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子ど もの 自己主張 ・ 自己決定を大切 にする保育
　　　　　　　　　　　　　一M 保育所の 実践を とお して一

　　　　　　　　　　　 〇　大森　悦子　　　　　岩井　美恵

　　　　　　　　　　　（仙台市向山保育所）　 （仙台市向山保育所）

‘ま じ め ζこ

　保育の 中で大事 に した い こ とは 、 子 ど も自身が自分

の 思 い や考 え を表現し
、 主張 で きる こ と、そ して 、自

分が今ど うしたい の か を自分自身で決め られ る よ うに

する こ とである。子ども達は、自分の気持ちを言葉で

言え た時に は、い きい きと した表情に な り、自分達で

決めるこ とがで きた と きは意欲的となる。こ ど も達は

、自分達 の 気持ち で の びの びと遊ん で い る時は、とて

も楽 しそ うである。また、保育者に とっ て も、 子ども

の 気持ちや思 い を感じと り、 共感 で きた と き は、保育

す る こ との 楽 しさを感 じる。

　子 ど も達 が自由1こ自分の 思 い を主張し、何を したい

の か を決めて い くた め に は、日 常の 保育に お い て、保

育者 の 関わりと、子ど も達自身の 仲間関係が大事で あ

ると私たちは、実感して きた。本研究で は、自分の気

持ちを言葉で表現で きず、自己決定で きなか っ たA 児

の 事例を取 り上げ、保育者の 保育の 在り方や子 ど も達

の仲間関係が 、 子どもの自己主張 ・自己決定する力を

育て る過程に及ぼす影響につ い て研究した い と考え た

。今回は特に、次の 2っ の面から自己主張 ・臼己決定

を明らか に する こ と を目的とする 。

1．保育士の A 児へ の 配慮及び保育の ⊥夫

2 ．子ど もの 仲間関係

方
幽
？去

期 間 ； 2000 年 4 月初め か ら 2002 年 3月末

場 所 ：仙台市公立M保育所

対象児 ；A 児 （女）観察年齢 4歳 8 ヶ 月〜6歳 8 ヶ 月

　　　　保育経験 6年 （生後 8 ヶ 月か ら入所）

　　　　A児は他児 に比べ て 、特に 自己主張 が で きな

　　　　い 点で 目立っ て い た 。

手続 き ；A 児に対 して 、担当保育士 1 （以下 【保育 士

　　　　）は
、 特に 受容的に 接する と共 に、A 児が自

　　　　分自身に自信を もっ て表現で きる よ う配慮 し

　　　　た。 正保育．tが観察し保育した実践記録を共

　　　　同研究者 と分析す る。

糸吉 果

1．保育士 の A 児へ の 配慮及び保育の 工夫

　A 児は、4 歳児クラ ス の 時は、殆 ど、自己表現 ・自

己主張する とい う場面が見られず、 1保育士が先導的

に働きか ける こ とが多か っ た。 （エピソード1） 5歳児に

な っ てか らは、ク ラス 全体の成長とともに 、 A児も次

第に 自己表現 し、自己主張 ・自己決定で きる よ うに な

っ た 。　（工ifソード3）

D 本人 の 気持ちを言葉で表現で きる よ う援助する e

　A 児が 自分か ら要求した り否定 した りす る こ とがで

きず に い る と きに は、 i保育士 は
、
　 A 児 の 気持ち を探

っ て言葉で表現す る ように し、
ど うした い の か を決め

られるよう
一
緒に考えた。A児が少しずっ 自分の気持

に 気づ き嬉しそ うな表情で 言え る よ うに な る と、保育

士も話して くれる こ とが うれ しく 、 もっ と良く聞い て

あげた い とい う気持ちになると共 に、A児 に対して そ

の 感情 を表明 して い くよ うに な っ た。や が て 、A 児は

、自分に関心 を もっ て 話を 聞 い て くれ る存在と して i

保育士 を受けとめ る こ とが で きる よ うに なり、 ig1い の

信頼関係が形成 されて い っ た。

2 ）A 児の 喜ぶ遊び を 多く取 り入れ る

　A 児は とて も運動が得意であっ た の で、こ の こ と を

とお して自信を深めて欲しい と考え、鉄棒、縄跳び、

体育遊び等 の 機会を多 く取 り入れた。A 児が見せ て く

れ る演技 は とて も上 尹で あ っ た の で 、他児 に 対す る A

児へ の 良い イ メージ創 りとな っ た 。 また、そ の 他の 集

団の 遊びに おい て も、身体を動 か す楽 しい 活動を多く

取 り人れ る こ とで 、保育所で の 生活が よ り楽しい と感

じて もら うよ う心掛け た。　（エピソーF2）

3 ）話し合い の習慣を形成す る

　クラ ス の中で は 、
「何を言 っ て もい い 」 とい う自由

で 話しやすい 雰囲気をつ くる ように した。ま た、常に

話し合うこ と を大切に し、自分で ど うした い の か を 言

えた り、 決めた りで きる習慣をつ くっ た 。 保育者はで

きる限 り見守る ように し、子 ど も達自身が集団の中で

答え を出す こ と を尊重する よ うに した 。

4 ）選択する こ とを尊重す る

　生活や遊びの様 々 な場面に お い て 、選択肢を用意す

る こ とで 、グル
ープまた は、個人が選択し、決定しや

す い よ うに した。A 児 に と っ て当初、選択す る こ と に

困難な様子が見られた の で 、 個別配慮も必要と した が

、繰 り返 し選択 を経験する こ とで 、卒園時には、自分

の 思 い を主張す る と共に、自分がどうした い かを決め
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る こ とがで きる ように な っ た。

