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個 ・ 集 団 ・ 組 織 の 「あ い だ 」 に あ る も の
一 一人 間関係 を 切 り 口 と して

○ 黒 田 　淑 子 　　 　桝 田 　 正 子

（お 茶の 水 女 子 大 学 附 属 幼 稚 園 ）

【目 的】

　幼 稚 園 教 育 を め ぐ る 状 況 を 、幼 稚 園 内 だ け で な く、

外 と の 関係 に もひ ろ げ て 眺 め て み る と、家庭 と 幼稚園

の 関 係 、親 と 保育者 の 関 係、幼 稚 園 と地域 との 関 係 、

幼 稚 園 と小学 校 の 関 係 、大 学 と 附 属 幼稚 園 の 関係、附

属 校 ・園 の 関 係、幼 稚園問 の 関 係 ，行 政 と の 関 係 な ど 、

さ ま ざ ま な 関 係 が 交錯 し て お り 、幼 児 が 遊 び を 中 心 と

して 生 活 す る 幼 稚 園 の 在 り方 ・存 在 意義 は ．幼稚園 内

外 の こ れ ら の 諸 関 係 に お い て も閊 わ れ る こ と に な る。

そ れ ぞ れ の 関 係 の 在 り方 に つ い て の 研 究 は 、実態 の 把

握 か ら、理 論 の 構 成、具 体的 な 実践 へ の 提言 を 含 め て 、

数多 くな さ れ て き て い る が 、こ れ らの 諸 関 係 を 総 合 的

に 把 握 して 、関 係 そ の もの の 在 り方 を 問 う切 り 口 で の

研 究 は まだ 少 な い 。本 研 究 者 ら は 、幼 稚 園 に お け る 管

理 者的 な 役割 を担 う者 の 立 場 か ら、こ れ らの 諸 関 係 が

交 錯 す る と こ ろ で 起 こ る 事柄 、特 に 個
・
集団

・
組織 の

「あ い だ 」 で 起 こ る 事 柄 を、関 係 状 況 を 単 位 と し て 取

り上 げ、そ こ で の 人間関係 の 在 り方 に 限定 して 考 究 す

る。また 状 況 に つ い て は 、危 機 を 創 造へ の 転機 と し て

い くよ うな 変 動 して い く状 況 に 着 目 し、具 体 的 な 状 況

の 根底 に あ る 本質的な 特性 を 明 ら か に す る。

【方 法 】

　 こ の 研 究 の 手 続 き は 以 下 の 通 りで あ る。

  本 研 究 者 ら が 管理 者 的 な 役 割 を 担 って 見 え て く る こ

と 、っ ま り個 ・集 団 ・組 織 の 1 あ い だ 」 で 起 こ る事 柄

を 、人 間 関 係 を 軸 と して と ら え、そ こ で の 関 係 状 況 の

変化 を基礎資料 と し て 収集す る、，本研 究者 らの 役 割 の

違 い も い か して 多 様 な 切 り 口 で 資 料 を 収 集 す る 。

  集 め た 資料 の 類似性を と ら え て 、人 間 関 係の 在 り方

に っ な が る い くっ か の 問 題 ・課 題 を 明 らか に し、具 体

的 な 関 係 状 況 と対 応 さ せ な が ら、人 間 関 係 の 本 質的 な

特 性 に つ い て の 分析 ・考察を 進 め る 。

  分 析 ・考 察 に あ た っ て は 、保 育 学 の 知 見 と共 に 、本

研 究 者 （黒 田 ） が 関与 して い る 近 接領域 の 学冏の 知 見

を も活 用 し、学際的 に ア プ ロ
ー

チ す る。関 係学 （か か

わ り 方 か ら み る 関 係 状 況 ）；人 間 関 係 学 （人 間 関 係の 危

機 と創造 の 視 点 ）；カ ウ ン セ リ ン グ （援助的人 間 関 係 、

予 防 的 ア プ ロ
