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要旨 

本稿では，令和 3 年度の武庫川女子大学附属幼稚園において推進された園内研究の成果と課題について報告す

る。ここでは，「幼稚園教育要領」の改訂を受けて再編成した期の指導計画及び同大学教育学科教員（「附属幼稚園

連絡会」）の出席のもと，令和 3 年 11 月に実施した研究保育と事後研究会における協議内容を中心に報告する。研

究保育（異年齢による協同的な遊び「あきの わくわくどっきりらんど たいむ」）を中心に検討した結果，附属幼稚

園における研究と実践の成果として見出されたのは，(1)学級の枠を外した異年齢による遊びの構築と教師の協働，

(2)幼児のイメージや思い，考えを出発点とした保育実践の構築，(3)言葉による伝え合いの充実と応答的な人間関

係の育成，(4)幼児同士で共有するイメージや考えに基づいて遊びを創り出していこうとする心情・意欲・態度の育

成の 4 点である。今後の課題は，(1)幼児一人一人の思いや考えに基づいた環境構成・援助を確実化させ得る保育体制

の確立と教師の協働性の向上，(2)好きな遊びにおける活動と学級活動との連関を意図した保育内容の構築にある。  
 

１．背景 

 保育制度の多様化が進む状況下において，子どもの発

達段階に応じた質の高い教育・保育を全ての幼稚園・こ

ども園・保育所において提供することは，近年のわが国

において実現すべき極めて重要な課題である。この課題

に対応をするために，近年，幼児期の教育・保育を担う保

育者の専門性や経験と，研修等によりその専門性の向上

を図ることの重要性がますます指摘されるようになって

きた。例えば，中教審答申（平成 27 年 12 月）では，こ

れからの時代の幼稚園教諭に求められる資質能力として，

(1)幼稚園教諭として不易とされる資質能力，(2)新たな課

題に対応できる力，(3)組織的・協働的に諸問題を解決す

る力の 3 点が挙げられている(1)。 
幼稚園教諭に不易とされる資質能力とは，「幼稚園教育

要領」に示す教育内容（5 領域）に関する専門知識を備え

るとともに，その教育内容を指導する力，具体的には幼

児を理解する力や指導計画を立案し実践していく力，

様々な教材を必要に応じて工夫する力など，幼児期の学

校教育を実践していく専門家としての側面である。また，

近年は幼稚園における子育て支援も多様化していること

から，専門機関と連携を図りながら各家庭の実態に即し

て支援できる力も必要となる。さらに，質の高い教育・保

育を実現するには，多様な専門性をもつ人材との効果的

な連携を図りつつ，組織的・協働的に諸課題の解決に取

り組む力を醸成するとともに，カリキュラム・マネジメ

ントを確立させていくことも求められる(2)。 
以上のことを背景に，武庫川女子大学附属幼稚園（以

下，附属幼稚園と略記）では，同園教員と武庫川女子大学

教育学部教育学科教員（6 名）とで組織される「附属幼稚

園連絡会」の取組を充実させてきた。年間 3 回にわたっ

て開催される「附属幼稚園連絡会」では，附属幼稚園の現

況や課題，研究の進捗状況等について協議を重ねた。ま

た，研究保育・事後研究会には大学教員も参加し，研究の

成果と課題を明確にした上で，保育の目標達成へと向か

う具体的な方途について協議を重ねてきた。そこで，本

稿では，附属幼稚園において推進された園内研究の中か

ら，令和 3 年 11 月に実施した研究保育と事後研究会にお

ける協議内容を中心に報告する。このことを手がかりに，

保育実践の質を高め合う園内研究体制の確立へと向かう

同園の研究の成果と課題について明示したい。 
 

＊	 武庫川女子大学（Mukogawa Women's University）
＊＊	武庫川女子大学附属幼稚園（Mukogawa Women's University Kindergarten）

【教育・保育実践ノート】
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２．平成 30 年度～令和２年度の園内研究 

