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「周辺 的 な こ と亅 「偶発的 なこ と」 か らの 保育の 再構成

　浜 　 口　 　 順 　 チ

（十文字学園女子 大学：）

　保育における Fども理解は、原因や H標を
．．
時たな

あげ し、状況 の なか の 生きた 文脈 か ら子 どもの 全 体像

を と ら え現象の 意味を 読み 解くこ とを 可能 に す る。こ

の い わば状況的な理解の 様式が、保育の 枠組 み 理解と

そ の 再構成に お い て どう生か され る の か を考える。

1．保育事象 の なかの 周辺 性 、 偶発性

　 ［周 辺性］　　 大人が家庭、幼稚園、保育所な ど の

保育現 場で
’
r一ども とか か わ ると きに、1

−
保育空間」、「保

育時間1、「保育者」 な どに つ い て、あ る前提 と なる意

識 の 枠組みが ある。先人 観ともい える。たとえば、幼

稚園や保育所 の 保育空間とい えば、まず園舎と園庭が

その 中心 として 考え られ、通園路、地域 の 児童セ ン タ

ー、近隣の 商店街などは、ま っ た くの 外部で は な い が 、

1司心 円 的 に徐 々 に遠ざか る周 辺 的 （margina1 ）空 間 と

して 認識され る の が
一
般的で あ ろ う。 保育時間で い え

ば、通常の （中心的な）保育時間の 周辺 に 、預か り保

育や早朝保育が 「くっ つ い て い る 」 とい うよ うな感覚

が ふ つ うで はない だ ろうか．運動会や遠足、「父 親参観

日1 などの 保育を 口常の 保育とどう関係付けるの か と

い う問題設定に は、それ ら特別行事の 周 辺 性が 表れ て

い る とい え る。保 育に か か わ る人 と して は、や は り 1保

育者、 アども、親」 が中心 で あ り、栄養上や調理師、

事務職員、運転 辷などは周辺的な存在で あろうし、医

師や保健婦、カ ウン セ ラ
ー、福祉関係専門家、地域 の

多種 の 協力者、実習生、行事などの 際に 不定期 に 来訪

す る業者なども「周辺 」に位置づ け られ て い る はずだ。

　中心 と周辺 とい う区 別観念があ る の がよ い とか 悪

い とか を い お うと して い る の で は な い。人 が 社会の 中

で 生活するうえで 、多種多様な 「中心／周辺 」 的な感

覚 を もつ こ とは 避 け られ な い こ とで あ る。その な か で

「中心 」 と 「周辺 」 とは価値的に 対等な関係 で は なく

位階性が あ る こ と も事実 で あ る 。

一．・
般的傾向 と して、

社会的諸関係 の 生成運動 の 中で、周辺 との 関係を織 り

なおす こ とよ りも、中心 の バ ラ ン ス を保 とうとす る力

が よ り大 きく働 きやす い とい うこ とも避けられない こ

とで あ ろ う。中心 は安定的、持続的で、人間活動の 「あ

りそ うな1 「予 測 可能な」ス トーリーの 文脈の 底流をな

して い る。そ れ に対 して、周辺 的なもの は、枠外、例

外、埒外 …　　などの 1外 な る」 もの と して、安定的

な居心 地 よ さ を破 る もの と して 傍 らに あ る ．

　中心 の なか に もまた 「中心／周辺 」 の 勾配 は あ り 、

た とえば、「問題児 」 「気になる h とい う見え方や、

統合保 育の なか で 周辺 的存在に な りが ち な 「障害児」1

な どは、「安心 して 見 て い られ る チ」の 周 辺 に位置 して

い る 。 通常の 保 育時間内 とい う 「中心 」 の 内側 に も、

通園 バ ス の コ
ー

ス 別 の 時差を 「埋める 」 時間、トイ レ

や手洗 い 、身体測定などの 瑚辺 的な時間が あ る とい え．

よ う。

　 ［偶発性］　　 「周辺性」 とい う越境的な関係性を

ヨ コ の も の と し た場 合 、も う
一一

っ 、「偶 発 性 J

contingency とい う無前提の 遭遇 的な出会い を タテ の

もの と して 、交差的に考える こ とがで き るtt偶 発 ・偶

然に は a   ident　（事故、事件）として の 突発的な出

来 事、chance と し て の 画 期 的 な 時 間 、　 out 　 of

expectatien 　／　intentionと して の 意想外 ・案外な事象

との 出会 い 方などが含 まれ る。たとえ ば、保育中に 子

どもが 大けがを して 日常の 保 育が 寸断 され る場 合。ま

た 厂あの とき偶然すずめが保育室に は い っ て こ なか っ

た ら…　 」 「あの ときたまたまあの 絵本を見つ けたか

ら …　 」 とい うよ うに 、保育 の 流れ に とつ ぜ ん 転機

を もた らす モ ノ や コ トと の 出会い もそ うだ。（実 は 珍 し

い こ と で は ない。）f一ど もの 予想外の 反応や成長 に驚か

され、子 どもへ の 見方が
．一
噺 す る こ とも多い だ ろ う。

保 育者 の 感覚として は 「驚き1 や 「不 思議j と して 形

容 されるよ うな体験で ある。これは、日常的に保育に

対 して 抱 い て い る、意識の 構 え として の ス トーリ
ー

展

開を外 か ら侵害され る よ うに感 じる とい う点 で 、「周辺

的」 事象 との 関 係 と同 様 の 、不 安定 さ、不 確 実性 を 有

して い る 。

2．「周辺的」 「偶発的 1 事象にどう対応す るか

　精神科学的教育学者ボル ノーは、了解された世界に

新 た な理 解を招来す る契機 と して 「危機」 の 重要性 を

論 じて い る。保育の 「周辺的 」 「偶発的」 （な こ とと し

て 気づ か れた）事象 とは、こ の 意味で 、保育者が状況

とか か わ りな く保守的 に なろ うと して い る場合に 出会

う、望 ま しい 「危機1 と して 果敢 に取 り組 まれ るべ き
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繃 題 で あ る．，そ の 危 機 の 意味 を 理 解す る こ とで 、た だ

