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要約：本研究の関心は、幼児教育段階と初等教育段階の接続にある。とりわけ本稿では、アメリ

カの教育制度に着目し、日本の幼児教育と小学校教育のギャップの解決に向けた策を検討した

い。米国の義務教育制度は「elementary school」から始まる。しかし、その様相は日本の「小

学校」とは異なる。米国では小学校の 1 年目に「kindergarten」、2 年目に「first grade」が設

定されており、日本のように小学校の 1 年目を「1 年生」、2 年目を「2 年生」とカウントする制

度とは異なるのである。つまり、日本で「小 1 プロブレム」と呼ばれる移行期の問題が、米国に

おいては「kindergarten」の段階で生じる可能性があるのではないかということである。

日本においては、生活科が小学校低学年に設定されるなど、教育内容の面での幼児教育と小学

校教育との接続が試みられてきた。しかし、教室環境についての検討はあまりなされてこなかっ

ただろう。他方、米国に目を移せば、小学校教育のなかに幼児教育段階の「kindergarten」の機

能を含みこむ制度を有するばかりでなく、観察から「kindergarten」と「first grade」の教室環

境の異同が明らかとなった。たとえば、筆者らが訪問した A 小学校では、First Grade と異なっ

て Kindergarten には１）教室内にトイレが設置されている、２）教室の床には移動の際に整列

するための目印となる表示がある、３）家族の写真が掲示されているといった点である。これら

には、子どもが学校生活に適応するための配慮が見て取れる。本稿からの示唆として、子どもの

スムーズな学校適応に向けての環境面での工夫のなかでも取り入れやすいものについては、具体

的に小学校に導入していく価値があると考える。
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1． 問 題 関 心  

 

本 研 究 の 関 心 は 、 幼 児 教 育 段 階 と 初 等 教 育 段 階 の 接 続 に あ る 。 日 本 で は 、 幼 稚 園 ・ 保 育

園 な ど の 幼 児 教 育 機 関 か ら 小 学 校 へ の 移 行 期 に「 小 1 プ ロ ブ レ ム 」と 呼 ば れ る 問 題 が あ る 。

そ れ は 、小 学 校 1 年 生 に な っ た 子 ど も た ち の 学 校 教 育 へ の 適 応 が ス ム ー ズ で な い こ と か ら

生 じ る 問 題 で あ る 。つ ま り 、子 ど も の 視 点 に た て ば 、幼 児 教 育 と 初 等 教 育 の あ い だ に は 何

ら か の ギ ャ ッ プ が あ る と い え る 。 日 本 に お い て は 、 そ れ を 幼 小 連 携 と し て 解 決 を 図 ろ う と

す る 向 き が あ る 。 対 し て 、 本 研 究 で は 、 ア メ リ カ の 教 育 制 度 に 着 目 し 、 ア メ リ カ の

「 kindergarten」と「 first grade」の 教 室 で 日 常 的 に 行 わ れ て い る 教 師 と 子 ど も の 教 育 過 程

の 詳 細 を 明 ら か に す る こ と に よ り 、日 本 の 幼 児 教 育 と 小 学 校 教 育 の ギ ャ ッ プ の 解 決 に 向 け

た 策 を 検 討 し た い 。  

で は 、 な ぜ ア メ リ カ の 「 kindergarten」 と 「 first grade」 の 教 室 を 研 究 対 象 と す る の か 。 

ア メ リ カ の 義 務 教 育 制 度 は 「 elementary school」 か ら 始 ま る 。 し か し 、 そ の 様 相 は 日 本 の

「 小 学 校 」と は 異 な る 。ア メ リ カ で は 小 学 校 の 1 年 目 に「 kindergarten」、2 年 目 に「 first 

grade」が 設 定 さ れ て い る 。日 本 の よ う に 小 学 校 の 1 年 目 を「 1 年 生 」、2 年 目 を「 2 年 生 」

と カ ウ ン ト す る 制 度 と は 異 な っ て い る の で あ る 。  

周 知 の 通 り「 kindergarten」の 日 本 語 訳 は 幼 稚 園 で あ り 、ア メ リ カ で も 就 学 前 教 育 に 分 類

さ れ て い る 。 し か し 、 筆 者 ら は 2019 年 3 月 に ア メ リ カ の 小 学 校 の 授 業 を 見 学 す る 機 会 を

得 て 、「 kindergarten」が 実 質 的 な 学 校 生 活 の １ 年 目 と な っ て い る の で は な い か と の 感 覚 を

抱 く よ う に な っ た 。 ア メ リ カ で は 、 ５ 歳 児 の 84.6% が 公 立 小 学 校 に 付 設 さ れ た

「 kindergarten」に 入 園 す る i。ま た 、州 に よ っ て「 kindergarten」を 無 償 化 の 対 象 と し て い

る こ と か ら も 、ア メ リ カ で は「 kindergarten」が 準 義 務 教 育 化 し て い る と も い わ れ て い る 。

つ ま り 、 日 本 で 「 小 1 プ ロ ブ レ ム 」 と 呼 ば れ る 移 行 期 の 問 題 が 、 ア メ リ カ に お い て は

「 kindergarten」 の 段 階 で 生 じ る 可 能 性 が あ る の で は な い か と い う こ と で あ る 。  

以 上 の よ う に 、子 ど も た ち に と っ て「 kindergarten」で の 学 校 生 活 が 、こ れ ま で と は 異 な

る 生 活 空 間・生 活 形 式 へ の 移 行 を 伴 う 経 験 と な っ て い る な ら ば i i、「 kindergarten」の ク ラ

ス を 受 け 持 つ 教 師 ら は 、子 ど も た ち を 新 し い 学 校 生 活 に 導 い て い く た め の 何 ら か 実 践 上 の

工 夫 を 行 な っ て い る と 考 え ら れ る 。日 本 と ア メ リ カ で は 、学 校 生 活 の 開 始 が 小 学 １ 年 生 か

「 kindergarten」 か の 違 い は あ る も の の 、 子 ど も に と っ て は そ れ 以 前 と は 異 な る 何 ら か の

ギ ャ ッ プ を 経 験 し て い る こ と に は 変 わ り な い の で あ る 。  

し か し 、次 の よ う な 疑 問 も 浮 か ぶ 。す な わ ち 、「 kindergarten」か ら「 first grade」へ の

移 行 は ス ム ー ズ に 行 わ れ て い る の だ ろ う か と の 疑 問 で あ る 。 小 学 校 の 敷 地 内 で の 学 校 生 活

は「 kindergarten」か ら 開 始 さ れ て い る も の の 、初 等 教 育 段 階 １ 年 目 は「 first grade」で あ

る 。し た が っ て 、同 じ 小 学 校 内 の「 kindergarten」で １ 年 間 を 過 ご し て き た 子 ど も た ち で あ
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っ て も 、「 first grade」へ の 進 級 に 際 し て は 、新 た な 学 校 生 活 の 変 化 を 経 験 し て い る 可 能 性

