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　　　　　　　保育カンフ ァ レ ンスの 検討 （その 3 ）

　　　　　　　　一保 育者 の 連携 を手が か り に して 考える
一

〇伊集院 理 子　桝 田 正 子　吉岡 晶子　田 中 三保 子　上坂 元 絵里　高橋 陽子

　　　　　佐 藤 寛子 　岩間 里香　（お茶 の 水 女子大学附属幼稚園）

1 、は じめに

私 た ちは，94 年度よ り園内研 究と して保 育カ ン フ ァ レ ン

ス をおこ なっ て きた。これまで に、「保育カン フ ァ レ ン ス の

検討 （そ の 1〕⊥ で最初の 2 年間の カ ン フ ァ レ ン ス の 経緯につ

い て、「保育カ ン フ ァ レ ン ス の 検討 ｛その 2 ）’でカ ン フ ァ レ

ン ヌの 中で の
一

人 の 保育者の 変容につ い て 報告 して きた e 今

回は保育カン フ ァ レ ン ス が園全体 の 保 育に どの よ うな影響を

及ぼして い るか につ い て、具体的事例を通 して検討 してい く。

昨年 度の 4 月に私たちの 園で は、好奇心 旺盛で、自分の ク

ラス の 中には収ま らず、幼稚 園中を 自分の 興 味の 赴 くままに

探索し、い く先々 で 自分の欲求 をス トレートに行動に移す 3

才男児 S をむかえた。その S に対して、保育者間で援助の仕

方につ い て 詳細に打ち合 わせ を重ねたわけではない が、担任、

フ リ
ーの 保育者、他の ク ラス の 担任 がそれぞ れの 役割を担 い

合い 、連携 して 保育に 当た る こ とがで きた。これ は、今ま で

に はなか っ たこ とである。S の 保育の 事例 を通 して、連拷の

ありよ う、私た ちの 保育の 変化、そ こ にカ ン フ ァ レ ン ス が果

た して き た役 割 につ い て 考察する。

2，S の 保育の事例

担任、フ リーの 保育者、他の ク ラ ス の 担任の 3者 が どの よ

うに考え、Sに 関わっ て きたの か を、それ ぞれ の 立揚か らま

とめて み る。

　 旦　の 立 　か ら

好奇心 旺 盛 なS に対 して は、行動 を制限す るの で は なく、

その 欲求を尊重 し動きに沿っ た対応を重ねてい くこ とが大事

と考えた。それ を担任
一

人で や ろ うとすると、か なりの 時間

S につ い て い る状況が予 想 され、S以 外 の 19 名 の子 どもた

ち が不安定に な りかね ない eS には、出会 っ た 保育者がそ の

時に必 要な対応 を して くれ るで あ ろ うか ら，S を追うこ とよ

り、まずは 他の 子 どもたち との つ なが りをし っ か り持ち、そ

れ ぞれ が 安定 で きる よ うに した い と考えた。他の ク ラス の 担

任、フ リーの 保育者 には，必要なこ とはそ の 場そ の 場 で S に

伝 えて 欲 しい とい う私 の 意向を伝 え、保 育中お互 い に連絡 を

密 に取 り合い 、どこ で何 をしてい るの か、どんな様子かがな

るぺ く把握で きる よ うに した。保育が 終 わ る と、自然 とその

日の S につ い て話 をす る こ とが 多 くな り、S だけで はな く、

私 も支 えられて い る と思えるよ うにな っ た。また、担任 とし

て S との つ なが りは しっ か り持ちたい とも思い 、泣い た り、

不 安に なっ てい る時に は出来るだ け関わ り、気持ちを 立て 直

せ る よ うに 、幼稚園生活の 基盤 になるの は 自分の クラ ス とい

うこ とが S に伝 わるよ うに 心が けた。降園時に集 まる と、S

は 決ま っ て もめ ごとを起 こ し、周 りの子ど もた ちは恐が っ て

しま うこ とが多か っ た。そ こ で S が 特別 目立つ 存在に な らな

い よ うに、担 任が S 中心 に動い て い る とい う雰囲気 に ならな

い よ うに気 をつ け、S が クラス の
一

員 として位置つ くよ うに

した。2 学期になる と、S は 自分か らクラス にもどっ て きた

り、自分か ら担任に 訴 えて くるよ うに なっ た e

　 フ リ
ーの 　　　の 立 　か ら

フ リーの 保育者 は、担任 と子 どもた ちが織 り成す生 活 を 支

える立場で あり、担任の 保育に沿 う形で動 くこと を 日頃か ら

考 えて い る、S の 揚合に も、担任が どの よ うな立場 を取 ろ う

としてい るの か を出来 るだ け 細やか に察知 し、担任が S と直

接関わ ろ うとするならS 以外の 子 ど もたちへの 配慮を、また

担任 が クラス 全体の 動 きに 関わ ろ うとして い るな ら、S への

ケア を、とい う具合に柔軟 に役割 を調整する よ うに した．保

育室 以外 で落ち着い て 遊んで い る時に は、S な りの 環 境への

関わ りを尊重 し、その 所在や様子 を担任に 合図 し．た り通 りす

が りに手 短に 伝えて、担任に S の 状況が把握で きるよ うに し

た。降園の 時は、S の 気持ちが 出来るだ け落 ち 着くよ うに し 、

タイ ミ ン グをみ はか らっ て保 育室に連れて 行 くこ とで 、無用

の トラブル の 可能性 を減 らし、クラ ス にお け る Sの 存在がマ

イナ ス イ メ
ー

ジ にな らない 様 に とい う担任の 意向に沿 うよ う

に配 慮 した。S の 色々 な状況 にお い て、その 判断に迷 い を感

じ るこ ともなか っ た わけで はない が、そ の よ うな場 合 も、保

育終了後にそれを率直に伝え合 える関 係が で きて い た
。

　 　 の ク ラス の 　 　 の 立　か

S は、年 中、年 長 の子 ど もたちが遊んで い ると ： うに どん

どん 関わ っ て きて 、自分の 思 うよ うに い かな い と、大 声で 泣

き叫ぶ こ とが多か っ た。泣 き叫ぶ S に対 して、子 どもたちは、

S の こ とを 入れ よ うと しなか っ た り，S の 要求に 耳をか そ う

と し な か っ た。私は、両者 の 間に入 りそれ ぞ れ の 思 い を相手

に伝えた り しなが ら、S と自分の クラ ス の 子 どもの 折 り合い

がっ く方 向を子 ど もた ち とい っ しょ に探 るよ うに して きた。

S の 要求は、い っ も受 けい れ られるこ とばか りではなく、大

泣 きして担任 の もとに戻す こ と もあっ たが、うま く折 り合い

をつ け て
一緒 に遊べ る状況 をつ く りだせ るこ ともあ っ た。S

との や りとりを繰 り返す中で、自分の ク ラス の 子 どもたちは、

少 しゆず っ て相手の 思い を受 け入れ るこ とを 体験 して い っ た。

S に とっ て も、自分 の要 求を押 し通 すば か りで はな く、少 し

お さえる こ とで 、年上 の 相手が ある程度歩 み寄っ て くれ て 、
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最終的 に は 自分 の 思い を遂 げ られ る体験 を して い く二 とは、

