ＝家

庭 ＝地 域 の 連携 も 地 域の 実態 と 要請 に 見 あ っ て 考 え ら

れ な け れ ばな り ませ ん。また、「発 達 にふ さわ し い 学

びの あ り方 （遊び に よ る 学び〉」 や 「発達 に ふ さわ し

い リ テ ラ シ
ー

学習」 や 「発達 に ふ さ わ しい 道 徳性 」 の

側面か ら幼
・
保

・
小連携を 考え る こ と を DAP 研究 が

示 唆 して い ま す。

幼児教育プロ グラ ム に おける親との連携　 （芦田宏）

　 子 どもの 最 善の 利益を 決定する第
．一

の 責任を負 うの

は 親で で す。し た がっ て 、教師や保育者 な どに よ る 幼

児教育施設 にお ける 養育、教育は 親の 権利 の 代 理 的行

使 で あ る と考え る べ きで しょ う。こ の 原則 に 基づ くな

らば、親が 自らの 予ど もが 受ける 幼児教 育プ ロ グ ラム

に 関 与 す る こ とは 当 然 の 権 利 と して 認 め られ な け れ ば

な らな い の で す。しか し、幼児 教育 施設 の 教 師や 保 育

者は 子どもの発達や 教育に関する 知識や養育 ・指

導 技術 の 専門 性の 高 さ や 文化 的 背景 の 違 い か ら、時 と

し て 親 と対 立 する 関係 に 陥る こ と もあ りま す。

　 DAP で は．家庭 との 関係 に 関 して ．家庭の 決定権

を 最優先す る もの の 、教師は 子 ど もに対 す る 専 門 家 と

して 責 任 を 放 棄す る こ とな く．親 と密接 に コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン をと りなが ら、教育計画の 立案 と実行を 行 う
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こ とを 8項目の 実践ガイ ドラ イン で 示 して い ま す。