(1) 研究の概要 

令和 3 年度の研究の基盤となったのは，平成 29 年 3 月

の「幼稚園教育要領」改訂を受けて推進した平成 30 年度

の教育課程及び月別指導計画の再編成である。表１は，

その再編成の際に試作された指導計画を基礎に，実践に

基づいて改善してきた令和 3 年度の「5 歳児Ⅴ期指導計

画」である（令和 3 年度より，期別の指導計画へと改め

た）。指導計画を再編成するにあたって，私たちが特に留

意したのは次の 3 点である。第 1 に，「幼稚園教育要領」

に示された「幼稚園教育において育みたい資質・能力」及

び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（以下，10 の

姿と略記）の趣旨を踏まえた計画とすること，第 2 に，

その資質・能力及び 10 の姿を見通した上で，従来の指導

計画に表された保育内容を 5 領域の側面から再検討する

こと，第 3 に，カリキュラム・マネジメントにつながる

計画とすることであった。そこで，期別指導計画におい

ては，まず，幼児の育つ方向である総合的な「ねらい」を

設けた上で，その「ねらい」と「幼稚園教育において育み

たい資質・能力」との関わりを明示した。次に，資質・能

力と保育内容（5 領域）との関わりを明示した。さらに，

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を位置づけ，

その姿と環境構成・援助との関わりを意識化できるよう

にした。 
平成 29 年度から取り組んできた以上の教育計画研究

を基礎に，令和元年度には，研究テーマを「幼児期に育っ

てほしい姿につながる遊びの中の学びとは」と設定して

研究を進めた。この年度の研究では，主として，保育実践

において捉えた幼児の姿を「エピソード記録」に記し，そ

こでどのような学びが創出されているのか，10 の姿の視

点から考察することを積み重ねた。保育カンファレンス

では，各教師の記した「エピソード記録」を持ち寄り，そ

の記録に基づいて，幼児一人一人の学びの様相に応じた

環境構成と教師の援助の方向性を探っていった。令和 2
年度には，研究テーマを「豊かに感じ，生き生きと遊ぶ子

どもの育成－遊びの中の学びを探る－」とし，幼児の学

びと環境構成・教師の援助との関係性を明示した「エピ

ソード記録」へと改め，記録に基づく保育カンファレン

スを蓄積した。 
 

(2) 研究の中で見えてきた新たな課題 
以上のように，令和元年度・2 年度の研究においては，

幼児一人一人によって相違する学びの様相とその個人差

に応じた環境構成・教師の援助方法の解明に力を注いだ。

一方，その過程で，幼児一人一人の感動体験や気付きな

どが個人の内に留まらず，仲間と響き合い，協同的な学

びへと深化していく保育実践をいかに創造するのか，と

いう新たな研究課題にも突き当たった。そこで，次年度

の研究においては，協同的な遊びが創出され，深まりゆ

く過程における教師の具体的な援助について，各学年の

幼児の育ちに応じて解明していくこととした。 
 

３．令和３年度の園内研究 
(1) 研究テーマと研究の方法 

以上のことを踏まえ，令和 3 年度には，研究テーマを

「豊かに感じ，生き生きと遊ぶ子どもの育成－自分らし

さを発揮し，友達と響き合う援助を探る－」と設定して

研究を推進した。研究の方法については，これまでの方

法を踏襲し，(1)協同的な学びの過程と環境構成・教師の

援助の関係性を明示した「エピソード記録」と記録に基

づいた保育カンファレンスの蓄積，(2)事前研究会・研究

保育・事後研究会の実施，(3)保育実践に基づいたカリキ

ュラム・マネジメントとしたが，特に(2)については，「附

属幼稚園連絡会」とのより一層の連携のもとに充実させ

ていくこととした。そこで，本稿においては，「附属幼稚

園連絡会」所属の教員出席のもと，令和 3 年 11 月 15 日

に実施した研究保育「あきの わくわくどっきりらんど 
たいむ」と事後研究会における協議内容について報告す

ることとする。 
 
(2) 研究保育の実際 

① 保育実践の概略 

・実施日時：令和 3 年 11 月 15 日(月)9 時 15 分～11 時 

・研究保育実施学級：4 歳児ばら組・きく組，5 歳児ふじ

組・さくら組  
・保育の主題：「あきの わくわくどっきりらんど たいむ」 

・遊びの経過と保育の「ねらい」 

「あきの わくわくどっきりらんど たいむ」とは，4・
5 歳児で構成されたグループ（8 グループ・1 グループ 8
～10 名）で，自分たちの思い描く店屋作りについて話し

合い，遊びに必要な準備を整え，店屋ごっこを展開する

という異年齢による協同的な遊びである。この異年齢で

の遊びが構想された背景には，4 月当初より 4・5 歳児で

ペアをつくって取り組んできた「仲良し遊び」や栽培活

動など，日常より大切にされてきた異年齢交流活動があ

る。また，店屋ごっこが構想された背景には，園庭のケヤ

キの葉を集めて，「葉っぱのおふろ」を作って遊んだ昨年

度の経験から，園庭の樹々の葉を集めては，今年は「葉っ

ぱのおふろだけでなく，“葉っぱのおんせんやさん”を作

って遊びたい」という期待と遊びへのイメージを膨らま

せる 5 歳児の姿があった。 
店屋ごっこの準備を進めるにあたって，教師と幼児で

話し合った結果，開店する店屋は，8 種類（フォトスタジ

オ・お菓子屋・おもちゃ屋・ごはん屋・おはなしやさん・

アクセサリー屋・宝探し・葉っぱのおんせんやさん）に

決定された。研究保育当日には，店屋の開店準備に向 
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い
生
活
を
営
む
の
か
）
 

〇
友
達
と
共
通
す
る
目
標
に
向
か
っ
て
，
協
力
し
な
が
ら
一
緒
に
遊

ぶ
楽
し
さ
を
感
じ
る
。
 

〇
自
分
の
思
い
や
感
じ
た
こ
と
を
表
現
す
る
方
法
に
つ
い
て
知
る
。
 

〇
安
全
に
生
活
を
す
る
た
め
の
習
慣
や
行
動
を
知
る
。
 

〇
自
然
に
親
し
み
，
イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と
を
音
や
リ
ズ
ム
で
表
現
す

る
楽
し
さ
を
味
わ
う
。
 

〇
年
末
の
地
域
の
様
子
や
伝
統
行
事
に
興
味
・
関
心
を
高
め
，
遊
び

や
生
活
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
。
 

〇
友
達
と
互
い
の
思
い
や
考
え
を
出
し
合
い
な
が
ら
，
遊
び
を
考

え
，
目
的
を
も
っ
て
一
緒
に
遊
び
を
進
め
る
満
足
感
を
味
わ
う
。 

〇
友
達
と
目
的
や
課
題
を
共
有
し
て
遊
び
な
が
ら
，
考
え
た
り
試

し
た
り
し
て
繰
り
返
し
挑
戦
し
，
や
り
遂
げ
よ
う
と
す
る
。
 

〇
秋
の
自
然
に
ふ
れ
，
変
化
に
心
を
動
か
し
た
り
，
遊
び
に
取
り
入

れ
た
り
，
感
じ
た
こ
と
を
表
現
し
た
り
し
て
遊
ぶ
。
 

〇
感
じ
た
こ
と
や
イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と
を
友
達
と
伝
え
合
い
，
表

現
方
法
を
考
え
た
り
創
意
工
夫
し
た
り
し
な
が
ら
様
々
な
表
現

活
動
に
取
り
組
む
。
 

〇
目
標
に
向
か
っ
て
自
分
の
力
を
十
分
に
発
揮
し
て
遊
ぶ
こ
と
を
楽

し
み
，
充
実
感
や
達
成
感
を
味
わ
い
，
自
信
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。 

〇
興
味
を
も
っ
て
秋
の
自
然
に
ふ
れ
，
自
然
に
関
心
を
深
め
る
。
 

〇
友
達
と
簡
単
な
分
担
奏
を
し
た
り
，
簡
単
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
弾
い