が あ る 。そ う で あ る な ら ば 、「 first grade」の 教 師 も ま た 、「 kindergarten」と は 異 な る 学

校 生 活 に 子 ど も た ち を 導 い て い く た め の 実 践 上 の 工 夫 を し て い る 可 能 性 が あ る 。 い わ ば 、

ア メ リ カ に お け る 幼 児 教 育 か ら 初 等 教 育 の 移 行 期 の 問 題 は 「 kindergarten」 の み な ら ず 、

「 first grade」 を も 視 野 に い れ て 検 討 す る 必 要 が あ る の で あ る 。  

こ こ で 急 い で 付 け 加 え て お く と 、 ア メ リ カ と 日 本 の 公 立 小 学 校 で は 、 学 校 文 化 や 子 ど も

た ち の 人 種 構 成 、 言 語 や 宗 教 の 問 題 な ど 様 々 な 違 い が 存 在 し て い る 。こ う し た 違 い を 考 慮

せ ず に 、比 較 研 究 を 行 う こ と は 拙 速 で あ る と の 批 判 も あ る だ ろ う 。 し か し 、本 研 究 が 着 目

す る の は 、日 本 以 上 に 多 様 な バ ッ ク グ ラ ウ ン ド を 持 っ た 子 ど も た ち が 集 ま る ア メ リ カ の 小

学 校 に お い て も 、多 く の 子 ど も た ち は 小 学 校 生 活 に 慣 れ て い き 、そ の 小 学 校 の 生 徒（ student）

に な っ て い く こ と に あ る 。 す な わ ち 、ア メ リ カ の 子 ど も た ち は 、ど の よ う な や り 方 で 授 業

場 面 や 学 校 生 活 に 適 し た ふ る ま い 方 を 身 に つ け 、実 践 し て い る の か 、ま た 担 任 教 師 ら は 子

ど も た ち を ど の よ う に 学 校 生 活 へ と 導 い て い く の か を 観 察 ・ 記 録 し て い く こ と に 本 研 究 の

関 心 は あ る i i i。  

し た が っ て 、日 本 と は 異 な る 制 度 と 環 境 の も と で 学 校 生 活 が 開 始 さ れ る ア メ リ カ の 学 校

内 部 で 、ど の よ う に 教 室 環 境 が 構 成 さ れ 、教 室 内 で 何 が 起 き て い る か を ま ず は 注 意 深 く み

る こ と が 必 要 と な る 。メ ハ ン（ Mehan, H）は 、学 校 教 育 が 子 ど も に 与 え る 影 響 を 理 解 す る

た め に は 、実 際 の 教 育 環 境 で 行 わ れ る 教 育 過 程 が 教 師 や 子 ど も に よ っ て ど の よ う に 構 成 さ

れ て い る の か を 検 討 し て い く 必 要 が あ る と 主 張 し 、 そ の 方 法 論 上 の 立 場 を 「 構 成 的 エ ス ノ

グ ラ フ ィ ー 」 と 名 付 け て い る i v 。 本 研 究 は 、 メ ハ ン の 立 場 に 依 拠 し つ つ 、 ア メ リ カ の

「 kindergarten」と「 first grade」で 展 開 さ れ て い る 日 常 的 な 教 師 と 子 ど も の 相 互 行 為 過 程

の 詳 細 を 明 ら か に し た い と 考 え て い る 。 本 論 は 、そ の 第 一 段 階 と し て 教 室 の 環 境 構 成 に 着

目 す る こ と を ま ず は 述 べ て お き た い 。  

以 上 の 問 題 関 心 の も と に 、本 稿 で は 、ア メ リ カ の「 kindergarten」と「 first grade」の 教

室 環 境 の 観 察 を 通 し て 得 ら れ た 知 見 を 提 示 す る 。そ し て 、 幼 児 教 育 と 小 学 校 教 育 の ス ム ー

ズ な 移 行 の た め の 配 慮 に つ い て 検 討 し 、日 本 に お け る 幼 小 接 続 に 関 し て 教 室 環 境 の 面 で の

提 案 を 行 う 。こ れ に よ り 、 日 本 の 幼 児 教 育 段 階 か ら 小 学 校 教 育 段 階 へ の 移 行 に つ い て 、教

室 環 境 と い う フ ァ ク タ ー を 考 慮 す る 重 要 性 を 提 起 す る 。  

 （ 越 川 葉 子 ）  

 

２ ． ア メ リ カ の 就 学 前 教 育 の 制 度  

 

2-1. 現 状  

ア メ リ カ の 教 育 は 、州 の 管 轄 で あ り 、各 州 が 州 憲 法 に 基 づ き 独 自 の 教 育 制 度 を 定 め て い
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る 。初 等 中 等 教 育 の 制 度 の 詳 細 や 運 用 は 、各 州 の 学 区（ school district）に 委 ね ら れ て い る 。

初 等 中 等 教 育 の 通 算 は 12 年 間 で あ る 。 そ の う ち 小 学 校 は 5 年 制 、 ミ ド ル ス ク ー ル は 3 年

制 、 ハ イ ス ク ー ル は 4 年 制 で 編 成 さ れ る こ と が 多 い v。  

就 学 前 教 育 は 大 き く ４ つ の プ ロ グ ラ ム に 区 別 さ れ る 。幼 稚 園（ kindergarten）、保 育 学 校

（ pre-school，nursery school）、デ イ ケ ア（ day care）、ヘ ッ ド ス タ ー ト（ Head Start）で

あ る 。 こ の う ち 幼 稚 園 と 保 育 学 校 は 、州 や 学 区 の 教 育 委 員 会 の 管 轄 下 に あ る 教 育 機 関 で あ

る 。  

な お 、 マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 の 学 校 制 度 は 学 区 に よ っ て 異 な る が 、 日 本 の 外 務 省 の 情 報 に

よ れ ば 、幼 稚 園（ kindergarten）は 1 年 間 、初 等 教 育（ elementary education）は 1 年 生 か

ら 始 ま り 、5 年 生 か ら 8 年 生 ま で の い ず れ か の 学 年 ま で 、中 等 教 育（ secondary education）

は 6 年 生 か ら 12 年 生 ま で （ た だ し 、 初 等 教 育 と の 組 み 合 わ せ も あ り 得 る ） と 定 め ら れ て

お り 、高 等 教 育（ postsecondary education）と し て「 college」や「 university」が 存 在 す る

vi。  

ア メ リ カ に お い て 学 校 教 育 は「 K-12」と 表 記 さ れ る 。小 学 １ 年 生 の １ 年 前 に 小 学 校 施 設

に あ る 幼 稚 園 に 就 学 す る こ と が 多 く 、 多 く は ９ 月 １ 日 の 時 点 vi iで 、 ５ 歳 に な っ て い る 子 ど

も が 入 園 す る vi i i。 そ も そ も K-12 と は 「 Kindergarten through twelve」 の 略 で 、小 学 校 入 学