ー

チ ）；家政 学 （生 活 の 科 学 化 ）；集 団 精 神

療法 ・グ ル ープ ダ イ ナ ミ ッ ク ス （集団 と個 の 関係の 在

り方 ）；心 理 劇 （即 興 性、ア ク シ ョ ン メ ソ ヅ ド） 他 。

  個 ・集 団
・
組 織 の 「あ い だ 1 に あ る もの を、い くつ

か の 、典 型 的 な 、人 間 関 係 の 変動 の 過 程 と して 提 示 す

る。こ れ ら は 、危 機 状 況 の 転換
・
創造 の 契 機 を 含 む も

の で あ る 。 人 間 関 係 の 本質 を 明 示 す る た め に 、関 係 学

の か か わ り分析
窄

を 活 用 した 関係構造図 も併記 す る。

　 ＊ 松 村 康平 ・斉 藤 緑 1991 人 間 関係 学 　関 係 学 研 究 所

【結果 ： 個
・
集団

・
組 織 の 「あ い だ 」 に あ る もの 】

1 ）
一

方 向 に 限 定 さ れ な い 多 様 な か か わ り 方が 可 能 な

　 　 人 間 関 係 の 展 開

　 上部組織 か ら ド部 組 織 へ 、あ る い は 管 理 者 か ら集 団

・組 織 の 構 成 員 へ 、な ん ら か の 伝 達 が 行 わ れ る 場合 、

と も す る と、そ の 伝 達 は 絶 対 的 な も の と して 受 け 取 ら

れ 、そ れ が 繰 り 返 さ れ る と 、上 か ら 下 へ の
一

方的 な 関

係 が 固 定 化 して し ま う こ と が あ る。も し もそ の 伝 達 内

容が 当 事 者 （下 部 組 織
・
構 成 員 ） の 意 に 反 す る もの で

あ った ら、反 論 し 、自分 た ち の 意 見 を 上 部組織 ・管 理

者へ 表明す る とい っ た 主 体的 な 対応 が 要請 さ れ る。そ

の た め に は、ふ だ ん か ら、自 らの 立 場 を確 立 し、伝 達

を待 っ て 動 き 出す の で は な く、自発 的 に 活動 を 創造 し

て い く姿勢 が 望 ま れ る。こ の 幼 稚 園 と して
’
、保 育 者 と

して 、あ る い は保 護 者 と して 、適 宜、そ れ ぞ れ の 立 場

か ら 発 言 を し て 、は た ら き か け あ っ て い く こ と が 柔 軟

な 人 間 関 係 の 展 開 に つ な が っ て い くこ とだ ろ う。図 1

の 左 は、 hか らの ．一方 向 の 関係 だ けが 際立 っ て い る。

右の 図 の よ う に 、ヒか ら も、下 か ら も、横 か ら も多 様

な か か わ り方 が み られ る な ら、関 係 の 通 路 は さ ま ざ ま

に 開 か れ て い く こ と に な る 。こ の よ うな 人 間 関 係 が 基

盤 に あ る な ら、異 な る役 割 を 担 う人 ・組 織 が 相 互 に 協

力 しあ っ て 、共 に 新 た な 活 動 を 創 造 して い く こ と もで

∵◎
一 醗

2 ） 十 把
一

か らげ の 認 識 に と ど ま らな い 共通 性 ・類似

　　 性 ・個 別 性 の 把 握

　 口本人 は
．・一、男 性 は

…、子 育 て 中 の 母親 は
…、こ の

幼 稚 園 の 子 ど もた ち は
…、こ の 行 政機関 は

一．・な ど と、

集団や 組織の 類似 性 だ け が め だ って しま う と、そ の 集

団 や 組 織 に 属 す る個 人 の 個 別性 は 無視 さ れ 、い っ も、
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ど こ か の OO さ ん に な って しま う 。