た
り
し
て
遊
び
，
心
を
一
つ
に
し
て
演
奏
す
る
楽
し
さ
を
味
わ
う
。 

〇
友
達
と
互
い
の
考
え
の
よ
さ
を
取
り
入
れ
な
が
ら
，
イ
メ
ー
ジ
し

た
物
を
作
っ
た
り
表
現
し
た
り
す
る
喜
び
を
味
わ
う
。
 

  幼  児  の  発  達  を  捉  え  る  視  点  

  

・
園
外
保
育
の
約
束
や
マ
ナ
ー
を
知
り
，
安
全
に
行
動
す
る
。
 

・
手
洗
い
や
う
が
い
な
ど
，
冬
の
健
康
的
な
生
活
に
必
要
な
習
慣
を
 

身
に
付
け
る
。
 

・
避
難
訓
練
を
通
し
て
災
害
が
起
き
た
時
の
身
の
守
り
方
を
知
る
。
 

・
運
動
遊
具
を
使
っ
た
遊
び
を
継
続
し
て
行
う
。
 

・
友
達
と
目
標
を
共
有
し
，
い
ろ
い
ろ
な
技
や
方
法
，
順
序
な
ど

の
作
戦
を
考
え
，
友
達
と
力
を
合
わ
せ
た
り
，
競
い
合
っ
て
遊

ん
だ
り
す
る
こ
と
に
繰
り
返
し
取
り
組
む
。
 

・
自
分
の
目
標
に
向
か
っ
て
運
動
遊
び
に
繰
り
返
し
取
り
組
み
な

が
ら
，
友
達
と
教
え
合
う
。
 

・
力
い
っ
ぱ
い
走
っ
た
り
，
跳
ん
だ
り
，
投
げ
た
り
し
て
遊
ぶ
中
で
，

自
分
の
力
を
発
揮
す
る
。
 

・
園
外
の
自
然
の
中
で
，
の
び
の
び
と
身
体
を
動
か
し
て
遊
ぶ
。
 

・
友
達
と
誘
い
合
っ
た
り
，
遊
び
の
目
的
を
共
有
し
た
り
し
て
ル
ー
ル

の
あ
る
遊
び
を
す
る
。
 

・
友
達
と
力
を
合
わ
せ
た
り
競
い
合
っ
た
り
し
て
遊
ぶ
中
で
，
友
達

の
頑
張
っ
て
い
る
姿
を
認
め
た
り
，
応
援
し
た
り
す
る
。
 

・
友
達
と
ア
イ
デ
ア
や
意
見
を
出
し
合
い
，
そ
の
よ
さ
に
気
付
い
た

り
受
け
入
れ
た
り
し
な
が
ら
遊
び
を
進
め
る
。
 

・
友
達
と
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
役
割
を
決
め
た
り
，
動
き
や
言

葉
な
ど
を
考
え
た
り
し
て
，
お
店
屋
ご
っ
こ
を
す
る
。
 

・
友
達
と
気
持
ち
を
合
わ
せ
な
が
ら
歌
を
歌
っ
た
り
合
奏
し
た
り

す
る
。
 

・
異
年
齢
の
友
達
と
一
緒
に
様
々
な
栽
培
物
を
収
穫
し
，
年
下
の
友

達
に
優
し
く
丁
寧
に
声
を
か
け
た
り
関
わ
っ
た
り
す
る
。
 

・
自
分
の
得
意
な
こ
と
を
生
か
し
た
り
，
友
達
の
よ
さ
を
取
り
入
れ

た
り
し
な
が
ら
一
緒
に
遊
ぶ
面
白
さ
を
感
じ
取
る
。
 

・
遊
び
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
な
が
ら
必
要
な
用
具
や
道
具
の
使
い

方
が
分
か
り
，
目
的
や
用
途
に
応
じ
て
使
う
。
 

・
の
こ
ぎ
り
や
金
槌
の
使
い
方
に
慣
れ
，
木
片
を
組
み
立
て
る
。
 

・
正
月
や
日
本
の
古
来
の
文
化
の
由
来
に
つ
い
て
知
り
，
友
達
や
先

生
と
一
緒
に
新
年
を
迎
え
る
準
備
を
す
る
。
 

・
木
の
実
や
種
な
ど
を
集
め
，
そ
の
色
や
形
，
大
き
さ
な
ど
の
特

徴
を
生
か
し
て
作
っ
た
り
遊
ん
だ
り
す
る
。
 

・
木
片
の
長
さ
を
比
べ
た
り
，
の
こ
ぎ
り
で
切
っ
た
り
し
な
が

ら
，
試
行
錯
誤
し
て
木
工
ツ
リ
ー
を
作
る
。
 

・
初
冬
の
自
然
に
ふ
れ
，
興
味
を
も
っ
た
こ
と
や
疑
問
に
感
じ
た

こ
と
を
調
べ
た
り
，
調
べ
た
こ
と
を
友
達
や
先
生
に
伝
え
た
り

す
る
。
 

・
栽
培
し
て
い
る
サ
ツ
マ
イ
モ
や
野
菜
の
生
長
や
，
菜
園
の
柿
の
実

り
な
ど
に
気
付
き
，
年
少
児
と
一
緒
に
収
穫
す
る
こ
と
を
楽
し
む
。 

・
釘
や
金
槌
，
の
こ
ぎ
り
を
使
っ
て
，
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
し
た
木
工

ツ
リ
ー
を
作
る
面
白
さ
を
感
じ
取
る
。
 

・
吐
く
息
の
白
さ
や
風
の
冷
た
さ
，
霜
な
ど
，
初
冬
の
自
然
現
象
に

興
味
を
も
っ
て
見
た
り
，
友
達
と
伝
え
合
っ
た
り
す
る
。
 

重
点
的
に
取
り
組
む
保
育
内
容
 

幼
児
の
姿
 

行
事
 

幼
稚
園
教
育
に

お
い
て
育
み
た

い
資
質
・
能
力

の
観
点
か
ら
 

第
Ⅴ
期
の
ね
ら
い
 

人
間
 

関
係

 