直 前 の 幼 児 教 育 期 か ら 小 学 校 の 施 設 で 学 習 さ せ る 13 年 間 を 通 し た 教 育 課 程 の こ と で あ る

i x。 つ ま り 、 幼 稚 園 か ら 起 算 し 、 初 等 教 育 お よ び 中 等 教 育 の 12 年 生 ま で の 計 13 年 間 の こ

と を 「 K-12」 と 呼 ぶ 。  

こ こ で 本 稿 の 趣 旨 に 照 ら し て 重 要 な の は 、 ア メ リ カ に お い て は 、「 小 学 校 施 設 に あ る 幼

稚 園 に 就 学 す る 」と い う 仕 組 み が 整 っ て お り 、 「 幼 児 教 育 期 か ら 小 学 校 の 施 設 で 学 習 さ せ

る 」制 度 に な っ て い る と い う 点 で あ る 。文 部 科 学 省（ 2016）に よ れ ば 、ア メ リ カ の 公 立 小

学 校 に は 、 小 学 校 入 学 前 に 1 年 間 の 就 学 前 教 育 を 提 供 す る た め の 幼 稚 園 ク ラ ス が 「 付 設 」

さ れ て い る の が 一 般 的 で あ り 、 5 歳 で 幼 稚 園 ク ラ ス に 在 籍 し 、 そ の ま ま 小 学 校 第 1 学 年 に

進 級 す る x。 し た が っ て 、 小 学 校 と い う 空 間 の な か に 幼 稚 園 （ kindergarten） が あ り 、 そ こ

で 1 年 間 を 過 ご し た あ と に 第 1 学 年 （ first grade） へ と 進 級 す る と い う 教 育 シ ス テ ム が 、

ア メ リ カ に お い て は 一 般 的 で あ る と い う こ と で あ る 。 な お 、 公 立 小 学 校 に 「 付 設 」 さ れ た

幼 稚 園 は 無 償 で あ る x i。  

 日 本 で は 幼 稚 園 と 小 学 校 の 敷 地 が 隣 接 し て い る 事 例 や 、「 附 設 」 す な わ ち 附 属 幼 稚 園 と

し て 小 学 校 等 と 同 系 列 と し て 接 続 す る 事 例 は あ る 。 し か し 、 い ず れ も 小 学 校 の 建 造 物 の な

か に 幼 稚 園 が 設 置 さ れ て い る わ け で は な い だ ろ う 。こ こ に 、日 本 と ア メ リ カ に お け る 、幼

稚 園 と 小 学 校 の 関 係 性 の 違 い を 見 て 取 る こ と が で き る の で あ る 。 幼 稚 園 か ら 小 学 校 へ の 移

行 や 、 幼 稚 園 と 小 学 校 と の 接 続 の 問 題 を 検 討 す る 目 的 に お い て 、日 本 と 異 な る 制 度 を 形 成

し て い る か ら こ そ ア メ リ カ へ の 着 眼 に は 価 値 が あ る 。  
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（ 早 坂 め ぐ み ）  

 

2-2. ア メ リ カ の 公 立 小 学 校 に お け る 幼 稚 園 併 設 の 制 度 史  

 で は 、ア メ リ カ は ど の よ う な 過 程 を 経 て 、 公 立 小 学 校 に 幼 稚 園 を 併 設 す る よ う に な っ た

の だ ろ う か 。 先 行 研 究 を ま と め る こ と に よ っ て 、 そ の 制 度 史 を 概 観 す る 。  

 幼 稚 園 は 、ド イ ツ に お い て 1837 年 に 、フ リ ー ド リ ッ ヒ・フ レ ー ベ ル が 設 立 し た が 、ア メ

リ カ へ は ド イ ツ 系 移 民 の 流 入 と と も に 紹 介 さ れ る よ う に な っ た x i i。 ア メ リ カ に お け る 幼 稚

園 の 「 草 創 開 拓 期 」 （ 1855-1870 年 ） は 、 フ レ ー ベ ル 主 義 教 育 理 論 の 影 響 を 受 け 、 ド イ ツ

系 移 民 の 幼 児 を 対 象 と し た ド イ ツ 語 会 話 幼 稚 園 と い う 特 質 を 持 っ て い た 一 方 で 、ボ ス ト ン

や ニ ュ ー ヨ ー ク を 中 心 と す る 東 部 の 都 心 な ど 一 部 の 地 域 で は 、幼 稚 園 設 立 の 教 育 運 動 が 展

開 し た x i i i。  

幼 稚 園 の 普 及 の 背 景 に は 、 移 民 の ア メ リ カ 社 会 へ の 適 応 、 す な わ ち 「 ア メ リ カ 化 」

（ Americanization）と い う 課 題 が あ っ た x iv。幼 稚 園 の「 普 及 拡 散 期 」（ 1870-1910 年 ）に

あ た る 1873 年 に 、 ミ ズ ー リ 州 セ ン ト ル イ ス に お い て 、 公 立 学 校 に 併 設 さ れ た ア メ リ カ 初

の 幼 稚 園 が 開 設 さ れ た xv。 上 野 （ 1995） は 、 ア メ リ カ の 公 立 小 学 校 に 併 設 さ れ る 幼 稚 園 の

こ と を「 公 立 学 校 幼 稚 園 」（ Public School Kindergarten）と 呼 び 、 こ の 制 度 形 成 に 幼 稚 園

教 育 の 公 教 育 性 を 見 出 し て い る 。 セ ン ト ル イ ス で の 開 設 が 直 接 的 な 契 機 と な り 、す べ て の

幼 児 に 対 す る 教 育 の 機 会 均 等 を 保 障 す る た め 、公 共 財 政 に よ る 無 償 教 育 と し て 、幼 稚 園 は

公 立 学 校 制 度 の 最 初 の 階 梯 に 位 置 づ け ら れ 、 そ れ が 全 国 的 な 普 及 を 見 せ た xvi。 ま た 、 「 普

及 拡 散 期 」 に は 、 幼 稚 園 教 育 に 関 す る 各 種 団 体 が ア メ リ カ 国 内 で 組 織 化 さ れ た xvi i。  

ア メ リ カ に お け る 幼 稚 園 普 及 の 背 景 に は 、幼 稚 園 設 立 の 運 動 が あ っ た 。山 本（ 1986）に

よ れ ば 、そ れ に は 2 つ の 特 徴 が あ っ た xvi i i。第 一 に 、社 会 改 革 や 社 会 改 良 の 手 段 と し て 、幼

稚 園 が 位 置 づ け ら れ た こ と で あ る 。 都 市 部 の 犯 罪 、 病 気 、 汚 ら わ し い 言 葉 遣 い 、 誘 惑 、 貧

困 、 無 知 、 無 秩 序 と い っ た 社 会 問 題 、 ま た そ れ を 放 置 し て い る 子 ど も の 親 、 特 に 移 民 の 親

子 に 対 し て 、ア メ リ カ の 習 慣 や 規 範 を 理 解 し 尊 重 さ せ る 必 要 が あ っ た 。 第 二 に 、 遊 び と 仕

事 や 、自 由 と 秩 序 の 両 立 の 重 要 性 で あ る 。幼 稚 園 運 動 家 は 、 遊 び や 自 由 の 行 き 過 ぎ か ら く

る 無 秩 序 状 態 を 避 け つ つ 、仕 事 や 秩 序 に 象 徴 さ れ る 統 制 と 従 順 か ら く る 弊 害 を 中 和 す る こ

と を 考 え て い た x ix。 子 ど も が 自 由 の な か に も 必 要 な 制 限 が あ る こ と を 知 り 、 自 発 的 に 法 と

