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１  インクルーシブ教育と日本における「就学」  

サ ラ マ ン カ 声 明 1 (Dec la rac ión  d e  Sa l amanc a  y  Marco  de  Acc ión  

sobre  Nec es id ades  Educ at i v as  Espec ia l es )は 、1994 年 ７ 月 の こ と だ か

ら 、 2025 年 ３ 月 現 在 30 年 余 り が 経 過 し た わ け で あ る 。 こ の 約 30 年

の 間 に 日 本 政 府 は 「 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 」 (“convent ion  on  the  

r ights  of  persons  wi th  d isab i l i t ies”) を 批 准 （ 2014 年 １ 月 )し た 。 し た

が っ て 、 サ ラ マ ン カ か ら 20 年 後 に は イ ン ク ル ー ジ ョ ン あ る い は イ ン

ク ル ー シ ブ 教 育 の 体 制 を 構 築 す る と い う 約 束 を 国 際 社 会 で お こ な っ た

わ け で あ る 。 も っ と も 、 同 条 約 は 2006 年 の こ と で あ る か ら 批 准 自 体

は そ の 後 約 8 年 と い う 時 間 経 過 が あ っ た と い え る 。 2022 年 8 月 に

Genève で 開 催 さ れ た 国 連 障 害 者 権 利 委 員 会 で 、 日 本 政 府 は 「 分 離 教

育 」 を と も な う 特 別 支 援 教 育 中 止 の 勧 告 を 受 け た 。  

ま ず ，「 学 校 教 育 法 施 行 令 」第 ５ 条 2 に お け る「 就 学 指 導 」と UNESCO

の イ ン ク ル ー ジ ョ ン と の 不 整 合 に つ い て 取 り 上 げ た い 。注 目 す べ き は 、

特 別 支 援 教 育 の 推 進 に 関 す る 調 査 研 究 協 力 者 会 議 （ 第 6 回 ， 2008 年

10 月 27 日 付 ）の 配 付 資 料 で あ ろ う か（ 以 下 引 用 ）。同 資 料 の 中 で 同 会

議 が と 表 現 し て い る 事 態 で あ る 。な に を 指 し 示 す か 一 切 不 明 の「 一 部 」

が 言 う と し て い る「 フ ル 」の イ ン ク ル ー ジ ョ ン と UNESCO の イ ン ク ル
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ー ジ ョ ン と の 間 に 、 な に か 差 異 が あ る の だ ろ う か 。  

 

•  一 部 で フ ル イ ン ク ル ー ジ ョ ン が 言 わ れ て い る が 、 専 門 性 を 有 す

る 特 別 の 場 で の 指 導 は 必 要 。  

•  イ ン ク ル ー ジ ョ ン に つ い て 、 在 籍 は 地 元 学 校 の 通 常 学 級 と し 、

必 要 に 応 じ て 特 別 支 援 学 級 や 特 別 支 援 学 校 で の 専 門 的 ・ 少 人 数

教 育 が 選 択 可 能 な シ ス テ ム に す べ き 。  

 

イ ン ク ル ー ジ ョ ン と い う 概 念 は そ も そ も 「 包 摂 」 で あ る か ら 、 と う ぜ

ん そ の 意 味 は「 フ ル 」（ す べ て ）で あ っ て 、例 外 は い っ さ い 認 め ら れ な

い の で は な い か 。「 フ ル 」と い い た い の は 、教 育 の イ ン ク ル ー ジ ョ ン あ

る い は イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 の 部 分 実 施 （ 部 分 的 な 実 行 を 認 容 す る 教 育

制 度 な り 体 制 ） を 、 こ の 2008 年 の 特 別 支 援 教 育 の 推 進 に 関 す る 調 査

研 究 協 力 者 会 議 の 時 代 も 、ま た 、現 在 も 変 わ ら な い 、「 前 提 」を 文 科 省

が 取 り 続 け て い る か ら に ほ か な ら な い 。 こ の 前 提 に は 引 用 部 に 示 さ れ

て い る 「 専 門 的 ・ 少 人 数 教 育 」 が イ ン ク ル ー ジ ョ ン の 「 例 外 」 と な る

児 童 生 徒 に は 与 え ら れ る 、 と の 意 味 な り 価 値 が 示 さ れ て い る 。 専 門 的

教 育 は 教 員 免 許 制 度 に 根 拠 が あ る の だ ろ う 。 す な わ ち 、 特 別 支 援 学 校

の 教 員 に つ い て は 、「 幼 稚 園 、小 学 校 、中 学 校 又 は 高 等 学 校 の 教 諭 免 許

状 の ほ か 、特 別 支 援 学 校 教 諭 免 許 状 を 有 し て い な け れ ば な ら な い 」（「 教

育 職 員 免 許 法 」 第 3 条 第 3 項 ） に よ っ て 、 そ の 専 門 性 が 示 さ れ て い る

と い え る 。 た だ し 、 附 則 第 16 項 で は  

 

法 第 3 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、幼 ・ 小 ・ 中 ・ 高 の 教 諭 免 許 状 を 有 す

る 者 は 、「 当 分 の 間 」 特 別 支 援 学 校 の 相 当 す る 部 の 教 諭 等 と な る こ

と が で き る  

 

と 追 記 的 な 見 解 が 示 さ れ る か ら 、 丁 寧 に 解 釈 す る な ら 、「 幼 ・ 小 ・ 中 ・

高 」の 教 員 免 許 が あ れ ば 、「 専 門 性 」に 問 題 が な い と い う こ と が 可 能 で

あ る 。「 当 分 の 間 」の 意 味 は 不 明 で は あ る が 、今 後 も「 当 分 」が 継 続 す

る と い う 見 方 が で き る だ ろ う 。 し た が っ て 、 専 門 性 は 教 員 免 許 の い ず

れ か を 持 っ て い る な ら 問 題 な い の だ か ら 、 フ ル イ ン ク ル ー ジ ョ ン と い
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う 、 詭 弁 と ま で は い わ な い が 、 苦 し い 言 い 逃 れ の よ う な 表 現 を し て い

て さ え も 、 な お 通 常 学 級 で の 教 育 が 可 能 で あ る と い う 見 方 は 「 ひ と つ

の 見 解 」 と い う こ と 以 上 に 、 教 員 免 許 状 は そ の 専 門 性 を 示 す の で あ る

か ら 、教 員 で あ れ ば「 専 門 的 教 育 」は 可 能 だ と い う こ と は 確 か で あ る 。

「 少 人 数 」 は 通 常 学 級 が 現 行 で は 小 学 １ 年 生 は 35 人 が 上 限 で 小 ２ 以

上 40 人 と さ れ る の で 、 特 別 支 援 学 級 と 特 別 支 援 学 校 の 定 員 が 圧 倒 的

に 「 少 人 数 」 で あ る と の 指 摘 は 正 当 で は あ る 。 正 当 で は あ る が 、 40 人

を 30 人 や 20 人 に 変 更 す る 工 夫 は 可 能 な 範 囲 で あ る 。し ば し ば 聞 か れ

る 見 解 に は 、 予 算 の 限 界 や 教 員 数 、 等 々 が あ る 。 教 育 は 利 潤 を 直 接 産

ま な い か ら 、 全 体 の 予 算 を 圧 迫 す る だ ろ う し 、 昨 今 の 教 育 労 働 の 人 気

の な さ や 負 担 感 と い っ た 、 喧 伝 情 報 は 教 職 課 程 の 不 人 気 や 教 員 採 用 試

験 受 験 者 数 の 減 少 に 直 結 し て い る こ と は 明 ら か だ 。  

 

 こ う し た 事 情 は 変 更 可 能 な 事 項 で あ る か ら 、「 で き な い 」理 由 と し て

一 時 的 に は 仕 方 な い と し て も 、 ず っ と そ の 理 由 の 正 当 性 が 評 価 は さ れ

は し な い 。 つ ま り 、 予 算 を 充 て て 教 員 数 を 増 や す と い っ た 、 じ つ に シ

ン プ ル な こ と を 実 行 す れ ば 、 専 門 的 な 教 育 が 可 能 で あ る 、 と い う 結 論

に 達 す る 。「 当 分 の 間 」が 急 に 到 来 す る こ と は な い が 、そ れ が 予 期 さ れ

る な ら 、 特 別 支 援 学 校 教 諭 免 許 状 を 取 得 す る 教 職 課 程 を 準 備 す れ ば 済

む こ と だ 。 も ち ろ ん 、 基 礎 免 許 が 必 要 で あ る か ら 、 特 別 支 援 学 校 だ け

を 取 得 す る こ と は で き な い が 、 単 位 数 か ら 見 て も 教 員 を 目 指 す 学 生 に

と っ て 大 き な 「 負 担 」 に な る と は い え な い 。 大 学 と い う 場 は 、 教 職 課

程 を 設 置 す る の に 、 む し ろ 、 整 合 性 の あ る 教 員 を 雇 用 し な け れ ば な ら

な い と い う 事 情 が あ る か ら 、 こ れ ま で 教 育 現 場 を 支 え て き た 、 教 育 学

部 で は な い 学 部 で 学 修 す る 学 生 た ち が 広 い 学 び の 中 で 教 員 免 許 を 取 得

す る と い う 趣 旨 を 持 つ 、 私 立 学 校 の 教 職 課 程 は 、 現 在 の 学 生 数 の 関 係

か ら 財 政 上 厳 し い 運 営 を 強 い ら れ る こ と は 必 至 で は あ る が 、 教 員 の 待

遇 改 善 の 施 策 が 迫 ら れ る 時 期 に 来 て い る こ と は 、 い っ ぽ う で 現 実 で あ

る し 、「 外 部 専 門 人 材 の 教 師 へ の 活 用 拡 大 に つ い て （ 通 知 ）」 2024 年 9

月 13 日 付 ） 3 と い っ た 秘 策 は 「 多 様 な 専 門 性 」 と い う 証 拠 立 て の 一 語

で 果 た し て こ れ ま で の「 専 門 」性 と の 齟 齬 を 生 ま な い か 不 明 で あ る が 、

こ う し た 教 職 課 程 を 履 修 し な い 、 文 科 省 の い う 「 外 部 」 の 人 材 を も 必
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要 と し て い る 時 代 と な っ た こ と で 、 弥 縫 策 の 誹 り は 免 れ な い が 、 理 解

で き る と こ ろ で は あ る 。 予 算 ・ 時 間 は 必 要 だ が 、 そ う し た 施 策 以 外 に

イ ン ク ル ー ジ ョ ン の 約 束 は 果 た さ れ な い ま ま で あ ろ う 4 。  

 イ ン ク ル ー ジ ョ ン 教 育 上 「 フ ル イ ン ク ル ー ジ ョ ン 」 と い っ た 枝 分 か

れ を 前 提 と し た 分 離 教 育 は 大 き な 矛 盾 を 抱 え て い る 。「 日 本 版 」の イ ン

ク ル ー シ ブ 教 育 と あ る 体 制 を 指 し て 呼 称 す る こ と が 問 題 だ と い う の で

は な く 、 分 離 教 育 が 含 む 「 イ ン ク ル ー ジ ョ ン 」 な ど あ り 得 な い の で あ

っ て 、 そ れ を こ の 国 に 適 合 す る と い う 説 明 は 詭 弁 の 域 を 出 な い 。 た だ

し 、 一 時 的 な 分 離 を 認 め な い と い う こ と で は な く 、 そ の 年 度 な り 年 度

を 超 え た 時 間 の 、 特 別 支 援 学 校 な い し 特 別 支 援 学 級 「 在 籍 」 は イ ン ク

ル ー ジ ョ ン か ら の 逸 脱 で あ る 。視 点 が こ ど も に あ る こ と が 、こ の 場 合 、

重 要 で あ る 。 国 や 学 校 の 特 別 な 事 情 が 分 離 教 育 継 続 の 許 容 は こ ど も の

視 点 で は な い こ と は 明 ら か だ 。  

 わ た し た ち が こ の こ と で 気 に し て い る の は 、 制 度 面 だ け で は 、 じ つ

は な い 。 現 場 の 声 な り 意 識 が 気 に な る 。 障 害 の あ る こ ど も が 自 分 の 受

け 持 ち の ク ラ ス に 在 籍 す る こ と に つ い て ど う 感 じ る か 。 と て も 繊 細 な

事 柄 で は あ る 。 わ た し が 心 理 師 等 と し て 現 場 で 仕 事 を さ せ て い た だ い

て 来 た こ と に 限 定 す る な ら 、「 学 校 の 先 生 方 は 障 害 や 特 別 な 事 情 を も っ

た こ ど も た ち の 指 導 に つ い て は お お い に 積 極 的 で む し ろ や り 甲 斐 と い

う 以 上 の 価 値 な り 意 義 な り を 感 じ て い る 」 こ と が 多 い 。 個 人 的 な 経 験

は 、 小 石 を 積 む よ う に し て 山 を 成 せ ば 、 実 質 的 な 意 味 を 有 す る と 考 え

る 。 そ う で あ る な ら ば 、 遅 れ て い る の は 、 足 り な い の は 、 現 場 で は な

い の だ 。 現 場 の 教 員 は じ ゅ う ぶ ん に 対 応 可 能 な 状 態 を 、 少 な く と も 、

2007 年 度 以 降 研 鑽 し て 来 た し 、 そ れ は ， 学 校 文 化 に 新 た に 加 わ っ た 、

強 い 根 で あ る 。 強 い 根 は 、 だ か ら 、 学 校 （ 現 場 ） が 一 度 崩 壊 の 危 機 に

瀕 し て さ え も 、 新 た な 蘖 (basa l  shoot)を 産 む 。  

 「 な ん と か な る 」 と 言 っ て い る の で は な い 。 現 場 の 力 を 侮 っ て い る

の は 制 度 の ほ う で あ る と い う だ け の こ と で あ る 。  

 

 

２  就学相談  

（１）教育相談と『生徒指導提要』  
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 こ こ で は 、現 行 の 相 談 活 動 と 改 訂 版『 生 徒 指 導 提 要 』(2022、以 下『 提

要 』と す る )に 明 記 さ れ て い る 、「 教 育 相 談 」に 焦 点 を 当 て な が ら 、「 就

学 指 導 」 の 事 例 を つ う じ て 、『 提 要 』 上 イ ン ク ル ー シ ブ の 一 環 と し て 、

通 常 学 級 「 就 学 」 を 検 討 し て お き た い 。 と い う の は 、 当 初 の 『 提 要 』

(2010)は 、『 生 徒 指 導 の 手 引 』 (1981)か ら 概 念 上 も 発 展 し た 形 で あ り 、

30 年 間 の 教 育 現 場 の 経 過 も と う ぜ ん 社 会 の 変 容 に よ っ て 生 徒 指 導 や

教 育 相 談 の 実 質 的 な 内 容 が 変 わ っ て き た も の で あ る 。2010 年 か ら ひ と

回 り し て 、 さ ら に 変 化 を 遂 げ た 内 容 は 、 こ ど も た ち の 住 ん で い る 社 会

や 家 庭 の 変 容 や 多 様 性 を も 含 み 込 ん で い る 。 書 か れ た も の ・ こ と は 常

に「 今 」の 視 点 で み れ ば 、否 定 さ れ る べ き こ と は 諸 々 あ る と い え る が 、

意 欲 的 な 内 容 だ と 評 価 で き る 。  

 い っ ぽ う で 5 、 就 学 指 導 は 上 述 の と お り 、 市 町 村 の 教 育 委 員 会 （ 以

下 、「 教 委 」と す る ）が 就 学 先 を 指 定 す る 形 を 採 っ て い る 。教 委 は 所 定

の 手 続 き を 踏 ん で 就 学 先 を 検 討 す る 。 保 護 者 と こ ど も 本 人 と は 、 な ん

ら か の 「 理 由 」 で 、 在 籍 す る 幼 稚 園 等 （ 保 育 所 や こ ど も 園 ） が あ れ ば

担 当 者 が 保 護 者 と 相 談 し て 、 そ の 理 由 に つ い て 根 拠 が あ る か 否 か 、 ど

の よ う に す れ ば こ ど も の 利 益 に な る か を 吟 味 す る 。 保 護 者 ・ 本 人 に と

っ て は 通 常 学 級 と 特 別 支 援 学 校 ・ 学 級 の い ず れ が 最 善 か と い う 命 題 と

な る 。 教 委 に と っ て は 、 あ る 種 の 根 拠 を 以 て 結 論 を 出 す 。 た と え ば 、

知 能 検 査 結 果 、 知 能 指 数 （ 以 下 、 “ IQ”と す る ） が 60 を 示 し て い れ ば 、

そ れ を 根 拠 と し て 、 特 別 支 援 学 級 （「 知 的 」） と い っ た 結 論 を 持 つ に 至

る 。 ど の よ う な 知 能 検 査 を 実 施 し た の か 、 検 査 者 は だ れ か 、 医 療 機 関

で の 実 施 で 医 師 の 所 見 は ど う か 。 そ う し た 内 容 も と う ぜ ん 検 討 さ れ た

う え で 指 定 に 至 る 。 教 委 と し て は 瑕 疵 の な い 結 論 で あ る か ら 、 揺 ら ぐ

こ と は な い （ の だ ろ う ）。  

 IQ は そ れ ぞ れ の 検 査 に と っ て 、被 検 者 ・ 受 検 者 に つ い て の 主 要 な 指

標 、 と く に 認 知 機 能 を 数 値 化 す る 側 面 が あ る 。 た だ し 、 以 下 に み る よ

う に 知 能 検 査 は そ の IQ の 数 値 の み で 解 釈 し よ う と す る も の で は な い 。 

 

  WAIS- IV の 結 果 は 、 受 検 者 の 認 知 機 能 に 関 す る 重 要 な 情 報 を 提 供

す る 。 し か し 、 そ れ ら は 単 独 で 解 釈 し て は な ら な い 。 各 問 題 に お

け る 反 応 や 得 点 は 、 個 人 の 生 育 歴 や 詳 細 な 臨 床 的 観 察 と と も に 解
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釈 さ れ る と き 、 質 的 ・ 量 的 情 報 を も た ら し て く れ る 。 実 践 家 は 通

常 は 、 既 往 歴 、 教 育 歴 、 心 理 社 会 的 経 歴 、 直 接 的 な 行 動 観 察 、 過

去 の 検 査 記 録 、 検 査 遂 行 に お け る 質 的 側 面 、 テ ス ト バ ッ テ リ ー で

組 ま れ た そ の 他 の 検 査 結 果 な ど 、 多 く の 追 加 情 報 を 利 用 で き る 。

加 え て 、 実 践 家 は 、 相 談 内 容 （ 主 訴 ） や 評 価 の 目 的 に 照 ら し て 結

果 を 評 価 す べ き で あ る 。（『 日 本 版  WAIS- IV  Wechs ler  Adul t  

In te l l igence Sca le  –  Four th  Ed i t ion』「 理 論 ・ 解 釈 マ ニ ュ ア ル 」

（ 日 本 文 化 科 学 社 ） p.105）  

 

そ れ が Wechs ler で あ れ Binet で あ れ 、実 践 家 は IQ の 数 値 だ け で 解 釈

す る こ と は し な い 。 じ ゅ う ぶ ん な 情 報 に も と づ い て 評 価 す る こ と を 目

的 と し た も の で あ る 。 知 能 指 数 の 70 や 境 界 知 能 で 分 類 す る 、 カ ッ ト

オ フ を 目 的 と し た も の で は な い 。  

 

（２）心理学等の専門家と教員が示した成果  

 公 認 心 理 師 等 の 専 門 家 や 医 療 機 関 は 、 就 学 （ 指 導 ） に つ い て ど の よ

う な 受 け 止 め 方 を し て い る の だ ろ う 。 そ の よ う な 資 料 は 乏 し い 。 こ れ

も 個 人 的 な 経 験 や 関 係 に 限 局 さ れ た も の で あ る が 、 多 く は 、 教 委 の 結

論 を 追 随 す る な り 、 す で に わ た し た ち は 就 学 に つ い て 、 そ の 制 度 や 方

法 を 把 握 し て い る の で 、「 特 別 支 援 学 校 は 専 門 的 な 教 育 が 期 待 で き る 」

と い っ た 、 す で に 指 摘 し た 文 科 省 の 言 い 分 を 復 唱 す る よ う な 姿 勢 を 有

し て い る こ と が 多 い の で は な い か 。 SC（ ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー ） も 進

級 の タ イ ミ ン グ で 児 童 生 徒 が 通 常 学 級 か ら 特 別 支 援 学 級 に 進 級 す る と

い っ た 、 相 談 を 保 護 者 や 担 任 等 か ら 受 け る こ と は あ る 。 そ の 場 合 も 心

理 師 の 業 務 の 範 囲 内 で 、医 師 の 所 見 等 が あ る 場 合 は そ れ も 参 照 し つ つ 、

必 要 に 応 じ て 心 理 検 査 を 実 施 し て 、 根 拠 を 以 て 助 言 が 必 要 な 場 合 は ア

ド バ イ ス す る こ と が あ る 。そ の と き 、イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 の こ と は「 さ

て お き 」 と し て 、 す で に 達 し て い る 結 論 に 迎 合 す る こ と が 多 い よ う に

思 わ れ る 。  

「 イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 」 を 含 む 「 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 」 批 准

以 降 （ 2014)、「 イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 の 考 え 方 か ら す れ ば 、 通 常 学 級 で

の 教 育 が 望 ま し い 」と い っ た 助 言 や 、「 イ ン ク ル ー ジ ョ ン が 望 ま し い と
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言 わ れ る が 、 保 護 者 と 本 人 の 利 益 に 沿 っ て 決 め る 」 と い っ た 示 唆 が な

さ れ る べ き で あ る が 、 ほ ぼ そ の よ う な こ と は な い 。 な ぜ か と い え ば 、

そ う い っ た こ と で 本 人 や 保 護 者 が 「 心 理 の 専 門 家 が 通 常 学 級 在 籍 も 検

討 し て 」 と い っ た か ら 、 と い う 事 態 と な る こ と を 、 お そ ら く 危 惧 す る

か ら で も あ る 。 国 際 的 な 状 況 や 見 解 を 熟 知 し て い て さ え も 、 諸 般 の 事

情 を 考 慮 し て 、「 敢 え て 」 進 言 し な い こ と の ほ う が 多 い の だ ろ う 。  

 特 別 支 援 学 校 就 学 数 は じ っ さ い 増 加 し て 来 た 6 。 文 科 省 に よ る と 、

特 別 支 援 学 校 （ 視 覚 障 害 、 聴 覚 障 害 、 病 弱 ・ 身 体 虚 弱 、 肢 体 不 自 由 ）

と 小 中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 の 在 籍 率 は 、 2009 年 度 は 2 .3%だ っ た も の

が 2018 年 度 に は 5 .0%に 増 加 し て い る と い う（ 比 率 は 全 在 籍 者 が 分 母 ）。

種 別 で い う と 、特 別 支 援 学 校 は  . 6%か ら . 8%に 、特 別 支 援 学 級  1 .3%か

ら 2 .9%に 、通 級 に よ る 指 導  . 5%か ら 1.4%で あ る 。2007 年 度 の 特 別 支

援 教 育 開 始 の 数 年 前（ 2002 年 度 こ ろ か ら ）か ら「 特 殊 教 育 か ら 特 別 支

援 教 育 へ 」 を 掲 げ 、 大 き な 変 革 を 実 行 し て 来 た 過 程 で 、 保 護 者 ・ 本 人

も と う ぜ ん 強 く 影 響 さ れ る 経 過 が あ っ た 。  

当 時 心 理 学 の 専 門 家 た ち は 文 科 省 の い う 発 達 障 害 と は な に か と い っ

た テ ー マ で 教 員 向 け の 講 義 や 一 般 向 け の 講 演 な ど を 数 多 く 実 施 し て 来

た 。 す で に 廃 止 さ れ た が 、 教 員 免 許 の 更 新 講 習 と い っ た 、 現 場 の 教 員

向 け の 講 座 に は こ の 「 発 達 障 害 」 や 「 特 別 支 援 教 育 」 の 看 板 が 数 多 く

立 っ た 。 わ た し も そ の ひ と り だ っ た が 、 多 く の 卒 業 生 た ち が 学 校 で 教

員 を し て く れ て い る こ と か ら 、 ホ ー ム カ ミ ン グ の よ う な 意 味 合 い も 含

め て 、 心 理 学 の 知 見 が か り に 役 立 つ の で あ れ ば 、 と 思 っ て こ の 時 期 多

く の コ マ を こ な し て い た 実 感 が あ る 。 教 委 も 同 様 で 、 現 場 の 教 員 た ち

を 対 象 と し た 研 修 に 余 念 が な か っ た 。  

そ し て 、 成 果 を 挙 げ た の だ 。 だ か ら 、 イ ン ク ル ー ジ ョ ン が 多 く の 教

員 の 姿 勢 に 根 付 い て い る の だ と わ た し は 思 う 。 教 員 は 、 大 半 は 有 能 で

修 得 す る 機 会 が 適 切 に あ れ ば 、 こ の よ う に 高 い 水 準 に 達 す る の だ 。 教

員 免 許 の 更 新 講 習 に つ い て は 、運 転 免 許 と は 違 う 質 の 能 力 で あ る か ら 、

そ の 必 要 は な い と 考 え る が 、 発 達 障 害 や 心 理 学 の 新 し い 知 見 、 と い っ

た 時 間 を か け て 学 ぶ 必 要 の あ る も の に は じ ゅ う ぶ ん な 時 間 さ え あ れ ば 、

そ れ が そ の ま ま 現 場 全 体 の 力 量 を 上 げ る こ と に 直 結 す る 。 こ れ は 、 イ

ン ク ル ー シ ブ 教 育 と い う 目 標 の た め の 、 人 材 育 成 に じ ゅ う ぶ ん に 適 う
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内 容 で あ っ た し 、 各 地 で 実 施 さ れ て い る 現 行 の 研 修 等 も こ の 種 の チ ャ

ン ス と な る 。  

図 １ （ 文 科 省 6 の 転 載 ）  

 

 

図 ２ （ 文 科 省 6 の 転 載 ）  

 

（３）就学指導と保護者・本人との食い違うケース  
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さ て 、保 護 者 ・ こ ど も 本 人 が 特 別 支 援 学 校 ・ 学 級 で は な く 、校 区 の 学

校 を 望 む ケ ー ス も 少 な く な い 。『 提 要 』で い え ば 、教 育 相 談 の 出 番 で あ

る 。す で に 触 れ た が 、相 談 は そ れ が 教 育 で あ ろ う と 心 理 学 で あ ろ う と 、

「 結 論 あ り き 」 で は な い 。 一 部 の 特 殊 な 例 を 除 け ば 、 本 来 こ ど も あ る

い は 保 護 者 が ど う す る か を 意 思 決 定 す る 、そ の 道 筋 を「 相 談 」と 呼 ぶ 。   

意 思 決 定 は い わ ば そ の 産 物 で あ っ て 、 本 人 の 意 思 決 定 を 妨 げ て は な

ら な い 。 助 言 を 求 め ら れ る 場 面 や 、 意 思 決 定 に つ い て 問 題 が 発 生 し て

い る 場 合 は 、 複 数 の 方 向 を 示 す こ と も 可 能 で あ る 。 あ る い は 、 次 回 の

相 談 ま で に 考 え て き て い た だ く よ う な 提 案 は 、 時 間 的 な ゆ と り が あ れ

ば 、 む し ろ 柔 軟 な 運 用 と い え る だ ろ う 。  

し た が っ て 、先 の 例 で い え ば 、IQ が 教 委 が 示 す 70 未 満 や 境 界 知 能 の

ケ ー ス で は 、 通 常 学 級 で は な く 、 特 別 支 援 学 校 あ る い は 特 別 支 援 学 級

が 「 結 論 」 で あ る 場 合 も あ る が 、 教 育 相 談 業 務 と し て 位 置 付 け る 必 要

が あ る 。 な ぜ な ら 、 就 学 前 と は い え 、 そ の こ ど も は す ぐ に 「 学 校 」 に

就 学 す る わ け で 、 教 育 相 談 は 「 卒 業 以 後 」 は と も か く と し て 、「 以 前 」

は 連 続 性 の な か に そ の 業 務 を 捉 え る こ と の ほ う が 自 然 だ 。 教 委 が あ る

い は 就 学「 指 導 」に 関 わ る 者 た ち が こ の タ イ ミ ン グ だ け は「 教 育 相 談 」

の 精 神 か ら 離 脱 す る と い う の は 矛 盾 を 抱 え 込 む こ と に な る 。  

文 科 省 は 、 2012 年 7 月 13 日 付 「 特 別 支 援 教 育 の 在 り 方 に 関 す る 特

別 委 員 会 報 告  1」 の 「 2． 就 学 相 談 ・ 就 学 先 決 定 の 在 り 方 に つ い て 」

で 7 、  

 

子 ど も 一 人 一 人 の 教 育 的 ニ ー ズ に 応 じ た 支 援 を 保 障 す る た め に は 、

乳 幼 児 期 を 含 め 早 期 か ら の 教 育 相 談 や 就 学 相 談 を 行 う こ と に よ り 、

本 人・保 護 者 に 十 分 な 情 報 を 提 供 す る と と も に 、幼 稚 園 等 に お い て 、

保 護 者 を 含 め 関 係 者 が 教 育 的 ニ ー ズ と 必 要 な 支 援 に つ い て 共 通 理 解

を 深 め る こ と に よ り 、 保 護 者 の 障 害 受 容 に つ な げ 、 そ の 後 の 円 滑 な

支 援 に も つ な げ て い く こ と が 重 要 で あ る 。 ま た 、 本 人 ・ 保 護 者 と 市

町 村 教 育 委 員 会 、 学 校 等 が 、 教 育 的 ニ ー ズ と 必 要 な 支 援 に つ い て 合

意 形 成 を 図 っ て い く こ と が 重 要 で あ る 。 そ の た め に は 、 早 期 か ら の

教 育 相 談 ・ 支 援 を 踏 ま え て 、 市 町 村 教 育 委 員 会 が 、 保 護 者 や 専 門 家

の 協 力 を 得 つ つ 個 別 の 教 育 支 援 計 画 を 作 成 す る と と も に 、 そ れ を 適



 

 

 10 

切 に 活 用 し て い く こ と が 重 要 で あ る 。 そ の 際 、 子 ど も の 教 育 的 ニ ー

ズ や 困 難 に 対 応 し た 支 援 と い う 観 点 か ら 作 成 す る こ と が 必 要 で あ る 。

（ 参 考 資 料 14： 特 別 支 援 教 育 の 推 進 に つ い て （ 通 知 ））  

 

と 示 し て い る 。同 様 の 趣 旨 の 内 容 が 本 資 料 に 多 く 確 認 で き る 。た だ し 、

同 じ 資 料 の な か で 、  

 

