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幼稚園で の 異年齢交流

○ 吉岡晶子　桝田正子 伊集院理子　上坂元絵翼　高橋陽子　佐藤寛子

　　 （お茶の 水女子大学鮒 属幼稚園）

清宮聡子 渡遽購 美

1　 は じめに

　私 たちは 、 保育者と子 どもの関係をとても大事に

して保育をして い る。しか し、そ の 関係に重きを置

きすぎて 、子 どものカを引き出しきれて い なか っ た

とい う思い が ある。そ こ で 私たちは 、 子 ども同士 の

か か わ りをも っ と生か した い と考え 、 同年齢や異年

齢の か か わ りの 記録 をと り、 検討 して きた 。

　今年度は異年齢の 交流を意識 し、年少組の降園時

に 、 年長児が保育者 と
一
緒に片付けの 手伝い に行 く、

入園式や誕生会の 際、保育室か ら遊戯窶まで 手 をつ

な い で行 くな ど、生活の 一場面 を生か してかかわ る

機会を意図的に持つ よ うに して きた。それ らの 体験

が生か され、その 後の 生活 の 中で、子 どもた ちが 自

分か ら異年齢児 とか かわろ うとす る姿が増 えてき

た と感 じて い る 。

　こ こ で は、異年齢の 交流につ い て 私たちが考え て

い る こ とをま とめ 、

一
つ の 事例を通して異年齢交流

の 要点 につ い て考察する。

2　 私た ちが考える異年齢交流

　私たちは異年齢交流 につ い て 以 下 の 3 点 を押 さ

え て考えて い る 。

自然な交流　幼稚園 で はそれぞれ がや りた い遊 び

をみ つ けて生活 しで い る 。 同 じ場で
一

緒に生活 し て

い る とそれぞれ の 遊び の 流れがありなが ら、自然に

出会い が生まれ る，，その 出会い を異年齢交流の 機 会

と して 生 か し て い く。

互 窓性が ある こ と　年長が 何か を して あげる とい

う一方向的なこ との み ではなく 、 双方にとっ て得 る

もの
、 育つ もの があ る体験になるよ うにする。

か かわ るカ の 育ち の 場　さまざまな人や もの ご と

と出会い 、気持 ち、身体が動き、そ こ で 得た体験が

ま た漸た に か か わ っ て み よ うとい う気持 ちにっ な

が るよ うに する。

3　 お面づ くりの 事倒

■ 　 1 日目

　庭で ウル トラマ ン になっ て遊ぶ 3 歳児 K 、R 、　 N

に 、 お 面を作 る こ とを投げか けて みる。輪郭は担任

が描い て、自分た ちで続きを描 こ うとするが、うま

くい かず破 っ て しまう。 こ こ で担任が描い て し ま う

よ り、 年長児に描 い て もら っ て は と考え、年長組に

行 く。 K 自身が fお面を作 っ て ください 」 と年長担

任に伝 えられるよ うに助け、しば らく様子を見てか

ら担任 は戻る。（中略）お面 を作 っ て もらっ た のは

初め て の経験で、帰 りにぜひ母親に見せ た い とい う

ほ ど嬉 し そ うだっ た。（年少担任記）

　 年少 の 子 どもた ちや年少担任の 思 い は受けとめ

たもの の
， 年長の 子 どもたちに どう伝 えるか悩ん で

い た と こ ろ ，
「ウル トラマ ン の絵なら Y くん が上手

だ よ」と M が Y を呼び にい く。 そ の声を聞 い て、園

庭に い た Y は嬉 しそ うに部屋に 入 っ て きた。「い い

よ」 とい っ て 、一気に 3 人分の ウル トラ マ ン の お面

を描き上げ、年少児に手渡した 。 （年長担任記）

■　 2 日員

　 登 園後す ぐ、N が お面 を作 りた い とい うの で 、他

児 3 人 も伴っ て年長組 に行 く。（年少担任記）

　今 日も年少児が部1螽にや っ て くる。昨日か かわ っ

た Y は もう遊び始めて い て部屋にはい ない 。まだ全

員登園し て い ない し、部屋にい る人 たちは思い 思 い

に遊び始め て い た。担任が r“fFt）て欲 しい
”

っ て

来て るみ たい よ」 と誰に ともな く、
つ ぶやく。 初め

は 「描けない 」 「できない 」とい う声が多か っ たが、

しば らくす る と、 F が Y を呼びに行 っ た 。
　 Y は 渋 々

では あ っ たが 、 どうい うお面が い い の か を聞き始め

た 。 様 子を見て い た E 、H 、　 A もそこ に加わ り、年

少児 とのや りとりが始まっ た。（中略〉一連の や り

取 りの 後、年長児も年少児も自分の した い 遊び へ と

戻 っ て い っ た。（年長担任記）

驤　事例につ い て

　 3歳児 の 担任が、遊び の イ メ
ー

ジが共有で きるよ

うに との 思 い か ら提案したお懣 づ くりを、5 歳児に

託 して みる こ とで 、 年長 ・年少の 子 どもた ちの 交流

が始ま っ た。

　年少担任の思い は 受けたが、年長担任は 、 無理 な

方向づ けは した くなか っ た。 年少児 との かかわ りが

年長児 の 生活 の 中になるぺ く自然な形で 生 まれ て

くる よ うにす るの にはど うした らい い か と悩ん だ 。

　 1 日 目は 、 M が Y の 力 を認めた表現をする こ とで

Y が 自信を持ち 、 年少 児 3 人に お面を作 っ た
。 も ら
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っ た 3人 に と っ て も、嬉 しい 経験とな っ た 。