環
境
 

健
康
 

内
容
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環
境
構
成
(☆

)及
び
教
師
の
援
助

家
庭
・
地
域
と
の
連
携
 

大
学
と
の
連
携
 

言
葉
 

表
現
 

幼
 

児
 

の
 

発
 

達
 

を
 

捉
 

え
 

る
 

視
 

点
 

 
・
遊
び
の
中
で
，
自
分
の
考
え
を
意
欲
的
に
友
達
に
伝
え
よ
う
と
し

た
り
友
達
の
意
見
を
受
け
止
め
た
り
す
る
。
 

・
友
達
と
役
割
を
決
め
た
り
，
遊
び
を
進
め
て
い
く
中
で
必
要
な
言

葉
を
知
っ
た
り
し
て
，
ご
っ
こ
遊
び
に
必
要
な
も
の
を
作
る
。
 

・
遊
び
や
生
活
の
中
で
，
文
字
や
記
号
を
使
っ
て
自
分
の
思
い
を
表

現
し
た
り
，
人
に
伝
え
た
り
す
る
。
 

・
秋
の
自
然
を
見
つ
け
た
り
，
触
れ
た
り
し
て
，
気
付
い
た
こ
と
や

感
じ
た
こ
と
を
友
達
と
言
葉
で
伝
え
合
う
。
 

・
共
通
の
目
的
を
も
っ
て
話
し
合
っ
た
り
役
割
分
担
し
た
り
す
る

中
で
，
相
手
の
話
を
注
意
し
て
聞
い
た
り
，
自
分
の
意
見
を
相
手

に
分
か
る
よ
う
に
話
し
た
り
す
る
。
 

・
自
分
の
思
い
や
考
え
を
相
手
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
た
り
，
相
手

の
気
持
ち
に
気
付
き
，
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
り
す
る
。
 

・
ク
リ
ス
マ
ス
に
関
す
る
絵
本
を
見
た
り
，
物
語
を
聞
い
た
り
し
て
，

ク
リ
ス
マ
ス
へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
い
く
。
 

・
正
月
に
関
す
る
絵
本
を
見
た
り
，
先
生
や
友
達
の
話
を
聞
い
た
り

し
て
，
日
本
の
伝
統
行
事
や
習
慣
に
興
味
を
も
つ
。
 

・
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と
を
工
夫
し
て
描
い
た
り
作
っ
た
り
す

る
中
で
，
材
料
・
用
具
の
使
い
方
や
接
着
方
法
に
つ
い
て
知
る
。
 

・
リ
ズ
ム
や
強
弱
な
ど
に
意
識
し
な
が
ら
，
友
達
と
演
奏
し
た
り
，

鍵
盤
ハ
ー
モ
ニ
カ
で
知
っ
て
い
る
曲
の
簡
単
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
弾

い
た
り
，
音
楽
に
合
わ
せ
て
打
楽
器
で
演
奏
し
た
り
す
る
。
 

・
来
年
の
干
支
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
り
，
い
ろ
い
ろ
な
技
法
を
使

っ
て
干
支
を
作
っ
た
り
描
い
た
り
す
る
。
 

・
秋
の
自
然
物
や
い
ろ
い
ろ
な
材
料
，
用
具
を
使
い
，
友
達
と
一
緒

に
遊
び
に
必
要
な
物
や
場
を
工
夫
す
る
。
 

・
秋
の
自
然
の
中
で
感
じ
た
こ
と
や
イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と
な
ど
を

身
体
や
言
葉
で
工
夫
し
て
表
現
し
た
り
，
友
達
と
動
き
を
創
り

出
し
た
り
す
る
。
 

・
打
楽
器
や
鍵
盤
ハ
ー
モ
ニ
カ
な
ど
を
使
っ
て
演
奏
す
る
方
法
を

考
え
た
り
試
し
た
り
す
る
。
 

・
友
達
と
一
緒
に
リ
ズ
ム
や
菓
子
の
意
味
を
感
じ
取
り
な
が
ら
歌
 

っ
た
り
，
リ
ズ
ム
楽
器
で
表
現
し
た
り
す
る
こ
と
を
楽
し
む
。
 

・
物
語
や
話
し
合
い
を
通
し
て
，
ク
リ
ス
マ
ス
へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨

ら
ま
せ
，
音
や
動
き
で
表
現
す
る
こ
と
を
楽
し
む
。
 

・
リ
ズ
ム
や
歌
詞
の
意
味
を
感
じ
取
り
な
が
ら
，
い
ろ
い
ろ
な
ク
リ

ス
マ
ス
の
歌
を
歌
っ
た
り
，
身
振
り
で
表
現
し
た
り
す
る
こ
と
を

楽
し
む
。
 

 
 
 
評
価
の
観
点
 

 
幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
 

育
っ
て
ほ
し
い
姿
 

主  体  的 ・ 対  話  的  で  深  い  学  び  の  過  程  

周
囲
の
環
境
に
興
味
や
関
心
を

も
っ
て
積
極
的
に
働
き
か
け
，

見
通
し
を
も
っ
て
粘
り
強
く
取

り
組
み
，
自
ら
の
遊
び
を
振
り

返
っ
て
，
期
待
を
も
ち
な
が
ら
，

次
に
つ
な
げ
る
「
主
体
的
な
学

び
」
が
で
き
て
い
る
か
。
 

 他
者

と
関

わ
り

を
深

め
る

中

で
，
自
分
の
思
い
や
考
え
を
表

現
し
，
伝
え
合
っ
た
り
，
考
え

を
出
し
合
っ
た
り
，
協
力
し
た

り
し
て
自
ら
の
考
え
を
広
げ
深

め
る
「
対
話
的
な
学
び
」
が
で

き
て
い
る
か
。
 

 直
接
的
・
具
体
的
な
体
験
の
中

で
，「

見
方
・
考
え
方
」
を
働
か

せ
て
対
象
と
関
わ
っ
て
心
を
動

か
し
，
幼
児
な
り
の
や
り
方
や

ペ
ー
ス
で
試
行
錯
誤
を
繰
り
返

し
，
生
活
を
意
味
あ
る
も
の
と

し
て
捉
え
る
「
深
い
学
び
」
が

実
現
で
き
て
い
る
か
。
 

☆
色
や
形
の
面
白
さ
に
気
付
い
た
り
，
種
類
や
数
量
な
ど
に
興
味
や
関
心
を
も
っ
た
り
で
き
る
よ
う
に
，
集
め
た
木
の
実
や
落
葉
，
枝
な
ど
の
自
然
物
を
分
類
し
て