5）特徴的な エ ピ ソ
ード

エピソ
ー
ド1；椅子 に座る　 4歳児クラス　 5月 23 口

　A 児が座 っ て い た と こ ろ・
＼ F 児が 「どけ て 」 と来

た。A 児は少し間を お い て 譲っ た。隣 りに 座 っ て い た

B児は 「後か ら来た ん だか ら」 と F 児に怒る が ，F 児

は 「A ち ゃ んが譲っ たんだから」 と答えた。そ こで 1

保育士 は 「A ちゃ ん は ど う思 うの ？」 と聞くが、何も

言わ な い の で 、更に 「座 っ て い た所を変わ っ た け ど、

他の所で もよか っ た の ？」 と聞く。 首を傾げた の で

「今の は分か らない っ て こ と？」 と聞くと 「うん 1 と

うなず く。 「そうか、分か らな い 気持ちだ っ た ん だ。

じ ゃ あ、一緒に考えて み よ う」　 「初め に座 っ て い た所

が い い の ？ほか で もい い ？」 と ゆっ くり聞くと、 「他

で もい い 」 の とこ ろ で うなず い たの で、　「すごい ね A

ち ゃ ん 、 他で もい い っ て い う気持ちが言え たん だ」

北 距 ド2 ：跳び箱遊び　 4歳児クラ ス　 lO 月 19 日

　 【保育士 が、A 児の 得意な跳び箱をみ ん な に見せ て

欲 し い と頼む。い い と言うの で や っ て もら う。A 児 が

跳ぶ と Fど も達 の 中か ら 「す ご い 」 、 「足が大きく開

い て い る 亅等の 声が あが り、同時に拍玉が起こ る。に

っ こ りとしたA 児は嬉しそ うに 「もう
一

回や っ て みる

」 と 言 っ た。自己主張する言葉 が A 児自身か ら出たの

は こ の 時が初 め て で あ っ た。

2 ．子ども達 の 仲間関係 に おけ る変化

D 話し・合い と相互 理解

　 4歳児クラ ス当初 、 ゲ
ー

ム 遊びで 、 A 児が順番を決

め られず、遊びが中断 して しま っ た。子 ど も達 の 中か

らは 、遊びが 進まな い こ とへ の 苛立 ち と、自分で 決め

られない こ とへ の 疑問 の 気持ちが 強くな り、A 児へ の

批判とな っ た。批判されたA 児は泣 い て しまい その場

は混乱した a しか し、子ども達はその 後、自分達 で話

し合い の き っ か けを姻ん だ。A が 自分で 決め
、 発言し

て もらうため に、ど うした らよ い か にっ い て 、話し合

い が始ま っ た。子ども達は、自分自身の言え なか っ た

時の 経験か ら、急が され た り、み ん な で 斉 に聞か れ

る と言え ない
、

と い うこ とに気が っ い た。そ して 、A

児」 が 発言するまで 「待 つ 」 こ と を決めた e 発言して

もら うた め に は、待た な け れ ば な らな い とい う気持ち

が 子 ど も達 に 芽生 え た。相互 理 解 を して い く うえ で 、

自己．拐艮が大事で ある とい う理解が育っ たこ とを指し

示して い る。　 ”ti、　 A 児に は、待っ 努力に 応 え よ うと

する気持ちが芽生 え、発言が 引 き 出され て い っ た。子

ど も達の 率直な感情に基づ い た 言葉に よる表現 と主体

的行動は、A 児 の 気持ちを変化させ る原動力 とな っ た 。