とて も意味の ある こ とだ と考えて い た。

　 こ の よ うに、それ ぞれ の 立場か ら、型に は まらない S の 行

動 を素 直な表現 と して 肯定 的に捉 え、S の 行動が 出来 るだ け

問題状況を生み 出 さない よ うに、そ して S の 思い がま わ りと

折 り合 い をっ けた形で か なえ られるよ う園全体で 連携出来 る

よ うに な っ て き て い る。

3、私た ちの 保育の 変化

　S の 保 育 を振 り返 りなが ら、連 携の 基盤 に な っ た と思 わ れ

る私 た ちの 保育の 変化 につ い て、カ ン フ ァ レ ン ス の 中で 考察

をすす め て きた。それ は以 下 の よ うにま と め る こ とが で きる。

  保育者間の 信頼 関係 が広 が っ て きて い る

・S の 担任 は、自分 が 関われ ない 場 面で の S の 保 育 を、信頼

して 他の 保育者 に委ね てい る。
・他の 保育者は S に対 して どんな関わ りを して も、担任が 受

け入 れ て 先に っ な げて くれ る とい う信頼感 を もっ て 、　 S の

保 育に あた っ て い る。

  日常の 保育場面で の 保育者同士 の 率 直な伝 え合い がで きる

よ うにな っ た。
・保 育中、保育後に S の様子、S との 関わ り、　 S に つ い て 考

え て い る こ とな どをお 互 い に 話す こ とで 、共に保 育を して い

る連 帯意識が育ち、さらに 伝え合い が 活性 化 して い る e

  保 育者 間に保 育に関す る 共通認識が ひ ろが っ て い る。
・S の 保 育に対 して は基 本的に 共 通 して い ると実感で きる よ

うに な っ て、それ ぞれ の 保 育者 が出会っ た 所で 、迷 い は あっ

て もそ の 人な りに保 育に あたっ て い る。
・フ リ

ー
の 保育者 が、園内の役職 な どの 立場 には とらわれ ず、

共 通に保育 を支 える もの と して 主体 的に動 ける ようになっ た。

  自分の 保育が柔軟になり、お互い の 保育 の よ さを認 め合 え

る よ うにな っ た。
・S の 行動をき っ か けに して、保育者 同士 の 保育 が出会う場

面 が 増 え、お 互 い の 保 育の 良さが 実践 を通 して 分 か り、相手

の保育を 取 りこ みなが ら自分の 保 育をふ くらませ てい ける よ

うに な っ た。

  子 どもの こ と につ い て、他 の 保育者、他の クラス の 子 ども

との 関わ りも含めて、重層的 に考 えられ る よ うにな っ て い る。
・
担任 は、他の 保育者か ら伝 え られ る 情報 に よ っ て、自分な

りの S 像 を さらに ひ ろ げ、それ を保育にい か してい る。

  クラス の 子 どもを担任
一

人で 背負 わなけれ ば とい う気 負い

を持 たず に い られるよ うに な り、保育者と して 、自分の ク ラ

ス の 子供 だけ で は な く、園全 体の 子 どもたち に 関わ ろ うとい

う意識 が広 が っ てい る。
・他 の ク ラ ス の 保育者 は S を侵 入者 と して 担任の もとに戻す

の で は なく、S に と っ て も、他の子 供たちに とっ て も、よ り

よい 体験 に なる よ うに考 えて 関わっ て い る。

  子 どもたちは、前よ り も自由に他の 保育者や他 の ク ラス の

子 供 たち と関わっ て、幅広い 俸験 を重ね られ る よ うに なっ た。
・担任 が 自分の ク ラ ス に 収 め よ うと しなか っ た こ とで、S は