2． 本 特 別 委 員 会 に お け る 「 合 理 的 配 慮 」 の 定 義  

○ 上 記 の 定 義 に 照 ら し 、本 特 別 委 員 会 に お け る「 合 理 的 配 慮 」と は 、

「 障 害 の あ る 子 ど も が 、 他 の 子 ど も と 平 等 に 「 教 育 を 受 け る 権 利 」

を 享 有 ・ 行 使 す る こ と を 確 保 す る た め に 、 学 校 の 設 置 者 及 び 学 校 が

必 要 か つ 適 当 な 変 更 ・ 調 整 を 行 う こ と で あ り 、 障 害 の あ る 子 ど も に

対 し 、 そ の 状 況 に 応 じ て 、 学 校 教 育 を 受 け る 場 合 に 個 別 に 必 要 と さ

れ る も の 」で あ り 、「 学 校 の 設 置 者 及 び 学 校 に 対 し て 、体 制 面 、財 政

面 に お い て 、均 衡 を 失 し た 又 は 過 度 の 負 担 を 課 さ な い も の 」、と 定 義

し た 。な お 、「 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 」に お い て 、「 合 理 的 配 慮 」

の 否 定 は 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 に 含 ま れ る と さ れ て い る こ と に 留

意 す る 必 要 が あ る 。  

 

と し 、 そ の 直 前 に 引 用 し て い る  

 

「 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 」 に お い て は 、  第 24 条 （ 教 育 ） に お

い て 、教 育 に つ い て の 障 害 者 の 権 利 を 認 め 、こ の 権 利 を 差 別 な し に 、

か つ 、 機 会 の 均 等 を 基 礎 と し て 実 現 す る た め 、 障 害 者 を 包 容 す る 教

育 制 度（ イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 シ ス テ ム；inc lus ive  educat ion  system ）

等 を 確 保 す る こ と と し 、 そ の 権 利 の 実 現 に 当 た り 確 保 す る も の の 一

つ と し て 、「 個 人 に 必 要 と さ れ る 合 理 的 配 慮 が 提 供 さ れ る こ と 」と さ

れ て い る 。  

 

と い う 、「 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 」 第 24 条 の 、 オ リ ジ ナ ル の 箇 所

（ 文 言 ） を 、 独 自 に 解 釈 し て い る 。  

 こ れ が 、 就 学 相 談 が 「 就 学 指 導 」 に 繋 げ る ・ 繋 が る た め の 、 都 合 の
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良 い 根 拠 と な っ て い る 。「 合 理 的 」を 学 校 の 視 点 ・ 都 合 の た め の 、言 い

訳 に す り 替 え て し ま う 。 だ か ら 、「 IQ が 所 定 の 数 値 を 下 回 っ て い る か

ら 」 と い う 結 論 が 先 に 立 つ 。  

 保 護 者 が こ ど も を 校 区 の 学 校 に 就 学 さ せ た い と の 考 え を 変 更 し な い

ケ ー ス は 、「 結 論 」 と 異 な る か ら 、「 合 理 的 配 慮 」 の 結 果 、 特 別 支 援 学

校 就 学 が 適 当 と い う 結 論 を 「 指 導 」 す る こ と に な る 。 保 護 者 あ る い は

本 人 が 相 談 過 程 に つ い て 了 解 し て い る と い う 、 相 談 業 務 の 本 来 の あ り

方 は 、 こ こ で は 、 保 護 者 ・ 本 人 の 忍 耐 な り 我 慢 と い う 終 結 を 産 む こ と

に な る 。 相 談 は 、 も ち ろ ん 、 つ ね に う ま く そ の 過 程 を 経 る は ず だ 、 と

い う 仮 定 は 誤 り だ し 、 そ の こ と に 縛 ら れ る 相 談 は 、 歪 み を 生 ず る 。 う

ま く い か な い こ と は と う ぜ ん 起 き る 。  

  

（４）保護者・本人が特別支援学級を希望するケース  

現 行 の 日 本 の 特 別 支 援 教 育 は 、分 離 教 育 を 含 ん だ 形 で 進 行 し て い る 。

批 准 し た 内 容 と 明 ら か な 逸 脱 が あ る こ と は す で に 指 摘 し た 。 い っ ぽ う

で 、 特 別 支 援 学 校 等 就 学 の 数 は 明 ら か に 増 加 し て 来 て い る 。 こ れ も 特

別 支 援 教 育 へ 舵 を 切 っ た と き か ら 、 保 護 者 も 含 め て 教 育 の 質 に 関 心 が

高 ま っ た と い う 背 景 が あ る だ ろ う 。 と く に 、 少 人 数 教 育 は よ り よ く 教

育 を 受 け る こ と が で き る と い う 期 待 に 沿 う も の だ 。  

ま た 、 特 別 支 援 学 校 の 教 員 免 許 は 基 礎 免 許 を 取 得 し 、 そ の う え で 、

学 修 す る 必 要 が あ る か ら 、 学 部 教 育 に お い て も 、 専 修 免 許 を 取 得 す る

修 士 課 程 の 教 育 に お い て も 、 教 授 法 も 含 め て 、 さ ま ざ ま な 面 か ら 教 員

と し て の 技 能 を 高 め る こ と が 可 能 と な る 。  

そ れ を 「 専 門 性 」 と い う な ら 、 そ の 価 値 は 評 価 で き る 。 だ か ら と い

っ て 、 当 該 免 許 が な い か ら と い っ て 専 門 性 に 欠 け る と い う こ と で は な

い 。 当 該 免 許 が な い 教 員 が 特 別 支 援 学 校 等 の 教 育 を 支 え て 来 た 歴 史 は

長 い 。  

保 護 者 ・ 本 人 は 、 以 上 の よ う な 状 況 で 、 就 学 指 導 の と お り 、 特 別 支

援 学 校 就 学 を 希 望 す る 。 そ う い う 事 態 が 多 い こ と も 確 か で あ る 。 保 護

者 の 多 く は 、情 報 収 集 し 、在 籍 園 や 保 育 所 に 尋 ね る こ と も 可 能 で あ る 。

受 診 し て い れ ば 、 精 神 科 医 等 の 専 門 医 や 公 認 心 理 師 等 の 心 理 学 の 専 門

家 に 相 談 す る こ と が 多 く お こ な わ れ て い る 。 そ れ 自 体 歓 迎 す べ き こ と
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で あ る 。  

保 護 者 ・ 本 人 と 教 委 と が 一 致 し て い る 限 り 、 深 刻 な 問 題 と は な ら な

い 。 し か し 、 不 一 致 の ケ ー ス に は 、 保 護 者 が 特 別 支 援 学 校 ・ 学 級 を 希

望 し て い る が 、 教 委 は 就 学 で き な い と す る が あ る 。 こ の 10 年 間 ほ ど

で 際 立 っ て い る の は AD/HD の ケ ー ス で あ る 。 通 常 学 級 で は な く 、 特

別 支 援 学 級 で 少 人 数 教 育 を 受 け さ せ た い と い う 保 護 者 は 少 な く な い 。

「 専 門 的 ・ 少 人 数 教 育 」 の 便 益 を 考 え る か ら で あ る 。  

保 護 者 の こ の よ う な 期 待 に 反 し て 、AD/HD は 特 別 支 援 学 級 在 籍 の 事

由 と は な ら な い 。ほ か に 、な ん ら か の 入 級 の 事 由 が あ れ ば 、可 と な る 。

少 な く は な い 、 こ う し た 事 例 に つ い て 、 こ れ 以 上 の こ と を 知 ら な い の

で 、 議 論 を 深 め ら れ な い が 、 イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 は そ も そ も こ の よ う

な 事 例 を 想 定 し て も い る 。 希 望 が と お ら な い 、 と い う 点 で は 、 通 常 学

級 に 入 れ な か っ た ケ ー ス と 似 て い る 。  

 

（５）教育相談としての就学相談  

ル ー ル を 前 提 と す れ ば 、 ど の よ う な 希 望 で あ れ 、 そ の ル ー ル に 従 っ

た 運 用 を 教 委 が す る と い う 事 情 は い わ ば 当 然 で は あ る 。 だ か ら 希 望 ど

お り に な ら な い 場 合 の 関 係 は 、 勝 負 の 決 ま っ た 綱 引 き と な り 、 最 後 は

保 護 者 ・ 本 人 の 忍 耐 が こ の 制 度 を 支 え る こ と に な る 。  

す で に 述 べ た と お り 、 教 育 相 談 と し て こ の 就 学 を み る と き 、 結 論 か

ら 入 る し か な い こ と が 問 題 の 発 端 で あ る 。『 提 要 』の「 教 育 相 談 」8 は 、

や は り 相 談 活 動 そ の も の と し て の 価 値 を 前 提 と し て い る 。 つ ま り 、 ①

に あ る よ う に 「 教 育 相 談 に は 、 個 別 相 談 や グ ル ー プ 相 談 な ど が あ り ま

す が 、児 童 生 徒 の 個 別 性 を 重 視 し て い る た め 、主 に 個 に 焦 点 を 当 て て 、

面 接 や エ ク サ サ イ ズ （ 演 習 ） を 通 し て 個 の 内 面 の 変 容 を 図 る こ と を 目

指 し て い ま す 」 と あ り 、 個 別 性 の 重 視 に 重 き を 置 い て い る 。 個 別 事 案

に は 項 目 立 て に あ る と お り 、 多 様 で 複 雑 な 内 容 が 含 ま れ る 。 ② は 時 間

的 に は 「 早 期 」 の 対 応 を 是 と し 、 チ ー ム 支 援 を 目 標 と し て い る 。 も ち

ろ ん 、 ② に つ い て 就 学 相 談 自 体 を 個 別 に 読 み 込 む こ と は で き な い と す

る 議 論 も 成 り 立 つ が 、 相 談 は 予 め そ の 内 容 が わ か っ た う え で の も の で

な く 、相 談 と い う 活 動 の な か に 内 容 が 加 わ っ て い く 性 質 の も の で あ る 。

こ れ だ け 正 確 に 教 育 相 談 に つ い て 詳 説 し て い る の だ か ら 、 就 学 相 談 ・



 

 

 13 

指 導 も「 準 備 さ れ た「 助 言 」」で は な く 、個 別 性 の 原 則 に 立 っ て お こ な

わ れ る こ と が 必 要 と な る 。  

 

 

注  

1  Sa lamanca で 開 催 さ れ た の で ス ペ イ ン 語 表 記 を 用 い た が 、 英 語 で

は ”the Sa lamanca statement  and  f ramework  for  act ion  on  spec ia l  

needs  educat ion” と 表 記 さ れ る 。 ス ペ イ ン 語 の ”declarac ión”

は ”statement”と 英 語 に 翻 訳 し て い る か ら 、英 語 で は「 声 明 」で あ る 。

ス ペ イ ン 語 を そ の ま ま で あ れ ば 「 宣 言 」 と な る 。 そ の 結 果 日 本 語 表 記

で は「 声 明 」と「 宣 言 」と が 存 在 す る 、少 し や や こ し い 事 態 で は あ る 。

い ず れ に し て も 、 じ っ さ い に は 、 国 際 間 に お け る 法 的 な 取 り 決 め と ま

で は 解 釈 さ れ な い 。 道 義 性 あ る い は 信 頼 関 係 と い っ た 複 数 の 主 体 に お

け る 約 束 事 や 目 標 と 解 釈 で き る だ ろ う 。  

2  「 学 校 教 育 法 施 行 令 」 で は 「（ 就 学 す べ き 学 校 の 指 定 ）」 と し て 、 以

下 の 第 ５ 条 と 第 ８ 条 が 本 件 と の 関 連 で は 参 照 さ れ る 事 項 で あ ろ う 。  

 

第 5 条  市 町 村 の 教 育 委 員 会 は 、就 学 予 定 者（ 法 第 17 条 第 1 項 又 は 第

2 項 の 規 定 に よ り 、翌 学 年 の 初 め か ら 小 学 校 、中 学 校 、義 務 教 育 学 校 、

中 等 教 育 学 校 又 は 特 別 支 援 学 校 に 就 学 さ せ る べ き 者 を い う 。以 下 同 じ 。）

の う ち 、 認 定 特 別 支 援 学 校 就 学 者 （ 視 覚 障 害 者 、 聴 覚 障 害 者 、 知 的 障

害 者 、肢 体 不 自 由 者 又 は 病 弱 者（ 身 体 虚 弱 者 を 含 む 。）で 、そ の 障 害 が 、

第 22 条 の 3 の 表 に 規 定 す る 程 度 の も の （ 以 下 「 視 覚 障 害 者 等 」 と い

う 。）の う ち 、当 該 市 町 村 の 教 育 委 員 会 が 、そ の 者 の 障 害 の 状 態 、そ の

者 の 教 育 上 必 要 な 支 援 の 内 容 、 地 域 に お け る 教 育 の 体 制 の 整 備 の 状 況

そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し て 、 そ の 住 所 の 存 す る 都 道 府 県 の 設 置 す る 特 別

支 援 学 校 に 就 学 さ せ る こ と が 適 当 で あ る と 認 め る 者 を い う 。以 下 同 じ 。）

以 外 の 者 に つ い て 、 そ の 保 護 者 に 対 し 、 翌 学 年 の 初 め か ら 二 月 前 ま で

に 、 小 学 校 、 中 学 校 又 は 義 務 教 育 学 校 の 入 学 期 日 を 通 知 し な け れ ば な

ら な い 。  

2  市 町 村 の 教 育 委 員 会 は 、 当 該 市 町 村 の 設 置 す る 小 学 校 及 び 義 務 教

育 学 校 の 数 の 合 計 数 が 二 以 上 で あ る 場 合 又 は 当 該 市 町 村 の 設 置 す る 中
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学 校 （ 法 第 71 条 の 規 定 に よ り 高 等 学 校 に お け る 教 育 と 一 貫 し た 教 育

を 施 す も の（ 以 下 「 併 設 型 中 学 校 」 と い う 。） を 除 く 。 以 下 こ の 項 、 次

条 第 7 号 、 第 6 条 の 3 第 1 項 、 第 7 条 及 び 第 8 条 に お い て 同 じ 。） 及

び 義 務 教 育 学 校 の 数 の 合 計 数 が 二 以 上 で あ る 場 合 に お い て は 、 前 項 の

通 知 に お い て 当 該 就 学 予 定 者 の 就 学 す べ き 小 学 校 、 中 学 校 又 は 義 務 教

育 学 校 を 指 定 し な け れ ば な ら な い 。  

第 8 条  市 町 村 の 教 育 委 員 会 は 、第 5 条 第 2 項（ 第 6 条 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。）の 場 合 に お い て 、相 当 と 認 め る と き は 、保 護 者 の 申

立 て に よ り 、 そ の 指 定 し た 小 学 校 、 中 学 校 又 は 義 務 教 育 学 校 を 変 更 す

る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 速 や か に 、 そ の 保 護 者 及 び 前

条 の 通 知 を し た 小 学 校 、 中 学 校 又 は 義 務 教 育 学 校 の 校 長 に 対 し 、 そ の

旨 を 通 知 す る と と も に 、 新 た に 指 定 し た 小 学 校 、 中 学 校 又 は 義 務 教 育

学 校 の 校 長 に 対 し 、 同 条 の 通 知 を し な け れ ば な ら な い 。  

3  2025 年 3 月 23 日 確 認 。  

h t tps ://www.mext .go . jp/content/20240925 -mxt_kyo iku j inza i01 -

000014888_01.pdf  

4  サ ラ マ ン カ 声 明 の 「 I I． 国 家 レ ベ ル で の 行 動 指 針 」 の C に は 、 次

の と お り 、 明 記 さ れ て い る と こ ろ で あ る 。 以 下 の 引 用 は 、「 独 立 行 政

法 人  国 立 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所 」 に 掲 載 さ れ て お り 、 日 本 の 教 育

体 制 の 基 礎 的 部 分 で も あ る 。 つ ま り 、 高 等 教 育 に お け る 教 職 課 程 で の

教 育 を 学 修 す る こ と を 通 じ て 、 イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 に 資 す る 教 員 養 成

が 可 能 で あ る と の 主 旨 は 受 容 す る に 足 る 前 提 で は な い だ ろ う か 。  

 

Ｃ ． 教 職 員 の 任 用 と 養 成 ・ 研 修  

   す べ て の 教 職 員 を 適 切 に 準 備 す る こ と こ そ 、 イ ン ク ル ー シ ブ 校

へ 向 け て の 進 歩 を 促 進 す る 重 要 な 要 因 の 一 つ で あ る 。 さ ら に 、

障 害 を も つ 子 ど も た ち に と っ て 役 割 モ デ ル と し て 役 に 立 つ 、 障

害 を も つ 教 師 を 任 用 す る こ と の 重 要 性 が し だ い に 認 識 さ れ つ つ

あ る 。 こ の た め 、 以 下 の 行 動 が と ら れ る の が 望 ま れ る 。  

   初 等 教 育 ・ 中 等 教 育 い ず れ に お い て も 、 障 害 に 対 す る 肯 定 的 な

オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 、 そ れ に よ る 地 方 で 利 用 で き る 支 援 サ ー ビ

ス を 備 え た 学 校 で 達 成 で き る こ と に 関 す る 理 解 の 進 展 を 図 る 任
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用 前 研 修 計 画 が 、 す べ て の 教 育 実 習 生 に 対 し て 提 供 さ れ な け れ

ば な ら な い 。 そ の さ い 必 要 と さ れ る 知 識 や 技 能 は 、 主 と し て 望

ま し い 指 導 に 関 す る も の で あ り 、 ま た 、 特 別 な ニ ー ズ を ア セ ス

メ ン ト す る こ と 、 カ リ キ ュ ラ ム 内 容 を 調 整 す る こ と 、 支 援 技 術

を 活 用 す る こ と 、 多 様 な 能 力 範 囲 に 適 す る よ う 指 導 手 続 き を 個

別 化 す る こ と な ど が 含 ま れ る 。 教 育 実 習 引 き 受 け 校 で は 、 専 門

家 と 共 同 研 究 し 、 両 親 と 協 力 す る こ と と 同 じ く 、 生 徒 の ニ ー ズ

に 合 致 す る カ リ キ ュ ラ ム や 指 導 を 調 整 す る の に す べ て の 教 師 が

自 立 性 を 発 揮 し 、 彼 ら の 技 能 を 適 用 す る よ う 準 備 す る こ と に 特

別 な 注 意 が 払 わ れ な け れ ば な ら な い 。  

   特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ に 対 応 す る の に 必 要 な 技 能 は 、 諸 研 究 の ア

セ ス メ ン ト や 教 員 免 許 状 の さ い に 考 慮 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

  優 先 度 の 高 い 問 題 の 一 つ と し て 、 地 方 行 政 家 、 ス ー パ ー バ イ ザ

ー 、 校 長 の ほ か 教 頭 や 主 任 な ど の 教 師 た ち を 対 象 と し た 文 書 や

セ ミ ナ ー の 準 備 が あ る 。 こ の 分 野 で 彼 ら の 指 導 力 を 発 揮 さ せ 、

経 験 の 少 な い 教 職 員 を 支 援 し 、 訓 練 す る よ う に さ せ る べ き で あ

る 。  

   事 態 打 開 の た め の 主 要 な 挑 戦 と し て は 、 さ ま ざ ま な し か も し ば

し ば 困 難 な 状 況 を 考 慮 し た 、 す べ て の 教 師 を 対 象 と す る 校 内 研

修 の 開 催 が あ る 。 校 内 研 修 は 可 能 な さ い は い つ も 、 教 育 実 習 生

と の 相 互 作 用 と い う 手 段 で 、 ま た 、 遠 隔 教 育 や 他 の 自 己 訓 練 技

法 に よ っ て 支 え ら れ 、 学 校 レ ベ ル で 発 展 さ せ ら れ る べ き で あ

る 。  

   付 加 的 免 許 の 付 与 を 伴 う 、 特 別 な ニ ー ズ 教 育 に つ い て 専 門 化 さ

れ た 養 成 ・ 研 修 は ふ つ う 、 あ く ま で も 補 足 的 な も の で あ り 、 活

動 的 な も の で あ る こ と を 明 確 に し 、 通 常 の 教 育 の 教 師 と し て の

養 成 ・ 研 修 や 経 験 と 統 合 さ れ た り 、 そ れ が 先 行 す る も の で あ る

べ き で あ る 。  

   特 別 な 教 師 の 養 成 ・ 研 修 は 、 異 な っ た 場 で 働 く こ と を 可 能 に さ

せ 、 ま た 、 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ 計 画 で 、 中 心 的 役 割 を 果 た せ る

の を 可 能 に さ せ る 観 点 を も っ て 再 検 討 さ れ る 必 要 が あ る 。 あ ら

ゆ る タ イ プ の 障 害 を 包 含 す る 障 害 種 別 で は な い ア プ ロ ー チ が 、
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一 つ も し く は 二 つ 以 上 の 特 定 の 障 害 分 野 へ の 専 門 化 を 今 後 の 問

題 と し 、 そ れ に 先 立 っ て 共 通 の 核 と し て 発 展 さ せ ら れ な け れ ば

な ら な い 。  

   大 学 は 特 別 な ニ ー ズ 教 育 を 開 発 す る 過 程 で 、 と り わ け 調 査 ・ 研

究 ・ 評 価 、 教 育 実 習 生 の 準 備 、 養 成 ・ 研 修 計 画 の 立 案 や 教 材 に

関 し 、 主 た る 助 言 ・ 顧 問 的 役 割 を 担 う こ と に な る 。 先 進 国 お よ

び 開 発 途 上 国 の 大 学 や 高 等 教 育 機 関 間 の ネ ッ ト ワ ー ク 化 が 促 進

さ れ る 必 要 が あ る 。 こ う し た や り 方 で の 研 究 と 養 成 ・ 研 修 の 連

携 は 、 き わ め て 意 義 が 大 き い 。 ま た 、 障 害 を も つ 人 び と の 視 点

を 十 分 考 慮 す る た め 、 こ う し た 人 び と に 研 究 や 養 成 ・ 研 修 で な

ん ら か の 役 割 を 担 っ て も ら う よ う 、 積 極 的 に 関 与 さ せ る こ と が

重 要 で あ る 。  

   障 害 を も つ 生 徒 た ち へ の す ぐ れ た 教 育 サ ー ビ ス が 提 供 さ れ た と

き で も 、 教 育 シ ス テ ム に お け る リ カ レ ン ト 問 題 の 一 つ は 、 こ う

し た 生 徒 た ち に 対 す る 役 割 モ デ ル が 欠 け て い る と い う こ と で あ

る 。 特 別 な ニ ー ズ を も つ 生 徒 た ち は 、 彼 ら 自 身 の 生 活 ス タ イ ル

や 現 実 的 期 待 に 基 づ く 願 望 の お 手 本 に で き る 、 成 功 を 獲 得 で き

た 障 害 を も つ 成 人 と の 相 互 交 渉 が で き る 機 会 を 必 要 と し て い

る 。 さ ら に 、 障 害 を も つ 生 徒 た ち は 、 彼 ら の 今 後 の 生 活 に 影 響

を も つ 政 策 を 形 成 す る の に 助 力 で き る よ う な 力 量 の 獲 得 と 指 導

力 に 関 す る 研 修 を 受 け る べ き で あ る し 、 そ う し た 障 害 例 を 提 供

す る べ き で あ る 。 そ こ で 教 育 シ ス テ ム は 、 障 害 を も つ 有 資 格 の

教 師 や 他 の 教 職 員 を 任 用 し よ う と 努 め る べ き で あ る し 、 ま た 、

地 域 で う ま く い っ て い る 障 害 を も つ 人 び と が 特 別 な ニ ー ズ を も

つ 子 ど も た ち の 教 育 に 関 与 さ せ ら れ る べ き で あ る 。  

5  （「 い っ ぽ う で 」と い う 言 い 方 は 言 葉 が 足 り な い か も し れ な い 。『 提

要 』 の 趣 旨 か ら す れ ば 保 護 者 あ る い は （ で き れ ば こ ど も 本 人 と ） 相 談

す る 形 が じ ゅ う ぶ ん に 採 れ 、 相 談 自 体 は じ つ は 「 こ う こ い う す る べ き

結 論 」 と い う も の が あ る わ け で は な い こ と を 前 提 と し て い る か ら 、 就

学 先 指 定 と い う 制 度 が 示 し て い る 結 論 は 一 旦 仕 舞 っ て お く 必 要 が あ る 。

そ う い う 意 味 で 「 い っ ぽ う で 」）  

6   2025 年 3 月 23 日 確 認 。  
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ht tps ://www.mext .go . jp/content/20210412 -mxt_tokubetu01-

000012615_10.pdf  

7  2025 年 3 月 24 日 確 認 。   

h t tps ://www.mext .go . jp/b_menu/sh ing i/chukyo/chukyo3/s iryo/at t

ach/1325881 .htm 

8  『 生 徒 指 導 提 要 』(pp .16-17)に は 次 の と お り 解 説 さ れ て い る 。こ の な

か で 、「 性 同 一 性 障 害 」の 記 載 が あ る が 、DSM-5 あ る い は ICD-11 か ら

こ の 名 称 が な く な り 、 そ れ ぞ れ の 診 断 基 準 で 「 性 別 違 和 (gender 

dysphor ia)」、「 性 別 不 合 (gender  incongruence) 」と 呼 ば れ て お り 、『 提

要 』の 改 訂 が な さ れ 、公 に な っ た 2022 年 に は す で に「 性 同 一 性 障 害 」

と い う 名 称 に 問 題 が 含 ま れ る こ と が 認 識 さ れ て い な か っ た こ と に 深 刻

な 理 解 の 問 題 を 感 じ る 。  

 

(2 )  生 徒 指 導 と 教 育 相 談  

教 育 相 談 は 、 生 徒 指 導 か ら 独 立 し た 教 育 活 動 で は な く 、 生 徒 指 導 の

一 環 と し て 位 置 付 け ら れ る も の で あ り 、 そ の 中 心 的 役 割 を 担 う も の

と 言 え ま す 。教 育 相 談 の 特 質 と 、生 徒 指 導 の 関 係 は 以 下 の と お り で す 。 

 

① 個 別 性 ・ 多 様 性 ・ 複 雑 性 に 対 応 す る 教 育 相 談   

教 育 相 談 と は 、 一 人 一 人 の 児 童 生 徒 の 教 育 上 の 諸 課 題 に つ い て 、

本 人 又 は 保 護 者 な ど に そ の 望 ま し い 在 り 方 に つ い て 助 言 を す る も

の と 理 解 さ れ て き ま し た 。教 育 相 談 に は 、個 別 相 談 や グ ル ー プ 相 談

な ど が あ り ま す が 、児 童 生 徒 の 個 別 性 を 重 視 し て い る た め 、主 に 個

に 焦 点 を 当 て て 、面 接 や エ ク サ サ イ ズ（ 演 習 ）を 通 し て 個 の 内 面 の

変 容 を 図 る こ と を 目 指 し て い ま す 。そ れ に 対 し て 、生 徒 指 導 は 主 に

集 団 に 焦 点 を 当 て 、学 校 行 事 や 体 験 活 動 な ど に お い て 、集 団 と し て

の 成 果 や 発 展 を 目 指 し 、 集 団 に 支 え ら れ た 個 の 変 容 を 図 り ま す 。   

ま た 、 社 会 の 急 激 な 変 化 と と も に 、 児 童 生 徒 の 発 達 上 の 多 様 性 や

家 庭 環 境 の 複 雑 性 も 増 し て い ま す 。例 え ば 、深 刻 な い じ め 被 害 の あ

る 児 童 生 徒 や 長 期 の 不 登 校 児 童 生 徒 へ の 対 応 、障 害 の あ る 児 童 生 徒

等 、特 別 な 配 慮 や 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 対 応 、児 童 虐 待 や 家 庭

の 貧 困 、家 族 内 の 葛 藤 、保 護 者 に 精 神 疾 患 な ど が あ る 児 童 生 徒 へ の
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対 応 、性 同 一 性 障 害 や 性 的 指 向・性 自 認 に 係 る 児 童 生 徒 へ の 対 応 な

ど が 求 め ら れ ま す 。 そ の 意 味 で は 、 生 徒 指 導 に お け る 教 育 相 談 は 、

現 代 の 児 童 生 徒 の 個 別 性・多 様 性・複 雑 性 に 対 応 す る 生 徒 指 導 の 中

心 的 な 教 育 活 動 だ と 言 え ま す 。  

 

② 生 徒 指 導 と 教 育 相 談 が 一 体 と な っ た チ ー ム 支 援   

教 育 相 談 は 、ど ち ら か と い え ば 事 後 の 個 別 対 応 に 重 点 が 置 か れ て

い ま し た が 、不 登 校 、い じ め や 暴 力 行 為 等 の 問 題 行 動 、子 供 の 貧 困 、

児 童 虐 待 等 に つ い て は 、 生 徒 指 導 と 教 育 相 談 が 一 体 と な っ て 、「 事

案 が 発 生 し て か ら の み で は な く 、 未 然 防 止 、 早 期 発 見 、 早 期 支 援 ・

対 応 、さ ら に は 、事 案 が 発 生 し た 時 点 か ら 事 案 の 改 善 ・ 回 復 、再 発

防 止 ま で 一 貫 し た 支 援 」に 重 点 を お い た チ ー ム 支 援 体 制 を つ く る こ

と が 求 め ら れ て い ま す 。  

 

 

  



 

 

 19 

研 究 ノ ー ト  

 

気持ちを表現する言葉を育む保育者のかかわりについて  

 on  the  invo lvement of  careg ivers  in  fos ter ing  words  that  express  

emot ions  

 

熊谷由紀  

Yuk i  KUMAGAI  

 

1.はじめに  

幼 稚 園 教 育 要 領 領 域 「 言 葉 」 の ね ら い に は 、「 自 分 の 気 持 ち を 言 葉

で 表 現 す る 楽 し さ を 味 わ う 」 と あ る 。 ま た 、 内 容 の 取 り 扱 い に お い

て 、「 言 葉 は ， 身 近 な 人 に 親 し み を も っ て 接 し ， 自 分 の 感 情 や 意 志 な

ど を 伝 え ， そ れ に 相 手 が 応 答 し ， そ の 言 葉 を 聞 く こ と を 通 し て 次 第 に

獲 得 さ れ て い く も の で あ る こ と を 考 慮 し て ， 幼 児 が 教 師 や 他 の 幼 児 と

か か わ る こ と に よ り 心 を 動 か す よ う な 体 験 を し ， 言 葉 を 交 わ す 喜 び を

味 わ え る よ う に す る こ と 」 と あ り 1 、 言 葉 の 獲 得 と そ れ を 使 っ た 自 己

表 現 に お い て 、 他 者 と の 心 の 通 っ た 交 流 が 重 要 と な る こ と が 示 さ れ て

い る 。  

子 ど も と 言 葉 の 発 達 に お い て の 議 論 で は 、 と も す る と 言 葉 （ 単 語 ）

の 獲 得 に 注 目 が 集 中 す る 傾 向 に あ る が 、「 言 葉 で 表 現 す る 」 先 に は 、

そ れ を 伝 え た い 対 象 が 存 在 す る は ず で あ る 。 表 現 す る こ と と そ の 意 図

が 伝 わ る こ と の 喜 び が 、「 言 葉 で 表 現 す る 」 楽 し さ の 本 質 で あ る と 考

え ら れ る 。  

筆 者 は 、 臨 床 心 理 士 等 が 地 域 の 幼 稚 園 ・ 保 育 所 等 を 巡 回 す る 事 業 2

の 相 談 員 を 務 め て い る 。 幼 稚 園 ・ 保 育 所 等 を 相 談 員 が 訪 問 し 、 子 ど も

を 観 察 し た 上 で 保 育 者 と コ ン サ ル テ ー シ ョ ン を 実 施 す る 。 巡 回 訪 問 の

当 日 ま で に 、 保 育 者 に よ っ て 子 ど も の 現 状 を 記 し た 資 料 が 作 成 さ れ 、

事 前 に 相 談 員 に 渡 さ れ る 。 幼 児 が 対 象 と な る 場 合 は 、 子 ど も の 様 子

が 、 身 辺 自 立 な ど 生 活 に 関 す る こ と 、 遊 び に 関 す る こ と 、 コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン （ こ と ば ・ か か わ り ） に 関 す る こ と に 分 け て 記 載 さ れ て お
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り 、 そ れ を 読 め ば 子 ど も の 実 態 が か な り 把 握 で き る よ う に な っ て い