それ らを 「取 り込む」〔い たず らに 同心円的な拡大解将｛

して み せ た り、偶 発 事象を 「例外」 と して 特記 して す

ませ る） の と は違 う関 係性 を模索 L 、中 心 軸 を ず ら し

なが ら自らの ア イデ ン テ ィ テ ィ を再構成す る 可能性に

開かれる。

　保育実践が 、計画通 り、予想の 範囲内 で 、．．・
定の 流

れを乱さず に進行 して い る 場合、周 辺 的事象は すで に

r解済みの 中心 的枠組み の なか に取 り込まれ て い る状

態と考え る こ とが で きる。しか し、その よ うな状態 は

仮想的で、実際の 保育現場はっ ねに周辺 的な事象とか

か わ り、既存の 価f直体系に 揺 らぎをもた らす偶発 的 事

象に さら させ れ て い る t．その 結果中心的領域に 変化を

もた ら さ な い 様式 と して は 、「排除」「f」
．
加 」

「
収拾 1 「誓胃

意」
「慣習化1 などが考え られ るが 、それ に 対 して 「関

係戸 価f直観 の 変化 1 「理解 1 な どは 、保育現 場 の あ り

方 を 再構築す る ｝：の 契機 とな る。 周 辺 ・
偶発的な事象

に よっ て、それまで の 保育の 枠組み に 変容 を きたす場

合
・
があるの だ．．

　た とえ ば、実習生とい う周 辺 的保育者 を
・．・
時的な付

加物 とみなすか 、日常化 した現場 の 雰囲気を活性化す

る存在と して 位置づ け る か の 違 い が あ る。また、預か

り保育を 現状追認の よ うに 実施す る か 、あ る い は通常

保育との あ い だ に有機的な連関付 け を し、そ こ か ら園

の 保育方針や保育内容を再構築す る展望をもち うるか

ど うか とい う分 岐点 に もな る、，

　　「偶発的な」 事象につ い て も、それが ．一一
過性 の もの

と して 対処 され るか 、その 後 の 保育への か けが えの な

い きっ か け と して 活用 しよ う とす る 自山さが あ るか と

い う視点の 違い として 表れる，，ある幼稚園の 運動会の

リ レ
ー

で 、練習で は い つ も遅か っ た組 が 1 等で ゴー
ル

した．しか しそ の あ と、最後 か ら 2番 目の 走者 と ア ン

カ
ー

が間違え て 順番 を人 れ違い に して い た こ と が 判明

し、先生た らの 協議の 結果、そ の組は ビ リに され た。

　「ル
…一

ル を 守 る」 こ．とが 大 切 だ と い う価値観 を第
…

に

据え る とい う教育的姿勢をい ちお う是 と して も、幼児

期の r一どもに その こ とが 「厳格な判定1 とい う方法で

伝 え られ るべ き もの で ある の か は 問 わ れ るべ き で あ る，

ともに 喜ぶ体験、努力をたた え る体験を重視する価値

観に 立て ば、た とえ ば 1等が 2 つ とい うよ うな融通性

の あ る 判断 も あ り うる だ ろ う。 まず は 子 ど もの 心 に 添

っ て 、そ の 後 の 保 育に ど うつ な げて い く の か とい う視

点をもつ な らば、「困っ た1 ハ プニ ン グも既存の 競技ル

ー
ル や 価値観を相対化 す る絶好 の 機会 と なる。

3 ．「非」 周 辺 的 ・偶発 的事象 へ の 問い を もつ こ と