　 2H 目は、前 日の 流れ か ら、 年少組 の 他 の 子 ども

たちがお 面を作 りに隼長組に来るが 、 それ を受けた

年長揖任はお面の 作 り手が Y だけ にな らず、他 の 人

た ちに も広 が っ て欲 し い と考えた。結果的に は 、Y

が 中心 となるが、年齢の異なる子 どもたちが、それ

ぞれの 思 い を持ちつ つ 年長組で ひ とつ の机 を囲ん

で、場 と時間 を＃有 した 。 お面を作 っ てあげた充実

感や、作 っ て もらっ た喜び以上に、そ こ で の 新 しい

出会い や関係の ひ ろが りに意味があ っ た と感 じた 。

また ， 自分のや りた い こ とを心 に残しつ っ も，かな

り長 い 時間、Y が年少児 とお面作 りの ため のや りと

りが出来 た の は、自分の した い こ とは 後か らで も出

来 るとい う気持ちや、同じ組の E ，H ，　 A の 支え、

Y を頼 りに してそ の 場に居続けた年少児 の 存在 が

あ っ たか らであろ う。

　翌 H か らは、A を中心 としたお面や さんへと展 開

し、新たな鐔 少児、年 申児との 交流に もっ なが っ て

い っ た 。

4　異年齢交流の要点

　 こ の 箏例 をもとに異年齢の 交流に つ い て話 し合

っ た結果、次の こ とが要点として見えてきた。

讎　交流場面で の 保育者の かかわ り方

  保 育者 の 連携

　年少児 の 遊び の 流 れか ら始ま っ た活動で あるが 、

年長担任は、クラス の状況に無理の ない よ う、子 ど

もた ちの 自然なか か わ りが生まれる よ うな対応 を

し た。こ の 背景に は 、それぞれ の 保育者が主体的に

判断 し、それ をお互 い に認 め合える信頼 関係 があ る。

こ の よ うに保育者同士が託 し合い 、それ ぞれ の かか

わ りを認 め合い 、思い を伝えあ っ て連携する こ とが、

子ど もたち の 交流を うなが して い る。

  かかわ りを つ な ぐ働 きかけ

　子 ど もの 思い を実現す る ときに 、保育者 は 子 ども

との こ 者関係だけでな く、子 ども同士 の や りと りの

中で育つ もの を期彳寺して、他の 子どもに も働 きか け

る 。

一
つ の き っ かけか ら始まっ た交流は、そ の こ と

だ けに留ま らず、多様に 広が る可能1生を持 っ て い る。

保育者が そ の こ とを意識 し て、周 りに 波及 し て い く

よ うな働きか けをさりげなく行 うこ とで、交流が広

が り、より多 くの 子 どもの 育ちに つ なが っ て い く。

  子 どもと共に 状況 を受けとめ 、支え る こ と

　生活 の 中で新たに生 じた場面を 、 保育者が性急に

方向づ ける の ではなく、子 どもたちと
一緒にまず は

受け とめてみ る。 異年齢の かか わ りには 、困 っ た り、

迷 っ た り、 思 うよ うにな らなか っ た りする こ とも出

て くる 。 保育者は 、 子 どもと共 に こ うした葛藤を受

け とめ支え、子 どもたちがそれ を乗 り越え る体験に

なるよ うに と願 う。こ の よ うな体験を通 して 、子 ど

もた ちは少 しずっ 自信を持ち、自分か らい ろい ろな

入 とか かわ ろ うとする。

匿　交流がなされ る前提になっ て い る こ と

  生活基盤の安定

　保育者との 信頼関係がある こ と、友達か ら認 め ら

れて い ると思えるこ とで 、 クラ ス の 中に 自分の場が

で き、安定す る。それ が基盤に なり、新 しい 状況を

受け とめ、い ろ い ろな人や もの に積極的に かかわ ろ

うとする気持ちになれる。

  自分 の 時間が保証されて い る こ と

　子 どもたちは今まで の 体験か ら、幼稚園 で は時間

が保証 されて い て、やりたい こ とが充分や れ るとい

う実感 をもっ て い る。そ の こ とが、生活 の 中で 出会

う状況に、自分をひ らき、 行動を選択 して い く こ と

の 基盤 になっ て い る。

■　環境を視野に 入れた配慮

  場 を生かすこ と

　活動が多くの 子 の 目に触れ 、わか りやすくなるよ

うに 、 場所や物を準備 した り、場所や物 の 選び方や

使 い 方 を示唆 した りする こ とで交流が充実す る。

　保育者が、場を意識 して時機を の が さずかかわ る

こ とが重要で ある。

　 こ れ らの要点をふ まえ、意識するこ とで 異年齢の

交流がよ り豊かなもの にな っ て い く。

5　ま とめ

　私たち は今年度 、 異年齢交流をテ
ー

マ に取 り上 げ

た。異年齢交流 とい う視点 で、保育を見直 して み て 、

か か わ るカを育て る こ とが、一人 ひ と り の 育ち に っ

ながる とい うこ とを改め て感 じた。

　交流の 中で、子 どもたちは い ろい ろな人と出会い 、

い つ もと違う嬉し さや楽し さ、緊張感や葛藤 、 充足

感な ど様 々 な こ とを感 じてい る 。 こ の よ うな体験の

積み重ね が、人や もの ごとに、よ り前向きにかかわ

ろ うとい う姿勢をもた らし、 ひ い て は 子 どもの 育ち

につ なが っ て い く。

　今回は異年齢交流を通し て考え て きたが、今後 も、

入 とかか わるカの育ち、一
人ひ とりの 子 どもの 育ち

を様 々 な角度か ら探求して い きたい。
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