2 ）子どもの 仲間関係と保育士の 閧わ り

　日頃か ら子 ど も達 の 気持ちや思い を聞 き、話 し合う

こ とを大事 に して きた 1保育士の行動は、子ども達 に

と っ て モ デル とな り、待つ 姿勢や選択肢 の ある聞 き方

が で きる ように なる等 、 子ど も達 に影響を与えて い っ

た。子 ど も達の 工夫する選択肢は簡単で 分 か りやす く

、A 児も次第 に答 え る こ とに 自信が持て る よ うに な っ

た。周 りの 子 ど も達 も答え て くれ る こ とが嬉 しい と思

え る よ うに な り、A 児が 発言で きる度 に、一．
緒に喜ん

だ り励ました りするよ うに な っ た。A児 の 成長 と とも

に 、他児の 他者へ の 関係の あ り方も成長 し仲間関係が

育っ て い っ た。

3）特徴的なエ ピ ソ
ー

ド

エピソ
ー
ド3 ； リレー

　 5歳児 クラス 　 5月 29 日

　子ども達 で リレーの順番を決め て い た。友だち に順

番を決めて もらい そ うに な っ て い る A 児に気がっ い た

C児が 「 1番から ll 番の中で何番で もい い か ら好き

な番号言 っ て 、待 っ て るか ら」 と 言っ た。A 児は 8番
と 言う。しか し、既 に E 児 が決 め て い た番 号だ っ た の

で 、じ ゃ ん けん と な りE 児は負ける 。 そ れか らの リ レ

ーで は、子ども達 は 「A ち ゃ ん は、何番が い い の 」

「A ちゃ ん い っ た ？」 と聞 くよ うに な っ て い っ た。

．考 察 ≡

　集団生活 の 中で 、と もすれば、日々 の 流れ の 中に、

子ども達
一

人ひ と りの 思 い を大事に する こ とや、個へ

の 尊重を忘れ が ちに な る。自己 主張は、そ の 前提に 、

自分で自分を表現で きる とい うこ と があ る 。 しか し、

お と なしい 子 ども、内気な チどもなどは、なかなか自

分の 思 い を表現で きず に い る。

　本研究で は、集団生活の 中で
、 保育士 の より

一
層 の

手鋤 が い る 子ど も達へ の配慮の大切さ と、そ れ を仲間

集団が受けとめ て、子ども達全体が育つ とい うこ とが

明らか に な っ た と思 う。　 「自己主張1 の 根本は、表現

で きる自分の 思 い や考えが、保育の 中で 育て られ るか

で ある。あえ て 、 「自己決定」 もテー
マ に 出した の は

、仲間関係が集団の 中で 育 っ た時、様々 な 「自己主張

」 か ら 「自己決定」 に 進む大切さで ある。こ れ は、保

育者が環境 の 設定 として、物理的に も、心 理的に も、

多くの 選択 で きる 場面 を作る こ とで ある。

　今後 の 課題 と して は、 「自己主張」　 「自己決定」 に

関する よ り深い 洞察を、子どもの姿か ら収集し、両者

の 関係と重要性を よ り慎重に 深め る こ とで あ る。そ し

て 、保育蓍集団が 、子ど もの
一

人ひ と りの 人権 を よ り

強 く認識 し、子どもか ら学ぶ 姿を 、 常に新鮮に持ち続

ける努力 も自戒とな ろ う。
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