秩 序 に 従 う こ と の で き る 主 体 が 目 指 さ れ て い た 。そ の 社 会 的 背 景 に は 、家 庭 に お い て 充 分

な 教 育 を 受 け ら れ な い 子 ど も の 存 在 、教 育 を し な い 親 の 存 在 が あ り 、子 ど も の 成 長 が 社 会

の 安 定 的 発 展 の た め に 最 良 の 手 段 と し て 捉 え ら れ て い た 。 こ う し た 社 会 的 要 請 を 背 景 に 、

ア メ リ カ に お い て 幼 稚 園 は 拡 大 を 見 せ た 。  

幼 稚 園 が 小 学 校 に 併 設 さ れ る よ う に な る 積 極 的 な 理 由 と し て 、教 育 の 機 会 均 等 の 確 保 の

ほ か に 、幼 稚 園 教 育 の 効 果 が あ る 。1900 年 の パ リ 博 覧 会 で の 発 表 の た め に 収 集 さ れ た 幼 稚
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園 教 育 に 関 す る ア ン ケ ー ト の 結 果 、幼 稚 園 教 育 を 受 け た 子 ど も は 、 そ う で な い 子 ど も よ り

も よ り も 、規 律 正 し さ や し つ け に つ い て 、小 学 校 教 員 に よ っ て 高 く 評 価 さ れ た xx。ま た 、当

時 の 別 の 調 査 で は 、学 力 面（ 手 作 業・表 現 力・語 学 力・想 像 力・計 算 ）な ら び に 道 徳 面（ 規

律 正 し さ ・ 勤 勉 さ ・ 清 潔 さ ・ 忍 耐 強 さ ） に お け る 優 秀 さ も 認 め ら れ た xx i。 幼 稚 園 が 学 校 教

育 制 度 の 一 部 に 組 み 込 ま れ る こ と に よ っ て 、小 学 校 教 育 へ の 適 応 を ス ム ー ズ に す る と と も

に 、 「 ア メ リ カ 化 」 に よ っ て 社 会 を 統 一 し 、 産 業 化 す る ア メ リ カ 社 会 で 重 視 さ れ る 労 働 効

率 性 を 高 め る こ と が 期 待 さ れ た 。 し か し 、 他 方 で 、 幼 稚 園 設 立 運 動 家 の な か に は 、 子 ど も

期 に お け る 効 率 性 重 視 の 考 え 方 に 対 し て 批 判 を 投 げ か け 、幼 稚 園 が 小 学 校 に 内 包 さ れ る こ

と に よ る 弊 害 、 幼 稚 園 教 育 の 特 徴 が 失 わ れ る こ と に 対 す る 懸 念 も あ っ た xx i i。  

 以 上 で み た よ う に 、 ア メ リ カ 社 会 が 抱 え て い た 貧 困 や 格 差 、 移 民 の ア メ リ カ 社 会 へ の 適

応 と い っ た 諸 問 題 を 教 育 が 解 決 す る と 期 待 さ れ た こ と 、 さ ら に 、小 学 校 へ の 適 応 の た め に

幼 稚 園 が 有 益 で あ り 、 将 来 の 労 働 者 と し て 期 待 さ れ る 効 率 性 の 高 さ が 評 価 さ れ 、幼 稚 園 が

小 学 校 に 併 設 さ れ る 制 度 が 拡 大 し て い っ た の で あ る 。こ う し た 観 点 か ら み れ ば 、小 学 校 へ

の 適 応 が 問 題 視 さ れ て い る 日 本 へ の 示 唆 と し て 、ア メ リ カ を 参 照 す る 重 要 性 は 一 定 程 度 認

め ら れ よ う 。た だ し 、 当 時 の 幼 稚 園 設 立 運 動 家 が 懸 念 し た よ う に 、 幼 稚 園 教 育 の 独 自 性 が

削 が れ る と い う 懸 念 も ま た 、 念 頭 に 置 か ね ば な ら な い だ ろ う 。  

 （ 早 坂 め ぐ み ）  

 

３ ． 調 査 の 概 要  

 

3－ 1. 調 査 の 目 的  

本 調 査 の 目 的 は 、 ア メ リ カ ・ マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 の 公 立 小 学 校 （ A小 学 校 ） に お け る

Kindergartenと First Gradeの 教 室 環 境 の 比 較 を 通 し て 、 子 ど も の 小 学 校 へ の 適 応 に 関 す る

環 境 面 で の 工 夫 を 明 ら か に す る こ と で あ る xx i i i。環 境 面 と は 、教 室（ ク ラ ス ル ー ム ）の 空 間

の 使 い 方 や 、 掲 示 物 を 指 す 。 本 調 査 を 足 が か り と し て 、 将 来 的 に は 日 本 と ア メ リ カ の 小 学

１ 年 生 の 学 校 生 活 を 比 較 す る こ と で 、新 た な 学 校 段 階 に 参 入 す る 子 ど も が 学 校 生 活 に 適 応

し て い く た め の 学 校 環 境 や 教 師 の 実 践 を 検 討 す る こ と が 可 能 と な る 。こ れ に よ り 、 日 本 に

お け る い わ ゆ る 「 小 １ プ ロ ブ レ ム 」 の 解 決 に 向 け て の 研 究 的 な 貢 献 が 期 待 で き る 。  

調 査 に 際 し て の 研 究 倫 理 へ の 配 慮 と し て 、 事 前 に 校 長 （ principal） に 調 査 依 頼 を 行 い 、

写 真 の 撮 影 と 音 声 の 録 音 の 許 可 を 得 た 。 調 査 当 日 は 、校 長 と 調 査 目 的 や 内 容 に 関 す る 確 認

を 行 い 、写 真 撮 影 が 不 可 の 生 徒 を 撮 影 し な い よ う 細 心 の 注 意 を 払 っ て 調 査 を 行 っ た 。な お 、

本 稿 で は 、 生 徒 の 顔 写 真 の 掲 載 を 避 け て い る 。 本 稿 を 公 表 す る に あ た っ て は 、 校 長 か ら 写

真 の 公 表 に つ い て の 許 可 を 得 て い る こ と を 付 記 し て お く 。  

本 稿 は 、 調 査 者 に よ る 記 録 の う ち 、 写 真 お よ び フ ィ ー ル ド ノ ー ツ を も と に 構 成 す る 。  
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（ 早 坂 め ぐ み ・ 越 川 葉 子 ）  

 

3－ 2. 訪 問 校 の 概 要  

マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 に 位 置 す る A公 立 小 学 校 へ の 訪 問 は 、 2019 年 3 月 21 日 に 行 っ た 。

2019 年 現 在 、同 校 の 在 籍 者 数（ enrollment）は 431 名 、学 年 構 成（ Grade served）は K-５

（ Kindergartenか ら Fifth Grade）で あ る 。人 種 と エ ス ニ シ テ ィ（ Students race and Ethnicity）

は 、 African American 0.5%、 Asian 9.5%、 Hispanic 2.3%、 Native American 0%、 White 

79.6%、Native Hawaiian, Pacific Islander 0%、Multi-Race, Non-Hispanic 8.1%と な っ て お

り 、 圧 倒 的 に Whiteの 割 合 が 高 い 公 立 小 学 校 と い え る 。  

観 察 し た 教 室 の 内 訳 は 、Kindergartenが ３ ク ラ ス 、First Gradeお よ び  Second Gradeが ２

ク ラ ス ず つ で あ っ た 。  

（ 越 川 葉 子 ）  

 

4． 考 察  

 