遊
ぶ
場
を
設
け
る
。
 

〇
収
穫
し
た
サ
ツ
マ
イ
モ
の
大
き
さ
を
比
べ
た
り
，
ド
ン
グ
リ
な
ど
の
木
の
実
を
形
ご
と
に
分
け
た
り
し
て
，
数
や
量
，
形
な
ど
に
興
味
を
も
て
る
よ
う
に
す
る
。

ま
た
，
幼
児
が
し
て
い
る
こ
と
や
気
付
い
た
こ
と
を
受
け
止
め
，
学
級
の
話
題
に
し
て
関
心
が
広
が
る
よ
う
に
す
る
。
 

〇
幼
児
が
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と
な
ど
は
，
絵
本
や
図
鑑
を
活
用
し
な
が
ら
教
師
と
一
緒
に
調
べ
た
り
，
学
級
の
場
で
伝
え
合
っ
た
り
し
て
深
め
て
い
く
。
 

〇
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
自
然
に
気
付
け
る
よ
う
に
自
然
に
ふ
れ
る
機
会
を
多
く
も
ち
，
幼
児
の
発
見
や
驚
き
，
感
動
に
共
感
し
た
り
，
そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
広

げ
て
，
身
体
や
音
楽
で
表
現
す
る
こ
と
な
ど
を
楽
し
め
る
よ
う
に
し
た
り
す
る
。
 

☆
大
型
の
段
ボ
ー
ル
や
積
木
，
空
き
箱
や
巻
き
芯
な
ど
の
材
料
を
幼
児
の
扱
い
や
す
い
よ
う
に
準
備
し
て
お
い
た
り
，
友
達
と
イ
メ
ー
ジ
や
遊
び
の
目
的
を
共
有
し

て
継
続
的
に
遊
べ
る
よ
う
に
場
を
残
し
た
り
，
片
付
け
方
を
工
夫
し
た
り
し
て
い
く
。
 

〇
友
達
と
一
緒
に
描
い
た
り
作
っ
た
り
す
る
過
程
で
，
い
ろ
い
ろ
な
表
現
方
法
を
試
し
た
り
，
い
ろ
い
ろ
な
組
み
合
わ
せ
が
で
き
る
よ
う
な
道
具
や
材
料
な
ど
を
幼

児
と
一
緒
に
準
備
す
る
。
 

〇
素
材
の
特
性
を
知
り
，
自
分
な
り
に
工
夫
し
て
作
っ
た
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を
友
達
と
見
せ
合
っ
た
り
，
認
め
合
っ
た
り
し
な
が
ら
，
作
る
こ
と
へ
の
喜
び
や
自

身
に
繋
げ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
 

〇
異
年
齢
児
と
関
わ
っ
て
遊
ぶ
中
で
，
年
下
の
友
達
に
遊
び
方
を
教
え
た
り
，
一
緒
に
楽
し
め
る
方
法
を
考
え
た
り
で
き
る
よ
う
に
働
き
か
け
，
年
長
児
と
し
て
の

自
覚
や
自
信
を
も
て
る
よ
う
に
す
る
 

〇
遊
び
を
進
め
て
い
く
中
で
自
分
の
思
い
が
相
手
に
伝
わ
る
よ
う
に
話
し
た
り
，
相
手
の
気
持
ち
に
気
付
い
た
り
で
き
る
よ
う
に
，
教
師
も
遊
び
に
参
加
し
な
が
ら

必
要
に
応
じ
て
仲
立
ち
を
す
る
。
 

〇
友
達
と
一
緒
に
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
姿
を
支
え
，
幼
児
一
人
一
人
が
遊
び
の
中
で
自
分
の
考
え
を
十
分
に
出
せ
る
よ
う
に
し
て
，
自
分
た
ち
で
遊
び
を
作

り
上
げ
る
楽
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
 

☆
幼
児
一
人
一
人
の
気
持
ち
や
課
題
な
ど
に
つ
い
て
，
十
分
に
出
し
合
え
る
よ
う
に
，
じ
っ
く
り
と
伝
え
合
う
場
を
設
け
る
。
 

〇
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
の
び
の
び
と
取
り
組
ん
で
い
る
様
子
に
共
感
し
な
が
ら
，
達
成
で
き
る
喜
び
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
認
め
た
り
励
ま
し
た
り
す
る
。
 

☆
い
ろ
い
ろ
な
打
楽
器
や
鍵
盤
ハ
ー
モ
ニ
カ
を
整
理
し
て
準
備
し
て
お
き
，
楽
器
の
使
い
方
や
音
色
，
音
を
合
わ
せ
る
美
し
さ
に
気
付
く
よ
う
な
言
葉
を
か
け
る
。
 

〇
楽
器
の
扱
い
方
を
確
認
し
た
り
，
曲
に
合
わ
せ
て
合
奏
し
た
り
し
て
，
友
達
と
気
持
ち
を
合
わ
せ
て
演
奏
す
る
楽
し
さ
や
一
体
感
を
味
わ
え
る
よ
う
に
す
る
。
 

〇
教
師
も
一
緒
に
大
掃
除
を
し
た
り
，
年
末
年
始
の
過
ご
し
方
を
知
ら
せ
た
り
し
て
，
新
年
を
迎
え
る
気
持
ち
を
も
っ
て
過
ご
す
。
 

 

  

  

・
附
属
保
育
園
と
の
交
流
会
に
参
加
し
，
同
年
齢
の
幼
児
と
ふ
れ
合
っ
た
り
話
を
し
た
り
し
て
積
極
的
に
関
わ
る
。
 

・
附
属
中
学
校
・
高
等
学
校
の
交
流
会
に
参
加
し
，
生
徒
と
一
緒
に
サ
ツ
マ
イ
モ
掘
り
を
す
る
。
 

・
保
護
者
と
の
個
人
懇
談
で
は
，
幼
児
の
様
子
や
課
題
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
い
，
家
庭
と
連
携
し
て
就
学
ま
で