興味の 赴 くままに 自由に行動 し．担任 との 間だ けで は得 られ

ない 体験 の 中で 多 くの こ と を学 んで い っ た。

  こ の よ うに 関係 が 開か れて い く中で 、子 どもに とっ て の 安

定の 基盤 となるクラス 、担任 との 関係 の 重要性 を再認識す る

よ うにな っ た。
・S は、相変 わ らず ク ラス 以 外 に出 向い て い くこ と も多い が、

ク ラ ス に 戻っ て きて気持 ちを立 て 直 した り、担任 の 見える所

で 過 ごす 時間が増えて きた。

4 、カン フ ァ レ ン スが果 た して きた 役割

　こ の よ うな私た ちの 保育 の 変化は、4 年間 に わた っ て カ ン

フ ァ レ ン ス を積み重ね て きた成果 と考 えられ る。こ の よ うな

成果 が得 られ たの は、カ ン フ ァ レ ンス が以下の よ うな役割 を

果た して きた か らだ と言 え よう。
・個々 の 保育者が保 育の 中で その 時気 にな っ て い る こ とを話

題 に だ し、その こ とにつ い て み ん なで 考えて きた。そ の 中で、

直接的 に問題解決の 具体的方 法 を求 めたわけで は ない が、そ

の 問題 にまつ わ る こ とで そ れ ぞれ が 自分の 保育に照 ら し合わ

せ て 、保育を して い ての 素直 な感覚 を 出 し合っ て きた こ とで 、

新 しい 視点で 問題 を捉 えられ る ように なっ て い っ た。
・様 々 な 話題 を通 して 保育者 で ある 自分、互 い に 影響 しあ っ

て い る 保育者集 団の 中で の 自分 とい う もの を 見 っ め、自分た

ちの 保 育の 本 質 とい うこ とを探 っ て い っ た。
・そ の 中で 自分 の 保 育の 特徴、他の 保 育者の 保 育の 特徴が 明

らか にな り、自己理解、相 互理 解を深 めて きた。

以上 の こ とは 、カ ン フ ァ レ ン ス の 中での こ とに とどま らず、

実践の 場で の そ れ ぞ れ の 保 育 を柔 らか くし、自分 らしく保 育

で き る よ うに な っ た だ けで な く、他 の 保 育者 の 良 さを自分の

保 育の 中に取 り込 も うとした り、ま わ りの 状況 に即 した役割

を柔軟に 取ろ うとした り、保育の 中で 体験 した こ とを次の 保

育に い か そ うとする な ど、保 育者 が保育 の 中で 学び 取 っ て い

く吸収力 にっ ながっ て い っ た。

　紆余 曲折 しなが らカ ン フ ァ レ ン ス を重ね 、その 中で
一

人
一．’

人の 保育者 が 自己変容 を 重ね きた こ とで、考察 を進 め て きた

よ うな全体 の保 育の変化が もた らされてい る。こ うした保育

の 変化は、S の 事例だ け で は な く、日常の 保育場面 で の様 々

な連撲 を生み 出 して い る。しか し、常に うまくい くこ とばか

りで は ない。S の 事例 が上 記 の よ うに うま くい っ た の は、　 S

の 素直 さ、S の 担任 の 保育経験 の 豊か さに 負 うて い るとこ ろ

も大きい。子 ど もの 違い や 、 保育者の 保育経 験の 違い によっ

て、連鵬の あ り方は 違 っ て くる。どん な場 合 に もお互 い をい

か しなが ら支 え あえる よ うな連携の あ り方 を、保 育の 場、カ

ン フ ァ レ ン ス の 場 で さらに 探 っ て い きた い 。
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