4－ 1． 1 ク ラ ス の 児 童 数 と 教 師 の 数  

観 察 し た 学 年 は い ず れ も 生 徒 数 が 1 ク ラ ス 20 名 前 後 で あ っ た 。 Kindergartenと First 

Gradeは 、担 任 の 教 師 の 他 に Support Teacher（ 以 下 、STと 表 記 ）１ 名 が 教 室 に 入 っ て い た 。

授 業 の 進 行 は 担 任 の 先 生 で 、子 ど も た ち と の や り と り は 担 任 の 先 生 が 行 っ て い た 。Reading

の 授 業 で は 、 Kindergarten、 First Grade、 す べ て の ク ラ ス で 、 領 域 の 専 門 教 員 1 名 が 教 室

に 入 っ て 子 ど も の サ ポ ー ト に 携 わ っ て い た 。 担 任 が 授 業 中 に STに 指 示 を 出 す こ と は な く 、

STは 慣 れ た 様 子 で 子 ど も た ち の 様 子 を 見 回 り な が ら 、子 ど も と 一 緒 に 本 を 読 む な ど し て い

た 。ま た 、課 外 活 動 や Lunch Roomへ の 移 動 の 際 に は 、ST が 子 ど も た ち の 先 頭 に 立 っ て 引

率 を し て い た 。子 ど も た ち が 教 室 の 外 の 活 動 に 参 加 し て い る 間 、担 任 は 教 室 に 残 っ て い た 。

校 長 先 生 か ら 頂 い た ス ケ ジ ュ ー ル に 担 任 の 名 前 と 教 室 番 号（ Room No.）が 記 載 さ れ て い る

こ と か ら も 、 担 任 と 教 室 が 紐 づ い て い て お り 、 「 教 室 運 営 者 と し て の 担 任 」 と い う 役 割 が

強 く 反 映 さ れ て い た 。  

（ 越 川 葉 子 ）  

 

4－ 2． 教 室 空 間 の 活 用 方 法  

校 舎 は レ ン ガ 造 り で 歴 史 を 感 じ さ せ る 重 厚 な 建 造 物 で あ る が 、2003 年 に リ ノ ベ ー シ ョ ン

さ れ て い る 。 Kindergartenの 教 室 は 1st Floorに あ り 、 First Gradeと Second Grade、 Third 

Grade は Second Floorに 、 音 楽 室 や 美 術 室 、 Lunch Roomは 地 下 1 階 に 集 約 さ れ て い た 。  

教 室 は 、日 本 と 比 べ て か な り 広 く 感 じ ら れ た 。 こ う し た 調 査 者 の 感 覚 は 、日 本 と の 教 室
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空 間 の 構 成 の さ れ 方 の 違 い か ら 生 じ て い る と 思 わ れ る 。 ま ず 、教 室 に は 、 机 が 配 置 さ れ た

ス ペ ー ス 、 カ ー ペ ッ ト 敷 き の ス ペ ー ス 、ロ ッ カ ー ス ペ ー ス な ど 、い く つ か の 活 動 空 間 が 用

意 さ れ て い た 。 教 師 は 子 ど も た ち の 活 動 内 容 に 応 じ て 活 動 空 間 を 変 え て お り 、 子 ど も た ち

も 教 師 の 指 示 に 応 じ て 教 室 内 を 移 動 し な が ら 授 業 を 受 け て い た 。ま た 、 壁 面 に は ク ラ ス 目

標 や 子 ど も た ち の 誕 生 日 、制 作 物 、家 族 写 真 な ど 多 種 多 様 な 掲 示 物 で 埋 め 尽 く さ れ て い た 。  

そ の 中 で も Kindergartenの 教 室 は 、 他 の Gradeで は 見 ら れ な か っ た 教 室 空 間 が 採 用 さ れ

て い た 。 ま ず 、 手 洗 い 用 の 水 場 や ト イ レ （ restroom） 、 ロ ッ カ ー が 教 室 内 に 設 置 さ れ て お

り 、 子 ど も た ち の 主 な 活 動 が 教 室 内 に 収 ま る よ う な 空 間 設 計 に な っ て い た 。 ま た 、 写 真 1

の 床 面 の 番 号 表 記 は Kindergartenの 教 室 で 見 ら れ た が 、 First Gradeと Second Gradeの 教 室

に は 見 ら れ な か っ た 。Kindergartenの 子 ど も た ち は 自 分 の 番 号（ No.）を 把 握 し て お り 、教

室 移 動 す る 際 に 自 分 の 番 号 の 上 に 立 っ て 整 列 し て い た 。  

ま た 、ク ラ ス 内 の 役 割 に つ い て も 、番 号 ご と に 一 つ の「 Job」が 割 り 当 て ら れ て い た 。こ

の「 Job」は 一 週 間 ご と に 変 わ り 、「 Job」が な い 子 ど も に は 休 憩（「 vacation」）が 割 り 当

て ら れ て い た 。さ ら に 、Kindergartenの 教 室 の 壁 面 に は 、「 Our Family Tree」と い う 表 題

の つ い た 一 本 の 木 が 描 か れ た 掲 示 物 が あ り 、そ の 枝 の 先 に 子 ど も た ち の 家 族 写 真 が 飾 ら れ

て い た 。担 任 に よ れ ば 、子 ど も た ち が 寂 し く な ら な い よ う に と の 配 慮 か ら 家 族 写 真 を 飾 っ

て い る と の こ と で あ っ た 。  

 

【 写 真 １  教 室 床 面 に 記 さ れ た 番 号 、 Kindergarten】  

 

教 室 の 入 り 口 か ら 直 線 上 に カ ラ フ ル な 番 号 が 描

か れ て い る 。 こ の 番 号 は 床 に ペ イ ン ト さ れ て い て 、

消 す こ と は で き な い 。た と え ば 、ラ ン チ ル ー ム へ の

移 動 の 際 に は 、子 ど も た ち は 自 身 の 番 号 の 上 に 立 つ

こ と で 、自 然 と 整 列 す る こ と が で き る 。し た が っ て 、

こ の 番 号 は 整 列 の 補 助 の た め の 印 で あ る 。  
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【 写 真 ２  役 割 活 動 （ Classroom Jobsや HELPERS） 、 と も に Kindergarten】  

 