る 。 発 語 の 有 無 は 子 ど も の 発 達 状 態 を 把 握 す る た め の 指 標 の ひ と つ で

あ る た め 、 コ ン サ ル テ ー シ ョ ン の 中 で 「 ど う か か わ れ ば 発 語 を 促 せ る

か 」 が 話 題 に 上 る こ と が 多 く あ る 。「 言 葉 」 の 発 達 は 、 そ れ だ け 関 心

が 高 い の だ が 、 言 葉 を 発 す る こ と は 発 達 目 標 で あ る も の の 、 最 終 目 標

は 発 語 の み に あ る の で は な い 。「 言 葉 」 を 発 す る こ と の み に こ だ わ れ

ば 、 仮 に 、 同 じ 言 葉 を く り 返 し 聞 か せ る こ と で 、 そ の 音 を 覚 え て 真 似

る こ と は で き る か も し れ な い 。 だ が 、 そ れ は 「 言 葉 を 発 し た 」 と い う

現 象 に す ぎ ず 、「 言 葉 を 使 っ た 表 現 」 と は 言 え な い 。 言 葉 を 使 っ た 表

現 に は 、 そ こ に 子 ど も が 表 現 し た い 心 の 動 き が あ る は ず だ か ら で あ

る 。 音 と し て 覚 え た 言 葉 を 発 す る た け で は 、 子 ど も と 周 囲 の 人 を つ な

ぐ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に は な り 得 ず 、 互 い の 心 が つ な が る よ う な 体 験

は 生 ま れ な い の で あ る 。「 言 葉 」 を 育 む と い う 視 点 に お い て も 、 重 要

な の は 、 そ こ に 心 が 通 い 合 う 「 人 と の か か わ り 」 が あ る こ と 、 そ れ に

よ っ て 「 伝 え た い 」 気 持 ち が 子 ど も の 側 に 芽 生 え て い く こ と で は な い

だ ろ う か 。  

子 ど も は 、 人 と か か わ り な が ら 育 つ の で あ り 、 言 葉 を 使 っ て 気 持 ち

を 表 出 し た り 、 言 葉 を 使 っ て 思 考 す る 力 な ど も 、 人 間 関 係 の 中 で 培 わ

れ る 。 つ ま り 、 保 育 の 場 に お い て は 、 保 育 者 が 子 ど も に か か わ る こ と

こ そ が 子 ど も の 育 ち を 支 え て お り 、 子 ど も が 気 持 ち を 自 覚 し 、 言 葉 で

表 現 し 伝 え る 力 を 育 む た め に も 重 要 な 役 割 を 担 う の で あ る 。  

 

2.言葉の育ちについてのまとめ  

(1)愛着の形成過程  

言 葉 は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 手 段 で あ る が 、 子 ど も の 発 達 の 観 点 か

ら 見 る と 、 他 の 諸 側 面 と 同 様 に 、 人 と の か か わ り （ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン ） を 通 し て 育 ま れ る も の の ひ と つ で あ る 。 そ し て 、 子 ど も の 発 達 の

い ち 側 面 で あ り な が ら 、 知 識 の 習 得 、 学 習 ・ 思 考 能 力 、 自 己 コ ン ト ロ

ー ル （ 自 己 主 張 ・ 自 己 抑 制 ） 力 な ど 、 子 ど も の 発 達 の 幅 広 い 領 域 に 影

響 を 及 ぼ す 重 要 な 要 素 で あ る 。  

ま ず は 、 言 葉 の 発 達 お い て も 重 要 な 基 盤 と な る 「 愛 着 関 係 」 に つ い

て 、 そ の 形 成 過 程 を こ こ で 整 理 し て お き た い 。  
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 愛 着 と は 、『 特 定 の 人（ 主 な 養 育 者 ）と の 間 で 結 ば れ る 情 緒 的 な 結 び

つ き （ 絆 ）』 で あ る 。 愛 着 そ の も の は 、「 他 者 が 自 分 の 求 め に 応 じ て く

れ る 」と い う 他 者 に つ い て の 確 信 と 、「 自 分 が 大 切 な 存 在 で あ る 」と い

う 自 分 に つ い て の 確 信 、 こ の 二 つ か ら 成 る 『 内 的 ワ ー キ ン グ モ デ ル 』

の 構 築 に よ り 成 立 す る も の で あ る 。 愛 着 関 係 は 、 親 が 子 ど も を 育 て る

（ 世 話 を す る ） 中 で 、 子 ど も の 発 す る 信 号 （ 例 ： 泣 き 声 ） に 応 じ て 、  

適 切 な 反 応 を 返 す こ と 、 つ ま り 子 ど も の 求 め に 応 じ て 世 話 を す る こ と

の く り 返 し に よ っ て 形 成 さ れ る 。 こ の 際 、 キ ー ワ ー ド と な る の は 、 子

ど も が 感 じ る 「 安 心 感 」 で あ る 。 例 え ば 、 子 ど も が 「 お 腹 が 空 い た 」

「 オ ム ツ が 濡 れ た 」 と い っ た 不 快 な 状 態 を 「 泣 く 」 こ と で 伝 え る と 、  

親 は そ れ に 応 じ て 世 話 を し 、 子 ど も の 不 快 を 取 り 除 く 。 子 ど も は 、 自

分 の 働 き か け に よ っ て 、 不 快 が 快 に 変 わ る 体 験 を す る 。 つ ま り 、 働 き

か け に 応 じ て も ら え る こ と と 、 そ れ に よ っ て 不 快 が 取 り 除 か れ る 体 験

が く り 返 さ れ て お り 、こ れ に よ っ て 、親 へ の 信 頼 感・安 心 感 が 育 ま れ 、

子 と 親 が 情 緒 的 に 結 び つ い て い く の で あ る 。 ま た 、 子 ど も が 不 安 や 恐

怖 を 感 じ て 泣 け ば 、 親 は 、 泣 い て い る 子 ど も を 抱 き し め る な ど し て 落

ち 着 か せ よ う と す る 。 こ の 働 き か け は 、 子 ど も に 安 心 感 を 与 え 、 不 安

や 恐 怖 を 軽 減 す る 作 用 を 生 む 。 安 心 し 落 ち 着 い た 子 ど も は 、 再 び 、 親

か ら 離 れ て 世 界 を 探 索 す る 。 こ の よ う に 親 を 安 全 基 地 と し て 利 用 し 、

求 め れ ば 安 心 を 与 え て も ら え る と い う 信 頼 感 ・ 安 心 感 の 中 で 、 子 ど も

は 自 分 の 世 界 を 広 げ て い く 。  

以 上 の よ う な 相 互 作 用 的 な く り 返 し は 、 親 子 の 間 で 行 わ れ る 独 自 の

も の で あ り 、だ か ら こ そ 、子 ど も の 中 に 、「 自 分 が 求 め れ ば 応 じ て も ら

え る 」「 安 心 を 与 え て も ら え る 」と い う 確 信 が 育 ま れ る の で あ る 。そ れ

が 親 以 外 の 他 者 に 対 す る 確 信 へ と 広 が り 、 安 定 し た 人 間 関 係 を 築 け る

よ う に な る 。 さ ら に 、 親 か ら 与 え ら れ る 「 安 心 感 」 に よ っ て 気 持 ち を

落 ち 着 か せ る こ と が で き た 経 験 は 、自 分 で 自 分 の 心 を 癒 す 力 を も 育 む 。

つ ま り 、 気 持 ち を 自 覚 し 、 制 御 （ 自 己 表 現 ・ 自 己 抑 制 ） す る た め の 基

礎 が 、 乳 児 期 か ら 築 か れ て い る の で あ る 。  

 

(2)情動共有と言葉かけ  

 次 に 、愛 着 形 成 の 過 程 を コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 視 点 で 整 理 し て お く 。 
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愛 着 の 形 成 過 程 に お い て 、 乳 児 期 の 子 ど も の 発 す る 信 号 は 泣 き 声 な

ど の 非 言 語 的 な も の で あ る が 、 そ れ に 対 す る 親 の 応 答 は 「 言 葉 」 を 伴

っ て い る 。子 ど も が 、泣 き 声 や 喃 語 、仕 草 な ど で 周 囲 に 働 き か け る と 、

親 は 、 そ れ に 応 え る よ う に 「 言 葉 か け 」 を 伴 っ て 、 ス キ ン シ ッ プ や 世

話 を す る な ど の 反 応 を 返 し て い く 。 つ ま り 、 親 子 の 間 に は 、 言 葉 の 獲

得 以 前 に 、既 に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 成 立 し て い る の で あ る 。例 え ば 、

泣 い て い る 子 ど も に 対 し て 「 よ し よ し 、 ど う し た の 」「 眠 い の ね 」「 お

腹 が す い た の ね 」 と 声 を か け て 落 ち 着 か せ よ う と す る 。 オ ム ツ を 交 換

す る 時 、お 風 呂 に 入 れ る 時 、「 気 持 ち い い ね 」と 声 を か け る な ど で あ る 。

親 は 、 ま だ 子 ど も に 発 語 の な い 時 期 か ら 、 子 ど も の 仕 草 や 状 態 を 言 語

に し て 表 現 し た り 、 子 ど も の 様 子 か ら 状 況 や 気 持 ち を 読 み 取 り 、 そ の

情 動 に 同 調 す る 言 葉 を 自 然 と か け て い る の で あ る 。  

 子 ど も が 成 長 し 、 親 の 言 葉 か け に 対 し て 反 応 を 返 す よ う に な る と 、

そ れ を 受 け て 親 が ま た 言 葉 を か け る 。 相 互 応 答 的 や り 取 り が 、 親 子 の

間 に 自 然 と 生 ま れ る の で あ る 。 そ の 際 、 親 は 子 ど も の 反 応 に 対 し 、 表

情 や 読 み 取 っ た 感 情 に 表 情 や 声 の 調 子 を 合 わ せ て 返 す と い う こ と を し

て い る 。 子 ど も の 働 き か け に 対 し て 、 同 調 し た 反 応 が 言 葉 を 伴 っ て 返

っ て く る 。親 も ま た 、返 っ て く る で あ ろ う 子 ど も の 反 応 を イ メ ー ジ し 、

期 待 し て 言 葉 を か け る 。 お 互 い の 表 情 や 声 の 調 子 か ら 、 相 手 が 自 分 の

情 動 に 同 調 し て い る こ と が 伝 わ る 。 こ の よ う な 情 動 が 共 有 さ れ る 体 験

が く り 返 さ れ て い る の で あ る 。 親 子 の 情 緒 的 な 結 び つ き の キ ー ワ ー ド

は 『 安 心 感 』 だ が 、 人 は 同 調 さ れ る （ 情 動 共 有 ） と 安 心 す る た め 、 こ

う い っ た 情 動 へ の 共 感 や 共 有 体 験 は 、 親 子 の 結 び つ き を 強 く し 、 子 ど

も の 感 情 の 自 覚 や 制 御 す る 力 の 育 ち に も 影 響 を 与 え る と 考 え ら れ る 。  

 

(3)三項関係と言葉かけ  

 親 子 の 間 に 生 じ る 情 動 の 共 感 ・ 共 有 体 験 の く り 返 し に 続 い て 、 こ の

二 者 関 係 （ 二 項 関 係 ） の 間 に 物 を 介 し た 三 項 関 係 が 、 子 ど も の コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 に 影 響 を 及 ぼ す こ と に も 注 目 す る 必 要 が あ る 。

情 緒 的 な 結 び つ き を 基 盤 と す る 親 子 （ 二 者 ） の や り 取 り で は 、 親 が 視

線 を 向 け る 先 に あ る 物 （ 人 ）、 子 ど も が 視 線 を 向 け る 先 に あ る 物 （ 人 ）

を 親 子 が 共 に 注 視 す る 現 象 が 見 ら れ る （「 共 同 注 意 」）。 例 え ば 、 親 は 、



 

 

 23 

子 ど も が 視 線 を 向 け た 先 に あ る 花 に 気 づ い た 時 、 子 ど も に そ の 意 図 が

あ る か は 定 か で な く て も 、何 ら か の 情 動 を 読 み 取 り「 お 花 き れ い だ ね 」

な ど と 言 葉 に し て 伝 え る 。親 か ら 投 げ か け ら れ る「 お 花 」「 き れ い 」と

い っ た 言 葉 は 、 そ の 時 の 情 動 に 統 合 さ れ 、 情 動 を 伴 っ た 「 言 葉 」 と し

て 子 ど も の 中 に 残 っ て い く 。 同 時 に 、 自 分 の 動 作 や 情 動 が 他 者 に 与 え

る 影 響 に も 気 づ き 、 視 線 を 向 け た 先 の 物 （ 人 ） へ の 興 味 関 心 を 高 め て

い く の で あ る 。  

さ ら に 、 指 さ し の 出 現 に よ っ て 、 言 葉 以 前 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の

発 達 は 進 ん で い く 。 子 ど も は 、 生 後 半 年 ほ ど で 、 指 さ し が 指 さ れ る 先

に あ る 物 を 示 し て い る こ と を 理 解 し 始 め 、 親 が 指 さ す 先 の も の を 注 視

す る よ う に な る と 言 わ れ て い る 。 子 ど も 自 身 も 1 歳 頃 に な れ ば 、 指 さ

し を 用 い て 相 手 に 注 意 を 向 け さ せ よ う と 働 き か け た り 、 意 思 を 伝 え よ

う と す る よ う に な る 。 つ ま り 、 自 分 の 見 て い る 対 象 を 相 手 と 共 有 す る

た め の 働 き か け が 見 ら れ る よ う に な る の で あ る 。 親 は 、 子 ど も の 指 さ

し 行 動 に 対 し 、 意 図 （ 質 問 し て い る 、 見 て 欲 し い と 伝 え て い る な ど ）

を 汲 ん で 、「 ○ ○ だ ね 」と 指 さ さ れ た 対 象 の 名 称 を 答 え た り 、感 想 を 伝

え た り す る で あ ろ う 。 こ の よ う な 応 答 が 返 っ て く る こ と に よ り 、 子 ど

も は 自 分 の 行 動 が 相 手 （ 親 ） を 動 か す こ と を 知 り 、 伝 え た い こ と が 伝

わ る 感 覚 の 喜 び を 体 験 す る の で あ る 。 指 さ し が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の

ツ ー ル と し て 有 効 で あ る こ と を 体 感 す る こ と に よ り 、 さ ら に 子 ど も か

ら の 働 き か け が 増 え 、 親 子 の 対 話 的 や り 取 り が 発 展 し て い く 。 子 ど も

の 体 験 す る 世 界 が 親 に よ っ て 共 有 さ れ る こ と が く り 返 さ れ 、 そ の や り

取 り に よ っ て 、 子 ど も は 自 分 の 情 動 に 気 づ き 、 表 現 す る 力 を 習 得 し て

い く の で あ る 。  

 そ の 先 、 言 葉 の 獲 得 が 進 み 、 一 語 文 か ら 多 語 文 へ 、 よ り 複 雑 な 文 体

で の 表 現 へ と 発 達 し て い く 。 ま た 、 象 徴 機 能 の 発 達 に 伴 っ て 、 実 際 に

経 験 し た 事 象 だ け で な く 、 未 来 や 他 者 の 意 図 ・ 気 持 ち を 想 像 し て 言 葉

で 表 現 し た り 、 夢 や 空 想 し た こ と を 言 葉 に し 、 他 者 と 共 有 す る こ と も

で き る よ う に な っ て い く 。 親 と の 関 係 を 基 に 、 言 葉 を 使 っ て 他 者 と も

互 い の 世 界 を 共 有 す る よ う に な る こ と で 、「 言 葉 で 表 現 す る こ と の 楽 し

さ 」 を よ り 体 感 す る よ う に な っ て い く の で あ る 。  
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3.言葉が持つ機能  

言 葉 が 持 つ 機 能 的 側 面 に お い て は 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 手 段 と し

て の 機 能 が ま ず 思 い 浮 か ぶ が 、他 に も 多 岐 に わ た る 機 能 を 有 す る た め 、

こ こ に ま と め て お く 。  

ま ず 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 手 段 と し て の 機 能 で あ る が 、 言 葉 は 、

人 間 関 係 に お い て 、 考 え や 意 図 、 情 報 を 伝 え る 手 段 の 中 心 に あ る 。 言

葉 を 使 っ て 伝 え ら れ た 内 容 を 通 じ て 相 手 を 理 解 し 、 そ の 結 果 、 互 い へ

の 興 味 関 心 が 高 ま っ て い く 。 さ ら に 、 よ り 分 か り 合 い た い 気 持 ち が コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 発 展 さ せ る 。 こ う し て 人 間 関 係 の 確 立 と 維 持 に 役

立 っ て い る 。  

ま た 、 思 考 の 道 具 と し て も 重 要 な 機 能 を 果 た し て い る 。 人 は 、 言 葉

に よ っ て 示 さ れ た 情 報 や 獲 得 さ れ た 知 識 （ こ れ ら の 記 憶 ） を 整 理 し 、

そ れ ら を 使 っ て 思 考 す る 際 に 「 言 葉 」 を 使 用 し て い る 。 こ の プ ロ セ ス

に お い て 、 感 情 な ど の 具 体 像 の な い イ メ ー ジ は 、 言 葉 に よ っ て 表 現 さ

れ る こ と で 、 そ の 整 理 が 容 易 に な る と 考 え ら れ る 。 よ っ て 、 気 持 ち の

表 現 に お い て も 、 言 葉 は 、 他 者 と そ の 感 覚 を 共 有 し た り 、 自 他 の 心 情

を 理 解 し 制 御 す る の に 大 き な 役 割 を 果 た し て い る と 言 え る 。  

ま た 、 意 思 の 伝 達 の た め に も 言 葉 は 機 能 す る 。 他 者 の 思 い を 理 解 し

よ う と す る 時 、 目 に 見 え る 行 動 や 様 子 か ら 推 測 す る こ と に な る が 、 そ

の 際 、 思 い や 意 思 が 言 葉 で 表 現 さ れ る と 互 い に 理 解 が し や す く な り 、

誤 認 す る こ と が 減 る 。 ス ム ー ズ な 人 間 関 係 の 構 築 に 言 葉 が 役 立 っ て い

る の で あ る 。  

続 い て 、 自 己 コ ン ト ロ ー ル の 機 能 と し て の 言 葉 で あ る 。 例 え ば 、 緊

張 す る 場 面 で 「 練 習 し た か ら 大 丈 夫 」 と 自 分 に 言 い 聞 か せ て 落 ち 着 こ

う と し た り 、 大 縄 を 跳 ぶ 時 に 「 せ ー の ！ 」 と 発 し て ジ ャ ン プ す る タ イ

ミ ン グ を 図 っ た り す る 。 言 葉 を 使 っ て 自 己 の 行 動 や 感 情 を 制 御 し よ う

と す る の で あ る 。  

こ の よ う な 言 葉 の 持 つ 機 能 は 、 そ れ ぞ れ が 単 体 で 機 能 し て い る の で

は な い 。 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お い て は 、 こ れ ら 言 葉 の 持 つ 様 々 な 機

能 を 駆 使 し 、 自 分 の 考 え を 相 手 に 伝 わ る よ う に 整 理 し た り 、 相 手 の 言

葉 を 取 り 入 れ て 考 え た り 、 相 手 の 言 葉 か ら 意 図 や 思 考 を 読 み 取 っ た り

と 、 多 く の 複 雑 な 作 業 が 瞬 時 に 行 わ れ て い る 。 こ の よ う な 言 葉 の 機 能
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を 駆 使 し た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 通 し て 、 子 ど も は 自 己 を 知 覚 し 、 他

者 と の か か わ り か ら 得 た 様 々 な 事 象 を 自 分 の 中 に 取 り 込 み な が ら 自 分

ら し さ を 作 り 上 げ て い く 。 そ う 考 え る と 、 子 ど も が 日 中 の 多 く の 時 間

を 過 ご す 保 育 の 場 、 ま た 、 そ こ で の 保 育 者 の か か わ り が 、 子 ど も の 言

葉 表 現 に 与 え る 影 響 は 大 き い と 考 え ら れ 、 そ の 果 た す 役 割 も 重 要 で あ

る と 言 え る の で あ る 。  

 

4.A 子の事例から考える  

 A 子 は 児 童 期 に 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム と 診 断 さ れ て い る 3 。 知 的 水 準

は 平 均 の 上 で あ り 、 言 葉 の 発 達 に も 問 題 は な か っ た が 、 そ の 特 性 に よ

り 、感 情 の 自 覚 と 表 出 に 苦 手 を 抱 え て い る 。A 子 が 4 歳 頃 の 出 来 事（ 診

断 前 ）で あ る 。通 っ て い た 保 育 所 で は 特 に 気 に な る 行 動 も な く 、「 良 い

子 」 と 捉 え ら れ て い た が 、 こ の 頃 か ら 家 庭 で は 、 激 し い か ん し ゃ く を

起 こ す こ と が 増 え 、 親 （ 特 に 母 親 ） は 対 応 に 苦 慮 し て い た 。 大 概 は 、

物 事 が 思 う よ う に な ら な い 時 に 泣 い た り 暴 れ た り す る と い う も の で あ

っ た 。 ま だ 診 断 を 受 け て い な か っ た こ と も あ り 、 親 は 、 些 細 な き っ か

け で 激 し く 泣 い た り 怒 っ た り す る A 子 の 様 子 を 「 理 解 で き な い 」 と 感

じ て い た 。「 そ ん な こ と で 泣 く な ん て 」と 、A 子 の か ん し ゃ く を 困 っ た

行 動 と 捉 え 、 気 持 ち に 寄 り 添 う の で は な く 、 叱 責 に よ っ て 行 動 を 抑 え

る か か わ り を し て い た 。 当 然 、 A 子 は 気 持 ち を 落 ち 着 け る こ と が で き

ず 、 か ん し ゃ く が 長 引 い た り 、 激 し さ を 増 し 、 親 子 で ヒ ー ト ア ッ プ す

る よ う な 状 況 が 続 い て い た 。 そ の 日 も 、 A 子 は 好 き な お 絵 か き を し て

遊 ん で い た の だ が 、 思 う よ う な 絵 が 描 け な か っ た こ と で 、 激 し く 怒 り

泣 き だ し て し ま う 。 母 親 は 、 い つ も な ら 「 ま た 、 そ ん な こ と で 」 と 叱

責 す る の だ が 、 こ の 時 は 、 自 然 と 「 悔 し か っ た ね 」 と A 子 の 気 持 ち に

沿 っ た 言 葉 が 出 た そ う だ 。 A 子 は 、 こ の 母 親 の 言 葉 を 聞 い て 「 う ん 」

と 頷 き 、 母 親 に 抱 き つ い て 、 し く し く と 泣 き 出 し た 。 そ の 姿 に 母 親 は

「 そ う だ よ な 、 悔 し い ん だ よ な 」 と A 子 の 気 持 ち に 心 か ら 共 感 で き 、

抱 き し め て 落 ち 着 か せ る こ と が で き た と い う 。  

 A 子 は 、 物 事 が 思 う よ う に な ら な か っ た 時 に 、 そ の 気 持 ち の 混 乱 し

た 状 態 を 言 葉 で 伝 え る こ と が 難 し か っ た 。こ の 日 も 、「 う ま く 描 け ず 悔

し か っ た 」 の だ ろ う が 、 そ の 感 情 を 「 悔 し い 」 と い う 言 葉 で 自 覚 で き
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て い な か っ た と 思 わ れ る 。 気 持 ち が 混 乱 し て い る 自 覚 は あ っ て も 、 そ

れ を 伝 え る 言 葉 を 持 ち 得 な け れ ば 表 現 す る こ と は で き な い 。 よ っ て 、

心 の 混 乱 し た 状 態 を 言 葉 で 表 現 で き ず 、 か ん し ゃ く を 起 こ し て い た の

で あ る 。 親 の 側 も ま た 、 か ん し ゃ く の 背 景 が 理 解 で き ず 、 そ れ を 困 っ

た 行 動 と 捉 え て い た 。 し か し 、 こ の 日 は 母 親 が A 子 の 気 持 ち を 読 み 取

り 、 そ れ を 言 葉 に し て 伝 え た こ と に よ り 、 A 子 に と っ て 、「 伝 わ っ た 」

「 分 か っ て も ら え た 」 と 感 じ る 体 験 と な っ た 。 ま た 、 頷 い て 落 ち 着 い

て い っ た 様 子 か ら 、 母 親 の 言 葉 が 気 持 ち に ぴ っ た り フ ィ ッ ト し た の で

あ ろ う し 、 そ れ に よ っ て 、 今 の こ の 気 持 ち は 「 悔 し い 」 と い う 言 葉 で

表 現 で き る こ と を 理 解 し た と 推 察 で き る 。  

 そ の 後 、ASD の 診 断 を 受 け た こ と で 、親 は A 子 の「 気 持 ち を 言 葉 に

す る こ と の 苦 手 さ 」 を 理 解 す る よ う に な っ た 。 A 子 と 母 親 は 、 ト ラ ブ

ル が あ っ た 時 な ど に 、図 や 文 字 を 使 っ て 出

来 事 を ふ り か え る 作 業 を 続 け た （ 図 1） 4 。

友 だ ち と ケ ン カ を し た 時 、お 互 い が ど ん な

気 持 ち で あ っ た の か 、心 の 中 を 文 字 に し て

示 し た 。そ の ふ り 返 り に お い て 、母 親 は 相

手 の 気 持 ち を 文 字 に し て 伝 え る だ け で な

く 、A 子 の 心 の 動 き を 一 緒 に 考 え 、言 葉（ 文

字 ）に し て い っ た 。読 み 取 れ た A 子 の 気 持

ち を 母 親 が 言 葉 に し て 提 示 す る 。い く つ か

の 気 持 ち が 同 時 に 存 在 す る こ と も あ る た

め 、 複 数 の 言 葉 を 提 案 す る 。 A 子 は 、 そ の 中 か ら し っ く り く る 言 葉 を

選 び 、 そ れ を 母 親 が 文 字 に し て 示 し て い く 。 こ う い っ た 丁 寧 な や り 取

り を 通 し て 、 A 子 は 、 そ の 時 の 自 分 の 気 持 ち が 、 ど ん な 言 葉 で 表 現 で

き る も の な の か を 自 覚 し て い っ た 。 成 長 に 伴 い 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

と 心 情 が 複 雑 に な り 、 図 で 示 す こ と に は 限 界 が 生 じ た が 、 メ モ ア プ リ

や ラ イ ン ア プ リ を 活 用 し て 、 相 手 の 気 持 ち を 考 え た り 、 自 分 の 気 持 ち

を 整 理 す る こ と 、「 言 葉 」 で 表 現 す る こ と の サ ポ ー ト が 続 け ら れ た 5 。

気 持 ち を 言 葉 で 表 現 す る こ と が 苦 手 で あ る こ と に 変 わ り は な い が 、 言

葉 で 表 現 す る こ と が 増 え た こ と で 、 親 を は じ め と し た 支 援 す る 大 人 に

気 持 ち を 伝 え ら れ る よ う に な り 、周 囲 も A 子 の 気 持 ち に 沿 っ た 適 切 な

図 1． 出 来 事 の 図 式 化 （ 熊 谷  2 0 1 5）  
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支 援 を 行 う こ と が で き る よ う に な っ た 。 求 め た 支 援 が 得 ら れ る こ と に

よ っ て 、 A 子 は 自 ら の 力 で 気 持 ち を 落 ち つ け る こ と が で き る よ う に な

っ て い っ た 。  

A 子 の 事 例 か ら 改 め て 確 認 で き る の は 、 気 持 ち に 合 っ た 言 葉 の 獲 得

な く し て 、 言 葉 を 使 っ た 表 現 は 困 難 だ と い う こ と で あ る 。 気 持 ち を 言

葉 で 表 現 し 周 囲 に 伝 え ら れ る よ う に な る に は 、 ま ず 、 言 葉 で 自 分 の 気

持 ち を 自 覚 で き る よ う に な る こ と で あ り 、 そ れ に は 、 A 子 に と っ て 母

親 の 言 葉 か け が 気 持 ち を 落 ち 着 け る 助 け に な っ た よ う に 、 親 や 保 育 者

に よ る「 共 感 的 な 言 葉 か け 」が 重 要 な 役 割 を 果 た す と い う こ と で あ る 。  

ま た 、 相 手 と 感 覚 を 共 有 で き る 言 葉 の 使 用 に よ っ て 、 自 分 の 心 の 動

き を 理 解 し て も ら う こ と が で き 、 そ れ に よ っ て 自 分 の 気 持 ち を 整 理 す

る こ と が 容 易 に な る こ と も 分 か る 。先 に 、情 動 が 共 有 さ れ る「 安 心 感 」

に つ い て 述 べ た が 、 気 持 ち を 言 葉 で 表 現 す る こ と に よ り 相 手 が 理 解 し

や す く な る だ け で な く 、 共 感 し て も ら え て い る 「 安 心 感 」 が 子 ど も の

自 己 表 現 を 後 押 し す る の で あ る 。 相 手 に 気 持 ち が 伝 わ る こ と が 、 さ ら

な る「 共 感 的 言 葉 か け 」を 生 み 、そ の 言 葉 が 子 ど も の 情 動 に 作 用 す る 。

こ の 相 互 作 用 を 通 し て 、 子 ど も は 、 言 葉 に よ る 表 現 が 、 相 手 を 動 か し

自 分 の 気 持 ち や 行 動 を 制 御 す る と い う 体 験 を す る の で あ る 。 A 子 の 事

例 は 、 ASD 特 性 へ の 支 援 で あ る が 、 子 ど も が 気 持 ち を 自 覚 し 言 葉 で 表

現 す る 力 を 育 む た め に 、 A 子 の 支 援 で 行 わ れ た よ う な 「 共 感 的 言 葉 か

け 」 が 有 効 で あ る こ と は 、 汎 用 可 能 と 言 え よ う 。  

 