　家庭保育に H を向ける と、都市化 現 象 の な か で の 育

児 の 問題性が 浮 トし、母親 グル
…プ

’
、保健 所や保育所

等の 各種の 専門家な ど 「地域 」 との ゆ るや か な連携が

不 卩f欠の 時代 に なっ て きて い る。ま た家庭 形態 の 変化

の 中で、常識的 に は 保 育の 「申心 」 と される家庭 とい

う場 の 内部に も 「母子
一一

その 周辺 ） とい う分化や、あ

る い は 「父親 の f・；在」 とい う関係の 変化 が 見 られ る／t

こ の よ うな時代状況 に応 じた 「中心 ／周辺亅 性の 変化

があ る こ とを前提と した トで、さらに考えなければな

らない の は、「周 辺 的 ・
偶 発的」 だ とい う認識 じ た い 、

そ の 基準 に お か れ て い る 「中心 的 ・必 然的 」 な 状態 に

か か っ て い る とい うこ とで ある 。

　保育の 場とは、保育者
．
とは、保育内容とは …　　 な

どの 原理 的な認識 は それ とし て 必 要で あ るが 、そ の 必

要性 は それをつ きくずそ う とする周辺的 ・偶発的事象

に 対 して、あ る態度を と る 壊盤を準備するもの とし て 、

とい う限 定つ き の もの で あ る et そ の 意味で 保育に お い

て 偶 発的で な い もの は何 か とい え ば、保育実践体験 を

ふ りか え り省察 しまたそれ を実践に 返すとい う保育的

行為の 連鎖 じたい 、とい うこ とに な る。岡 辺 的な こ と

と感 じられ る事象は 、実は つ ね に 中心的事象か らの 照

射 として あ らわれ 、中心的な事象 は 周辺 的な事象との

対照で 明 らかとなる．， こ の 過程 は、目常的な思考と省

察との 反復的 ・らせ ん 的展開をた ど る もの だ n

　たとえば 「障害児 」に っ い て 、標準的発達 （健常児）

とい う 「中心 」 に 対する 「周辺 1 的存在だとす る見方

に 守つ と、「社会適応 」を 目的 と した か か わ り方に な り

やす い。しか し 「OO ちゃ ん 」 とい うひ と りの 了
・
ども

と して か か わ っ て みて 「障割 と して 映 る存在様式が

「OO ちゃ ん の あ り おな の だ」 と理解で き る よ うに な

ると、そ うい う育ち方もひ とつ の 中心 として とらえら

れるよ うに なるttそ の よ うな視点をもつ こ とに よ っ て 、

標準か らの 逸脱幅をきつ か う見方 （発達的視点）を相

対化 し、人が育っ とい うこ とを 「関係性 1 か ら問い 直

すとい う見方 へ と保育観を内構 築 して い くこ とになる。

こ れ は 「育ち 」 とい う言葉に 示唆 されるとこ ろの 、保

育学的な発達論の 組み換えともい うこ とが で きる／t

　 原理、原則 、規範、法則性、習慣な どはみ な、「周辺

的
・
偶発 的な ： と」 に触れて ，状況的に真なるもの か

どうか を問われ る。保育 の 省察が中心志向性 （内向性）

へ の ふ りか え りを含む こ と で、境界を こ え て 開か れる

保 育へ と結 び つ くt

　　〈参考〉 ボ ル ノー、O ．　 F ．「認識の 哲学」 理想社
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