役 割 活 動 は「 Classroom Jobs」や「 HELPERS」

と の タ イ ト ル で 掲 示 さ れ て い る 。 同 じ 学 年 で

あ っ て も 、 掲 示 物 の ア レ ン ジ は ク ラ ス に よ っ

て 異 な っ て い る が 、 い ず れ も 誰 が ど の 役 割 の

担 当 で あ る か が 一 目 で 分 か る よ う に 工 夫 が さ

れ て い る 。具 体 的 に は 、カ レ ン ダ ー 係 、天 気 報

告 係 、ス ケ ジ ュ ー ル 確 認 係 、プ リ ン ト 配 布 係 、

整 列 係 、列 の 最 後 尾 に 並 ぶ 係 、図 書 係 、学 校 に

来 て 何 日 目 か を 知 ら せ る 係 な ど が 見 ら れ た 。  

子 ど も た ち の 机 は 、 Kindergarten 、 First 

Grade、 Second Grade の い ず れ も 3 名 〜 4 名

の グ ル ー プ で 配 置 さ れ て い た 。 Kindergartenの 教 室 の 机 の 上 に は ネ ー ム プ レ ー ト が 置 い て

あ っ た が 、 固 定 さ れ て は い な か っ た 。 First Grade、 Second Grade の 教 室 で は 、 ネ ー ム プ

レ ー ト が 貼 り 付 け ら れ て お り 、 自 分 が 座 る 机 と 椅 子 が 明 確 に な っ て い た 。 し か し 、

Kindergarten と First Grade で は 、 グ ル ー プ 活 動 や パ ー ト ナ ー リ ー デ ィ ン グ （ Partner 

Reading）を す る 際 に 、子 ど も た ち は 思 い 思 い の 場 所 を 選 択 し て お り 、「 自 分 の 座 席 で 授 業

を 受 け る 」 と い っ た 認 識 は あ ま り 明 確 で は な い よ う に 見 受 け ら れ た 。  

そ し て 、調 査 者 の 目 に 最 も 新 鮮 に 映 っ た の は 、 今 回 の 訪 問 で 見 学 し た 3 学 年 、す べ て の

教 室 に カ ー ペ ッ ト が 敷 い て あ る 空 間 が 設 け ら れ て い た こ と で あ っ た 。こ の カ ー ペ ッ ト の 模

様 に は 学 年 ご と の 特 色 が 見 ら れ た 。 Kindergartenと First Gradeの カ ー ペ ッ ト は 5 列 、 5 色

に 色 分 け さ れ て い て 、さ ら に 各 色 が 6 マ ス に 区 切 ら れ て い た 。ど の 色 の ど こ に 誰 が 座 る か

は 決 ま っ て お り 、 担 任 が カ ー ペ ッ ト に 集 ま る よ う 指 示 を 出 す と 、子 ど も た ち は 自 分 か ら 決

め ら れ た 場 所 に 座 っ て い た 。  

 

【 写 真 ３  ５ 色 ×6 列 の カ ー ペ ッ ト ， Kindergarten】  

 

担 任 の 指 示 に 従 っ て 、 カ ー ペ ッ ト の 上 に 集 ま る

場 面 で は 、子 ど も た ち は 混 乱 す る こ と な く 、一 人 一

マ ス に 座 っ て い た 。 ど の マ ス に 誰 が 座 る か は 決 ま

っ て お り 、 一 週 間 毎 に 変 わ る と い う 。  

 

一 方 、 Second Grade の 教 室 で は 、 子 ど も た ち が 床 に 座 る こ と の で き る 空 間 は 用 意 さ れ
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て い る も の の 、カ ー ペ ッ ト は 一 色 で あ っ た り 、家 庭 で 使 っ て い る よ う な 柄 物 の カ ー ペ ッ ト

で あ っ た り と 担 任 の 裁 量 に 任 さ れ て い る よ う で あ っ た （ 写 真 ４ ） 。 ま た 、 Kindergartenや

First Gradeの よ う に 、子 ど も た ち が 指 定 さ れ た 場 所 に 座 る と い っ た 使 い 方 は さ れ て お ら ず 、

課 題 が 終 わ っ た 子 ど も が 自 由 に 過 ご し て よ い 場 所 と し て 用 い ら れ て い た 。 子 ど も た ち は 、

カ ー ペ ッ ト の 上 で 寝 転 が っ て 本 を 読 ん だ り 、 あ ぐ ら を か い て 座 っ た り と 、 思 い 思 い の 姿 勢

で く つ ろ い で い た 。  

 

【 写 真 ４  単 色 の カ ー ペ ッ ト と 座 椅 子 、 Second Grade】  

 

課 題 が 終 わ っ た 子 ど も は 、教 室 後 方 の こ の ス ペ ー ス に 移

動 し 、自 由 に 過 ご し て い た 。寝 転 ぶ こ と も 、あ ぐ ら を か く

こ と も 許 さ れ て お り 、生 徒 が こ の ス ペ ー ス で ど の よ う な 姿

勢 で い て も 、 担 任 は 注 意 し な い 。  

（ 早 坂 め ぐ み ）  

 

4－ 3． 教 室 内 の 備 品 類  

Kindergartenと First Gradeの 教 室 で は 、 一 人 ひ と り に 名 前 が 貼 り 付 け ら れ た Boxが 用 意

さ れ て い た（ 写 真 ５ ）。Kindergartenで は 、こ の Boxに 授 業 で 使 っ た ワ ー ク シ ー ト な ど が 収

納 さ れ て お り 、窓 際 の 棚 の 上 に 置 い て あ っ た 。 First Gradeで は 、子 ど も が 授 業 に 必 要 な 物

を こ の Boxに 入 れ て 持 ち 運 ん で 使 っ て い た 。子 ど も は 授 業 に 必 要 な 物 を Boxに 入 れ て 持 ち 運

び が で き る た め 、授 業 中 の 居 場 所 に 柔 軟 性 が 出 て い る よ う に 思 わ れ た 。 つ ま り 、 学 習 の 場

が 自 分 の 机 に 居 場 所 が 限 定 さ れ な い こ と を 意 味 し て い る 。  

他 方 、Second Gradeに な る と 、机 が 日 本 と 同 様 の タ イ プ に な り 、机 の 中 に 教 材 を し ま う

こ と が で き る よ う に な っ て い た 。授 業 で 使 う 大 き な バ イ ン ダ ー を 子 ど も た ち は 教 師 が 指 示

し た タ イ ミ ン グ で 机 の 中 か ら 取 り 出 し て 使 っ て い た 。 自 分 の 机 と 椅 子 が 明 確 に な る は

Second Gradeか ら で あ る と の 印 象 を 受 け た 。  

 

【 写 真 5： 子 ど も 一 人 一 人 の Box， Kindergarten】  

Boxに は 、 子 ど も の 名 前 と 番 号 が セ ッ ト で 示 さ れ

て い る 。子 ど も た ち は こ の ボ ッ ク ス を も っ て 、思 い

思 い の 場 所 で 学 ぶ 。学 習 の 場 が 限 定 さ れ ず 、そ の 日

の 気 分 や 各 自 の 居 心 地 の 良 い 場 所 を 選 ぶ こ と が で

き る 。  

今 回 観 察 し た す べ て の 学 年 の 教 室 に は 、 ホ ワ イ ト ボ ー ド が 設 置 さ れ て い た 。ホ ワ イ ト ボ
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ー ド の 上 に は プ ロ ジ ェ ク タ ー が 設 置 さ れ て お り 、教 師 は 絵 本 や ワ ー ク シ ー ト を ホ ワ イ ト ボ

ー ド に 投 影 し て 子 ど も た ち が 見 え る よ う に 使 っ て い た 。 教 科 書 は な い た め 、教 師 が ホ ワ イ

ト ボ ー ド に 投 影 し た 絵 本 や 写 真 、ワ ー ク シ ー ト な ど が そ の 授 業 の 教 材 と な る 。Kindergarten

や First Gradeの ホ ワ イ ト ボ ー ド は 掲 示 物 が 貼 ら れ て い る ス ペ ー ス が 多 か っ た 。空 い た ス ペ

ー ス に は 、 そ の 日 の 授 業 の 課 題 が ホ ワ イ ト ボ ー ド に 記 さ れ て い た 。 Second Grade に な る

と 、担 任 は 授 業 の 進 行 に 合 わ せ て ホ ワ イ ト ボ ー ド に キ ー ワ ー ド な ど を 書 き 込 み 、そ の 教 師

の 書 き 込 み を 子 ど も た ち が 見 て 、手 元 の プ リ ン ト に 書 き 写 す と い っ た 指 導 方 法 が と ら れ て

い た 。  

（ 早 坂 め ぐ み ）  

 