　DAP は NAEYC が提 唱 し て い る の も の で あ り、日

本 の ガ イ ドラ イ ン で は ありませ ん。しか し、異な る 観

点か らの 指摘が貴重な役割 を 果た す こ と もあ り ます。

DAP を
一

つ の 鏡 と し て、　 H本 にお け る 親 と の 連携 に

つ い て 考 えて み たい と思 い ます。

多文化教育と DAP ：子 どもの文化 に ふ さ わ し い 実践

を考え る　 （森眞理）

　 「文化 と言葉 は、子 ど も の 発 達 の 決定的な構成要素

で ある の で．文化的
・
言語的な多様性に 対応 しな い よ

うな 実践 は 発達的 に適 切 と は い え な い 。」 （p．27 ：DAP

の 基 本 見 解）。DAP 改 訂 版 の 特 徴 の 一つ は ．実践 が 子

ど もの 発 達 にふ さ わ しい か どうか 検討す る際、子 ども

の 年 齢 と個 人 の 性質に 加 え、社会文化 的側面 を 明記 し

た こ とで す。米国は多文化 ・多民族社会で あ り、どう

し て 近 年 、社 会文 化 的 側 面 に 着 目す る よ うに な っ た の

で し ょ うか。そ れは，文化背景を無視し同化主義 に よ

る 「メ ル テ ィ ン グポ ッ ト」 的教育の あ り方を反 省 し、

　
一
人 ひ と りの 文化背景や 母 語 を尊重 し 「一人 ひ と りの

尊厳
・
価値

・
独 自性を尊重する」 （p．51） 「サ ラ ダボウ

ル 」 的実践が よ りよ い 社会づ く りに繋が る と い う意 識

が 高 まっ て きて い る か らな の で す 。 こ れ は、「 一人 ひ

と りが 携 え て い る 人種
・
民族

・
文化

・
社 会 階層

・ジ ェ

ン ダー・心 身の 機能や 障碍 ・宗教を 認 め 合 い 尊重 した

民主主義 の 理念 に基づ く教育改革」 として の 多文化教

育 と連動 して い る と い え ます 。DAP に お け る 発達 と

多文化教育の 捉 え 方を概観 しつ つ 、今，日 本の 保 育 の

場 に こ の 視点が どの よ うに 位置づ け られ て い る の か探

り、子 ど も の 社会文化的 と い う発達 の 側面を考慮した

こ れ か ら の 保育の 展開 につ い て 対 話 して い き た い と考

えて い ます 。

アメリカにお ける多様な乳幼児教育プロ グラム の実践

にかかわ る DAP の 役割　　（門田理世）

　現在 の ア メ リカ で は、DAP は 現場 の 教師 に どの よ

うに 理解 され，用 い られ て い る の で し ょ うか。

　Wesl（2001）は、　 DAP が 提唱 して い る 『児 竜中心 』

の 実 践 を 行 っ て い る公 立学 校（幼稚 園 ・小学 校）の 校長

を 対 象 に研 究 を行 い 、ま た 幼稚園 か ら三 年生の 教室 に

お ける DAP の 理解 と 使川 程度を調 査 し ました。学校

全 体 で は、DAP は 中 規 模程 度 に導 入 さ れ て は い る も

の の 、幼稚 園 以 降は DAP を用 い る頻度が減少 して い

る と報告 し て い ま す。ま た、校長 及 び担 任 教師が ど の

よ う に DAP を把握して い るの かが実践の 鍵 で ある と

報告 して い ます。Hao （2UOU）は 、現場教師 の学 歴 ・職

歴 ・現職者教育 の レ ベ ル な どが DAP の 理 解度 に どの

よ うな影響 を 及ぼ して い る の か を 調査 し、実践 を反 芻

す る 能力
・
職歴

・
幼児教育を 専門的 に学ん だ経験 な ど

が 、DAP の 理 解力を深 め る 傾向 に あ る と 報告 して い

ます。また，Dunn ＆ Kontos （1gg7）は、現場教師達は

DAP の 有用 性を支持 して は い る もの の 、実際 に 実践

に 移 す こ とは 難 しい と感 じ て い る と 報告 し て い ま す。

　 こ れ ら の 研 究 で 留意 しな け ればな らな い こ と は、

DAP の どの 部分 を 取 り上 げて 現場 の 理 解度や使 用 度

を確認 した の か、で す，DAP は 子 ども達 の 発達諸分

野 を網羅 して お り．教 師 達 が DAP を理 解 し、実践 に

使 用 す る と言 っ て も，そ こ に は 多くの 意味や 意義

が 含まれ て い ます。今後、研究対象 ・課題 を絞 り込 み

　（教師別、実践別、養成校 の 指導法別等）、DAP の 現

場で の 役割をつ ぶ さ に 捉 え る こ とが 、課題 と して 示 唆

で き ま す。

乳幼児教育領域 の 専門性 の 確立に寄与す る DAP ：保

育者主体の実践づくりをめざして　 （北野幸子）

　 DAP を示 した 全米乳幼児教育協会は、保育領域 の

専 門性 を議 論 し、提示 し．領域の 発展を促す大きな場

と な っ て い ます 。10 万 人 を 越 え る 会 員 か らな る こ の

組織 は、ま さ に保育者 の 生涯 学習の 場 とな っ て い ます。

　 DAP は 「鍵 を に ぎ る教師」 （2 章）を中心 に、本文

の い たる と こ ろで ，保育者が実践の 主役 で あ り、判断

・決 定 権 者 で あ る と述 べ て い ま す。子 ども と共 に 生活

す る、子 ど も に最 も近 い 保育者が、一
人
一

人 の 子 ど も

にふ さわ しい 実 践 をつ くる 「鍵 」を 握っ て い る の で す。

DAP は、保育者 と子 どもの 相互 作用を重視 しなが ら、

保 育 者 の選 択 ・判断の 援助や拠 り所となる 専門知
・
指

標 を提示 して い ます 。DAP は カ リキ ュ ラ ム で は な く、

カ リキ ュ ラム の 理 論的根拠 とな る指針 と位置づ け られ

て い ます（Bredekump 等 lgg2）。「発達」 を実践の 指標

とす る こ とへ の 議 論 は 当 然 あ りま すが 、保育者 が 集 ま

り、共 に学び研 究 し、議論す る こ とは、実践づ く り を

支え る重要 な要素で ある と 考え ます。ボ トム ア ッ プの

議論 の テ
ー

マ と 場を DAP は提示 して い る とい え ま す。

日本 にお い て も、保育者が主体的 に実践 を構成 す るた

め の 理論的基盤 や 実践指標が 必 要で あ り、ま た、保 育

者 ・養成者 ・研究者間の 議論や 連携 を 可能 と す る場 が

求 め られ て い る と考え ま す。

付 記 ） 本研 究の
一一

部 は、平成 13 年度 日 木児 章 教 育 振

興財団の 助成研究の 成果で ある 。
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