を
過
ご
し
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
。
 

・
食
物
学
科
と
の
食
育
ノ
ー
ト
を
実
施
し
た
り
，
食
育
講
話
に
参
加
し
た
り
す
る
。
 

・
健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科
の
先
生
に
幼
稚
園
で
の
運
動
遊
び
の
様
子
に
つ
い
て
伝
え
る
機
会
を
も
ち
，
幼
稚
園
で
の
幼
児

の
生
活
や
発
達
に
即
し
た
活
動
内
容
を
大
学
と
の
連
携
の
も
と
に
考
え
て
い
く
。
 

・
栽
培
活
動
で
は
，
教
育
学
科
の
先
生
に
育
て
方
を
教
わ
っ
た
り
，
学
生
と
一
緒
に
苗
植
え
を
し
た
り
す
る
機
会
を
も
つ
。
 

家
庭
・
地
域
と
の
連
携
 

環
境
構
成
(☆

)及
び
教
師
の
援
助
(〇

) 

言
葉
 

表
現

 

 健
康
な
心
と
体
 

 

 自
立
心
 

 

 協
同
性
 

 

 道
徳
性
・
規
範
意
識
の

芽
生
え
 

 

社
会
生
活
と
の
関
わ
り
 

 

  
思
考
力
の
芽
生
え
 

  

自
然
と
の
関
わ
り
・
 

生
命
尊
重
 

 数
量
や
図
形
,標

識
や
文
字
 

な
ど
へ
の
関
心
・
感
覚
 

 

言
葉
に
よ
る
伝
え
合
い
 

 
 

 
豊
か
な
感
性
と
表
現
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けた話し合いや品物作り，チケット作りなどが行われた。時

には，他の店屋に出かけて買い物をしたり温泉に入ったりす

るなど，客となって遊ぶ姿も見受けられた。各グループには

活動の拠点となる保育室があり，そこで日々遊びを継続して

いる。なお，グループは 4 月当初より 4・5 歳児でペアをつ

くって遊んできた幼児で構成されている。 
この遊びでは，異年齢の友達の思いに気付きながら共に遊

びを創り出していくという趣旨のもと，「ねらい」を以下の

ように設定した。 
 

【「あきの わくわくどっきりらんど たいむ」の「ねらい」】 

〈4 歳児〉 
〇異年齢の友達と互いの思いや考えを出し合いながら一緒

に遊ぶ楽しさを味わう。 
〇友達と共通のイメージをもってやりとりをしながら遊

ぶことを楽しむ。 
〈5 歳児〉 
〇年下の友達と関わりを深めながら主体的に取り組む。 
〇友達とイメージを共有し，共通の目的に向かって協力し 
ながら遊びを楽しむ。 

 
「あきの わくわくどっきりらんど たいむ」の実際につい

て，本稿では，「葉っぱのおんせんやさん」と「フォトスタ

ジオ」の 2 つの遊びを取り上げ，報告することとする。 
 

② 「あきの わくわくどっきりらんど たいむ」の実際 

ア．実践事例１：「葉っぱのおんせんやさん」 

「葉っぱのおんせんやさん」の準備は，園庭に舞い降りた

ケヤキの葉を熊手でかき集めるところから始まる。お客さん

に喜んでもらえる心地よい温泉を作るという目的に向かっ

て，集めた葉はフルイにかけ，砂を取り除いた上でタライに

入れられる（写真１）。温泉作りへの期待を膨らませながら

園庭に舞い降りてくるケヤキの葉をたくさんの集めること

が，この遊びの原点であった。そこで，教師は，幼児の手で 
扱いやすい小さな箒や熊手，塵取り，フルイ，バケツなどを 

環境として整えた。研究保育においても，これらの環境は，

幼児の遊びの動線に添うように構成した。 

5 歳児にとっては，昨年度も経験した遊びであったことか

ら，比較的早い段階で，「温泉の入口を作ろう」「チケットも

作ろう」などと，温泉作りに期待を寄せる姿が見受けられた。

ここ数日は，旗立台やスズランテープ，紅葉した葉など，身

近なものを用いて，温泉の入口作りに取り組んでいる（写真

２）。さらに，この日には，チケット作りや「しゃんぷー」

と「とりーとめんと」の準備が整えられた（写真３・写真４）。

ドングリを持参した幼児には，「おんせん」と書いたチケッ

トを手渡すこととしている。「しゃんぷー」と「とりーとめ

んと」の使い方は，お客さんを迎える前に，5 歳児から 4 歳

児に伝えられた（写真５）。このように，「葉っぱのおんせん

やさん」では，開店に向けて必要な物を作ったり，作った物

で遊んだりすることを楽しみながら，子どもたちの遊びへの

イメージは日々膨らんでいる様子であった。教師は，日々表

れてくる幼児一人一人の思いや考えを受け止め，思い描いて

いることを伝え合い，それを実現する方法を幼児同士で考え

合う場を意図して設けてきた。 

 
温泉開店後は，お客さんとなってやってくる友達を迎え入

れ，ドングリとチケットの交換や豆絞りの手渡し，温泉への

 
写真１ 葉っぱを集めよう 

 

 

 

 
写真３ ちけっとはこちら 

 

 

 

 
写真２ 温泉の入口をつくろう 

  
   写真４「しゃんぷー」と 

  「とりーとめんと」 

 

 
写真５ このように使うよ 
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案内など，幼児一人一人が「おんせんやさん」としての役割

を担った。この日の遊びでは，明確に役割分担するのではな

く，お客さんの動きや問いかけに応じながら案内したり遊び

方を伝えたりするなど，自然な流れの中で，役割が果たされ

ていった（写真６・写真７・写真８）。 
実際にお客さんを迎えると，新たな問題も生じてくる。こ

の日の遊びでは，工夫して作った「しゃんぷー」と「とりー

とめんと」を使ってくれないお客さんが何人もいたことが話

題となった。そこで，教師も介入しながら，この問題に対す

る話し合いが行われた。「しゃんぷーととりーとめんとをど

のようにしたらいい？」という教師の問いかけに対し，幼児

からは，入った時にすぐに気付ける場所に置いておくことや，

入口から「しゃんぷー」と「とりーとめんと」を置いている

場所にすぐに行けるように“線をかく”ことが提案された。

このように，日々の遊びの中で表れてくる課題を共有し，そ

の解決に向かって考え合い，考えたことを実践して確かめ合

うことの積み重ねが，遊びの目的を共有して遊ぶ姿につなが

っている。 

 