5.まとめ  

保 育 の 現 場 で は 、 保 育 者 は 子 ど も に 様 々 な 言 葉 か け を 行 っ て い る 。

物 の 名 前 や 事 象 を 表 す 言 葉 な ど の 知 識 や 情 報 を 伝 え た り 、 指 示 に よ っ

て 行 動 の コ ン ト ロ ー ル を 助 け た り す る 。 ま た 、 子 ど も の 思 考 や 気 持 ち

の 整 理 を 手 助 け す る よ う な 言 葉 か け も あ る 。 言 葉 の か け 方 も 、 指 示 の

よ う な 直 接 的 な も の の 他 に 、 肯 定 的 な 言 葉 か け や 励 ま し の 言 葉 の よ う

に 、 そ れ に よ っ て 、 子 ど も が 自 ら 考 え た り 、 行 動 や 気 持 ち を 立 て 直 す

の に 役 立 て ら れ る よ う な 言 葉 か け も あ る 。  

保 育 の 現 場 で の 観 察 や コ ン サ ル テ ー シ ョ ン で は 、 常 に 保 育 者 の 熱 意

を 感 じ て い る 。 領 域 言 葉 の 内 容 に も 示 さ れ て い る よ う に 、 自 分 の 経 験
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や 気 持 ち 、 考 え を 伝 え た り 、 自 己 主 張 を す る 、 困 っ た 時 に 自 ら 助 け を

求 め る 、 そ の よ う な 子 ど も の 姿 を 願 っ て 、 懸 命 に 子 ど も と 向 き 合 っ て

い る の が よ く 分 か る 。一 方 で 、「 子 ど も の 育 ち を 支 え る 」視 点 に つ い て

考 え さ せ ら れ る こ と が あ る 。保 育 者 の そ の 言 葉 か け が 、「 子 ど も の 育 ち

を 支 え る 」 と い う 視 点 に お い て 如 何 な る 意 義 を 持 っ て い る か 、 検 討 し

て い く 必 要 性 を 感 じ る の で あ る 。  

例 え ば 、 色 を 表 す 言 葉 を 教 え よ う と 「 こ れ 何 色 ？ 青 だ よ 、 青 」 と 言

葉 を か け る 。 子 ど も が 真 似 て 「 青 」 と 発 す る 。 こ の よ う な や り 取 り が

あ っ た と し て 、子 ど も の 心 の 動 き を 伴 っ た 生 き た 言 葉 と な り 得 る に は 、

一 連 の や り 取 り に 子 ど も が 喜 び や 楽 し さ を 感 じ て い る か ど う か が 重 要

で あ る 。 発 語 を 促 そ う と い う 保 育 者 の 思 い が あ っ た と し て 、 子 ど も が

「 青 」と 真 似 ら れ れ ば 目 的 は 達 成 さ れ る の だ ろ う か 。「 青 」と い う 言 葉

を 使 っ て 保 育 者 と 心 の 通 っ た や り 取 り を す る こ と こ そ が 、 コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン の 意 義 で あ る 。 そ う 考 え る と 、 子 ど も の 側 に 言 葉 を 覚 え て 使

い た い 気 持 ち が 高 ま っ て い る こ と と 、 言 葉 で 表 現 す る こ と に よ っ て 相

手 （ 保 育 者 ） の 反 応 を 引 き 出 す こ と が で き る 、 そ の や り 取 り が 楽 し い

と 感 じ ら れ る か が 重 要 な の で あ る 。 伝 え た い 対 象 を 意 識 し て 表 現 さ れ

る 言 葉 に は 、そ れ が「 青 」と い う 単 語 を 使 う と し て も 、「 こ の 色 が 青 だ

と 分 か る よ 」「 青 色 を 見 つ け た よ 」な ど 、子 ど も の 心 が 動 い た 、そ の 情

動 を 共 有 し た い と い う 思 い が 乗 っ て い る 。 果 た し て 一 方 的 に 教 え 込 む

よ う な か か わ り に な っ て は い な い だ ろ う か 。そ の 言 葉 か け が 、「 言 葉 で

表 現 す る 」 喜 び を 生 む も の に つ な が る だ ろ う か 。 保 育 者 は 、 こ の 視 点

を 忘 れ て は な ら な い の で あ る 。 子 ど も が 言 葉 を 使 っ て 伝 え た い 気 持 ち

に 共 感 す る 存 在 で あ り 、 伝 わ っ た 喜 び 、 共 有 で き た 喜 び を 共 に 味 わ え

る 対 象 と し て 、 そ こ に 存 在 し て い な け れ ば な ら な い 。  

ま た 、 例 え ば 、 遊 び の ル ー ル や 制 作 の 手 順 が 分 か ら な い 子 ど も に 対

し 、 何 も 言 葉 を か け ず 自 発 的 働 き か け を 待 つ 、 と い う か か わ り が さ れ

る こ と が あ る 。子 ど も の 自 己 表 現 を 促 そ う と い う 意 図 に よ る も の だ が 、

自 己 表 現 力 を 育 む 意 味 で は 、 む し ろ 逆 効 果 で は な い だ ろ う か 。 分 か ら

な い と 子 ど も は 不 安 で あ る 。 不 安 な ま ま で は 、 自 発 的 働 き か け は 難 し

い だ ろ う 。 子 ど も に 困 っ た 様 子 が 見 ら れ た ら 、 ま ず 安 心 で き る よ う な

言 葉 を か け る（「 ど う し た の ？ 」「 何 か 困 っ て い る ？ 」「 分 か ら な い こ と
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が あ る ？ 」 → 子 ど も は 、 困 っ て い る こ と を 表 出 し て よ い の だ と 安 心 す

る ）。 読 み 取 れ た 感 情 を 「 困 っ て い る ん だ ね 」「 分 か ら な い こ と が あ る

ん だ ね 」 と 言 葉 で 代 弁 し て 返 す 。 こ の よ う な か か わ り に よ り 、 子 ど も

は 安 心 し 、 気 持 ち を 表 出 し て よ い 、 す な わ ち 助 け を 求 め て よ い の だ と

知 る 。 同 時 に 、 保 育 者 の か け る 言 葉 か ら 自 分 の 心 の 動 き を 表 す 言 葉 を

習 得 し て い く 。 言 葉 に よ る 自 発 的 な 働 き か け は 、 そ の 先 に 生 ま れ て く

る の で あ る 。  

保 育 の 現 場 は 、 子 ど も の 生 活 そ の も の で あ り 、 必 然 的 に 、 ま た 自 然

に 保 育 者 と 子 ど も の 交 流 が 生 ま れ る 場 で あ る 。 子 ど も は 、 そ の 中 で 心

が 動 く 体 験 を た く さ ん し て い る 。 そ こ に 、 自 ら の 情 動 を 伝 え た い 、 他

者 と 共 有 し た い と い う 欲 求 が 生 ま れ る 。 そ れ を 共 有 し た い 相 手 、 共 有

で き る 相 手 と し て 保 育 者 の 存 在 が 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る の で あ る 。

保 育 者 が 、 子 ど も か ら 読 み 取 れ た （ 伝 え ら れ た ） 情 動 を 言 葉 に し て 返

す こ と に よ り 、子 ど も は「 分 か っ て も ら え た 」「 共 有 で き た 」喜 び を 感

じ る こ と が で き る 。 保 育 者 側 か ら 見 て も 、 子 ど も か ら 返 っ て く る そ の

反 応 に 喜 び を 感 じ る の で あ り 、 そ の 相 互 作 用 に よ っ て 子 ど も と 保 育 者

の 間 に 「 や り 取 り の 楽 し さ 」 が 生 ま れ て く る の で あ る 。  

 保 育 者 が 情 動 体 験 を 共 有 し た い 相 手 で あ る に は 、 子 ど も に と っ て 安

心 で き る 存 在 で あ る こ と が 何 よ り も 重 要 で あ る 。 愛 着 形 成 の 過 程 に お

い て 、 子 ど も は 自 分 の 働 き か け が 親 の 「 応 答 的 か か わ り 」 を 導 き 出 す

こ と を 体 感 し 、 親 の 「 応 答 的 な か か わ り 」 に よ っ て 感 情 を 調 整 で き た

（ 安 心 感 を 得 て 落 ち 着 い た ） 経 験 を 積 み 重 ね て お り 、 そ れ が 安 定 し た

愛 着 関 係 を 築 く た め に 重 要 で あ る こ と は 、 先 に ま と め た 通 り で あ る 。

子 ど も と 保 育 者 の 間 も 同 様 に 、 子 ど も が 安 心 で き る 関 係 が 築 か れ る た

め に は 、 こ の 「 応 答 的 か か わ り 」 が キ ー ワ ー ド と な る と 考 え る 。 子 ど

も が 、 親 と の 関 係 を 基 盤 と し て 人 間 関 係 を 広 げ て い く よ う に 、 保 育 の

場 で 体 験 さ れ る 「 気 持 ち を 言 葉 で 表 現 す る 楽 し さ 」 も ま た 、 保 育 者 と

の 関 係 を 基 盤 と し た 人 間 関 係 の 広 が り 及 び 深 ま り の 中 で 体 験 さ れ て い

く と 言 え る 。 言 葉 に よ る 自 己 表 現 が 、 自 然 に 無 理 な く 、 そ し て や り と

り の 楽 し さ の 中 で 育 ま れ る た め に 、 保 育 者 の 「 共 感 的 言 葉 か け 」 を 伴

う 「 応 答 的 な か か わ り 」 が 果 た す 役 割 に つ い て 、 今 後 も 検 討 を 続 け て

い き た い 。  
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注  

1 ht tps ://www.mext .go . jp/a_menu/shotou/new -

cs/youryou/you/nera i .h tm  文 部 科 学 省 ． 幼 稚 園 教 育 要 領 ． 第 2 章

ね ら い 及 び 内 容 よ り 引 用 。  

2 香 川 県 丸 亀 市 で 実 施 し て い る 発 達 障 害 児 支 援 協 働 事 業 で は 、 巡 回 カ

ウ ン セ リ ン グ の 名 称 で 、 相 談 員 （ 公 認 心 理 師 ・ 臨 床 心 理 士 ） が 、 丸 亀

市 内 に あ る 保 育 所・幼 稚 園・こ ど も 園 、市 立 小 中 学 校 を 巡 回 し て い る 。

相 談 員 が 各 所 を 訪 問 し 、 対 象 と な る 子 ど も を 観 察 し た 後 、 保 育 者 や 教

員 と コ ン サ ル テ ー シ ョ ン を 実 施 す る 形 で あ る 。 訪 問 の 日 ま で に 、 子 ど

も の 様 子 を 記 載 し た 事 前 資 料 が 相 談 員 の 手 元 に 届 き 、 相 談 員 は 資 料 を

も と に 観 察 の 観 点 を 明 確 に し て 子 ど も を 観 察 す る こ と が で き る 。 詳 細

は 、あ い ざ わ い さ お (編 著 ) (2015)『 発 達 障 害 児 と そ の 家 族 を 支 え る -香

川 県 丸 亀 市 の 挑 戦 -』 学 文 社 ． を 参 照 さ れ た い 。  
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3 5 歳 頃 か ら 保 育 所 に 行 け な く な り 、小 学 校 入 学 後 も 登 校 で き な か っ た

こ と か ら 児 童 精 神 科 を 受 診 し 、 広 汎 性 発 達 障 害 （ 当 時 ） と 適 応 障 害 と

診 断 さ れ て い る 。  

4 熊 谷 由 紀 (2015)「 児 童 と 巡 回 カ ウ ン セ リ ン グ 」 141-149． 第 17 章 ．

あ い ざ わ い さ お (編 著 )『 発 達 障 害 児 と そ の 家 族 を 支 え る -香 川 県 丸 亀 市

の 挑 戦 -』 学 文 社 よ り 引 用 。  

5 熊 谷 由 紀 (2018)四 国 学 院 大 学 教 職 課 程 研 究 第 1 巻 第 2 号 「 自 閉 ス ペ

ク ト ラ ム 症 の 情 緒 発 達 -広 汎 性 発 達 障 害 を 持 つ A 子 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン に お け る 認 知 に 関 す る 一 考 察 -」 p57-58 に て 、 メ モ ア プ リ 等 を 活

用 し た 感 情 の 言 語 化 支 援 に つ い て 説 明 し て い る 。  
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論 文  

幼児教育課程の保育内容「環境」領域に関する一考察  

-1948 年 『 保 育 要 領 』 か ら 2017 年 『 幼 稚 園 教 育 要 領 』  

改 訂 ま で の 保 育 内 容 を 中 心 に -  

 

A  s tudy  on  the  Formulat ion  of  Ins t ruct ions  and  for  Educat iona l  

Act iv i t ies  ‘Env i ronment ’  o f  the  Ear ly  Chi ldhood Educat ion  

Curr icu lum 

-Focus ing  on  changes  in  the  Educat iona l  Act iv i t ies  f rom  

the  1948 ‘Guide l ines for  Ch i ldcare  (HOIKU YOURYOU)’  to   

the  2017  rev is ion  of  ‘Course  of  s tudy  for  K indergar ten . ’ -  

 

元井一郎  

I ch i ro  MOTOI  

 

問題の視角  

戦 後 の 幼 児 教 育 ・ 保 育 1 に お け る 制 度 の 構 築 は 、 後 述 す る よ う に 戦

後 教 育 改 革 期 に お け る 、 学 校 教 育 制 度 の 制 度 再 編 に 関 す る 学 校 教 育 法

の 制 定 と 乳 幼 児 に 関 す る 保 育 活 動 に 関 わ る 法 整 備 、 具 体 的 に は 児 童 福

祉 法 の 制 定 な ど の 法 制 度 の 改 革 を 通 し て 整 備 さ れ て き た と い え る 。  

 本 論 で は 、戦 後 の 幼 児 期 の 教 育・保 育 制 度 の 整 備 期 に 刊 行 さ れ た『 保

育 要 領 』 に お け る 保 育 内 容 の 構 成 か ら 、 そ の 後 の 『 幼 稚 園 教 育 要 領 』

（ 以 下 、『 幼 稚 園 要 領 』と 略 ）や『 保 育 所 保 育 指 針 』（ 以 下 、『 保 育 指 針 』

と 略 ） な ど に お い て 示 さ れ た 保 育 内 容 の 史 的 な 展 開 過 程 を 最 初 に 概 観

し て お き た い 。そ の 後 、現 在 の 幼 児 教 育 ・ 保 育 施 設（ 具 体 的 に は 、「 幼

稚 園 」「 保 育 所 」「 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 」 等 ） に お い て 保 育 活 動 と

し て 実 践 さ れ て い る 保 育 内 容 に 関 す る 理 論 的 な 検 討 を 行 う こ と に し た

い 。特 に 、1989 年 の『 幼 稚 園 要 領 』の 改 訂 時 に 設 定 さ れ た 保 育 内 容「 環

境 」 領 域 に お け る 論 理 と 保 育 活 動 の 課 題 に つ い て 検 討 し て い き た い 。

戦 後 の 教 育 ・ 保 育 の 活 動 実 践 に お い て 設 定 さ れ た 保 育 内 容 （ 活 動 ） に
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お い て 、 保 育 内 容 「 環 境 」 領 域 は ど の よ う な 私 的 な 背 景 に 基 づ い て 確

定 さ れ た の か 。 さ ら に 言 え ば 、 保 育 内 容 「 環 境 」 領 域 に お い て 子 ど も

の 各 我 的 な 論 理 や 認 識 を ど の よ う に 育 む の か と い う 点 を 理 論 的 な 視 点

と し て 改 め て 保 育 内 容 「 環 境 」 領 域 に お い て 検 討 す べ き 方 法 論 理 や 指

導 上 の 課 題 に 関 す る 整 理 に つ い て 論 究 す る 。  

 

1 ．『保育要領』にみる「環境」という視点  

戦 後 日 本 の 幼 児 教 育 ・ 保 育 は 、1945 年 の 第 二 次 世 界 大 戦 終 了 後 、日

本 が ア メ リ カ 合 衆 国 を 中 心 と す る 連 合 国 軍 総 司 令 部 の 占 領 下 に 置 か れ

る 中 で 大 き な 改 革 、 再 編 が 行 わ れ た 。 そ の 改 革 に お け る 主 要 な 論 理 と

し て 、 デ ユ ー イ 等 に よ る ア メ リ カ 合 衆 国 の 進 歩 主 義 的 教 育 思 想 が 採 用

さ れ 、具 体 的 な 改 革 の 理 念 と し て そ の 論 理 の 導 入 と 展 開 を 基 軸 に 変 革 、

改 革 が 実 行 さ れ る こ と は 周 知 の こ と で あ ろ う 。 こ う し た 戦 後 教 育 ・ 保

育 改 革 に お い て 、保 育 内 容 に 関 す る 議 論 は 、1947（ 昭 和 22）年 に は 小

中 学 校 の 教 育 内 容 お よ び 教 諭 の た め の 手 引 書 と し て「 学 習 指 導 要 領（ 試

案 ）」が 刊 行 さ れ た こ と が 大 き な 契 機 と な っ た こ と は 指 摘 す る ま で も な

い 。周 知 の よ う に 1947 年 の 小・ 中 学 校 の『 学 習 指 導 要 領 』の 刊 行 を 契

機 に 、 幼 稚 園 に お け る 教 育 ・ 保 育 内 容 に 関 す る 検 討 が 開 始 さ れ る こ と

に な っ た の で あ る 。そ の 結 果 、1948（ 昭 和 23）年 に『 昭 和 22 年 度（ 試

案 ） 保 育 要 領 ─ 幼 児 教 育 の 手 び き ─ 』（ 以 下 、『 保 育 要 領 』 と 略 ） が 教

育 ・ 保 育 の ガ イ ド ラ イ ン と し て 文 部 省 か ら 刊 行 さ れ る こ と に な っ た の

で あ る 。坂 元 彦 太 郎（ 1904-1995）、ヘ レ ン・ヘ フ ァ ナ ン（ H.Heffernan、

1896-1987）、さ ら に 倉 橋 惣 三（ 1882-1955）が 参 加 し て 作 成 さ れ た『 保

育 要 領 』 の 内 容 は 、 現 代 の 保 育 活 動 に も 影 響 を 与 え て い る も の で あ っ

た と い え る 。 と り わ け 、 倉 橋 が 重 視 し て い た 保 育 観 は 、 生 活 の 中 に 遊

び が あ り 、「 生 活 を 生 活 で 生 活 へ 」と い う 言 葉 で 表 現 さ れ る 考 え 方 で あ

り 、 こ の 倉 橋 の 思 想 は 、 生 活 の 中 に あ る 遊 び は 、 環 境 を 通 し て こ そ 、

自 発 的 な 遊 び と し て 存 在 す る の で あ る と 解 釈 で き る と い う 内 容 で あ っ

た 。こ の 倉 橋 の 理 論 に お け る 保 育 の 対 象 年 齢 は 、「 The Character is t ics  

of  Ch i ld ren  Two to  S ix 」 と 記 さ れ て お り 、 満 2 歳 か ら 6 歳 ま で で あ っ

た こ と が 知 ら れ て い る 2 。   

1948 年 に 文 部 省 か ら 刊 行 さ れ た『 保 育 要 領 』は 、国 家 が 作 成 し た 最
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初 の 幼 稚 園・ 保 育 所・ 家 庭 に お け る 幼 児 教 育 の 手 引 書 で も あ っ た 。『 保

育 要 領 』は ，1947 年 の 学 校 教 育 法 に よ っ て 制 度 化 さ れ た 幼 稚 園 を 対 象

と し て 幼 稚 園 で 実 践 さ れ る 保 育 内 容 等 を 規 定 し た も の で あ り 、 小 中 学

校 で 採 用 さ れ た 『 学 習 指 導 要 領 』 に 並 ぶ 保 育 内 容 の ガ イ ド ラ イ ン で あ

る と い う 位 置 づ け が な さ れ て い た 。『 保 育 要 領 』は 、後 の『 幼 稚 園 要 領 』

の 前 身 と し て ， 幼 稚 園 教 育 に お け る 保 育 内 容 の 基 準 と な る も の で あ っ

た 。 主 に 、 幼 児 期 の 発 達 の 特 質 、 生 活 指 導 、 生 活 環 境 等 に つ い て 解 説

さ れ て お り ， 保 育 内 容 を 「 楽 し い 幼 児 の 経 験 」 と 位 置 づ け 、 12 項 目 に

分 け て 示 し て い た 3 。 さ ら に は ， 幼 稚 園 と 家 庭 と の 連 携 の 在 り 方 に つ

い て の 解 説 も 明 記 さ れ て い た 。な お 、1947 年 の「 学 校 教 育 法 」制 定 と

「 児 童 福 祉 法 」 制 定 、 さ ら に 翌 年 の 『 保 育 要 領 』 刊 行 と い う よ う に 、

1947 年 か ら 48 年 の 時 期 に 戦 後 日 本 の 幼 児 教 育 制 度 、 保 育 制 度 、 保 育

内 容 の 基 礎 が 形 成 さ れ た 断 定 し も 過 言 で は な い 。  

と こ ろ で 、『 保 育 要 領 』で は 、幼 稚 園 に お け る 保 育 内 容 は「 楽 し い 幼

児 の 經 驗 」 4 を す る 場 で あ る と し て 、 す で に 述 べ た よ う に 12 項 目 が あ

げ ら れ て い た 。 具 体 的 な 項 目 と し て は 、「 見 学 」「 リ ズ ム 」「 休 息 」「 自

由 遊 び 」「 音 楽 」「 お 話 」「 絵 画 」「 製 作 」「 自 然 観 察 」「 ご っ こ 遊 び ・ 劇

遊 び ・ 人 形 芝 居 」「 健 康 保 育 」「 年 中 行 事 」 で あ っ た 。 こ う し た 保 育 内

容 の 項 目 の 中 で 、「 自 然 観 察 」の 内 容 が 現 在 の 保 育 内 容「 環 境 」領 域 に

近 い 内 容 の 一 つ で あ っ た 指 摘 で き る だ ろ う 。  

改 め て 、『 保 育 要 領 』 に お け る 、「 自 然 観 察 」 に 関 す る 表 記 の 主 要 な

内 容 を 以 下 に 示 し て お く 。  

 

「 9 ． 自 然 観 察   

幼 兒 に と っ て 自 然 界 の 事 物 ・ 現 象 は 驚 異 と 興 味 の 中 心 を な す 未 知 の

世 界 で あ る 。 そ れ で 幼 兒 期 か ら 素 ぼ く な 直 観 に よ っ て 物 事 を 正 し く

見 、 正 し く 考 え 、 正 し く 扱 う 基 礎 的 な 態 度 を 養 う こ と が た い せ つ で

あ る 。 但 し 、 あ く ま で も 幼 兒 の 年 齢 ・ 能 力 ・ 興 味 に 應 じ て 行 わ れ る

べ き で あ っ て 、 幼 小 兒 の 疑 問 に 対 し て も そ の 時 期 の 幼 兒 を 満 足 さ せ

る 回 答 を 與 え て や る こ と が た い せ つ で 、 最 初 か ら 高 き を 求 め て は な

ら な い 。  科 学 的 態 度 を 養 う に は 、 幼 兒 に そ の 生 活 習 慣 を 理 解 さ せ

な け れ ば な ら な い 。 そ れ は 必 ず し も 多 く の 費 用 や 設 備 を 必 要 と し な
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い 。 教 育 者 の 創 意 工 夫 に よ っ て 與 え ら れ た 環 境 を 利 用 し 、 有 り 合 わ

せ の 材 料 を も っ て 十 分 で き る 。」 5  

 

項 目 「 自 然 観 察 」 に つ い て の 説 明 文 の 後 に 、 幼 稚 園 に お け る 最 低 限

度 の 設 備 も 明 記 さ れ て い た 。そ れ は 、「 砂 場 ・ 花 壇 ・ 飼 育 箱 ・ 水 そ う な

ど 」 と い う 記 載 で あ り 、 現 代 で い う 最 低 設 置 基 準 の 一 部 を 指 し 示 す も

の で あ っ た 。 さ ら に 「 疑 問 と 興 味 を 起 こ さ せ る や う に 指 導 し て や る の

が よ い の で 、 特 別 な 時 間 を 設 け る 必 要 は な い 。 こ わ し た り 、 汚 し た り

す る よ う な こ と は あ ま り 氣 に か け な い よ う に し て 、 実 際 に 幼 兒 に や ら

せ る こ と が た い せ つ で あ る 」6 と 記 載 し て い た 。こ こ で は 、教 育 や 保 育

は 何 か さ せ る 活 動 と い う 概 念 で は な く 、 子 ど も 自 身 が 興 味 関 心 の あ る

事 柄 に 自 発 的 に 向 き 合 え る よ う に 配 慮 す る こ と が 教 育 や 保 育 で あ る と

い う 思 想 が 根 底 に あ っ た と い え る 。と こ ろ で 、「 自 然 観 察 」に は 自 然 の

経 験 が 重 視 さ れ 、 子 ど も た ち に 提 供 さ れ る 「 自 然 の 経 験 」 の 年 間 の 計

画 例 も 示 さ れ て い た 。 例 示 さ れ た 年 間 の 計 画 内 容 を 月 別 に 整 理 す る と

以 下 の よ う な も の と な っ て い た 7 。  

 

4 月 ： 小 川 あ そ び 、 5 月 ： 草 花 つ み 、 6 月 ： か え る つ り 、  

7 月 ： 水 あ そ び 、 9 月 ： 秋 の 草 花 つ み 、 10 月 ： ど ん ぐ り 拾 い 、  

11 月 ： 落 ち 葉 拾 い 、 12 月 ─ 3 月 ： 雪 あ そ び   

 

ま た 、 12 項 目 の 最 初 に は 「 見 学 」 と い う 項 目 が 設 定 さ れ て い た 。 こ

の 見 学 に 関 す る 記 載 内 容 に は 、 自 然 だ け で な く 社 会 的 な 体 験 な ど の 重

要 性 を 指 摘 し て お り 、子 ど も の 経 験 の 必 要 性 を 強 調 す る 内 容 で あ っ た 。

こ う し た 見 学 と い う 項 目 に も 、 現 在 の 「 環 境 」 領 域 に お け る 教 育 ・ 保

育 活 動 に 関 わ り の 深 い 視 点 が あ る と い え る 。 以 下 で は 、 見 学 に 関 す る

標 記 の 主 要 な 点 を 以 下 に 引 用 し て お き た い 。  

「 １ ． 見 学  

 幼 児 に は 、 広 い 範 囲 に わ た っ て い ろ い ろ の 経 験 を さ せ る こ と が 望 ま

し い 。 そ し て そ の 経 験 は 、 な る べ く 実 際 的 、 直 接 的 で な け れ ば な ら

な い 。 幼 稚 園 内 、 あ る い は 保 育 所 内 で の 生 活 は い か に 十 分 の 設 備 と

行 き 届 い た 教 師 の 指 導 が あ っ て も 、ど う し て も 一 方 に か た よ っ た り 、
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狭 い 範 囲 に と ど ま っ て し ま う 。 園 外 に 出 て 行 っ て 、 園 内 で は 経 験 で

き な い 生 き た 直 接 の 体 験 を 与 え る 必 要 が あ る 。  

  幼 児 た ち は 、 こ の 経 験 に よ っ て 、 注 意 深 く 見 る 習 慣 を 養 わ れ 、 正

し く 見 、 正 し く 考 え 、 正 し く 行 動 す る こ と を 学 ぶ 。 ま た 町 の 中 の 狭

苦 し い 環 境 に あ る 幼 稚 園 で は 、 特 に と き ど き 園 外 に 出 て 、 紫 外 線 の

多 い 、 空 気 の よ い 郊 外 の 野 山 を 、 の び の び と し た 気 分 で 歩 い た り 、

そ こ で 遊 ん だ り す る こ と は 、 幼 児 の 健 康 の た め に も よ い 結 果 を も た

ら す で あ ろ う 。  

 …  中 略 …  

  社 会 と 並 ん で 、 自 然 界 も ま た 幼 児 の 経 験 の 無 限 の 豊 庫 で あ る 。 四

季 の 花 つ み 、昆 虫 採 集 、木 の 実 拾 い や 落 ち 葉 拾 い は 楽 し く 、種 ま き・

田 植 え ・ 刈 り 入 れ 等 の 農 夫 た ち の 姿 も 幼 児 に は 美 し い で あ ろ う し 、

ま た 貝 が ら を 拾 っ た り 、 砂 遊 び を し た り 、 水 に た わ む れ た り す る こ

と は 海 べ の 幼 児 が 持 つ 楽 し み の 一 つ で あ ろ う 。」 8  

  

「 見 学 」 項 目 の 具 体 的 な 内 容 は 「 社 会 と 並 ん で 、 自 然 界 も ま た 幼 兒

の 経 験 の 無 限 の 倉 庫 で あ る 。 四 季 の 花 摘 み 、 昆 虫 採 集 、 木 の 実 拾 い や

落 ち 葉 拾 い は 樂 し く 、 種 ま き ・ 田 植 え ・ 刈 り 入 れ 等 の 農 夫 た ち の 姿 も

幼 兒 に は 美 し い で あ ろ う し 、ま た 貝 が ら を 拾 っ た り 、砂 遊 び を し た り 、

水 に た わ む れ た り す る こ と は 海 べ の 幼 兒 が 持 つ 樂 し み の 一 つ で あ ろ

う 。」と 記 さ れ て い る よ う に 、社 会 環 境 だ け で な く 自 然 環 境 を 取 り 入 れ

た 教 育・保 育 活 動 が 想 定 さ れ て い た こ と が 理 解 で き る 。こ う し た 点 は 、

ま さ に 現 在 の 「 環 境 」 領 域 が 想 定 し て い る 内 容 と 重 複 し て い る と い え

る だ ろ う 。  

と こ ろ で 、『 保 育 要 領 』の 前 書 き に は「 新 し い 日 本 を 建 設 し よ う と す

る と き に 当 た っ て 、 幼 兒 の 育 て 方 や 取 り 扱 い に つ い て 根 本 か ら 反 省 を

し 、 学 理 と 経 験 に も と づ い た 正 し い 保 育 の 仕 方 を 普 及 徹 底 し て 國 の 将

来 を に な う … 」9 と い う こ と が 記 載 さ れ て い る 。こ こ で 記 載 さ れ て い る

「 保 育 の 仕 方 」 と は 現 在 の 実 践 研 究 と い う 言 葉 で 表 現 さ れ て い る 内 容

に 当 た る も の と 考 え ら れ る 。 さ ら に 、 子 ど も が 生 き が い の あ る 一 生 を

送 る た め の 環 境 と 教 育 指 導 の 重 要 性 に つ い て も 言 及 さ れ て い る 。 こ う

し た 点 は 、 1947 年 に 制 定 さ れ た 学 校 教 育 法 に 規 定 さ れ た 9 年 間 の 義
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務 教 育 （ 小 ・ 中 学 校 ） を 意 識 し て 、 幼 稚 園 は 、 新 た な 義 務 教 育 制 度 に