4－ 4． ク ラ ス の ル ー ル の 比 較  

 教 室 の 掲 示 物 の ひ と つ と し て 、 そ の ク ラ ス の ル ー ル が 書 か れ た 掲 示 物 が あ る 。そ の ル ー

ル の 名 称 と し て 、「 Class Charter（ ク ラ ス 憲 章 ）」や「 Classroom Rules（ ク ラ ス ル ー ム の

ル ー ル ） 」 と い っ た 言 葉 が 用 い ら れ て お り 、 教 室 の 壁 に 掲 示 さ れ て い る 。 こ の ル ー ル を 見

る こ と に よ り 、教 師 が ク ラ ス の 生 徒 た ち に 期 待 す る ク ラ ス で の 過 ご し 方 や 人 間 関 係 の あ り

方 、 つ ま り 、 教 室 に お け る 規 範 の 中 身 が 読 み 取 れ る 。 こ こ で は 、 Kindergartenお よ び First 

Gradeの 2 学 年 の 各 ２ ク ラ ス の ク ラ ス ル ー ル の 写 真 を 参 照 し 、 書 か れ て い る 内 容 に つ い て

見 て い く 。 写 真 を 参 照 し 、 大 文 字 や 小 文 字 な ど の 英 語 の 表 記 も 忠 実 に 書 き 起 こ し 、 日 本 語

訳 を カ ッ コ 内 に 記 し た 。  

 ま ず 、 Kindergartenに お け る ２ ク ラ ス の ク ラ ス ル ー ル に つ い て で あ る （ 写 真 ６ ） 。 aは

「 Class Charter」 （ ク ラ ス 憲 章 ） と し て 、 次 の よ う に 書 い て い る 。  

Class Charter（ ク ラ ス 憲 章 ）  

In Kindergarten we want to feel…  （ キ ン ダ ー に お い て 、 私 た ち は 次 の よ う に 感

じ た い ）  

Happy（ 幸 せ で あ る こ と ）  

We can share. （ 私 た ち は 分 か ち 合 え る ）  

We can smile. （ 私 た ち は 笑 顔 に な れ る ）  

We can give hugs. （ 私 た ち は ハ グ を し て あ げ ら れ る ）  

Comfortable（ 心 地 よ い こ と ）  

We can talk to people.  （ 私 た ち は 友 達 と 語 り 合 え る ）  

We can be kind. （ 私 た ち は 親 切 に な れ る ）  

Welcomed（ 受 け 入 れ る こ と ）  

We can be kind.  （ 私 た ち は 親 切 に な れ る ）  

We can listen to each other.  （ 私 た ち は 互 い に 聞 き 合 う こ と が で き る ）  
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Safe（ 安 心 で き る こ と ）  

We can play nicely. （ 私 た ち は 楽 し く 遊 ぶ こ と が で き る ）  

We can keep our hands to ourselves. （ 私 た ち は 手 を 取 り 合 う こ と が で き る ）  

 次 に 、 bを 参 照 し よ う 。  

Classroom rules （ 教 室 で の ル ー ル ）  

1.Walk （ 歩 く ）  

2.Follow Directions （ 指 示 に 従 う ）  

3.Be Respectful （ 尊 敬 の き も ち を 持 つ ）  

4.Have a Safe Body （ 安 全 に 気 を つ け る ）  

5.Raise Your Hand （ 挙 手 を す る ）  

6.Clean-up Your Things （ 整 理 整 頓 す る ）  

7.Use Indoor Voices （ 小 さ な 声 で 話 す ）  

8.Say Good Things （ 良 い こ と を 言 う ）  

 

【 写 真 ６  ク ラ ス ル ー ル が 書 か れ た 掲 示 物 （ ２ 枚 と も Kindergarten） 】  

a.                                  b. 

 

 

 写 真 ６ と し て 、Kindergartenの aお よ び bの ２ ク ラ ス の ク ラ ス の ル ー ル を 紹 介 し た 。aは 教

室 で 過 ご す 子 ど も た ち の 情 動 に 関 す る 内 容 で あ る の に 対 し 、 bは 簡 潔 な 命 令 文 で 行 動 規 範

が 書 か れ て い る 。こ れ ら の ２ ク ラ ス は 、 同 じ 学 年 で あ る に も か か わ ら ず 、教 師 が 求 め る ク

ラ ス の ル ー ル は 統 一 さ れ て い な い 。む し ろ 、 そ の 教 師 の 意 向 や 理 想 の ク ラ ス 像 を 反 映 し て

い る と 見 る こ と が で き る 。 本 稿 4-1 で 見 た よ う に 、 「 教 室 運 営 者 と し て の 担 任 」 の 意 向 が

色 濃 く 現 れ て お り 、 そ れ が 許 さ れ る 環 境 で あ る こ と も ま た 読 み 取 れ る 。  

 次 に 、 First Gradeに お け る ２ ク ラ ス の ク ラ ス の ル ー ル に つ い て で あ る （ 写 真 ７ ） 。  

aの ル ー ル に は 表 題 は な い も の の 、 ３ 枚 の 画 用 紙 に 以 下 の ３ 点 を 挙 げ て い る 。  
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1.Be Safe（ 安 全 に 過 ご す こ と ）  

2.Be Kind（ 親 切 に す る こ と ）  

3.Take Care of the Classroom（ 教 室 を 大 切 に ）  

さ ら に 、 ４ 枚 目 に は 、  

We, the First Graders of Room 202 agree to（ 1 年 生 の 202 教 室 で 過 ご す 私 達 は

以 下 に 同 意 し ま す ）  

1.Be Safe（ 安 全 に 過 ご す こ と ）  

2.Be Kind（ 親 切 に す る こ と ）  

3.Take Care of the Classroom（ 教 室 を 大 切 に す る こ と ）  

と あ り 、ク ラ ス の 生 徒 の サ イ ン も 掲 示 さ れ て い る 。サ イ ン を さ せ る こ と に は 、 一 人 ひ と り

が 同 意 し た う え で ル ー ル を 守 る と い う 誓 約 の 意 識 が 見 て 取 れ る 。  

 他 方 、 別 の ク ラ ス で あ る bの 「 Classroom Rules（ ク ラ ス ル ー ム の ル ー ル ） 」 に は 生 徒 の

サ イ ン は 見 ら れ な い 。 内 容 は 以 下 の 通 り で あ る 。  

Classroom Rules  

① Listen & Follow Directions（ よ く 聞 き 、 指 示 に し た が う ）  

② Raise your hand before Speaking or leaving your seat（ 発 言 や 離 席 の 前 に は

挙 手 を す る ）  

③ Keep your hands, feet, & objects to yourself（ ち ょ っ か い を だ し た り 、 自 分

の 持 ち 物 を 散 ら か し た り し な い ）  

④ Be kind to your classmates, & classroom teacher（ ク ラ ス メ ー ト に も 先 生 に

も 優 し く す る ）  

⑤ Work hard & Do your best each day（ ま じ め に 取 り 組 み 、 日 々 ベ ス ト を 尽 く

す ）  

 First Gradeの bク ラ ス の ル ー ル は 、 aと 同 様 に 命 令 文 の 形 を と っ て い る が 、 aよ り は 具 体

的 な 内 容 と な っ て い る 。し か し 、生 徒 に サ イ ン を 求 め る か 否 か に つ い て は 、 aと bと で 異 な

っ て い る 。 以 上 の こ と か ら 、 First Gradeの ２ ク ラ ス に お い て も 、 Kindergartenの ２ ク ラ ス

と 同 様 、同 一 学 年 で あ っ て も ク ラ ス の ル ー ル が 統 一 さ れ て お ら ず 、 そ れ ぞ れ の ク ラ ス の 担

任 の 意 向 や ク ラ ス 像 を 反 映 し て い る と 考 え ら れ る 。  
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【 写 真 ７  ク ラ ス ル ー ル が 書 か れ た 掲 示 物 （ ２ 枚 と も First Grade） 】  

a.                       b. 