イ．実践事例２：「フォトスタジオ」 

「フォトスタジオ」では，カメラ作りや撮影時に着用する

洋服・帽子作りなど，開店に向けた準備が進められていた（写

真９・写真 10）。ここでは，いろいろな形の箱や巻き芯，テ

ープを工夫して使いながら，“立体的なカメラ”を作ること

が子どもたちの目的となっていた。また，この日には，カメ

ラを置く三脚の必要性に気付いた幼児 2 人が，箱や丸めた

画用紙を組み合わせながら三脚作りに試行錯誤するなど，イ

メージしていることを友達と伝え合って一緒に作り上げよ

うとする姿も見受けられた。なお，作ったカメラや洋服など

は，幼児のイメージに添って，日々改良されている。 
このように，「フォトスタジオ」では，幼児一人一人のイ

メージに添い，創意工夫しながらオリジナルのカメラを作り

上げていくことが，子どもたちが夢中になって取り組む遊び

の原点となっていた。そこで，保育室には，いろいろな形・

大きさの箱，ペットボトル，色画用紙，テープ類などが幼児

の手で扱いやすいように整えられた。特に，接着材料につい

ては，のり・ボンドの他に，セロテープ・布テープ・ビニー

ルテープなども準備し，材料や用途に応じて選択できるよう

に構成された。なお，幼児一人一人の思い描くカメラは一日

で完成するものではなく，工夫と改良の積み重ねが必要であ

ったことから，ここでは，幼児同士で作ったカメラを紹介し

合ったり，工夫しようと思っていることを伝え合ったりしな

がら，幼児一人一人の工夫によってカメラが変化していく過

程を分かち合うことが大切にされた。 

やがて，作ったカメラでグループの友達を撮影したり，他

の保育室に出向き，店屋に並べられている商品を撮影したり

するなど，他のグループの幼児ともつながって遊ぶ姿も見ら

れるようになった（写真 11・写真 12）。また，「お菓子屋」

の準備を進めている友達から，作ったケーキを撮影してほし

いというリクエストを受けて取材をするなど，お客さんとし

てやってきた幼児の撮影に留まらない，幼児の発想に基づい

た多様な遊びが展開されていた。そこで，教師は，依頼した

幼児に撮影してほしいと思った理由を尋ね，幼児の願いや思

 
写真９ カメラを作ろう 

 

 
写真 10 記念撮影用の洋服 

 

 
写真８ 葉っぱのおんせん 

 
写真６ 温泉の入口はこちら 

 
写真７ これを使ってね 
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いが伝わるように仲立ちをした。撮影を依頼した幼児からは，

「本物のケーキと同じぐらいの高さ」にするという目的に向

かって，紙粘土や木の実などを試行錯誤しながら積み重ねた

ことや，「一生懸命になって完成させたケーキを撮影してほ

しかった」という思いが話された。撮影をした幼児にとって

は，友達の思いに応えられたことが大変嬉しかったようであ

る。遊びのイメージや目的を共有し，協同して遊ぶためには，

幼児一人一人が持ち味を発揮して遊ぶ中で，友達の思いや考

えにふれたり，互いのよさを認め合ったりすることが大切で

ある。 

 