お け る 学 校 生 活 や 集 団 生 活 に 適 応 さ せ る よ う に 導 く こ と が 重 要 で あ る

こ と を 主 張 し て い た と 考 え ら れ る 。さ ら に 、幼 児 に は 幼 児 に 合 っ た「 独

自 の 意 義 と 使 命 」を も ち 、学 校 教 育 法 第 77 條 に 示 さ れ た「 幼 稚 園 は 幼

兒 を 保 育 し 適 当 な 環 境 を 與 え て 、 そ の 心 身 の 発 達 を 助 長 す る こ と を 目

的 と す る 」 こ と に つ い て も 言 及 し て い る 。 こ う し た 論 理 の 基 礎 に は 、

幼 稚 園 教 育 に お い て は 、 子 ど も の 「 興 味 や 要 求 」 が 基 礎 で あ り 、 幼 児

自 身 が 自 然 に 発 達 し て い く こ と が 望 ま し い 点 が 基 本 で あ る こ と を 述 べ

て い る 。            

 

２  ．保育内容 6 領域と保育内容「環境」領域の関連   

『 保 育 要 領（ 試 案 ）』の 実 施 か ら 8 年 が 経 過 し 、そ れ ま で ガ イ ド ラ イ

ン だ っ た『 保 育 要 領 』の 見 直 し が 検 討 さ れ 、幼 稚 園 教 育 で は 、1956（ 昭

和 31）年 に ガ イ ド ラ イ ン で は な く 幼 稚 園 に お け る 教 育 課 程 の 内 容 を 明

示 し た『 幼 稚 園 要 領 』が 刊 行 さ れ た 。『 幼 稚 園 要 領 』に お け る 保 育 の 内

容 は 「 健 康 」「 社 会 」「 自 然 」「 言 語 」「 絵 画 製 作 」「 音 楽 リ ズ ム 」 の 6 領

域 と し て 設 定 さ れ た 。  

と こ ろ で 、 保 育 内 容 6 領 域 が 成 立 す る 以 前 に 、 奈 良 女 子 大 学 文 学 部

附 属 幼 稚 園 に お い て 、 富 永 正 を 中 心 と し て 幼 稚 園 に お け る 保 育 内 容 に

つ い て の 検 討 が 行 わ れ て い た 。 そ の 検 討 課 題 に 自 然 科 学 と い う 項 目 が

存 在 し て い た 。 こ の 自 然 科 学 の 項 目 で は 、 動 物 の 生 態 や 植 物 な ど の 観

察 、 四 季 折 々 の 自 然 現 象 が 記 載 さ れ て い た 。 子 ど も の 興 味 や 好 奇 心 を

促 し 、 心 を 揺 さ ぶ る 魅 力 を 持 つ 項 目 で あ る 旨 が 記 載 さ れ て い る 。 さ ら

に 富 永 は 、幼 稚 園 に 関 し て 、幼 稚 園 は 教 育 と い う 学 習 を す る 場 で あ り 、

そ れ ら が 系 統 的 に 「 単 元 」 に よ っ て 組 み 込 ま れ な け れ ば な ら な い と 主

張 し て い た 。 し か も 、 学 習 と い う 教 育 活 動 の 大 前 提 と し て 「 幼 稚 園 の

教 育 計 画 」 の 単 元 構 成 の 原 則 は 、 幼 児 の 自 主 性 、 自 律 性 、 自 発 的 な 活

動 を さ せ な け れ ば な ら な い と し て 、 幼 児 の 学 習 は 発 達 段 階 に 合 わ せ な

け れ ば な ら な い と も 述 べ て い た 。 単 元 活 動 は 子 ど も の 要 求 に 沿 い つ つ

も 子 ど も が 問 題 解 決 に 努 力 す る こ と で 、 自 主 的 か つ 創 造 的 な 活 動 と な

る と 位 置 づ け ら れ 、 単 元 の 構 成 が 大 切 に な る こ と が 主 張 さ れ た 。 富 永

ら は 奈 良 女 子 大 学 文 学 部 附 属 幼 稚 園 が 主 催 す る 幼 児 教 育 研 究 会 に お い
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て 幼 稚 園 の 教 育 計 画 を 作 成 し て い る 。 そ の 際 、 富 永 は 「 教 育 と い う 学

習 」は「 生 活 と い う 学 習（ 学 び ）」と は 違 う と 主 張 し て い た 。こ の 点 に

つ い て は 、 倉 橋 が 思 想 と し て い る 幼 稚 園 児 へ の 教 育 観 と は 異 な る 質 を

備 え た 教 育 観 あ る い は 保 育 観 で あ る と 指 摘 で き る だ ろ う 。  

富 永 ら の 研 究 活 動 と 同 じ 時 期 に お 茶 の 水 女 子 大 学 附 属 幼 稚 園 で は 、

津 守 真 （ 1955） を 中 心 と し た 幼 児 教 育 研 究 会 が 、 幼 稚 園 教 育 で は 理 論

課 題 と し て 教 育 内 容 と 幼 児 の 実 践 記 録 を 融 合 し た 教 育 計 画 の 設 計 が 重

要 で あ る と し て 『 改 訂  幼 児 の 教 育 内 容 と そ の 指 導 ─ 教 育 計 画 の 実 践

─ 』と い う 書 籍 を 刊 行 し た 。同 書 で は 、教 育 内 容 と 指 導 方 法 の 関 連 で 、

「 教 育 内 容 は 幼 児 の 成 長 発 達 に ふ さ わ し い も の 、 子 ど も の 発 達 上 の 要

求 が み た さ れ る よ う な 経 験 が 望 ま し い 」 と 記 さ れ て い た 1 0 。 こ う し た

教 育 観 を 前 提 に し て 、 新 た に 『 幼 稚 園 要 領 』 で 設 定 さ れ た 保 育 内 容 6

領 域 が 豊 か な 経 験 に つ な が る と の 考 え が 主 張 さ れ た の で あ る 。 さ ら に

津 守 ら は 、 6 領 域 が 「 便 宜 上 の 分 類 」 で あ る と い う よ う に 記 述 し て お

り 、「 便 宜 上 」 1 1 と い う 表 現 が 使 わ れ て い た 。つ ま り 、津 守 ら は 子 ど も

の 発 達 は 遊 び を 通 し て の 学 び に 系 統 的 な 計 画 が 組 み 込 ま れ て も 、 個 人

差 が あ る の は 当 然 で あ る と い う 点 か ら 出 発 す る 。 し た が っ て 、 6 領 域

は 総 合 的 な 遊 び と し て 存 在 す る の で あ っ て 教 科 の よ う な 分 類 と は 異 な

る こ と を 強 調 し 、 幼 児 期 の 教 育 は 遊 び の 中 に 学 び が 存 在 す る と い う 幼

児 教 育 の 本 質 論 が 背 景 に あ っ た と い え る 。 つ ま り 、 6 領 域 は 保 育 内 容

を 計 画 す る 際 の 指 標 で あ る と い う 捉 え 方 で あ る 。 そ の 意 味 で 、 こ の 研

究 会 が 教 育 の 理 論 と 教 育 の 実 践 の 融 合 を 図 る 論 理 と し て 、「 便 宜 上 」と

い う 表 現 に は 絶 妙 な 意 味 が 包 含 さ れ て い た と 指 摘 で き る 。  

周 知 の よ う に 保 育 内 容 6 領 域 に は 、「 環 境 」 と い う 領 域 の 記 載 は な

く 、現 在 の 領 域「 環 境 」に 適 合 す る の は 、領 域「 自 然 」で あ る 。な お 、

す で に 紹 介 し た 奈 良 女 子 大 学 付 属 幼 稚 園 で の 実 践 は 、 自 然 の 美 し さ や

散 歩 先 で の 自 然 の 美 し さ に ふ れ る こ と 、 動 物 の 観 察 な ど が 記 述 さ れ て

い る 。 保 育 の 目 標 は 子 ど も の 感 性 の 育 ち に 関 す る 事 項 と 共 に 「 親 切 」

「 感 謝 」 な ど の 道 徳 的 な 意 味 合 い も 含 ま れ て い る と い う 指 摘 も 行 わ れ

て い た 1 2 。  

こ う し た 戦 後 の『 保 育 要 領 』に 示 さ れ た 12 項 目 か ら 開 始 さ れ た 、幼

児 教 育 に お け る 保 育 内 容 は 、 1960 年 代 に は 保 育 内 容 6 領 域 と し て 改



 

 

 39 

編 さ れ た 。保 育 内 容 に 関 す る 変 更 は 、1989 年 の『 幼 稚 園 要 領 』の 改 訂

に 伴 う 保 育 内 容 を 5 領 域 に し た も の で あ っ た 。 こ の 改 訂 に よ っ て 、 保

育 内 容 に 「 環 境 」 領 域 が 新 た に 設 定 さ れ た の で あ る 。  

 

３．保育内容 5 領域における「環境」領域   

1989（ 平 成 元 ）年 に 告 示 さ れ 、1990（ 平 成 2）年 よ り 施 行 さ れ た『 幼

稚 園 要 領 』 に お け る 保 育 内 容 は 、 6 領 域 か ら 5 領 域 に 変 更 さ れ た 。 具

体 的 な 領 域 は 、「 心 身 の 健 康 に 関 す る 領 域『 健 康 』」「 人 と の か か わ り に

関 す る 領 域 『 人 間 関 係 』」「 身 近 な 環 境 と の か か わ り に 関 す る 領 域 『 環

境 』」「 言 葉 の 獲 得 に 関 す る 領 域『 言 葉 』」「 感 性 と 表 現 に 関 す る 領 域『 表

現 』」 と い う 構 成 で あ っ た 。 1989 年 の 『 幼 稚 園 要 領 』 で は 、 教 育 は 環

境 を 通 し て 行 う こ と が 基 本 で あ る こ と が 最 初 に 述 べ ら れ 、 重 視 す る 事

項 と し て「 幼 児 期 に ふ さ わ し い 生 活 の 展 開 」「 遊 び を 通 し て の 総 合 的 な

指 導 」「 一 人 一 人 の 発 達 の 特 性 に 応 じ た 指 導 」が 指 摘 さ れ て い た 。幼 稚

園 教 育 の 保 育 内 容 5 領 域 へ の 改 訂 に お け る 主 な 変 更 は 、 全 体 を 通 し て

「 子 ど も に ○ ○ さ せ る 」 と い っ た 指 示 語 が 消 え て い る 点 で あ っ た 。 そ

の 後 の 『 幼 稚 園 要 領 』 の 改 訂 は 1998（ 平 成 10） 年 に 告 示 さ れ た も の

で あ っ た が 、1989 年 同 様 に 保 育 内 容 は 5 領 域 で 、環 境 を 通 し て 行 う 教

育 は 引 き 継 が れ て い る 。1998 年 の 改 訂 の 主 な 特 徴 と し て 小 田 豊 は「 現

行 の 幼 稚 園 教 育 要 領 の 基 本 的 な 考 え 方 を 充 実 ・ 発 展 さ せ る 」「 5 領 域 は

現 行 を 維 持 し つ つ 教 育 内 容 の 見 直 し を は か る 」「 幼 稚 園 に お け る 子 育 て

支 援 や 預 か り 保 育 を 実 施 す る 」 の 3 点 を 重 視 す べ き で あ る と 述 べ て い

る 1 3 。 周 知 の よ う に そ れ ま で の 幼 稚 園 は 、 地 域 に 向 け た 子 育 て 支 援 の

一 環 と し て 2 歳 児 保 育 の 実 施 を し て き た 。し か し 、1990 年 打 の 後 半 期

に な る と 、 望 ま な い 出 産 や 育 児 放 棄 、 児 童 虐 待 な ど の 社 会 問 題 が 浮 上

し 、 子 育 て の 危 機 が 社 会 的 に 注 目 さ れ る よ う に な っ た 。 そ の た め 、 小

田 は 入 所 児 だ け で は な く 地 域 の 子 ど も 全 て を 守 る た め に 、 幼 稚 園 や 保

育 所 は 施 設 を 開 放 し て 共 に 育 ち あ う 環 境 づ く り が 必 要 だ と 主 張 し た の

で あ る 。 ま た 、 無 藤 隆 も 地 域 社 会 と の つ な が り に つ い て 触 れ て い た 。

無 藤 に よ れ ば 、 近 隣 の 付 き 合 い が 希 薄 に な っ て い る 昨 今 の 社 会 状 況 か

ら 、「 広 い 社 会 へ 目 を 向 け 愛 情 あ ふ れ る 人 間 関 係 の き っ か け づ く り と し

て 地 域 の 人 々 と か か わ り な が ら 」 1 4 地 域 社 会 の 環 境 の 中 で つ な が り を



 

 

 40 

持 ち つ つ 子 ど も が 生 き る こ と の 重 要 性 を 指 摘 し た も の で あ っ た 。 こ の

よ う に 保 育 の 場 で あ る 幼 稚 園 や 保 育 所 が 地 域 の 子 育 て を も 担 う 専 門 的

な 質 を 求 め ら れ る よ う に な っ た こ と は 大 き な 変 化 で あ っ た 。 同 時 に そ

の こ と は 当 然 な が ら 子 ど も を と り 巻 く 幼 児 教 育 や 保 育 環 境 の 質 が 変 化

し て い る こ と を 意 味 し て い た 。  

と こ ろ で 幼 稚 園 教 育 の 基 本 は 、 2006 年 教 育 基 本 法 第 11 条 に 示 さ れ

て い る と お り 「 幼 児 期 の 教 育 は 、 生 涯 に わ た る 人 格 形 成 の 基 礎 を 培 う

も の で あ る 」 と い う こ と に な る 。 そ し て 、 幼 児 が 自 分 か ら 興 味 や 関 心

を も っ て 身 の 回 り の 環 境 に 関 わ る こ と に よ っ て 、 満 足 感 や 充 足 感 が 育

つ と い う こ と で あ る 。保 育 内 容 は 、1989 年 の『 幼 稚 園 要 領 』改 定 以 降 、

現 在 ま で 保 育 内 容 5 領 域 が 引 き 継 が れ て い る 。 保 育 内 容 「 環 境 」 領 域

は 、概 ね 、『 幼 稚 園 要 領 』、『 保 育 指 針 』の い ず れ に お い て も 内 容 に 関 す

る 大 き な 改 訂 は な か っ た 。 し か し 、 乳 児 保 育 （ 0 歳 児 ） に つ い て は 、

2009（ 平 成 21） 年 に 施 行 さ れ た 『 保 育 指 針 』 に 比 較 す る と 2018 年 改

訂 の 『 保 育 指 針 』 で は 詳 細 に 内 容 が 記 載 さ れ て い る 。 そ れ ま で の 乳 児

保 育 で は 、『 保 育 指 針 』 全 体 の 「 環 境 」 と し て の 位 置 づ け で あ っ た が 、

2018 年 改 訂 の『 保 育 指 針 』で は 乳 児 保 育 の 項 目 に 独 立 し て 記 載 さ れ て

い る 。環 境 に つ い て も「 第 2 章  保 育 の 内 容  1．乳 児 保 育 に 関 わ る ね ら

い 及 び 内 容 ウ 身 近 な も の と 関 わ り 感 性 が 育 つ 」で は 、「 身 近 な 環 境 に 興

味 や 好 奇 心 を も っ て 関 り 、 感 じ た こ と や 考 え た こ と を 表 現 す る 基 盤 の

力 を 培 う 」 と あ る 。 ま た 、 1 歳 か ら 3 歳 未 満 児 で は 、「 2． 1 歳 以 上 3

歳 未 満 児 の 保 育 に 関 わ る ね ら い 及 び 内 容 」 に お い て 「 身 近 な 環 境 に 興

味 や 好 奇 心 を も っ て 関 り 、 そ れ ら を 生 活 に 取 り 入 れ て い こ う と す る 力

を 養 う 」 と 記 述 さ れ て い る 。 こ う し た 、 2018 年 の 『 保 育 指 針 』 と 『 幼

保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 教 育 保 育 要 領 』 に お い て 、 保 育 内 容 「 環 境 」 領

域 は 同 一 の 内 容 と し て 設 定 さ れ て い る 。  

 

まとめにかえて  

子 ど も が 自 ら の 周 辺 の 環 境 を 通 し て 子 ど も が 何 か を 発 見 し て 不 思 議

に 思 っ た り 、 感 動 を 伝 え た り す る 感 性 の 育 ち （ 成 長 ） に つ い て 、 保 育

者 は ど の よ う に 捉 え る べ き な の で あ ろ う か 。 こ の 点 に 関 わ っ て 、 た と

え ば 、 富 田 昌 平 は 、 そ う し た 子 ど も の 育 ち に つ い て 「 科 学 す る 心 」 の
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成 長 と し て 捉 え 、「 子 ど も が 日 常 の ふ と し た 出 来 事 に 対 し て … 中 略 … 驚

き や 感 動 、 不 思 議 の 気 持 ち を 持 ち な が ら 、 気 づ い て 、 考 え て 、 夢 中 に

な っ て 繰 り 返 す 。 そ の よ う な 真 理 の 探 究 を め ざ し て 躍 動 す る 心 」 1 5 を

「 科 学 す る 心 」 と 定 義 し て 自 ら の 論 理 を 展 開 し て い る 。 さ ら に 、 富 田

は 言 葉 で 伝 え る こ と が で き な い 子 ど も が 、 気 づ き を 何 ら か の 表 現 で 伝

え る こ と を 「 科 学 す る 心 の 芽 生 え 」 1 6 と し て も 捉 え て い る 。 富 田 が 述

べ て い る 「 科 学 す る 心 」 の 語 義 に つ い て は 、 乳 幼 児 の 保 育 に 関 し て は

就 学 前 ま で の 到 達 点 と し て の 保 育 の 目 的 と し て 設 定 し て も よ い だ ろ う

と 筆 者 は 考 え て い る 。 つ ま り 、 言 葉 で 伝 え る こ と が で き な い 未 成 熟 な

時 期 の 子 ど も は 、 視 覚 な ど を 通 し て 感 じ た 事 柄 を 、 何 ら か の 表 現 手 段

を 繰 り 返 し 駆 使 し な が ら 、 富 田 が 述 べ て い る よ う な 真 理 や 論 理 の 追 及

（ 科 学 す る 心 ） に 到 達 し て い く と 考 え ら れ る 。  

こ う し た 富 田 の 子 ど も の 成 長 を 捉 え る 論 理 枠 組 み は 、 子 ど も の 感 性

が 「 科 学 す る 目 の 萌 芽 」 か ら 「 科 学 す る 心 」 へ と 発 達 す る こ と に は 、

子 ど も の 脳 の 発 達 と 関 連 が あ る と 捉 え て い る こ と は 間 違 い な い だ ろ う 。

脳 科 学 研 究 が 明 ら か に し て い る よ う に 、ヒ ト の 脳 の ニ ュ ー ロ ン は 、1 歳

半 か ら 2 歳 頃 に 成 熟 が 急 速 に 進 み 、 ワ ー キ ン グ メ モ リ ー 、 考 え る 力 、

注 意 力 、 推 理 力 な ど を つ か さ ど る 前 頭 前 野 の 活 動 も 活 発 に な る と い わ

れ る 。 ま た 、 3 歳 か ら 4 歳 頃 に は 視 覚 野 、 聴 覚 野 、 体 性 感 覚 野 な ど か

ら の 情 報 を 統 合 処 理 す る 頭 頂 連 合 野 が 発 達 し 、 5 歳 か ら 6 歳 頃 に は 言

語 理 解 、 記 憶 な ど を 行 う 側 頭 連 合 野 が 発 達 す る よ う に な る 。 そ し て 、

子 ど も た ち は 環 境 や 経 験 に よ っ て 、 脳 の 神 経 回 路 が 決 定 的 な 影 響 を 受

け る 臨 界 期 で も あ る 重 要 な 時 期 に 、 大 好 き な 遊 び を 繰 り 返 し 行 う こ と

に よ っ て 、 遊 び の 中 で 不 思 議 さ を 感 じ た り 、 疑 問 を 感 じ た り 、 も っ と

知 り た い と か 、 も っ と や っ て み た い と い っ た 非 認 知 的 側 面 を 含 め た 高

次 機 能 が 促 進 さ れ る と い わ れ る 。 そ の た め 、 脳 の 成 熟 と い う 側 面 か ら

考 え て も 、 子 ど も た ち に よ り 良 質 な 環 境 を 与 え る こ と に よ り 、 子 ど も

の 育 ち に 良 い 影 響 を 及 ぼ す こ と が 期 待 で き る と 結 論 し て も 間 違 い は な

い だ ろ う 。 こ の 点 に 関 わ っ て 、 メ タ 認 知 的 ス キ ル と 幼 児 教 育 の 重 要 性

に 関 わ る 指 摘 な ど も 2017 年 『 幼 稚 園 要 領 』 等 の 内 容 と の 連 関 で 着 目

さ れ て い る 1 7 。    

現 行 の 『 幼 稚 園 要 領 』、『 保 育 指 針 』 さ ら に は 『 教 育 ・ 保 育 要 領 』 の
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い ず れ も 、そ の 1 章  総 則 に お い て 、環 境 が 保 育 の 基 本 で あ る こ と が 明

示 さ れ て い る 。例 え ば 、『 保 育 指 針 』に は「 保 育 の 環 境 に は 、保 育 士 等

や 子 ど も な ど の 人 的 環 境 、 施 設 や 遊 具 な ど の 物 的 環 境 、 更 に は 自 然 や

社 会 の 事 象 な ど が あ る 。」と 指 摘 さ れ て お り 、こ う し た 仲 間 や 大 人 と の

人 間 関 係 や 身 近 な 施 設 の 環 境 、 そ し て 広 く 社 会 や 自 然 環 境 が そ れ ぞ れ

の 場 で 織 り 成 し て い る 総 体 的 事 実 （ 事 象 ） を 「 環 境 」 の 領 域 と し て い

る 。 つ ま り 、 保 育 内 容 の 「 環 境 」 領 域 は 、 子 ど も の 感 性 を 育 む 視 点 か

ら 、 自 然 環 境 に 注 目 し て い る の で あ る 。 そ れ は 、 子 ど も が 自 然 環 境 に

目 を 向 け て 遊 び 、そ う し た 遊 び の 中 で の 子 ど も の 姿 に 、「 科 学 す る 目 の

萌 芽 」 を 見 い だ す こ と が で き る 保 育 （ 活 動 ） こ そ 、 現 代 の 教 育 ・ 保 育

に 求 め ら れ て い る こ と で あ る と 考 え ら れ る か ら で あ る 。    

繰 り 返 し に な る が 、1948 年 刊 行 の『 保 育 要 領 』か ら 現 行 の『 幼 稚 園

要 領 』、『 保 育 指 針 』、『 教 育 ・ 保 育 要 領 』（ 2017 年 の 改 訂 、 告 示 ） に 至

る ま で の 保 育 内 容 の 史 的 変 遷 の 過 程 に お い て 、 現 在 の 「 環 境 」 領 域 で

取 り 扱 う 保 育 内 容 の 意 義 や 可 能 性 に つ い て 、 議 論 を 整 理 し て き た 。 そ

の 整 理 を 踏 ま え て 、 た と え ば 、 す で に 紹 介 し た 富 田 が 指 摘 し て い る 子

ど も の 「 科 学 す る 目 の 萌 芽 」 か ら 「 科 学 す る 心 」 へ の 成 長 過 程 は 、 幼

児 期 に お け る 科 学 的 な 認 識 や 論 理 の 獲 得 と い う 子 ど も の 学 び に と っ て

き わ め て 重 要 な 意 味 を 持 っ て い る と 指 摘 で き る 。 こ う し た 子 ど も の 科

学 的 認 知 の 深 化 に と っ て 、 保 育 内 容 に お け る 「 環 境 」 領 域 で の 活 動 や

学 び は 、 子 ど も の 科 学 的 な 捉 え 方 、 あ る い は 考 え 方 を 獲 得 す る た め の

重 要 な 契 機 と な る こ と を 確 認 す る こ と が で き た 。 そ う で あ る な ら 、 現

行 の 『 幼 稚 園 要 領 』、『 保 育 指 針 』、『 教 育 ・ 保 育 要 領 』 が 設 定 す る 保 育

内 容 の 「 環 境 」 領 域 で の 活 動 が 子 ど も の 感 性 や 知 性 の 育 ち を 保 障 す る

に ふ さ わ し い 内 容 と な っ て い る か に つ い て 検 討 し て い く こ と が 重 要 と

な る だ ろ う 。 ま た 、 今 後 の 保 育 内 容 「 環 境 」 領 域 に お け る 「 自 然 」 や

「 科 学 」 を 中 心 に し た 内 容 構 築 に 向 け て の 論 理 を さ ら に 整 理 す る 必 要

が あ る 。 そ の 点 に つ い て 、 最 後 に 簡 単 に 確 認 し て お き た い 。  

1048 年 に 刊 行 さ れ た 『 保 育 要 領 』 の 「 自 然 観 察 」 と い う 項 目 に は 、

現 行 の 保 育 内 容 の 「 環 境 」 領 域 を 理 解 す る 際 に 参 考 す べ き 記 述 内 容 が

存 在 し て い る 。 こ の 記 述 と は 、 具 体 的 に は 以 下 の よ う な 記 述 内 容 で あ

っ た 。  
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「 科 学 的 態 度 を 養 う に は 、 幼 児 に そ の 生 活 習 慣 を 理 解 さ せ な け れ ば

な ら な い 。 そ れ は 必 ず し も 多 く の 費 用 や 設 備 を 必 要 と し な い 。 教 育

者 の 創 意 工 夫 に よ っ て 與 え ら れ た 環 境 を 利 用 し 、 有 り 合 わ せ の 材 料

を も っ て 十 分 で き る 」 1 8  

 

引 用 し た 『 保 育 要 領 』 に お け る 記 述 に あ る 科 学 的 態 度 と は 、 子 ど も

が 行 動 す る 際 に そ の 根 拠 を 知 っ て 自 ら 行 動 す る と い う こ と を 意 味 し て

い る と 理 解 し て 問 題 は な い で あ ろ う 。こ う し た 内 容 は 、現 行 の「 教 育・

保 育 要 領 」、「 幼 稚 園 要 領 」、「 保 育 指 針 」に お い て も 記 述 さ れ て い る が 、

残 念 な が ら 「 科 学 す る 目 の 萌 芽 」 か ら 「 科 学 す る 心 」 に つ な が る 内 容

を も っ た 明 確 な 方 法 に 関 す る 記 述 は お こ な わ れ て い な い 。 子 ど も の 環

境 は 、「 教 育 要 領 」、「 保 育 指 針 」、「 教 育 ・ 保 育 要 領 」に も 記 載 さ れ て い

る よ う に 、 保 育 過 程 の 実 際 に お い て は 、 子 ど も が 自 ら 関 わ る こ と が で

き る 環 境 の 設 定 が 必 要 な の で あ る 。 そ の 点 は 、 倉 橋 惣 三 が 『 児 童 の 教

育 』 で 述 べ て い る よ う に 、 子 ど も に と っ て は 自 由 な 楽 し い 遊 び で あ り

自 己 充 実 感 が 育 つ 環 境 が 求 め ら れ る と い う こ と が 理 論 的 な 根 拠 な の で

あ る 。そ し て 、倉 橋 の 言 葉 を か り る な ら ば 、「 科 学 心 か ら 科 学 心 へ の 成

長 を 楽 し ま せ る 」 環 境 と 、 そ れ を 系 統 的 に 継 続 さ せ る 「 教 育 方 法 」 が

必 要 で あ る と 指 摘 で き る の で あ る 。  

こ れ か ら の 幼 児 教 育 ・ 保 育 を 考 え る 際 に 、「 環 境 」領 域 の 中 で も「 自

然 環 境 」 と 「 科 学 的 論 理 」 と い う 視 点 は 、 子 ど も の 発 達 に 必 要 な 保 育

活 動 の 一 環 を 構 成 す る も の と し て 、 保 育 計 画 に 組 み 込 む こ と は 重 要 で

あ る 。 同 時 に 、『 幼 稚 園 要 領 』、『 保 育 指 針 』 さ ら に 『 教 育 ・ 保 育 要 領 』

に お い て 、 明 確 に 記 載 さ れ る べ き 重 要 な 視 点 な の で あ る 。 特 に 「 科 学

す る 目 」 の 萌 芽 か ら 幼 児 な り の 論 理 性 を 備 え た 「 科 学 す る 心 」 へ の 成

長 ・ 発 達 に 着 目 し な が ら 、 豊 か な 感 性 が 育 つ 子 ど も の 育 成 を 目 指 す こ

と が 求 め ら れ て い る 。 今 後 は 、 保 育 活 動 に お い て 重 要 で あ る と 捉 え ら

れ て い る 子 ど も の 豊 か な 感 性 の 育 ち を 求 め つ つ 、 倉 橋 惣 三 な ど の 保 育

研 究 の 先 駆 者 が 述 べ て い た 「 科 学 教 育 」 と 「 自 然 環 境 」 の 関 係 性 に つ

い て の 理 論 的 な 検 討 を 深 化 さ せ る こ と と 、 保 育 内 容 「 環 境 」 領 域 に お

け る 保 育 （ 活 動 ） で の 「 環 境 」 と り わ け 自 然 環 境 を ど の よ う に 活 用 し
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て い く か に つ い て 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。 そ う し た 視 点 か ら 保 育 内

容 の 「 環 境 」 領 域 に つ い て 現 代 の 子 ど も を 取 り 巻 く 現 実 を 踏 ま え つ つ

理 論 的 な 検 討 が 継 続 さ れ な け れ ば な ら な い 。さ ら に 、「 環 境 」領 域 に お

い て 乳 児 期 か ら の 「 科 学 す る 目 の 萌 芽 」 か ら 「 科 学 の 心 」 が 育 つ 子 ど

も の 発 達 の プ ロ セ ス と 「 環 境 」 領 域 の 保 育 実 践 の 関 係 に つ い て 明 ら か

に す る こ と 、 子 ど も の 発 達 に 寄 り 添 う 教 育 方 法 （ 論 ） の 構 築 が 喫 緊 の

課 題 で あ る と 指 摘 で き る 。  

少 な く と も 保 育 内 容 の 「 環 境 」 領 域 は 、 子 ど も の 科 学 的 な 思 考 や 論

理 的 な 活 動 を 育 ん で い く 重 要 な 領 域 で あ る 点 を 再 確 認 す る こ と か ら 保

育 実 践 を 構 想 し て い く 必 要 が あ る と 指 摘 し て お き た い 。  
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論 文  

日本の保育制度と保育内容に関する研究（１）  

‐ 日 本 近 代 の 保 育 制 度 確 立 と 保 育 内 容 の 史 的 変 遷 を 中 心 に し て  

 

元 井  一 郎   ネ ル ソ ン 橋 本 ジ ョ シ ュ ア 諒  

 