一人 ひ と りの 違 い

が あ い ま い に な っ て 十把 一か らげ に 括 られ て し ま う 危

機状 況 が 生 じ る こ と に な る 。図 2 の 左 は こ の 状 況 を 示

して い る。右 の 図 の よ うに 、N さ ん は 、　 X と い う 集 団

の
．一

員 で はあ るが 、Y 集団 の
一一

員 で もあ り、と き に は

X と Y を っ な ぐ役 割 を も担 う し、ま た ど こ に も属 さ な

い
一

人 の 人 間 と し て 生 き る と き も あ る の で あ る。

　集団 や 組織 と の か か わ り 方 は 自 由 に 選 択 で き る もの

だ か ら、い っ も 集 団 で
一様 に 行 動 しな け れ ば な らな い

もの で は な く、当然 、個 人 と し て 別 の こ と を す る と き

もあ る筈 で あ る。だ れ もが 、人 間 と し て の 共通 性 を 持

つ と同時 に 、 ど こ か の 集団 の
一．・

員 と して の 類 似 性 も持

っ て い る が 、ま た 他 の だれ と も異 な っ て い る 個 別 性 を

も持 って い る の で あ る。だ か ら共 通 性 ・類 似 性 ・
個別

∵欝∴ 蠡ゆ
3） 新

・
旧 あ る い は 中心 ・

周辺 の 落差の あ る 関係 の 変

　 　 動 を も た ら す 第 3 の 媒 介 的 な 役 割

　 幼 稚 園 の 4 月 は、新 人 を 迎 え る と きで あ り、新 ・
旧

あ る い は 中心 ・周 辺 （新任教師な ど ） の 落 差 が 際 立 っ

と き で あ る 。新人 か 自分 の 居 場 所 を 見 っ け 、落 差 が 二

者 対 立 や 孤 立 化の 危 機状況 （図 3 の 左 ） を招 か な い た

め に は 、さ ま ざ ま な工 夫が な さ れ て い る tt 説 明 会 の 開

催、問 い 合 わ せ の 窓 口 の 開 設 、自発 的 な 参 加 を 促 す 役

割 の 付 与 、本 や パ ン フ レ ッ トの 紹 介、道 案内の 役 割 の

遂 行 な ど。こ れ ら は、い ず れ も第 3 の 媒介的 な役割 と

して 、落差 の あ る 関 係 の 変 動 を も た ら し、図 3 の 右 の

よ う に 三 者 関 係的 で ダ イ ナ ミ ッ ク な 人 間 関係 の 展 開 の

き

∵野 L
＠

4 ） 管 理 ・依 存 の 勾 配 関係 を こ え る 重 層的 な 役割 関 係

　　 と 個 の 主 体的 な 伝 承 ・革 新 ・創 造

　 1 ） で 述 べ た こ と と も関 連 す る が、管 理 者 と メ ン バ

ー （園 長 、教 頭 と 教諭 他 ）、先 輩 と後輩 の 保育者同 士

あ る い は 保 育者 と 親 な ど の 関 係 の 在 り方 が、管理 ・依

存の 勾 配 関係 とな らな い た め に は、そ れ ぞ れ の 職務 分

担、役 割 分 担 が 明 瞭 で 、必 要 に 応 じて 役 割 交 代 も行わ

れ る よ う な 重 層 的 で 叮 変 的 な 役 割関係 が 形 成 され て い

る こ と が 多 い 。 い て もい な くて もい い 存在 で は な く、
だ れ もが 、そ れ な り に 意 味 の あ る 役 割 を 担 っ て い け る

関 係 状 況 が 成 皀 して い る の で あ る 。ま た 、個人 は、伝

統や 上 か らの 指 示 に、素直に 服 従 ・依 存 す るの で は な

〈 （図 4 の 左 ）、臨機 応 変 に 、主 体的 に 伝 統 や 指示 に

か か わ っ て い る 。 例 え ば、図 4 の 右 の よ うに 、伝承 し

っ っ （a） 、と き に は 革新的 に か か わ り （b）、さ ら に 新

∵ 
〈

野
◎叩  

5 ）誤 解 ・偏 見 を 防 ぐ情 報 の 発 信 ・交 信 や 人 との 出 会

　 　 い ・交 流 の 活 性 化

　集団 や組 織が 閉 鎖的 で 外 と の 通 路 が 開 か れ て い な い

と、活 動 内 容 が 不 明 瞭 で 、外 部 の 者 の 勝 手 な 憶 測 か ら

誤 解 や 偏見が 生 じやす い （図 5 の 左 〉。右 の 図 の よ う

に 、情報 を 発 信 した り 、 外 と 交信 した りす るな ら 、 物

を媒介 に 関係 の 通 路 が 開 か れ る 。 さ ら に 見 学 や 公 開 保

育な ど を 通 じて ，直接人 と人 が 出会 い 、交流す る機会

が 用意 され る な ら 、 内 と外 との 関係活動 が 活 発 に な り 、

憶 測 で は な い 、事 実 に 即 し た 幼 稚 園 の 理 解 が 深 ま っ て

い く こ とだ ろ う。また 外 の 情報や 外 か らの は た ら きか

け が 内 0）活 動 を ひ ろ げ た り、充 実 さ せ る き っ か け とな

る こ と も あ る 。そ して ま た 内 外 の 交 流 か ら、集 団 間、

組 織 間 の 連 携 活勤 へ と 発 展 して い く こ と もあ ろ う。

。 ，
σ ぴ  

【総括 的 考 察 】

（1 ）　「あ い だ 」 に 立 っ て 見 え て くる もの

　個 ・集 団 ・組 織 の 「あ い だ ［ に 立 つ と き は、多様 な

関 係 が 交 錯 して い る 関係状況 を、第 3者 と して 、客観

的 に 見 っ め る機会 と な る。そ の 状 況 の 担 い 手そ れ ぞ れ

の 異 な る 存 在 の 仕 方 ・考 え 方 ・か か わ り方 を 多 角的 に

捉 え 、そ れ らの 関 係 が ど うな っ て い る の か、ど う変 化

し て い くの か を 解 明 して い く こ と が 可 能 と な る。

（2 ） 基 本 的 な 人 間 関 係 構 造 を把 握 す る こ と

　 こ の 研 究 に お い て は 、実 態 報告 の 方式 で は な く、現

実に 起 こ る 事柄の 本質 を 人 間 関係 を 切 り口 と して 探 究

す る 方 式 を 採択 し た e そ れ は 、個 、集 団、組織の プ ラ

イ バ シ ー
に 抵 触 し な い 研 究 と す る た め で あ り、ま た 具

体 例 に 対応 す る 人間 関 係 構 造 を把 握 す る こ と に よ っ て

色 々 な 実 践 に 活 か せ る ヒ ン トを探 る た め で あ る。

（3 ） 状 況 の 転 換 ・創造の 契 機

　幼稚 園 教 育 の 現場 は 、常 に、ど こ か が変 動 し て い る

生 きた 活 動 の 場 で あ り 、大 な り小 な り、何 ら か の 危 機

状況 が よ く発 生 す る。 しか し また 、す ぐに 、そ の よ う

な危 機 に 対処 す る動 き も生 じる の で 、結果 の D 〜5）に

述 べ た よ う に 、状 況 の 転 換 ・創 造 の 契 機 は、状 況 自体

の 変 動 の 過 程 で 生 ま れ て く る もの と 言え よ う。
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