③ 「話し合い」の位置づけ 

遊びのイメージや目的を共有し，協同して遊びを進めて 
いくには，自分なりの言葉で表現しつつ，友達の思いや考え

にも気付き，課題が生じた時には対話を通して，互いの納得

解を生み出していくことが求められる。また，自身のグルー

プにおける遊びだけでなく，他のグループの友達が実現しよ

うとしていることや乗り越えようとしている課題にも思い

を馳せ，課題解決へと向かう方法を一緒に考え，一体感をも

ってやり遂げていく過程が大切である。このような趣旨にお

いて，「あきの わくわくどっきりらんど たいむ」では，遊

びの中における伝え合いを重視するとともに，遊び始める前

や片付け後には，学級活動の場における「話し合い」が位置

づけられている。例えば，この日，5 歳児学級では，片付け

後，グループの遊びの中で工夫していることを伝え合ったり，

友達の話を聞いて思ったことや疑問に思ったことなどを質

問したりする姿が見られた。例えば，「宝探し」の準備を進

めている友達に対して，「宝箱はできた？」「宝の地図は？」

と質問するなど，各グループの遊びの状況は，お客さんとし

て参加した時の体験や話し合いを通して，日々，学級の仲間

と共有されているようであった。 
 
(3) 事後研究会において示唆された今後の保育の方向性 

研究保育実施後の事後研究会では，保育の振り返りと省察

に基づいて，研究協議の重点を「遊びのイメージや目的を共

有しながら友達と一緒に遊びを創り出していくには，教師は

どのような役割を果たしていけばよいのか」と定め，今後の

保育の方向性を探っていった。 
 実践事例に示したとおり，イメージや目的を共有して遊ぶ

には，(1)遊びの原点となる活動に充分に取り組むこと，(2)
互いの思いや考えを伝え合い，それを実現する方法を考え合

うこと，(3)遊びの中で表れてくる課題を共有し，その解決に

向かって考え合い，考えたことを実践して確かめ合うこと，

(4)幼児一人一人が持ち味を発揮して遊ぶ中で，互いのよさ

を認め合うことが不可欠である。環境構成・教師の援助にお

いても，これらのことを豊かに誘うものでなければならない。

以上のことを根底に据えた「あきの わくわくどっきりらん

ど たいむ」の実践は，附属幼稚園で推進してきた園内研究

の成果である。 
今後の保育の方向として示唆されたのは，第 1 に，グルー

プ活動と学級活動との連関を意図した保育内容の構築につ

いてである。例えば，4 歳児学級では，「葉っぱのおんせん

やさん」の遊びを進めている友達からの情報をもとに，学級

の皆で「葉っぱのおんせん」を作って遊んだり，「フォトス

タジオ」で記念撮影をする際に身に着けるものを作ったりす

るなど，各グループの遊びを知ることによって得た興味を学

級全体の遊びとして再構築していくことが可能である。学級

の遊びにおいて経験したことや気付いたことは，グループ活

動の場で生かされたり，5 歳児に伝えられたりして，異年齢

で遊びを進めていく礎ともなっていく。異年齢で遊びを創り

出していく場合は，特に，各学年の発達に応じた遊びと異年

齢での活動とのつながりを考慮して保育内容を構築してい

くことが求められる。一方，5 歳児の学級活動では，例えば，

Ⅴ期の指導計画に位置づけられている「木工遊び」を生かし，

店屋の商品を並べる台や店屋構えを木工で作ることも可能

である。各々のグループに共通する課題解決や目的達成に向

かって，これまでに経験してきたことや学んだことを生かし

ていくことも 5 歳児にとっては大切な経験となる。そのた

めには，グループでの遊びと学級活動との連関がより豊かに

創出されるような保育内容を構築することが求められる。  
第 2 に，学級活動における伝え合いを豊かに誘う保育体

制についてである。学級活動における「話し合い」の中で，

豊かな伝え合いが促されるためには，まず，各学級担任によ

って，学級の枠を外した遊びの時間における幼児の姿や心動

 
写真 11 にっこり笑って！ 

 

 
写真 12 取材に来ました！ 
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かされた出来事などが把握されておかなければならない。な

ぜなら，教師の捉えた「エピソード」を伝えたり，そのこと

に関連する問いかけをしたりすることが，幼児同士の伝え合

いを豊かに誘う礎となるからである。「あきの わくわくどっ

きりらんど たいむ」において，学級担任は，主として，担

当するグループの遊びに関わっているため，グループ活動に

おける幼児の姿は，保育終了後の保育カンファレンスの中で

共有されている。今後の課題は，担当するグループとともに，

他のグループの遊びにも関わり，幼児の姿に基づいた援助が

より一層可能になるような保育体制を整えることにある。 
 
４．園内研究の成果及び今後の課題 

 以上のように，附属幼稚園では，異年齢でペアをつくって

遊ぶことを継続し，その経験を異年齢での協同的な遊び「あ

きの わくわくどっきりらんど たいむ」へと深化させていっ

た。異年齢の幼児が集い，互いの思いや考えにふれながら共

に遊びを創り出していった経験は，各学年の発達に応じた次

のような幼児の育ちへとつながっていった。 
 4 歳児の育ちとして挙げられるのは，第 1 に，異年齢の関

りによって，人への信頼感や思いやりを深めていったことで

ある。4 歳児にとって，5 歳児の優しさにふれながら一緒に

遊ぶ経験は，安心感をもって生活する一助となり，その過程

で抱くようになった年長児への親しみや憧れは，3 歳児への

思いやりある行動へとつながっていった。第 2 に，作った物

を活用して様々なごっこ遊びを展開するなど，友達とやりと

りをしながら遊ぶ楽しさを味わうようになったことである。

第 3 に，思い描いたことが本当に実現できるという自信を

もつようになったことである。店屋開店に向かって，5 歳児

と一緒に遊びに必要な物を創意工夫して作り，考えを寄せ合

いながら遊んだ経験は，友達と心を通わせて遊ぶ楽しさや自

分の力で遊びが創り出せるという自信へとつながり，4 歳児

の遊びの中に生きている。 
5 歳児の育ちとして挙げられるのは，第 1 に，幼児同士の

伝え合いが豊かになるとともに，互いの思いや考えに添う納

得解を生み出そうとする姿がよく見受けられるようになっ

たことである。こうした幼児の育ちは，店屋ごっこの準備を

進める中で，自分の意見を述べたり，友達の意見をよく聞い

たりしながら，どのように遊びを進めていけばよいのかを

日々話し合っていった成果である。第 2 に，少人数での遊び

の場に留まらず，学級活動における話し合いや協同的な表現

遊びなど，学級全体の場における伝え合いと応答的な関わり

が豊かになっていったことである。例えば，3 学期に行った

「泣いた赤鬼」を題材とした劇遊びでは，教師が介入するこ

となく，鬼や村人などの登場物の気持ちを幼児同士で伝え合

う姿が見られた。また，登場物になって遊ぶ場では，お話の

状況と登場物の気持ちをくみ取りながら，自然な形で会話が

弾んでいった。第 3 に，自分たちの思い描いたことを基に，

友達と一緒に遊びを創り出していく楽しさをより一層味わ

うようになったことである。また，「泣いた赤鬼」の表現遊

びでは，「赤くんと青くんは出会えたのかな」「優しい気持ち

を持てたのかな」などと想像を膨らませ，話の続きを創り出

していく姿も見受けられた。 
以上のことから，附属幼稚園における研究と実践の成果は，

(1)学級の枠を外した異年齢による遊びの構築と教師の協働，

(2)幼児のイメージや思い，考えを出発点とした保育実践の

構築，(3)言葉による伝え合いの充実と応答的な人間関係の

育成，(4)幼児同士で共有するイメージや考えに基づいて遊

びを創り出していこうとする心情・意欲・態度の育成の 4 点

にまとめられる。今後の課題は，事後研究会においても示唆

されたとおり，(1)幼児一人一人の思いや考えに基づいた環

境構成・援助を確実化させ得る保育体制の確立と教師の協働

性の向上，(2)好きな遊びにおける活動（少人数の幼児で構成

される遊び）と学級活動との連関を意図した保育内容の構築

にある。次年度には，以上に明らかにしてきた課題を踏まえ

た研究を推進し，保育実践の質を高め合う園内研究体制の確

立へと向かってさらなる歩みを進めたい。 
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図版 

表 1 武庫川女子大学附属幼稚園 令和 3 年度「5 歳児Ⅴ期

指導計画（10 月下旬から 12 月）」 
写真 1～12 武庫川女子大学附属幼稚園 令和 3 年度「研究 

保育の記録」より転載 
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