Research  on  the  Japanese ch i ldcare/k indergar ten  system  

and  Educat iona l  Act iv i t ies  (1)  

‐ Focus ing  on  the  estab l ishment  of  the  modern  Japanese  

ch i ldcare/k indergarten  system and the  h is tor ica l  changes  in  the  

Educat iona l  Act iv i t ies  

 

I ch i ro  MOTOI ,  Joshua Ryo NELSON -HASHIMOTO  

 

問題の所在  

 周 知 の よ う に 、 日 本 の 近 代 学 校 制 度 は 1868 年 の 明 治 維 新 に よ っ て

構 築 さ れ た 明 治 政 府 に よ る 国 家 主 導 を 原 則 と す る 近 代 化 施 策 の 一 環 と

し て 当 時 の 欧 米 の 学 校 制 度 を 移 入 す る こ と で 構 築 さ れ た も の で あ る 。

そ う し た 事 実 は 、 本 研 究 に お い て 対 象 と す る 幼 児 保 育 1 制 度 に お い て

も 基 本 的 に は 同 様 で あ っ た 。  

 明 治 初 頭 に お い て 欧 米 の 制 度 を 移 入 す る 形 態 で 構 築 さ れ た 近 代 的 な

幼 児 保 育 制 度 に お い て 、 具 体 的 な 教 育 課 程 は ど の よ う に 編 成 さ れ た の

で あ ろ う か 。 そ れ は 、 す べ て を 欧 米 に 実 施 さ れ て い る 保 育 課 程 を そ の

ま ま 受 容 す る こ と に な っ た の か 、 そ れ と も 日 本 に お け る 「 子 育 て 」 の

史 的 な 蓄 積 や 方 法 等 を も 勘 案 し た 内 容 と し て 構 築 さ れ た の か を 中 心 に

検 討 を 行 い た い 。 そ の 手 掛 か り と し て 、 先 ず は 、 幼 児 保 育 制 度 の 史 的

な 成 立 経 緯 に つ い て 確 認 し て い く こ と か ら 始 め た い 。  

そ こ で 本 稿 で は 、 迂 遠 な よ う で あ る が 、 明 治 初 期 に お け る 幼 児 保 育

制 度 の 確 立 の 史 実 を 整 理 し な が ら 、 日 本 に お け る 幼 児 保 育 制 度 の 史 的

展 開 の 特 徴 な ど を 明 ら か に す る 。 そ の 検 討 に 併 せ て 、 保 育 活 動 を 構 成
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す る 幼 児 保 育 課 程 の 編 成 に つ い て の 整 理 を 行 い た い と 考 え て い る 。  

 周 知 の よ う に 、 現 在 の 日 本 の 保 育 行 政 等 に お け る 大 き な 構 造 的 な 特

徴 は 、 保 育 制 度 や 活 動 に お け る 幼 稚 園 教 育 と 保 育 所 等 の 保 育 を 二 分 化

し て 捉 え る 「 幼 保 二 元 論 」 と い う 課 題 が 指 摘 で き る 。 こ の 点 の 史 的 な

淵 源 に 関 し て も 、 保 育 制 度 の 確 立 史 を 踏 ま え て 可 能 な 限 り 論 点 整 理 を

試 み た い と 考 え て い る 。 こ う し た 「 幼 保 二 元 論 」 に 対 し て す で に 半 世

紀 以 上 前 か ら 主 張 さ れ て き た 「 保 育 一 元 化 論 」 の 論 理 的 妥 当 性 に 関 し

て も 、 本 研 究 の 今 後 の 予 定 で は 日 本 の 教 育 思 想 史 的 な 視 点 か ら 改 め て

検 証 し て い く こ と に し て い る 。  

し た が っ て 、 本 稿 で は 、 既 に 明 記 し た よ う に 、 日 本 の 保 育 制 度 の 確

立 過 程 を 整 理 し な が ら 、 保 育 活 動 に お け る 保 育 課 程 あ る い は 保 育 内 容

に 関 す る 史 的 な 整 理 を 中 心 的 に 行 う こ と を 考 え て い る 。  

 

１．明治期から太平洋戦争敗戦期までの保育制度と保育課程の整理  

‐ 保 育 施 設 の 制 度 的 確 立 と 保 育 課 程 の 整 備 を 中 心 に し て  

（ １ ） 幼 児 保 育 制 度 の 確 立 と 保 育 内 容 の 構 築  

 近 代 日 本 に お け る 幼 児 を 対 象 と す る 保 育 制 度 と し て は 、 端 的 に 整 理

す る な ら 保 育 施 設 と し て の 「 幼 稚 園 」 と 「 託 児 所 」 が そ れ ぞ れ 社 会 的

な 要 請 に 対 応 し て 成 立 、 制 度 化 さ れ た と い え る 。 そ こ で 以 下 で は 、 こ

の 二 つ の 幼 児 保 育 施 設 の 成 立 に 関 す る 制 度 史 を 概 観 し つ つ 、 当 該 の 幼

児 保 育 に 関 わ る 保 育 内 容 の 構 成 に 焦 点 を 当 て な が ら そ の 特 徴 を 整 理 し

て お き た い 。  

①   幼 稚 園 設 立 の 史 的 過 程 と 保 育 内 容  

日 本 初 の 本 格 的 な 幼 稚 園 制 度 は 、周 知 の よ う に 1876（ 明 治 9）年  東

京 女 子 師 範 学 校 付 属 幼 稚 園 の 開 園 に 始 ま る 。 こ の 幼 児 教 育 施 設 は 、 当

時 の ア メ リ カ 合 衆 国 で み ら れ た 「 幼 稚 園 」 を モ デ ル と し た 施 設 と し て

開 設 さ れ た も の で あ っ た 。 こ の 幼 稚 園 で の 保 育 課 程 （ 保 育 内 容 ） は 、

主 と し て フ レ ー ベ ル（ Fr iedr ich  Wi lhe lm August  F robe l 、1782-1852）

が 創 立 し た 保 母 学 校 （ 幼 稚 園 教 員 養 成 ） で 教 授 さ れ て い た 保 育 活 動 で

あ っ た 。 そ れ は 、 こ の 保 母 学 校 を 卒 業 し た ド イ ツ 女 性 ク ラ ラ ・ チ ー テ

ル マ ン（ Clara  Lou ise  Z i te lmann 1853‐ 1931 後 の 松 野 ク ラ ラ ）が 来

日 し 、 こ の 幼 稚 園 の 主 任 保 母 と な り 、 フ レ ー ベ ル の 「 恩 物 」 を 教 材 と
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す る 保 育 活 動 を 実 践 し た こ と が 大 き な 要 因 で あ っ た と い え る 。 設 立 当

時 の 附 属 幼 稚 園 で の 保 育 の 目 的 と し て は 、 幼 児 の 知 的 、 情 緒 的 、 身 体

的 、 社 会 的 、 道 徳 的 な 成 長 発 達 を め ざ す と 設 定 さ れ て お り 、 早 く か ら

人 間 諸 能 力 の 全 面 的 な 発 達 が 図 ら れ る こ と を 目 的 と し て い た 2 。 同 園

が 定 め た「 幼 稚 園 規 則 」に よ れ ば 、保 育 科 目 と し て 、「 物 品 科 」、「 美 麗

科 」、「 知 識 科 」 の 三 科 と な っ て い た 。 ま た 、 こ の 幼 稚 園 の 1 日 の 保 育

時 間 は 4 時 間 と い う 半 日 程 度 の 設 定 で 、 ク ラ ス 編 成 は 同 じ 年 齢 の 幼 児

に よ る と さ れ て い た 3 。こ う し た「 幼 稚 園 規 則 」に 明 示 さ れ た 保 育 内 容

は 、 す で に 指 摘 し た よ う に フ レ ー ベ ル が 開 設 し た 幼 稚 園 で 行 わ れ て い

た 「 恩 物 」 を 活 用 し た 保 育 活 動 を 前 提 と し て い た こ と が 指 摘 で き る 。  

と こ ろ で 、 当 時 の 文 部 省 は 、 学 制 等 の 制 定 （ 1872 年 ） の 当 初 か ら 、

幼 稚 園 を 低 所 得 で 、 幼 児 の 保 育 ・ 養 育 が 困 難 な 家 庭 の 子 ど も を 対 象 と

し た 施 設 と し て 開 設 す る こ と を 全 国 に 通 知 し て い た 。 し か し な が ら 、

幼 稚 園 は 都 市 部 を 中 心 に 、 限 ら れ た 経 済 的 に 裕 福 な 家 庭 の 幼 児 が 入 園

す る こ と の で き る 贅 沢 な 施 設 と い う 考 え が 拡 が り 、 長 期 間 に わ た り 幼

稚 園 の 設 置 数 は 増 え て い か な か っ た の で あ る 。も ち ろ ん そ の 背 景 に は 、

明 治 政 府 が 近 代 化 政 策 に お い て 義 務 教 育 機 関 （ 小 学 校 ） の 急 速 な 制 度

化 等 を 政 策 基 軸 に 設 定 し た こ と も 大 き く 影 響 し て い た こ と は 間 違 い な

い 。  

と こ ろ で 、 当 時 、 東 京 女 子 師 範 学 校 付 属 幼 稚 園 と は 異 な る 論 理 に 基

づ い た 幼 児 保 育 施 設 の 設 立 あ る い は 開 設 さ れ た 事 例 も あ っ た 。 具 体 的

な 事 例 と し て は 、 1875（ 明 治 8） 年 に 、 京 都 市 が 設 立 し た 柳 池 小 学 校

舎 東 棟 の 一 部 に 開 設 し た 施 設 が そ れ で あ る 。 こ の 施 設 は 、 全 国 に 先 駆

け て 近 代 学 校 制 度 で あ る 小 学 校 の 設 置 を 進 め て い た 京 都 市 が 、 小 学 校

就 学 前 の 幼 児 を 対 象 と し て 、 当 時 の ド イ ツ の 幼 稚 園 を 模 倣 し て 開 設 し

た も の で あ る と い わ れ て い る 。 こ の 開 設 目 的 は 、 就 学 前 の 子 ど も た ち

に 対 し て 遊 び を 通 し て 知 識 を 養 い 、 小 学 校 就 学 後 の 学 習 活 動 の 基 礎 を

つ く る こ と で あ っ た 。「 幼 穉 遊 嬉 場 」と 呼 称 さ れ た こ の 施 設 は 、当 時 の

学 制（ 1872）に 規 定 さ れ た「 幼 稚 小 学 」（ 実 際 に は 開 設 さ れ て い な い ）

と は 異 な る 施 設 と し て 開 設 さ れ た 4 。た だ 、こ の 幼 児 施 設 は 、当 時 は 一

般 に 受 容 さ れ る こ と が な く 、 1 年 半 余 り で 廃 止 さ れ て し ま っ た 。 こ の

「 幼 穉 遊 嬉 場 」 は 、 富 裕 層 の 子 ど も だ け を 対 象 と す る 教 育 施 設 で は な



 

 

 49 

く 、後 述 の 託 児 所 的 な 性 格 を も 有 し た 幼 児 保 育 施 設 で あ っ た と い え る 。

（ な お 、そ の 後 、こ の「 幼 稚 遊 嬉 場 」は 1929 年 に な っ て 再 開 さ れ て い

る ）。い ず れ に し て も 、当 時 の 日 本 社 会 に お い て「 幼 稚 園 」に 対 す る 理

解 あ る い は 受 容 の 状 況 は 、 一 般 的 で は な く 、 多 く の 場 合 、 経 済 的 富 裕

層 に 向 け た 小 学 校 就 学 準 備 の た め の 教 育 施 設 と し て 理 解 さ れ る 状 況 が

一 般 的 で あ っ た と い え る 。 た だ 、 当 時 の 文 部 省 を は じ め と す る 行 政 機

関 で は 、 経 済 的 貧 困 層 に 向 け た 託 児 所 的 な 機 能 を 果 た す 役 割 も 期 待 さ

れ る 幼 児 保 育 施 設 と し て 設 立 す る 政 策 が 構 想 さ れ て い た こ と も 事 実 で

あ る 。し が た っ て 、幼 稚 園 と い う 制 度 に 対 す る 社 会 的 要 請 に つ い て は 、

経 済 的 な 階 層 の 違 い に よ る 差 異 を 前 提 に 構 想 さ れ て い た と 整 理 で き る 。

し か し な が ら 、 近 代 化 を 開 始 し た 当 時 の 日 本 社 会 に お い て 、 幼 稚 園 を

受 容 す る 経 済 的 社 会 的 余 地 は そ れ ほ ど な く 、 設 置 数 は 限 ら れ た も の で

あ っ た 。そ う し た 状 況 は 、20 世 紀 に 入 り 、日 本 資 本 主 義 の 発 展 に 伴 い 、

経 済 的 富 裕 層 を 中 心 に 義 務 教 育 以 前 の 教 育 ・ 保 育 施 設 の 必 要 性 が 認 知

さ れ る と と も に 幼 稚 園 等 の 数 は 増 加 し て い っ た の で あ る 。  

同 時 に 、 幼 稚 園 の 数 が 増 加 す る と 、 幼 稚 園 を 制 度 化 に 関 す る 明 確 な

法 的 位 置 づ け に つ い て の 要 請 が 大 き く な り 、1899（ 明 治 32）年 、文 部

省 は 、文 部 省 令 32 号「 幼 稚 園 保 育 及 設 備 規 定 」を 公 布 し て い る 。こ の

省 令 は 、 幼 稚 園 の 編 制 、 組 織 、 保 育 項 目 な ど を 規 定 す る も の で 、 幼 稚

園 は 満 三 歳 か ら 小 学 校 に 就 学 す る ま で の 幼 児 を 保 育 す る と こ ろ で あ る

こ と を 明 確 に 規 定 し た 。 さ ら に 、 幼 稚 園 を 小 学 校 就 学 準 備 の た め の 機

関 と し て 位 置 づ け 、 保 育 目 的 に つ い て は 、 省 令 に お い て 「 幼 児 ヲ 教 育

ス ル ニ ハ 其 心 身 ヲ シ テ 健 全 ナ ル 発 達 ヲ 遂 ケ 善 良 ナ ル 習 慣 ヲ 得 シ メ 以 テ

家 庭 教 育 ヲ 補 ハ ン コ ト ヲ 要 ス 」 と 、 心 身 の 健 全 な 発 達 と 善 良 な る 習 慣

を 身 に 付 け る こ と に よ り 、 教 育 （ 特 に 小 学 校 教 育 ） を 補 う も の と し て

と ら え る と い う 内 容 で あ っ た 。 こ の 「 幼 稚 園 保 育 及 設 備 規 定 」 に お い

て 、幼 稚 園 の 保 育 内 容 と し て 、「 遊 戯 」、「 談 話 」、「 唱 歌 手 技 」の 4 項 目

を 定 め ら れ て い た 。 し か し な が ら 、 こ の 保 育 内 容 に つ い て そ れ が あ た

か も 小 学 校 に お け る 教 科 の よ う に と ら え ら れ 、 一 斉 に 先 生 の 指 示 に 従

っ て 歌 っ た り 、 製 作 さ せ た り す る と い う 保 育 実 践 を 行 う と い う 状 況 が

み ら れ る こ と に な っ た 。 し か し 、 こ れ に 対 し 、 幼 稚 園 は 幼 児 の 社 会 性

を 育 て る こ と に 大 き な 役 割 を も っ て い る 施 設 で あ る か ら 、 こ れ に ふ さ
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わ し い 保 育 の 方 法 が 工 夫 さ れ な け れ ば な ら な い と い う 点 の 主 張 も な さ

れ た 。 つ ま り 、 幼 稚 園 の 同 じ ク ラ ス の 幼 児 全 員 が 同 じ 時 に 同 じ も の を

造 っ て い る と い う よ う な こ と で は な く 、 た と え ば あ る 幼 児 た ち は 粘 土

で 山 を 作 っ て お り 、 他 の 幼 児 た ち は 積 木 や 紙 で 汽 車 を 作 っ て い る 、 ま

た 、 さ ら に 他 の 幼 児 た ち は ト ン ネ ル を 作 っ た り す る と い う よ う な 保 育

で あ る 。 そ う し た 保 育 活 動 、 つ ま り 、 ク ラ ス 全 員 が 様 々 な 「 遊 び 」 と

い う 活 動 を 組 み 合 わ せ て 、 さ ら に 大 き な 「 遊 び 」 を 全 員 で 楽 し み 、 互

い に 分 担 し な が ら 、 そ れ ぞ れ が 興 味 の あ る 作 業 （ 遊 び ） を し な が ら 、

し か も 、 み ん な で 共 同 的 に 大 き な 動 （ 遊 び ） を 成 就 し て い る 保 育 活 動

で あ る 。 こ の よ う な 遊 び や 仲 間 と 協 力 し て の 活 動 （ 遊 び ） を 通 し て 社

会 性 の 育 成 を 図 る 保 育 活 動 へ の 主 張 は 、 同 時 に 知 的 好 奇 心 、 物 を 創 る

創 造 力 、 感 性 を 育 く む こ と が で き る 活 動 で あ る と い う も の で あ っ た 。

こ の よ う な 主 張 に も と つ い て 、幼 稚 園 で は 、「 ご っ こ 遊 び 」が 大 切 に さ

れ る こ と に な っ た 。 1911（ 明 治 44） 年 頃 に は 、「 郵 便 ご っ こ 」 で 幼 児

た ち が 社 会 事 象 に 関 心 を も つ こ と を 目 指 し て 、 互 い に 楽 し み な が ら 郵

便 屋 さ ん を 模 倣 し た「 遊 び 」、そ の 遊 び を 通 し て 自 主 、協 力 の 態 度 の 芽

生 え が 育 く ま れ る よ う 保 育 活 動 を 企 図 す る よ う な 実 践 が み ら れ る こ と

に な っ た 。    

東 京 女 子 師 範 学 校 教 授 で 付 属 幼 稚 園 主 事 で あ っ た 倉 橋 惣 三 は 、 幼 稚

園 は 幼 児 が 自 由 の 気 持 ち を も っ て 、 保 育 者 が 教 育 目 的 を 秘 め た 設 備 ・

活 動 と の か か わ り で 自 分 の 生 活 を 発 揮 で き る と こ ろ と な っ て い る こ と

が 重 要 な 点 で あ る と 主 張 し た 。 そ し て 、 幼 児 の 活 動 が 断 片 的 、 刹 那 的

で あ る 場 合 、 そ こ に 幼 児 の 興 味 に 即 し た 主 題 を 中 心 と し て 、 系 統 を つ

け る よ う に し て い く 誘 導 に よ っ て 、 幼 児 の 生 活 を 発 展 さ せ て い く こ と

が 幼 稚 園 の 保 育 方 法 の 基 本 ・ 特 性 で あ る と い う 点 を 主 張 し た 。 子 ど も

た ち は 落 葉 を 焼 い た り 生 活 さ な が ら の 中 で 、 ま た 、 植 物 栽 培 を 楽 し ん

だ り す る な か で 、 心 身 の 健 や か な 育 ち が 図 ら れ た 。 倉 橋 の 保 育 理 論 は

全 国 の 幼 稚 園 関 係 者 に 大 き く 注 目 さ れ た が 、 十 分 な 理 解 と 実 践 に ま で

に は 至 ら な か っ た と い え る 。  

太 平 洋 戦 争 が 激 し く な り 、本 土 へ の 空 襲 が 始 ま っ た 1944（ 昭 和 19）

年 ご ろ か ら は 、 罹 災 の た め 保 育 活 動 が で き な く な っ た 園 、 た と え ば 、

東 京 都 下 に あ っ た 幼 稚 園 の よ う に 休 園 を 命 ぜ ら れ る こ と に よ っ て 、 幼
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稚 園 の 園 数 ・ 園 児 数 と も 減 少 す る こ と に な っ た 。 た だ 、 小 学 校 以 上 の

学 校 に お け る 教 育 が 、1930 年 代 以 降 に 極 端 な 国 家 主 義・軍 国 主 義 を め

ざ す 教 育 に 変 わ っ た こ と と 比 較 す れ ば 、 国 定 教 科 書 等 を 使 用 し て い な

か っ た 幼 稚 園 に お け る 保 育 は 、一 部 に 戦 争 の 影 響 を 受 け た よ う な 活 動 、

た と え ば 「 兵 隊 ご っ こ 」 等 の よ う な 活 動 が み ら れ た が 、 多 く は 、 保 育

内 容 の 統 制 を 比 較 的 受 け て い な い 状 況 で は あ っ た 。 こ の 点 は 、 制 度 化

の 当 初 か ら 幼 稚 園 制 度 そ れ 自 身 が 教 育 政 策 の 基 軸 に 設 定 さ れ て い な か

っ た こ と が 大 き く 影 響 し て い た と い え る 。   

 

②   託 児 所 設 立 の 史 的 過 程 と 保 育 内 容  

と こ ろ で 、 幼 稚 園 と は 別 に 、 経 済 的 貧 困 の た め 両 親 が 労 働 し な け れ

ば な ら な い 家 庭 の 乳 幼 児 を 保 護 す る た め の 保 育 施 設 が 明 治 中 期 に な る

と 設 置 さ れ る よ う に な っ た 。そ の 嚆 矢 は 、 1890（ 明 治 23）年 、新 潟 市

に 赤 沢 鍾 美 夫 妻 に よ っ て 開 設 さ れ た 家 塾 （「 新 潟 静 修 学 校 」） に 付 設 さ

れ た 家 塾 で 学 ぶ 児 童 （ 小 学 生 ） の 弟 妹 た ち の た め に 設 置 さ れ た 施 設 で

あ っ た 。 こ の 施 設 が 今 日 ま で つ づ い て い る 託 児 所 の 嚆 矢 で あ る と さ れ

て い る 。ま た 、明 治 後 半 期 か ら 大 正 末 期 ま で 農 村 地 域 で 発 展 を 見 た「 子

守 学 校 」 も 同 様 な 性 格 を 持 つ 施 設 で あ っ た 。 し か し 、 託 児 所 は 長 く 政

府 な ど に よ っ て 設 置 さ れ た 公 的 施 設 で な く 、 貧 困 層 を 援 助 し よ う と す

る 篤 志 家 に よ っ て 私 的 に 設 立 さ れ た も の で 、 そ の 数 は 全 国 で 、 明 治 期

の 終 わ り ま で で 15 施 設 に 過 ぎ な か っ た と い わ れ て い る 。 こ の た め 託

児 所 等 の 施 設 は 、 一 般 の 民 家 を 用 い る も の が 多 か っ た 。    

と こ ろ が 、20 世 紀 前 後 に な る と 日 本 資 本 主 義 の 本 格 的 な 発 展 に 伴 っ

て 、 都 市 を 中 心 に 社 会 政 策 の 一 翼 を 担 う 施 設 と し て の 託 児 所 が 要 請 さ

れ る よ う に な っ た 。た と え ば 、 1900 年 に 野 淵 幽 香（ 1866‐ 1950） 5 が

東 京 麹 町 に 設 置 し た 二 葉 幼 稚 園（ 1916 年 に 二 葉 保 育 園 と 改 称 ）な ど は 、

そ の 名 称 は と も か く 、 い わ ゆ る 社 会 事 業 と し て の 幼 児 保 育 施 設 と し て

の 設 立 で あ っ た 。 特 に 日 露 戦 争 か ら 大 正 期 に 至 る 日 本 資 本 主 義 の 本 格

的 な 発 展 に 伴 う 貧 富 の 格 差 の 顕 在 化 、 工 場 労 働 者 の 増 大 に よ る 都 市 の

拡 大 等 は 、 社 会 事 業 等 の 整 備 な ど の 社 会 政 策 が 政 府 に 求 め る こ と に な

り 、 そ の 一 環 と し て 乳 幼 児 の 託 児 施 設 が 設 置 さ れ る よ う に な っ た の で

あ る 。 具 体 例 と し て は 、 都 市 の 工 場 労 働 者 階 級 の 乳 幼 児 を 入 園 対 象 と



 

 

 52 

す る 公 立 託 児 所 が 東 京 ・ 大 阪 な ど の 大 都 市 に 設 置 さ れ る よ う に な っ た

の で あ る 。そ う し た 託 児 所 の 設 置 数 は 大 正 末 年 に は 全 国 で 273 園 に ま

で 拡 大 し た 。 た だ 、 託 児 所 は 幼 稚 園 と 異 な り 公 的 な 制 度 と し て 成 立 し

て お ら ず 、 託 児 所 で 行 わ れ る 保 育 活 動 や そ の 保 育 内 容 も 親 に 代 っ て 子

ど も を 預 か り 、 親 が 働 く 間 子 ど も が ケ ガ を し な い よ う に 保 護 し て お れ

ば よ い と い う 、 当 時 の 社 会 的 認 識 に 基 づ い て 行 わ れ る こ と が 一 般 的 で

あ っ た 。  

当 時 の 託 児 所 の 施 設 環 境 に 関 し て 、例 え ば 、『 女 工 哀 史 』に 記 さ れ て

い る よ う に 、 厳 し い 労 働 環 境 の 中 に 設 置 さ れ た 託 児 所 は 、 工 場 内 同 様

の 空 気 の 悪 さ や 騒 音 に さ ら さ れ て い た よ う な 状 態 の 施 設 で あ っ た 。 ま

た 、 施 設 は 極 め て 不 衛 生 で 母 親 の 授 乳 も ま ま な ら な い 状 態 で も あ っ た

こ と も 記 載 さ れ て い る 。  

ま た 、 託 児 所 で の 具 体 的 な 保 育 は 、 親 の 労 働 時 間 に 合 わ せ 、 早 朝 か

ら 夕 刻 ま で 親 が 必 要 と す る 時 間 に 対 応 す る こ と を 基 本 に 、 そ れ ぞ れ の

家 庭 の 事 情 に 合 わ せ て 展 開 さ れ て い た 。 保 育 者 は 子 ど も の 年 齢 ・ 発 達

に 対 応 し て 、 3 歳 以 上 の 幼 児 に 対 し て は 幼 稚 園 同 様 の 教 育 内 容 の 指 導

と と も に 、 家 庭 で の 教 育 が 困 難 で あ る 挨 拶 、 食 事 の 作 法 な ど の 生 活 習

慣 に 関 す る し つ け 等 に 力 を 入 れ て い た 。 託 児 所 の な か に は 、 親 の 生 活

の 仕 方 に つ い て も 助 言 す る 施 設 も あ り 、 こ う し た 貧 困 層 の 人 々 の た め

に 生 活 に 関 す る 支 援 を 行 う 地 域 セ ン タ ー 的 な 役 割 も 果 た す 存 在 と し て

託 児 所 は 位 置 づ い て い た の で あ る 。こ う し た 託 児 所 は 、1930 年 代 中 期

以 降 に さ ら に 飛 躍 的 に 増 大 す る こ と に な っ た 。  

と こ ろ で 、 託 児 所 は 一 般 に 文 部 省 が 目 指 し た 幼 稚 園 の 設 置 目 的 で あ

る 「 心 身 の 健 全 な 発 達 と 善 良 な る 習 慣 を 身 に 付 け る こ と 」 と 異 な り 、

急 速 に 拡 大 発 展 し て い く 資 本 主 義 構 造 を 支 え る た め の 工 場 労 働 者 階 級

の 子 ど も た ち な ど を 対 象 と す る 社 会 事 業 と り わ け 社 会 福 祉 的 機 能 を 果

た す 施 設 と し て 捉 え ら れ て い た 。 つ ま り 、 当 時 の 託 児 所 は 、 幼 稚 園 と

は か な り か け 離 れ た 保 育 環 境 の 中 で 、 子 ど も や 子 ど も の 健 や か な 成 長

を 願 う 保 護 者 の た め の 保 育 の 場 と い う よ り も 、 ま さ に 経 済 的 貧 困 層 等

の 子 ど も た ち を 対 象 と し た 施 設 と し て 位 置 づ け ら れ て い た 。  

日 本 の 資 本 主 義 の 発 展 に 伴 う 経 済 的 な 富 裕 層 と 貧 民 層 の 分 化 や 分 断

を 前 提 に 保 育 の と ら え 方 や 実 際 に 展 開 さ れ る 保 育 内 容 、 保 育 方 法 は 幼
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稚 園 と は 大 き く 異 な っ て い た 。 こ う し た 現 実 を 通 し て 、 幼 稚 園 と 保 育

所 （ 託 児 所 ） は 制 度 と し て 切 り 離 さ れ る 存 在 に な り 、 し か も 、 施 設 と

し て の 目 的 や 意 義 も 大 き な 隔 た り を も っ て 受 け 入 れ ら れ て い く こ と に

な っ た と い え る 。 し か し 、 当 時 の 幼 稚 園 や 託 児 所 （ 保 育 所 ） に お け る

保 育 内 容 は 、 家 庭 教 育 の 補 助 的 な 役 割 を 担 う こ と や 、 義 務 教 育 段 階 の

小 学 校 教 育 の た め の 準 備 教 育 の 場 と し て の み 捉 え ら れ て い た 。さ ら に 、

託 児 所 は 、 労 働 力 確 保 の た め の 社 会 事 業 、 あ る い は 社 会 福 祉 的 施 設 と

し て 捉 え ら れ 、 子 ど も を 主 体 と し て 、 子 ど も の 成 長 発 達 に 配 慮 し た 保

育 と い う 論 理 で は な く 、 子 ど も を 親 か ら 預 か り 、 家 庭 保 育 の 代 替 機 能

を 果 た す 施 設 と し て の み と ら え ら れ る こ と が 一 般 的 で あ っ た 。 そ う し

た 意 味 で 、 保 育 そ の も の の 在 り 方 に つ い て 十 分 な 検 討 や 議 論 が な さ れ

な い ま ま 「 託 児 所 」（ 保 育 所 ）は 制 度 化（ 設 立 ） さ れ 、 運 営 が 行 わ れ て

い た と 指 摘 で き る 。  

 

（２）幼稚園保育の批判論の登場‐倉橋惣三の論理を中心に  

幼 稚 園 教 育 の 広 が り と 共 に 、 就 学 準 備 機 関 と し て 学 校 的 特 色 を 持 つ

幼 稚 園 教 育 へ の 批 判 が 提 起 さ れ て き た 。 こ れ は 、 19 世 紀 末 か ら 20 世

紀 初 頭 に か け て の ア メ リ カ で の 知 的 教 育 （ 知 育 ） 中 心 の 幼 稚 園 (教 育 )

批 判 に 加 え て 、 ド イ ツ で の 幼 稚 園 の 存 在 そ の も の の 是 非 を 問 う 論 争 の

影 響 を 受 け た 結 果 だ と 考 え ら れ る 。20 世 紀 前 後 の ド イ ツ で は 、幼 児 は

家 庭 で 保 育 を 受 け る べ き だ と す る 考 え 方 が 根 強 く 、 幼 稚 園 は 母 親 が 子

ど も の 教 育 を 行 う 機 会 を 奪 う ば か り か 、母 親 を 堕 落 さ せ る も の で あ り 、

子 ど も か ら 子 ど も ら し さ や 勤 勉 さ を 失 く す と 批 判 さ れ て い た 6 。 日 本

で は ア メ リ カ と ド イ ツ に お け る 当 時 の 幼 稚 園 批 判 を 受 け て 、 幼 稚 園 に

お け る 知 育 教 育 の 批 判 と 共 に 、 幼 稚 園 は 家 庭 で の 教 育 が 十 分 に な さ れ

な い 下 層 家 庭 に は 必 要 で あ る が 、 母 親 自 身 に 教 育 の 素 養 の あ る 中 流 家

庭 に お い て は 必 要 で は な い と い う 論 理 で 、 幼 稚 園 の 存 在 を 否 定 す る 考

え 方 が 大 き く な っ て い っ た 。  

こ う し た 幼 稚 園 批 判 に 応 え る 形 で 、 日 本 で は そ れ ま で の 読 書 算 中 心

の 知 識 注 入 主 義 的 保 育 か ら の 脱 却 と 、 小 学 校 教 育 と は 異 な る 点 を 示 す

保 育 の 独 自 性 の 研 究 と い う 両 面 に お い て 、 幼 稚 園 の 在 り 方 が 追 及 さ れ

て い く こ と に な っ た 。そ う し た 中 で 、1910（ 明 治  43）年 、倉 橋 惣 三 が
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東 京 女 子 師 範 学 校 の 講 師 に 就 任 し 、そ の 後 、1955 年 に 死 去 す る ま で 45

年 に 渡 っ て 幼 児 教 育 の 向 上 に 大 き な 影 響 を 与 え る こ と に な っ た の で あ

る 。倉 橋 の 幼 稚 園 教 育 改 革 の 基 本 理 念 は 、子 ど も に 関 す る 観 察 重 視 と 、

そ れ に 基 づ く 子 ど も の 心 や 感 覚 の 理 解 を 軸 に お い て 、「 子 ど も の 心 性 に

応 じ る 」 こ と 、 子 ど も の 生 き る 生 活 を 大 切 に す る と 共 に そ の 生 活 の 中

心 に あ る 遊 び を 幼 稚 園 で の 活 動 の 自 然 を 活 用 し た 遊 び と し て 中 核 に 据

え る と い う 論 理 で あ っ た 。  

一 方 で 、 資 本 主 義 の 発 展 に 伴 う 女 性 労 働 者 の 増 大 は 、 そ の 養 育 す る

乳 幼 児 の 保 育 と 保 護 の 問 題 点 に つ い て の 関 心 が 高 ま る こ と に な っ た 。

そ の た め 、 貧 困 層 を 対 象 と し た 社 会 事 業 の 一 環 と し て 、 公 的 な 保 育 所

保 育 施 設 の 設 置 が 当 時 の 内 務 省 の 施 策 と し て 実 行 さ れ た 。 こ の 時 期 、

幼 児 の 教 育 は 家 庭 中 心 に な さ れ る べ き で あ る と い う 根 強 い 考 え 方 が 日

本 社 会 の 主 流 で あ っ た も の の 、 幼 稚 園 教 育 は 小 学 校 入 学 の た め の 知 育

注 入 教 育 か ら 、 子 ど も を 中 心 に 据 え た 子 ど も の た め の 教 育 へ と 方 向 性

を 変 え て い く 過 渡 期 で も あ っ た 。 他 方 で 、 働 か ざ る を 得 な い 貧 困 層 の

女 性 労 働 者 た ち の 子 ど も が 通 う 保 育 施 設 の 環 境 は 、 た だ 単 に 子 ど も を

預 け る 託 児 所 と し て の 位 置 づ け の ま ま で あ り 、 幼 稚 園 を め ぐ る 議 論 と

は 隔 絶 さ れ た 環 境 で あ り 、 議 論 と し て も 極 め て 大 き な 違 い を 抱 え た ま

ま で あ っ た と 整 理 で き る 。  

 

（ ３ ） 15 年 戦 争 と 保 育 政 策 の 変 容 ‐ 幼 児 教 育 ・ 保 育 と 省 庁 の 改 編  

1938（ 昭 和 13）年 、日 中 戦 争 勃 発 の 翌 年 に 、兵 力 ・ 労 働 力 と な る 国

民 の 体 力 向 上 や 健 康 維 持 を 目 的 に 、 厚 生 省 が 内 務 省 か ら 分 離 し 、 新 た

な 省 と し て 設 置 さ れ る こ と に な っ た 。 厚 生 省 に は 、 社 会 局 に 児 童 保 護

行 政 の 中 央 機 関 と し て 児 童 課 が 設 置 さ れ た 。そ の 後 、1941 年 に 太 平 洋

戦 争 が 開 始 さ れ る と 、 労 働 力 不 足 を 解 消 す る た め 女 子 の 勤 労 動 員 の 開

始 と 相 応 し て 、 常 設 の 保 育 所 の 数 は 急 激 に 増 加 す る こ と に な っ た 。 同

時 期 、戦 時 体 制 に 見 合 う 教 育 制 度 改 革 を 目 指 し て 内 閣 に「 教 育 審 議 会 」

（ 1937‐ 1941）が 設 置 さ れ 、教 育 全 般 に つ い て 戦 時 体 制 下 に お け る 学

制 改 革 な ど の 検 討 が お こ な わ れ た 。 学 制 改 革 論 の 検 討 時 に 、 保 幼 の 一

元 化 を 強 く 望 む 意 見 が あ っ た も の の 、 幼 稚 園 が 託 児 所 の 機 能 ま で 果 た

す こ と は 不 可 能 で あ り 、 幼 稚 園 と 託 児 所 を 統 合 す る こ と は 無 理 だ と い
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う 意 見 が 大 半 を 占 め た 。 し か し な が ら 、 戦 争 末 期 に な る と 、 特 に 都 市

部 で は 幼 稚 園 は 閉 園 あ る い は 休 園 に す る か 、 保 育 を 継 続 す る の で あ れ

ば 「 戦 時 託 児 所 」 へ 転 換 す る か と い う 選 択 が 政 策 的 に 迫 ら れ 、 幼 稚 園

が 託 児 所 に 統 合 さ れ て い く と い う い わ ゆ る 結 果 的 に 一 元 化 が 進 む こ と

に な っ た の で あ る 。  

と こ ろ で 、 戦 争 の 影 響 は 保 育 の 実 践 の 場 に も 大 き な 影 響 を 与 え る こ

と に な っ た 。 当 該 の 幼 稚 園 や 託 児 所 で は 、 皇 国 主 義 的 な し つ け を 重 視

し た 保 育 が 強 化 さ れ る よ う に な り 、 日 常 の 保 育 内 容 は 、 軍 人 や 軍 隊 を

賛 美 す る 唱 歌 や 遊 び が 取 り 入 れ ら れ て い く こ と に な っ た 。 幼 稚 園 も 託

児 所 も 、戦 争 と い う 現 実 か ら 逃 れ る こ と は で き ず 、戦 時 体 制 に 協 力 し 、

そ れ に 応 え る 保 育 実 践 が 推 進 さ れ て い っ た の で あ る 。 そ こ に は 、 よ う

や く 芽 生 え 始 め て い た 幼 児 主 体 の 保 育 活 動 が 実 践 さ れ る 余 地 は な か っ

た の で あ る 。 こ の 時 期 に は 国 家 の 政 策 を 疑 う こ と な く 、 国 家 の た め に

役 立 つ 子 ど も を 育 て る と い う 保 育 が 周 流 と な っ て い っ た こ と は 事 実 で

あ る 。 学 制 以 降 、 義 務 教 育 に お け る 国 家 的 支 配 は 貫 徹 さ れ る こ と に な

っ た が 、 幼 児 保 育 に お け る 諸 活 動 は 、 国 家 的 掣 肘 を そ れ ほ ど 受 け る こ

と な く 展 開 し て き て い た の で あ る が 、 総 力 戦 体 制 は 、 そ う し た 例 外 的

な 営 為 さ え 国 家 的 統 制 の 対 象 と す る よ う に な っ た と い え る 。  

 

２．戦後の保育内容と幼稚園・保育所等の制度史  

‐保育制度の戦後改革と保育内容の変遷  

 

（ １ ） 戦 後 教 育 改 革 と 幼 児 教 育 制 度  

敗 戦 後 、 新 し い 教 育 の 在 り 方 を 検 討 し て い た 日 本 教 育 会 ・ 保 育 部 会

が 1946 年 に「 幼 児 保 育 刷 新 方 策（ 案 ）」を 公 表 し 、「 従 来 の 幼 稚 園 、託

児 所 、保 育 所 等 は（ 中 略 ）、実 際 に は 凡 て の も の が 教 育 と 養 護 と の 両 機

能 を 持 つ こ と 、 さ ら に 収 容 せ ら れ た る 幼 児 を 主 体 と 考 え れ ば 、 保 育 の

平 等 が そ こ に 確 立 せ ら れ ね ば な ら ぬ は ず で あ る 」 と い う 根 拠 の も と 、

一 元 的 保 育 制 度 が 提 案 さ れ て い た 。こ の 案 で 注 目 す べ き は 、「 収 容 せ ら

れ た る 幼 児 を 主 体 」 と い う 文 言 で あ る 。 こ れ ま で の 保 育 は 、 戦 前 期 に

は 国 家 等 の 利 益 や 保 護 者 な ど の 大 人 を 主 体 に 制 度 や 施 設 が 設 け ら れ て

い る 論 理 を 前 提 と し た と い え る 。 し か し 、 こ の 案 で は 保 育 の と ら え 方
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は 、 平 等 か つ 子 ど も を 主 体 と す る 保 育 観 へ と 転 換 し 、 幼 稚 園 と 保 育 所

の 区 別 は な く し た 一 元 的 な 制 度 と し て 乳 幼 児 の 社 会 的 養 護 と 教 育 が 行

わ れ て い く と い う 構 想 で あ っ た 。 し か し な が ら 、 実 際 の 戦 後 保 育 改 革

に 関 わ る 法 整 備 で は 、1947（ 昭 和 22）年 3 月 に 学 校 教 育 法 が 成 立 し 、

幼 稚 園 は 学 校 教 育 の 一 環 と し て 制 度 化 さ れ 、 同 年 12 月 に 児 童 福 祉 法

が 成 立 す る こ と で 、 保 育 所 は 児 童 福 祉 施 設 と し て 制 度 化 さ れ る こ と に

な っ た 。 学 校 教 育 法 の 中 で 、 学 校 教 育 の 一 環 と し て 位 置 づ け ら れ た 幼

稚 園 の 目 的 は 、「 幼 児 を 保 育 し 、適 当 な 環 境 を 与 え て 、そ の 心 身 の 発 達

を 助 長 す る こ と 」  （ 第 77 条 ） と 規 定 さ れ 、 小 学 校 入 学 以 前 の 正 規 の

教 育 の 第 一 段 階 と 捉 え ら れ る こ と に な っ た 。 他 方 で 、 児 童 福 祉 法 の 冒

頭 に お い て 、「 す べ て 国 民 は 、児 童 が 心 身 と も に 健 や か に 生 ま れ 、且 つ 、

育 成 さ れ る よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。 す べ て 児 童 は 、 等 し く そ の

生 活 を 保 障 さ れ 、愛 護 さ れ な け れ ば な ら な い 。」と 、生 活 困 窮 な ど に よ

る 養 育 が 困 難 な 家 庭 だ け で な く 、 す べ て の 乳 幼 児 を 対 象 と し た 児 童 福

祉 を 保 障 す る 場 の ひ と つ と し て 保 育 所 が 既 定 さ れ た の で あ る 。  

こ う し た 戦 後 の 幼 児 教 育 ・ 保 育 の 制 度 化 の 中 で 、 1947 年 文 部 省 は

「 幼 児 教 育 内 容 調 査 委 員 会 」を 設 置 し た 。こ の 委 員 会 は 、1948 年 3 月

に『 保 育 要 領 ‐ 幼 児 教 育 の 手 引 き 』7 を 刊 行 し て い る 。こ の『 保 育 要 領 』

は 、 幼 稚 園 で の 幼 児 教 育 、 さ ら に 保 育 所 や 家 庭 で も 活 用 で き る 幼 児 教

育 の 手 引 き と し て 作 成 さ れ た も の で あ る（ 作 成 委 員 長 は 倉 橋 惣 三 ）。そ

し て 、 保 育 内 容 は 、 見 学 、 リ ズ ム 、 休 息 、 自 由 遊 び 、 音 楽 、 お 話 、 絵

画 、 製 作 、 自 然 観 察 、 ご っ こ 遊 び 、 劇 遊 び 、 人 形 芝 居 、 健 康 保 育 、 年

中 行 事 と さ れ 、 子 ど も の 興 味 や 自 発 性 が 尊 重 さ れ る 理 論 を 背 景 に 設 定

さ れ た 。  

な お 、 こ の 『 保 育 要 領 』 は 、 1956 年 に 全 面 的 に 改 訂 さ れ 、 小 学 校 と

の 一 貫 性 を 持 た せ 、 幼 稚 園 教 育 の 課 程 編 成 な ど を 記 し た 「 幼 稚 園 教 育

要 領 」 と し て 策 定 さ れ る 。 そ の 際 。 保 育 内 容 は 、 健 康 、 社 会 、 自 然 、

言 語 、 音 楽 リ ズ ム 、 絵 画 製 作 の 6 領 域 に 改 め ら れ た の で あ る 。  

他 方 で 、保 育 所 の 設 置 は 、財 政 的 な 状 況 等 に よ り 遅 れ る こ と に な り 、

希 望 者 す べ て を 受 け 入 れ る こ と が 困 難 な 状 況 が 経 済 化 す る こ と に な っ

た 、そ う し た 状 況 を 踏 ま え て 、1951（ 昭 和 26）年 の 児 童 福 祉 法 改 正 の

も と で 、 厚 生 省 は 、 保 育 所 は 「 保 育 に 欠 け る 」 乳 幼 児 を 保 育 す る 施 設
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と し て 規 定 す る こ と に な る 。 こ こ に 、 乳 幼 児 の 心 身 の 健 全 な 発 達 と 養

護 を 目 指 し て 、 す べ て の 乳 幼 児 対 象 と し た 保 育 所 の 当 初 の 構 想 は 、 そ

の 本 来 の 理 念 を 実 現 で き な い ま ま 、 貧 困 層 の 乳 幼 児 の 受 け 入 れ 先 と し

て 旧 来 の 託 児 所 的 な 役 割 を 主 と し て 果 た す 施 設 と し て 展 開 さ れ る こ と

に な っ た 。 な お 、「 保 育 に 欠 け る 」 要 件 と は 、 1961（ 昭 和 36） 年 2 月

の 児 童 局 長 通 知 「 保 育 所 へ の 入 所 措 置 基 準 に つ い て 」 に お い て 、 厚 生

省 に よ り 明 ら か に さ れ て い る 。そ こ で は 、「 母 親 が 居 宅 内 外 に お い て 児

童 を 離 れ て 一 日 中 仕 事 に 従 事 、 母 親 が 死 亡 、 行 方 不 明 な ど で 不 在 、 母

親 が 出 産 、 疾 病 、 心 身 の 障 害 の 状 態 、 母 親 が 親 族 の 看 護 に 従 事 、 家 庭

が 被 災 、 都 道 府 県 知 事 の 認 可 に よ る 特 例 」 で あ り 、 母 親 以 外 の 親 族 そ

の 他 の も の も 児 童 の 保 育 に 当 た れ な い 場 合 を 指 す と さ れ た 。 こ の よ う

に 、 母 親 が 子 ど も の 養 育 に か か わ れ な い こ と が 主 た る 要 件 で あ り 、 母

親 こ そ が 養 育 の 担 い 手 の 中 心 と し て 、 子 育 て の 責 務 が 負 わ さ れ て い る

状 況 を 前 提 と し た 論 理 で あ る 。 し た が っ て 、 幼 児 は 母 親 に 育 て ら れ る

こ と が 第 一 で あ り 、 保 育 所 は 、 母 親 の 不 在 に よ る 養 育 の 困 難 な 家 庭 の

た め の 施 設 と し て と ら え ら れ て い た こ と を 明 示 し て い た 。 と こ ろ で 、

1950 年 代 中 期 以 降 の 急 速 な 経 済 成 長 は 社 会 の 変 化 と 女 性 の 労 働 力 需

要 増 加 を 生 み 出 す こ と に な る 。 同 時 に 、 青 少 年 の 非 行 の 問 題 な ど 、 子

ど も の 育 ち に 関 わ る 問 題 が 顕 在 化 し て い く こ と に な っ た 。 こ う し た 社

会 状 況 の 中 で 、 厚 生 省 は 不 足 す る 保 育 所 施 設 を 積 極 的 に 増 や す こ と よ

り も 、「 家 庭 対 策 」を 政 策 の 基 軸 と し て 積 極 的 に 協 調 し 始 め た の で あ る 。

厚 生 省 が 強 調 し た 家 庭 対 策 と は 、 良 き 家 庭 の 建 設 、 両 親 に よ る 育 児 等

を 行 う こ と を 意 味 し て お り 、 そ の 政 策 に は 戦 後 の 保 育 所 設 置 紀 年 後 は

異 な る 論 理 で あ り 、 保 育 政 策 の 大 き な 転 換 を 図 っ た と い え る 。  

 

（ ２ ） 高 度 経 済 成 長 期 と 幼 児 教 育 ・ 保 育 制 度 の 変 容  

1960 年 代 に は い る と 、 1958 年 の 文 部 省 の 「 学 習 指 導 要 領 」 の 全 面

改 訂 に 併 せ て 、「 幼 稚 園 教 育 要 領 」 も 1964 年 に 一 部 改 訂 が 行 わ れ る 。

さ ら に 「 幼 稚 園 教 育 要 領 」 も 「 学 習 指 導 要 領 」 と 同 様 に 文 部 省 告 示 と

さ れ る こ と に な る （ つ ま り 「 幼 稚 園 教 育 要 領 」 に 記 載 さ れ る 保 育 内 容

も 法 的 拘 束 性 を 持 つ よ う に な る ）。同 時 に 、保 育 所 の 保 育 内 容 に 関 し て

『 保 育 所 保 育 指 針 』 8 が 、『 幼 稚 園 教 育 要 領 』 を 前 提 に 作 成 さ れ る こ と



 

 

 58 

に な り 、1965 年 8 月 に 策 定 さ れ た 。 3 歳 以 上 の 幼 児 に 対 し て 、保 育 内

容 は 、幼 稚 園 及 び 保 育 所 で の 一 体 化 が 図 ら れ る こ と に な っ た の で あ る 。 

と こ ろ で 、 1963（ 昭 和 38） 年  に 出 さ れ た 『 児 童 福 祉 白 書 』 で は 、

「 児 童 は 今 や 危 機 的 状 況 に あ る 」 と 、 政 治 的 に は 安 定 、 経 済 的 に は 成

長 と い う 路 線 を 進 ん で き た 戦 後 の 日 本 が 、 重 要 な 児 童 の 問 題 に 問 題 意

識 を 持 た な い ま ま に 過 ご し て き た こ と が 児 童 に と っ て の 危 機 だ と こ の

白 書 は 述 べ た の で あ る 。子 ど も の 危 機 の 表 れ と し て 、少 年 非 行 の 激 増 、

低 年 齢 化 、 自 殺 、 長 期 欠 席 の 増 加 等 が 挙 げ ら れ て い る 。 こ れ ら が 生 じ

る 背 景 に は 、家 庭 養 育 の 障 害 が あ る と 考 え ら れ 、家 庭 養 育 の 障 害 と は 、

両 親 あ る い は ど ち ら か が 欠 け る 家 庭 、 経 済 的 貧 困 家 庭 、 母 親 が 就 労 す

る 家 庭 で あ る と さ れ た 。 特 に 、 母 親 の 就 労 に 対 し て は 、 母 親 の 不 在 に

よ っ て 低 学 年 の 健 全 な 育 成 が 阻 ま れ る こ と や 、 経 済 的 な 困 窮 に よ る 就

労 は や む を 得 な い と し て も 、 よ り 豊 か な 生 活 の た め に 母 親 が 労 働 す る

こ と で 児 童 の 育 成 に 支 障 が あ る と す れ ば 、 重 要 な 問 題 点 と し て 考 慮 の

対 象 に な る と 指 摘 さ れ た 。 子 ど も に と っ て は 両 親 に よ る 愛 情 に 満 ち た

家 庭 保 育 が 最 も 重 要 で あ る と 考 え ら れ 、 子 ど も に 生 じ て き た 問 題 を 社

会 全 体 の 問 題 と し て と ら え る と い う よ り も 、 家 庭 、 特 に 母 親 の 養 育 の

問 題 と し て 矮 小 的 に 焦 点 づ け よ う と し て い る 論 理 で あ っ た 。 子 育 て の

責 任 や 良 き 家 庭 を 築 く 責 任 は 一 方 的 に 母 親 に 担 わ さ れ 、 父 親 は 協 力 義

務 を 負 う だ け で あ る 、 家 庭 保 育 は 保 育 所 よ り 優 れ て い て 、 子 ど も に と

っ て 母 親 に よ る 保 育 が 最 善 で あ る と い う 論 理 で も あ っ た 。 そ の た め 、

保 育 所 は 家 庭 保 育 の 補 助 的 役 割 に す ぎ ず 、 保 育 所 は 、 最 も 上 位 に あ る

母 親 の 保 育 を 受 け ら れ な い か わ い そ う な 子 ど も が 集 ま る 場 所 と 見 な さ

れ る 等 い う 、 明 治 期 の 保 育 制 度 の 発 足 当 時 と ほ と ん ど 変 化 の な い 論 理

で あ り 、1960 年 代 も そ れ ほ ど 大 き な 論 理 的 な 変 化 な か っ た 状 況 で あ っ

た と 総 括 で き る 。つ ま り 、幼 稚 園 や 保 育 所 そ の も の の 存 在 意 義 や 目 的 、

機 能 等 が 十 分 に 検 討 、 評 価 さ れ て い な か っ た と い え る 。 同 時 期 （ 1963

年 ） に 出 さ れ た 文 部 省 初 等 中 等 教 育 局 長 と 厚 生 労 働 省 児 童 局 長 の 連 名

に よ る 共 同 通 知 「 幼 稚 園 と 保 育 所 の 関 係 に つ い て 」 で は 、 幼 児 期 の 保

育 と 教 育 の 不 分 離 性 を 認 め な が ら も 、 幼 稚 園 は 幼 児 へ の 学 校 教 育 、 保

育 所 は 「 保 育 に 欠 け る 」 児 童 保 育 と そ の 施 設 の 機 能 の 相 違 を 強 調 す る

内 容 で あ っ た 。こ の「 協 働 通 知 」の 8 年 後 、1971（ 昭 和 46）年 に 出 さ



 

 

 59 

れ た 文 部 省 中 央 教 育 審 議 会 答 申 は 、「 保 育 に 欠 け る 幼 児 は 、保 育 所 に お

い て 幼 稚 園 に 準 ず る 教 育 を 受 け ら れ る よ う に す る こ と 。 幼 稚 園 と し て

必 要 な 条 件 を 具 備 し た 保 育 所 に 対 し て は 、 幼 稚 園 と し て の 地 位 を 合 わ

せ て 付 与 す る 方 法 を 検 討 」 す る と い う 方 針 を 記 載 し て い た 。 こ う し た

中 教 審 答 申 の 答 申 に も 見 ら れ る よ う に 、1970 年 代 初 頭 に お い て も 保 育

所 は 母 親 に 代 わ る 保 育 の 場 と し て 、 幼 児 教 育 を 行 う 幼 稚 園 よ り も 下 位

の 施 設 と し て 捉 え ら れ て い た こ と が 、 中 教 審 答 申 の 文 書 に お い て も 垣

間 見 ら れ る の で あ る 。  

 

（ ３ ） 1980年 以 降 の 幼 児 教 育 ・ 保 育 の 制 度  

 

 高 度 経 済 成 長 が 終 焉 し て 以 降 の 日 本 で は 、 幼 児 教 育 ・ 保 育 に 関 わ る

課 題 は 、 少 子 化 の 顕 在 化 に 関 わ る 問 題 に な っ た と 整 理 で き る 。 少 子 化

に 関 わ る 諸 課 題 と 幼 児 教 育 ・ 保 育 の 現 代 的 な 状 況 に 関 し て は 、 改 め て

別 途 の 論 文 で 検 討 す る 予 定 で あ る 。 た だ 、 幼 児 教 育 ・ 保 育 に 関 わ る 保

育 内 容 の 編 成 に 直 接 的 に 関 わ る 点 を 以 下 に 整 理 し て お き た い 。  

と こ ろ で 、 明 治 以 降 の 幼 児 教 育 ・ 保 育 の 制 度 化 と と も に 保 育 観 の 変

遷 を 遡 る と 、 先 ず 、 母 親 が 家 庭 で 子 ど も を 育 て る こ と が 最 も 良 い 保 育

と み な さ れ 、 幼 稚 園 や 保 育 所 は 家 庭 で の 保 育 の 補 助 的 な 役 割 と と ら え

ら れ て き た と 整 理 で き る 。 と こ ろ が 、 近 代 化 の 進 展 は 、 地 域 や 血 縁 者

か ら 離 れ て 孤 独 に 子 ど も を 育 て る 母 親 に と っ て 、 慣 れ な い 育 児 は 子 ど

も へ の 虐 待 や 育 児 放 棄 に つ な が る こ と も 生 じ さ せ る 。 そ の 意 味 で は 、

必 ず し も 、 家 庭 が 子 ど も に と っ て 良 い 保 育 の 場 と は な ら な い 状 況 を 生

み 出 し て い る と い え る 。 ま た 、 幼 稚 園 や 保 育 所 は 、 子 ど も に 関 す る 専

門 的 知 識 と 実 践 力 を 持 つ 保 育 者 が 子 ど も を 保 育 し 、 年 齢 の 近 い 子 ど も

た ち と 集 団 で 過 ご す こ と で 、 子 ど も の 健 や か な 成 長 の た め に 必 要 な 場

と し て 、 独 自 の 意 義 と 役 割 を 持 つ こ と が 認 知 さ れ て い る 。 さ ら に 、 入

園 、 入 所 以 前 の 段 階 に あ る 子 ど も を 育 て る 母 親 へ の 支 援 も 社 会 的 に 求

め ら れ る よ う に な り 、 地 域 の 子 育 て を 支 え る た め の 中 核 と し て の 役 割

も 乳 幼 児 施 設 と 職 員 に は 求 め ら れ て い る 。つ ま り 、1980 年 代 以 降 の 日

本 社 会 は 、 幼 児 期 の 保 育 の 在 り 方 や 保 育 施 設 の 機 能 に 関 す る 再 検 討 さ

れ る 段 階 を 迎 え た と 整 理 で き る 。  

そ の 意 味 で 、 1989 年 に 行 わ れ た 「 幼 稚 園 教 育 要 領 」（ 保 育 所 保 育 指
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針 の 改 訂 を 含 む ） の 改 訂 は 、 こ う し た 社 会 状 況 等 を 踏 ま え た 保 育 政 策

の 新 た な 方 向 性 、 特 に 保 育 内 容 の 構 成 に 関 す る 方 向 性 を 示 し た 改 訂 で

あ っ た と い え る 。 こ の 改 訂 で は 、「 幼 稚 園 教 育 要 領 」 で 保 育 内 容 が 、 6

領 域 か ら 5領 域 に 変 更 さ れ た こ と が 大 き な 改 革 で あ っ た 。 具 体 的 に は 、

幼 児 の 発 達 の 側 面 か ら 、心 身 の 健 康 に 関 す る 領 域「 健 康 」、人 と の か か

わ り に 関 す る 領 域「 人 間 関 係 」、身 近 な 環 境 と の か か わ り に 関 す る 領 域

「 環 境 」、言 葉 の 獲 得 に 関 す る 領 域「 言 葉 」及 び 感 性 と 表 現 に 関 す る 領

域 「 表 現 」 と し て ま と め ら れ て 構 成 さ れ る 保 育 内 容 と な っ た 。 い ず れ

に し て も 、 幼 児 教 育 は 環 境 を 通 し て 行 う も の で あ り 、 幼 児 の 主 体 的 な

活 動 し て の 遊 び を 通 し た 総 合 的 な 指 導 、 一 人 一 人 の 発 達 の 特 性 に 応 じ

た 指 導 に よ っ て 、 幼 児 期 に ふ さ わ し い 生 活 を 大 切 に す る こ と が 重 視 さ

れ る 基 本 方 針 で あ る こ と が 確 認 さ れ て い る 。 ま た 、 領 域 と い う ま と め

方 で 保 育 内 容 が 、 幼 児 教 育 ・ 保 育 の 対 象 と す る 幼 児 の 心 身 の 発 達 の 視

点 か ら 構 成 さ れ て い る こ と が 重 要 な 特 徴 で あ っ た 。こ の 改 訂 に 関 し て 、

「 子 ど も の 自 発 性 を 重 視 す る 保 育 へ の 転 換 」 と 捉 え 、 そ れ ま で の 保 育

者 主 導 の 設 定 保 育 中 心 か ら 、 子 ど も を 主 体 と し た 自 由 遊 び を 中 心 と す

る 環 境 構 成 型 保 育 へ と 方 針 転 換 を し た 契 機 で も あ っ た と 指 摘 さ れ て い

る 9 。  

 

（ ４ ） 現 代 の 保 育 内 容 の 課 題 ‐ 子 ど も を 主 体 と し た 保 育 の 構 築  

本 稿 で 整 理 し て き た よ う に 、保 育 と 家 庭 の 関 係 は 、自 分 の 子 ど も に

早 期 の 教 育 を 受 け さ せ た い と 願 う 保 護 者 や 自 分 で 育 て る 物 理 的 時 間

が な い 保 護 者 な ど 、大 人 や 保 育 政 策 の 側 の 事 情 か ら 構 築 さ れ て き た 歴

史 が あ る 。し た が っ て 、そ こ に は 、保 育 そ の も の の 在 り 方 や 意 義 が 十

分 検 討 さ れ た と は 言 い 難 く 、国 家 の 政 策 担 当 者 や 保 護 者 、大 人 た ち の

都 合 に よ り 保 育 そ れ 自 体 が 翻 弄 さ れ て き た 側 面 が あ る こ と は 否 め な

い 。そ の 背 景 に は 、子 ど も は 大 人 に よ っ て 保 護 さ れ る べ き 存 在 で あ り 、

大 人 に 従 う べ き 存 在 と し て み な す よ う な 子 ど も 観 あ る い は 保 育 と い

う 行 為 に つ い て 単 に 家 庭 教 育 や 保 育 を 補 完 す る も の と 見 な す こ と 、さ

ら に は 小 学 校 の 準 備 教 育 の 段 階 の よ う に 捉 え る 保 育 思 想 が あ っ た と

指 摘 で き る 。  

ま た 、保 育 を 誰 も が 行 う で あ ろ う「 子 育 て 」の 活 動 と し て 捉 え 、保

育 士 が 国 家 資 格 の 有 資 格 者 で あ り 、幼 稚 園 教 諭 が 教 育 職 員 免 許 法 に 規

定 さ れ る 教 諭 免 許 状 取 得 者 で あ る と い う 事 実 を 無 視 し 、 保 育 実 践 が

「 子 育 て 」と 同 義 の 営 為 だ と 混 同 し て き た 現 実 が あ る 。そ の 結 果 、保

育 者 に は 専 門 性 （ 専 門 的 力 量 ） を 持 つ 以 前 に 、 「 子 ど も へ の 優 し さ 」

や 「 包 み 込 む よ う な 愛 情 」 と い っ た 情 緒 的 な 資 質 や 能 力 が 求 め ら れ 、
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養 成 課 程 の 課 題 で あ る と も 想 定 さ れ て き た 。実 際 、幼 稚 園 ・ 保 育 所 の

園 長 を 対 象 と し た 調 査 研 究 結 果 を 見 て も 、保 育 現 場 に お け る 新 規 採 用

者 へ の 評 価 で は 、「 保 育 者 の 必 要 な 技 術 ・ 知 識 」よ り も 明 る さ や 素 直

さ 笑 顔 と い っ た「 資 質 ・ 人 柄 」等 が 高 く 評 価 さ れ て い る 傾 向 が 見 ら れ

る 1 0 。こ の よ う に 、保 育 の 専 門 性 を 十 分 評 価 し な い と い う 保 育 者 観 が

実 際 に 現 存 し て い る だ ろ う が 、保 育 者 の 養 成 校 あ る い は 養 成 課 程 に お

い て も 、「 保 育 者 養 成 校 で は 、子 ど も た ち の 前 に 立 っ た 時 に 、す ぐ に

役 立 つ 保 育 技 術 の 指 導 に 力 が 注 が れ 、遊 ば せ る た め の 環 境 の 整 え 方 や

指 導 の テ ク ニ ッ ク に 重 点 が 置 か れ て き た 。手 遊 び や 歌 遊 び を 覚 え て い

る ほ う が 実 習 園 で の 評 価 が 高 く 、現 在 で も 養 成 校 の 授 業 担 当 者 の 中 に

は 技 能 技 術 の 指 導 を 重 視 す る 人 が 決 し て 少 な く な い 」1 1 と い う 極 め て

考 え さ せ ら れ る 現 実 が 指 摘 さ れ て い る 、保 育 者 と し て 身 に つ け る べ き

専 門 性 に つ い て 、改 め て 整 理 検 討 す る 必 要 が 養 成 機 関 に お い て も 存 在

し て い る と 指 摘 し て よ い だ ろ う 。  

と こ ろ で 、2015年  4月 か ら 開 始 さ れ た「 子 ど も・子 育 て 支 援 制 度 」

に 見 ら れ る よ う に 、子 育 て を 支 援 す る 場 は 、保 育 所 や 幼 稚 園 だ け で な

く 、地 域 型 保 育 と し て 少 人 数 の 家 庭 的 保 育 、小 規 模 保 育 、事 業 所 内 保

育 、居 宅 訪 問 保 育 、認 定 こ ど も 園 な ど 急 速 に 整 備 さ れ 、増 加 す る こ と

に な っ た 。 た と え ば 、 か つ て は 、「 保 育 に 欠 け る 」 児 童 を 保 育 す る 施

設 と し て と ら え ら れ て い た 保 育 所 で は あ る が 、そ の 支 援 対 象 は 働 く 女

性 だ け で な く 孤 独 な 子 育 て を 行 う 専 業 主 婦 家 庭 に ま で 拡 大 し て い る

の で あ る 。確 か に 、保 育 に 関 す る 支 援 の 量 は 増 え 、幼 稚 園 や 保 育 所 等

に 求 め ら れ る 役 割 は 、単 な る 家 庭 保 育 の 補 完 的 な 役 割 か ら 変 化 し 、地

域 子 育 て 支 援 の 中 核 施 設 と し て 、多 様 な 保 育 の ニ ー ズ に 応 え る 機 能 を

果 た す よ う 位 置 づ け ら れ て き て い る 。こ れ ら の 保 育 施 策 と 保 育 の 場 の

量 的 、質 的 な 変 化 は 、子 育 て に 悩 む 保 護 者 や 、働 く 保 護 者 に と っ て 肯

定 的 に 評 価 で き る 状 況 と な っ て い る 。し か し 、そ こ で 過 ご す 子 ど も に

と っ て 有 益 な 場 と し て ふ さ わ し い 質 等 が 保 証 さ れ て い る の か 、子 ど も

中 心 の 視 点 は 位 置 づ け ら れ て い る の か な ど 、保 育 施 策 の 根 本 に は 、ど

の よ う な 保 育 思 想 等 に 基 づ い て 実 施 さ れ て い る か が 明 ら か に さ れ て

い く 必 要 が あ る と 指 摘 で き る 。  

た と え ば 、長 期 に わ た っ て 保 育 の 場 を 求 め る 保 護 者 の 願 い と 、少 子

化 や 労 働 力 の 問 題 の 解 消 を 意 図 す る よ う な 国 家 的 政 策 が 仮 に 一 致 し

た と し て も 、単 に 家 庭 教 育 を 補 う だ け の 保 育 者 の 専 門 性 を 問 わ な い 保

育 思 想 に 基 づ く 制 度 で あ れ ば 、そ こ に は 子 ど も や 保 育 の 質 に 関 す る 真

摯 な 議 論 は ほ と ん ど 行 わ れ な い 危 険 性 が 孕 ま れ て い る 。  

 こ の 点 に つ い て 、 「 大 事 な の は 、 保 育 と は 一 体 だ れ の た め な の か 、
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今 一 度 よ く 考 え る こ と で あ ろ う 。少 子 高 齢 化 に よ り 、社 会 保 障 の 担 い

手 が 減 る 。だ か ら 、女 性 が 産 み や す い 環 境 を 整 え る と か 、女 性 の 就 業

率 を 高 め る と か 、こ う し た 大 人 の 視 点 が 、こ れ ま で の 保 育 制 度 改 革 や

施 策 の 議 論 の 中 心 に な っ て き た 」1 2 と い う 問 題 点 の 指 摘 は 極 め て 重 要

で あ る 。指 摘 す る ま で も な く 、少 子 高 齢 化 に 関 連 し て 展 開 さ れ る 保 育

政 策 の 多 く は 、子 ど も を 中 心 に 据 え た 保 育 あ る い は 保 育 内 容 と い う 視

点 を 欠 如 さ せ て い る こ と が 多 い 。社 会 の た め の 保 育 が 第 一 に 来 る の で

は な く 、ま ず は 未 来 を 担 う 存 在 で あ る 子 ど も 中 心 の 保 育 や 保 育 内 容 の

構 想 や 実 践 す る こ と 、そ れ が 社 会 の 問 題 解 決 へ と つ な が っ て い く と い

う 理 論 的 な 視 点 こ と が 肝 心 な の で あ る 。そ の た め に 、保 育 に 直 接 関 わ

る 者 の 保 育 観 や 思 想 だ け で な く 、社 会 を 構 成 す る そ れ ぞ れ の 構 成 員 の

保 育 観 や 思 想 が 問 い 直 さ れ な け れ ば な ら な い と 考 え る 。そ う で な け れ

ば 、保 育 は 貨 幣 を 介 し た 単 な る サ ー ビ ス の 一 環 と な り 、養 育 者 や 子 ど

も は そ の サ ー ビ ス を 受 け る 対 象 と し て み な さ れ 、質 の 向 上 と は か け 離

れ た 、安 易 な 家 庭 養 育 の 補 完 の 場 と し て 、経 済 的 な 量 の 支 援 の 問 題 と

し て と ら え ら れ る こ と に し か な ら な い 。 確 か に 、 保 育 は あ る 意 味 で 、

家 庭 教 育 を 補 う 機 能 を 果 た す も の で あ る か も し れ な い が 、物 理 的 な 時

間 や 場 が 不 足 し て い る と い う 理 由 の た め に 実 行 で き な い 家 庭 教 育 を

単 純 に 補 う だ け で は な く 、家 庭 で は で き な い が 、保 育 だ か ら こ そ で き

る こ と を 実 践 し 提 供 す る と い う こ と に 大 き な 意 味 が あ る 。指 摘 す る ま

で も な く 、保 育 は 、家 族 以 外 と 過 ご す 集 団 生 活 の 場 で あ る 。年 齢 の 近

い 乳 幼 児 集 団 の 中 で 、家 庭 で は で き な い（ 経 験 で き な い ）様 々 な 体 験

を 通 し て 子 ど も た ち が 生 活 し 、学 ぶ 場 で も あ る 。具 体 的 に 指 摘 す れ ば 、

「 幼 児 が 自 ら の 発 想 の も と で 自 由 に 遊 び を 展 開 す る な か で 得 ら れ る

主 体 性 、そ の 遊 び を 快 く 進 め て い く た め に 必 要 な 個 人 的 、社 会 的 な 生

活 習 慣 の 習 得 、遊 び の 中 で 形 成 さ れ て い く 友 達 集 団 が 幼 児 の 生 活 を 高

め て い く 」 1 3 と い う こ と で も あ る 。 も ち ろ ん 、 そ の 根 底 に 子 ど も が 自

分 自 身 や 他 者 を 信 頼 で き る よ う に 、子 ど も が 愛 さ れ て い る と 実 感 で き

る こ と や 、温 か く 安 心 で き る 家 庭 を は じ め と す る 子 ど も を 取 り 巻 く 社

会 環 境 の 存 在 が 必 要 で あ る こ と は 指 摘 す る ま で も な い 。  

 い ず れ に し ろ 、子 ど も の 主 体 性 を 育 む こ と を 基 軸 に し た 幼 児 保 育 を

構 築 す る 保 育 内 容 の 確 立 が 現 代 的 な 喫 緊 の 課 題 で あ る と 考 え て い る 。

既 に 概 観 し た よ う に 、1989年 の『 幼 稚 園 教 育 要 領 』の 大 改 訂 、い わ ゆ

る 保 育 内 容 の 5領 域 化 へ の 変 更 は 、 そ う し た 主 体 性 を 育 む こ と を 企 図

し た 幼 児 保 育 の 本 来 の 在 り 方 を 構 築 す る た め の も の で あ る 。少 な く と

も 、小 学 校 教 育 の 前 段 階 と い う よ う な 保 育 の 捉 え 方 で は な く 、当 該 年

齢 の 子 ど も の 発 達 を 前 提 に し た 保 育 内 容 の 構 築 と い う 論 理 で あ っ た
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こ と は 間 違 い な い 。そ の 意 味 で も 、1989年 の『 幼 稚 園 教 育 要 領 』の 改

訂 と 保 育 内 容 の 5領 域 化 の 理 論 に 関 し て は 、 改 め て 検 討 す べ き 課 題 で

あ る と 指 摘 し て お き た い 。  

 

今後の課題‐保育内容と保育職員の専門性との関りで  

す で に 概 観 し て き た よ う に 、 明 治 以 降 の 日 本 の 保 育 制 度 の 史 的

展 開 と と も に 、 保 育 に 関 す る 考 え 方 や 思 想 も ま た 歴 史 的 な 変 容 を

受 け て き た 。当 然 な が ら 、そ う し た 保 育 制 度 や 保 育 思 想 等 の 変 化 を

基 底 と し て 保 育 内 容 も 変 容 、改 訂 さ れ て き た の で あ る 。そ う し た 保

育 内 容 の 変 化 が 実 際 の 保 育 活 動 や 実 践 に ど の よ う な 影 響 を 与 え て

き た の か は 重 要 な 検 討 す べ き 課 題 で あ る 。  

と こ ろ で 、 2015年 か ら 実 施 さ れ て い る 「 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 制

度 」 、 2017年 の 『 幼 稚 園 教 育 要 領 』等 （ 『 保 育 所 保 育 指 針 』 、『 幼

保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 教 育・保 育 要 領 』）の 改 訂 、さ ら に は 2023年

4月 の 「 こ ど も 家 庭 庁 」 の 設 置 な ど 、 21世 紀 に 入 っ て か ら の 幼 児 教

育・保 育 に 関 わ る 諸 制 度 の 改 編 や 新 設 等 は 、急 速 に 実 施 さ れ て き て

い る と い え る 。特 に 、保 育 内 容 に 関 わ っ て は 、2017年 の『 幼 稚 園 教

育 要 領 』 等 の 改 訂 に お い て 、 3歳 以 上 の 幼 児 の 教 育 ・ 保 育 を 「 幼 児

教 育 」と 位 置 付 け る こ と に な っ た 。こ の こ と は 、「 幼 児 期 の 終 わ り

ま で に 育 っ て ほ し い 10の 姿 」を 示 す こ と で 、幼 稚 園 あ る い は 他 の 保

育 施 設 と の 共 通 方 針 と し て 明 確 化 し 、 さ ら に 小 学 校 教 育 と の 接 続

の 推 進 を 図 ろ う と す る も の で あ る 。そ の 意 味 で 、こ れ ま で の 、幼 稚

園 や 保 育 所 に お け る 保 育 内 容 あ る い は 保 育 課 程 に 関 す る 共 通 化 及

び 体 系 化 を 促 進 す る 措 置 で あ っ た と も い え る 。と り わ け 、幼 児 に 主

体 的 な 活 動 を 促 し 、 安 定 し た 情 緒 の 下 で 一 人 ひ と り が 自 己 を 発 揮

で き る よ う 、 必 要 な 体 験 を 積 み 重 ね て い く こ と の 大 切 さ が 保 育 課

程 に お い て 重 視 さ れ て お り 、 保 育 職 員 が そ う し た 子 ど も の 体 験 を

意 識 し て 保 育 に 取 り 組 む こ と が 求 め ら れ て い る こ と は 自 明 で あ る 。

併 せ て 、幼 稚 園 教 諭 、保 育 士 、さ ら に 保 育 教 諭 、い わ ゆ る 保 育 職 員

が 、保 育 に 携 わ る 専 門 職 と し て 保 育 内 容 を 実 践 し 、し か も 子 育 て の

助 言 者 と し て の 役 割 も 新 た に 期 待 さ れ て い る こ と を 意 味 し て い る 。 

以 上 の よ う な 幼 児 保 育 に 対 す る 制 度 的 な 変 更 は 、 必 然 的 に 保 育

内 容 あ る い は 保 育 に 関 わ る 考 え 方 を 大 き く 変 化 さ せ る 契 機 で も あ

る 。 そ の 意 味 で 、 2023年 12月 22日 に 閣 議 決 定 さ れ た 「 こ ど も 基 本

法 」（ 2023年 5月 制 定 ） に 基 づ く 「 こ ど も 大 綱 」 は 、 今 後 の 保 育 に

関 わ る 施 策 、と り わ け 、保 育 内 容 と そ の 構 成 に 関 わ る 考 え 方 に 大 き

な 意 味 を 持 っ て い る と 指 摘 で き る 。ま た 、「 こ ど も 大 綱 」は 、周 知
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の よ う に こ れ ま で 個 別 に 作 成・推 進 さ れ て き た「 少 子 化 社 会 対 策 基

本 法 」「 子 ど も ・ 若 者 育 成 支 援 推 進 法 」お よ び「 子 ど も の 貧 困 対 策

の 推 進 に 関 す る 法 律 」と い う 子 ど も 関 連 の 3大 綱 を 住 ま え た 構 成 と

な っ て い る 。こ の 点 は 、幼 児 に 関 わ る 教 育・保 育 体 系 に と ど ま ら な

い 内 容 を 含 ん で い る が 、 現 行 の 保 育 制 度 や 保 育 内 容 に も 今 後 大 き

な 影 響 与 え る こ と は 想 像 に 難 く な い 。  

 そ う し た こ と を 踏 ま え て 、 現 在 の 保 育 内 容 と 保 育 職 員 に 関 わ る

喫 緊 の 課 題 は 、保 育 職 員 が 、専 門 職 と し て 保 育 内 容 を 創 造 的 に 実 践

し て い く の か と い う 点 の 検 討 で あ る 。 以 下 に 検 討 す べ き 視 点 を 簡

潔 に 整 理 し て お く 。  

課 題 の 一 つ は 、現 在 の 保 育 職 員（ 幼 稚 園 教 諭 。保 育 士 。保 育 教 諭

な ど ） が 専 門 性 を ど の よ う に 獲 得 し 向 上 さ せ て い く の か と い う こ

と で あ る 。先 述 し て い る よ う に 、現 行 の「 幼 稚 園 教 育 要 領 」等 で は 、

保 育 職 員 が 地 域 の 子 育 て に 関 し て 専 門 的 知 識 に 基 づ く 支 援 を す る

こ と が 想 定 さ れ て い る 。そ こ で は 、保 育 職 員 と し て 常 に 専 門 性 が 求

め ら れ る 存 在 で あ る こ と を 意 味 す る 。 そ の こ と に 応 え ら れ る 専 門

性 を 保 育 職 員 は 保 持 し 向 上 さ せ て い く た め の 研 修 等 を 保 障 す る シ

ス テ ム が 求 め ら れ て い る 。 こ う し た 点 を ど の よ う に 整 備 す る の か

と い う こ と で あ る 。  

課 題 の 二 つ は 、保 育 者 が ど の よ う な 保 育 観 を 持 ち 、日 々 の 保 育 実

践 に 取 り 組 ん で い る か に 関 し て 再 検 討 す る こ と で あ る 。 指 摘 す る

ま で も な く 、 保 育 は 現 在 進 行 形 で 行 わ れ て い る 実 践 的 な 営 為 で あ

り 、し た が っ て 、保 育 職 員 の 保 育 観 や 思 想 が 保 育 諸 活 動 に 影 響 を 与

え る こ と は 明 白 で あ る 。 保 育 内 容 を 踏 ま え た 保 育 実 践 を 創 造 的 に

展 開 す る た め に も 保 育 者 の 保 育 観 や 思 想 は 重 要 な 前 提 で あ る 。 今

後 の 保 育 の 質 向 上 あ る い は 保 育 内 容 の 改 編 を 考 え る 際 に も 、 保 育

職 員 が 持 っ て い る 保 育 観 等 の 再 検 討 は 必 要 な 課 題 で あ る 。  

課 題 の 三 つ は 、保 育 職 員（ 幼 稚 園 教 諭 、保 育 士 、保 育 教 諭 等 ）の

養 成 課 程 に つ い て の 検 討 で あ る 。こ の 点 は 、課 題 の 二 つ 目 に 指 摘 し

た 専 門 性 の 獲 得 に 関 係 す る 点 で も あ る 。 こ れ ま で 保 育 職 員 の 養 成

課 程 で は 専 門 性 よ り 、 反 知 主 義 的 な 人 格 主 義 へ の 傾 向 が 多 く み ら

れ て き た 。こ う し た 傾 向 は 、専 門 性 を 獲 得 す る こ と を 怠 慢 に す る 結

果 を 生 み 出 し て き た と も い え る 。 そ う で は な く 保 育 職 員 と し て 基

本 と な る 専 門 性 を 有 す る 実 践 者 と し て 、子 ど も を 理 解 す る 力 、状 況

に 応 じ て 総 合 的 に 指 導 ・ 支 援 す る 力 、保 育（ 実 践 ）を 構 想 し 実 践 す

る 力 の 専 門 的 力 量 の 修 得 が 目 指 さ れ る べ き で あ る 。  

現 在 の 保 育 制 度 に お け る 保 育 内 容 に つ い て は 、 今 後 も 様 々 に 議
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論 さ れ 改 訂 さ れ て い く で あ ろ う 。し か し な が ら 、本 稿 で 概 観 し て き

た よ う に 、保 育 内 容 そ れ 自 体 は 、時 代 の 変 容 に 併 せ て 改 訂 さ れ て き

た も の で あ る 。課 題 は 、実 際 の 子 ど も の 成 長 に 関 わ っ て 、保 育 者（ 保

育 職 員 ） が ど の よ う に 創 造 的 に 保 育 内 容 と そ れ に 基 づ く 実 践 を 展

開 で き る か が 重 要 な 点 で あ る 。そ の 意 味 で は 、保 育 内 容 は 、保 育 活

動 を 担 う 保 育 者 ・ 職 員 が 対 象 の 子 ど も に 応 じ て 構 築 し て い く こ と

が 最 も 合 理 で き で あ る 。 そ う し た 保 育 活 動 が 可 能 と な る 制 度 構 築

が よ り 広 範 に 議 論 さ れ 検 討 さ る べ き で あ ろ う 。  

近 代 日 本 の 保 育 制 度 の 史 的 な 変 遷 と 保 育 内 容 に 関 す る 整 理 を 踏

ま え る な ら 、 以 上 の よ う な 結 論 が 導 か れ る の で は な い か と 考 え て

い る 。  
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注  
1  「 保 育 」 と 本 研 究 で の 術 語 は 、 義 務 教 育 機 関 の 就 学 前 の 乳 幼 児 を 対

象 と し た 、 い わ ゆ る 教 育 あ る い は 保 育 活 動 の 全 て を 包 含 し た 概 念 と し

て 使 用 す る 。周 知 の よ う に 、「 保 育 」と い う 語 が 最 初 に 使 用 さ れ た の は 、

1876（ 明 治 9） 年 で あ る 。 1976年 11月 に 東 京 女 子 師 範 大 学 附 属 幼 稚 園

の 創 設 に 伴 っ て 、「 幼 稚 園 に お け る 教 育 」を 表 す も の と し て「 保 育 」と

い う 言 葉 が 使 用 さ れ る よ う に な っ た か ら で あ る 。 そ の 後 の 明 治 期 ・ 大

正 期 に は 幼 稚 園 教 諭 が 幼 稚 園 で 行 う 実 践 だ け で な く 、 託 児 所 ・ 保 育 所

に お け る 実 践 も「 保 育 」と い う 語 が 用 い ら れ る よ う に な っ た 。た だ し 、

こ の 時 期 の 「 保 育 」 は 、 幼 稚 園 で は 「 就 学 前 教 育 」 を 、 託 児 所 ・ 保 育

所 で は 「 社 会 的 養 護 」 を 主 と し て お こ な う こ と に な っ て お り 、 実 施 さ

れ て い る 保 育 の 内 容 は 、 幼 稚 園 、 保 育 所 と い う 施 設 や 対 象 と す る 子 ど

も に よ っ て 異 な っ て い た 点 は 注 目 す べ き で あ る 。 た だ 、 こ う し た 保 育

と い う 術 語 に 関 し て も 、 所 管 す る 行 政 官 庁 の 違 い に よ っ て 、 区 分 さ れ

る こ と が 供 用 さ れ る こ と に な っ た こ と も 大 き な 点 で あ る 、本 研 究 で は 、

原 則 と し て 乳 幼 児 を 対 象 と す る 活 動 を 保 育 と し て 表 記 す る 。 な お 、 必

要 に 応 じ て 、「 教 育 」あ る い は「 教 育 ・ 保 育 」と い う 表 記 も 併 用 す る こ

と を 予 め 断 っ て お く 。  
2  東 京 女 子 師 範 学 校 附 属 幼 稚 園 「 幼 稚 園 規 則 」（ 文 部 科 省 『 学 制 百 年

史 』 の 「 五  幼 稚 園 の 創 設 」 参 照 。  
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URL:ht tps ://www.mext .go . jp/b_menu/hakusho/html/others/deta i l  

/1317591 .htm 閲 覧 日 2025年 ２ 月 10日 。  
3  同 前  文 科 省 『 学 制 百 年 史 』 の 「 五  幼 稚 園 の 創 設 」。  

URL:ht tps ://www.mext .go . jp/b_menu/hakusho/html/others/deta i l  

/1317591 .htm 閲 覧 日 2025 年 ２ 月 10 日 。」  

な お 、『 学 制 百 年 史 』 に よ れ ば 東 京 女 子 師 範 学 校 付 属 幼 稚 園 に お い

て 、 1877 年 7 月 に 制 定 さ れ た 「 幼 稚 園 規 則 」 で は 、 幼 稚 園 で 実 践 す

る 保 育 内 容 を 構 成 は 、 次 の よ う な 三 科 で あ り 、 そ れ ぞ れ の 科 は 次 の よ

う な 内 容 が 設 定 さ れ て い た 。  

 

第 一 物 品 科  日 用 ノ 器 物 即 チ 椅 子 机 或 ハ 禽 獣 花 果 等 ニ ツ キ 其 性 質 或

ハ 形 状 等 ヲ 示 ス  

第 二 美 麗 科  美 麗 ト シ 好 愛 ス ル 物 即 チ 彩 色 等 ヲ 示 ス 。  

第 三 知 識 科  観 玩 ニ 由 テ 知 識 ヲ 開 ク 即 チ 立 方 体 ハ 幾 個 ノ 端 線 平 面 幾

個 ノ 角 ヨ リ 成 リ 其 形 ハ 如 何 ナ ル カ 等 ヲ 示 ス  

 

さ ら に こ の 三 科 に は 以 下 の よ う な 細 目 が 設 定 さ れ て い た 。  

「 五 彩 球 ノ 遊 ヒ 、 三 形 物 ノ 理 解 、 貝 ノ 遊 ヒ 、 鎖 ノ 連 結 、 形 体 ノ 積 ミ

方 、 形 体 ノ 置 キ 方 、 木 箸 ノ 置 キ 方 、 環 ノ 置 キ 方 、 剪 紙 、 剪 紙 貼 付 、

針 画 、 縫 画 、 石 盤 図 画 、 織 紙 、 畳 紙 、 木 箸 細 工 、 粘 土 細 工 、 木 片 ノ

組 ミ 方 、 紙 片 ノ 組 ミ 方 、 計 数 、 博 物 理 解 、 唱 歌 、 説 話 、 体 操 、 遊

戯 」 の 25 細 目 で あ っ た 。  

 ま た 、 就 園 年 齢 、 年 齢 に よ る ク ラ ス 編 成 及 び 1 日 の 保 育 時 間 つ い

て も 、「 幼 稚 園 規 則 」 に 以 下 の よ う に 条 文 化 さ れ て い た 。  

  第 二 条  小 児 ハ 男 女 ヲ 論 セ ス 年 齢 満 三 年 以 上 満 六 年 以 下 ト ス  但

シ 時 宜 ニ 由 リ 満 二 年 以 上 ノ モ ノ ハ 入 園 ヲ 許 シ 又 満 六 年 以 上

ニ 出 ツ ル モ ノ ト 雖 モ 猶 在 園 セ シ ム ル コ ト ア ル ヘ シ  

第 九 条  入 園 ノ 小 児 八 年 齢 ニ 由 リ コ レ ヲ 分 ツ テ 三 組 ト ス  但 シ   

満 五 年 以 上 ヲ 一 ノ 組 ト シ 満 四 年 以 上 ヲ 二 ノ 組 ト シ 満 三 年   

以 上 ヲ 三 ノ 組 ト ス  

第 十 条  小 児 保 育 ノ 時 間 ハ 毎 日 四 時 ト ス  但 シ 当 分 ノ 間 保 育 時  

間 内 ト 雖 モ 小 児 ノ 都 合 ニ 由 リ 退 園 ス ル モ 妨 ケ ナ シ ト ス  
4  「 幼 穉 遊 嬉 場 」 は 、 そ の 設 立 等 の 史 的 背 景 に 関 し て 検 討 を 今 後 深 化

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail
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さ せ る 必 要 は あ る が 、 施 設 の 性 格 と し て は 、 17世 紀 初 頭 に イ ン グ ラ ン

ド に お け る 救 貧 法 制 定 お よ び そ の 後 の キ リ ス ト 教 知 識 普 及 協 会 に よ る

幼 児 を 対 象 と す る 更 生 施 設 等 に 近 い 論 理 で 設 立 、 運 営 さ れ て い た よ う

に 考 え て い る 。 こ の 点 は 今 後 の 検 討 課 題 で あ る 。  
5  野 口 は 周 知 の よ う に 洗 礼 を 受 け た ク リ ス チ ャ ン で あ り 、 彼 女 等 を 典

型 に 当 時 の 日 本 に お け る 託 児 所 の 設 立 な ど の 社 会 事 業 の 一 翼 を キ リ ス

ト 者 や 教 会 が 担 っ て い た 。 と り わ け 幼 児 教 育 保 育 施 設 の 設 立 に 明 治 期

か ら 大 正 期 に 至 る 時 代 状 況 の 中 で キ リ ス ト 者 が 開 設 し た 幼 児 教 育 保 育

施 設 は 、 そ の 後 の 日 本 に お け る 幼 児 教 育 保 育 制 度 に 大 き な 影 響 を 与 え

て い る 。 こ の 点 は 、 今 後 、 キ リ ス ト 者 と 幼 児 教 育 保 育 施 設 の 設 立 と い

う 視 点 か ら の 検 討 課 題 で あ り 、 と り わ け 地 方 で の 幼 児 保 育 施 設 に 関 す

る 史 的 事 例 研 究 が 必 要 で あ る 。 こ の 点 に 関 わ り 、 香 川 県 の 乳 幼 児 保 育

施 設 の 明 治 期 後 半 か ら 昭 和 初 期 に か け て の 動 向 に つ い て の 研 究 を 現 在

計 画 中 で あ る 。  
6  19 世 紀 末 か ら 20 世 紀 初 頭 に か け て の 「 フ レ ー バ ー 教 育 」 の 影 響 中

で 主 張 さ れ た 内 容 で あ る 。 こ の 時 期 の 教 育 に 関 す る 議 論 や 主 張 の 問 題

性 は 以 下 の ア リ ス ・ ミ ラ ー 著 作 に 詳 し く 展 開 さ れ て い る 。Al ice  Mi l le r

‘Am Anfang war  E rz iehung ’1980.（ 日 本 語 訳 『 魂 の 殺 人  親 は 子 ど も に

何 を し た か 』  山 下 公 子 訳  新 曜 社 、 1983 年 ）。  

7  『 昭 和 22 年 度 （ 私 案 ） 保 育 要 領 ‐ 幼 児 教 育 の 手 引 き ‐ 』 文 部 省  

師 範 學 校 教 科 書 株 式 會 社  昭 和  23 年 。  本 稿 で は 国 立 教 育 政 策 研 究

所 研 究 情 報 デ ー タ ベ ー ス の 「 昭 和 二 十 二 年  試 案  保 育 要 領 」 を 参 観  

h t tps ://er id .n ier .go . jp/ f i les/COFS/s22k/chap6.htm  閲 覧 日 2025

年 2 月 25 日 。  

8  「 保 育 所 保 育 指 針 」 は 全 国 の 認 可 保 育 所 が 遵 守 し な け れ ば な ら な

い 保 育 の 基 本 原 則 と し て 、 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

（ 児 童 福 祉 施 設 最 低 基 準 ） 第 35 条 の 規 定 を 根 拠 に 定 め ら れ て い る 。  

9  井 上 明 美 「 日 本 の 保 育 観 の 歴 史 的 変 遷 か ら 捉 え る 保 育 ‐ 保 育 の 質
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