 

（ 早 坂 め ぐ み ）  

 

5． 結 論 と 今 後 の 課 題  

 

 本 研 究 は 、 ア メ リ カ の 公 立 小 学 校 に お け る Kindergartenと First Gradeの 教 室 環 境 の 比 較

を 通 じ て 、 幼 児 教 育 段 階 か ら 小 学 校 教 育 段 階 へ の 適 応 の 工 夫 に つ い て 検 討 し た 。  

日 本 に お い て は 、 生 活 科 が 小 学 校 低 学 年 に 設 定 さ れ る な ど 、教 育 内 容 の 面 で の 幼 児 教 育

と 小 学 校 教 育 と の 接 続 が 試 み ら れ て き た 。し か し 、 教 室 環 境 に つ い て の 検 討 は あ ま り な さ

れ て こ な か っ た だ ろ う 。他 方 、 ア メ リ カ に 目 を 移 せ ば 、 小 学 校 教 育 の な か に 幼 児 教 育 段 階

の「 kindergarten」の 機 能 を 含 み こ む 制 度 を 有 す る ば か り で な く 、観 察 か ら「 kindergarten」

と 「 first grade」 の 教 室 環 境 の 異 同 が 明 ら か と な っ た 。 た と え ば 、 First Gradeと 異 な っ て

Kindergartenに は １ ） 教 室 内 に ト イ レ が 設 置 さ れ て い る 、 ２ ） 教 室 の 床 に は 移 動 の 際 に 整

列 す る た め の 目 印 と な る 表 示 が あ る 、３ ）家 族 の 写 真 が 掲 示 さ れ て い る と い っ た 点 で あ る 。

こ れ ら に は 、子 ど も が 学 校 生 活 に 適 応 す る た め の 配 慮 が 見 て 取 れ る の で あ る 。 上 記 は そ れ

ぞ れ １ ） 排 泄 、 ２ ） 整 列 と い う 集 団 行 動 、 ３ ） 家 族 か ら 離 れ る 子 ど も の 不 安 感 へ の 配 慮 と

い う 意 図 が 読 み 取 れ る xx iv。  

 ク ラ ス ル ー ル の 内 容 に 関 し て は 、 Kindergartenと First Gradeに よ る 明 確 な 差 異 は 見 ら れ

ず 、 そ れ ぞ れ の ク ラ ス で 異 な っ て い た 。こ う し た こ と か ら 、 個 々 の 担 任 教 師 の ク ラ ス に 対

す る 考 え 方 ― 思 想 と い っ て も 良 い だ ろ う ― が 各 ク ラ ス の ク ラ ス ル ー ル に 反 映 さ れ て い る

と 見 る べ き で あ ろ う 。 ク ラ ス ル ー ル の 検 討 か ら 、 教 師 が 自 身 の 教 育 思 想 を 子 ど も に 伝 え る

自 由 が 認 め ら れ て い る と い う こ と が 透 か し 見 え る xxv。  

 以 上 よ り 、ア メ リ カ の 小 学 校 の 観 察 か ら 、 生 徒 に 認 め ら れ て い る 自 由 と 、担 任 教 師 に 認

め ら れ て い る 自 由 が 垣 間 見 ら れ た 。 環 境 へ の 適 応 に 関 す る 課 題 の 大 き さ は 、そ の 環 境 に お

け る ル ー ル の 縛 り の 強 さ に よ っ て 左 右 さ れ る 。 日 本 に お け る 「 小 1 プ ロ ブ レ ム 」 の 解 消 、
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緩 和 に つ い て 考 え る 場 合 、日 本 の 学 校 に お け る ル ー ル を 改 め て 問 い 直 す べ き で あ ろ う 。 ル

ー ル と は 明 文 化 さ れ た ル ー ル の み な ら ず 、 暗 黙 の ル ー ル も 含 む 。 本 稿 か ら の 示 唆 と し て 、

子 ど も の ス ム ー ズ な 学 校 適 応 に 向 け て の 環 境 面 で の 工 夫 ― 本 稿 が 示 し た よ う な 、整 列 の た

め の マ ー ク 、教 室 内 で の 子 ど も の 学 び の 場 を 座 席 以 外 に も 確 保 す る と い っ た こ と ― の な か

で も 取 り 入 れ や す い も の に つ い て は 、具 体 的 に 小 学 校 に 導 入 し て い く 価 値 が あ る と 考 え る 。  

こ こ ま で 、 本 稿 で は 教 室 環 境 の 構 成 を 重 点 的 に 検 討 し て き た が 、教 室 空 間 の 構 成 は 授 業

実 践 に も 影 響 を 与 え る も の で あ る 。 筆 者 ら が 見 学 し た 際 に も 、 Kindergartenの 担 任 教 師 は

教 室 内 の 移 動 と 活 動 の 切 り 替 え を 同 時 に 行 な っ て い る 様 子 が 見 ら れ た 。 つ ま り 、教 室 空 間

は 日 本 よ り も 柔 軟 な 使 用 が 可 能 で あ る よ う に 見 え つ つ も 、い つ 、ど の 空 間 を 使 用 す る の か 、

そ の 空 間 内 で ど の よ う な 振 る 舞 い が 許 容 さ れ る の か は 、担 任 教 師 の 裁 量 に よ る の で あ っ て 、

子 ど も た ち は そ う し た 許 容 の 範 囲 を 授 業 場 面 や 学 校 生 活 を 通 し て 身 に つ け て い っ て い る

と 考 え ら れ る xxvi。で は 、 Kindergartenの 子 ど も た ち は ど の よ う に 身 に つ け て い く の か 。今

後 の さ ら な る 観 察 と 実 践 の 検 討 が 必 要 で あ ろ う 。  

な お 、 筆 者 ら は 日 本 に お い て 、幼 稚 園 を 小 学 校 の 準 備 の た め の ス テ ッ プ と し て 位 置 づ け

る こ と を 主 張 し て い る の で は な い 。 ア メ リ カ の 幼 稚 園 運 動 家 が 一 時 懸 念 し て い た よ う に 、

幼 稚 園 に は 幼 稚 園 の 独 自 の 価 値 が あ る 。 日 本 に お い て は 、幼 稚 園 と 小 学 校 が 別 個 に 存 在 す

る こ と か ら 、幼 稚 園 教 育 の 独 自 性 を 担 保 し つ つ 、小 学 校 へ の 適 応 が ス ム ー ズ で あ る よ う に

い か な る 工 夫 が 可 能 か を 考 え て い く こ と が 重 要 で あ る 。  

（ 早 坂 め ぐ み ・ 越 川 葉 子 ）  
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xx i i i 筆 者 ら の 関 心 は 、 A 小 学 校 に お け る Kindergarten と First Grade の 教 室 環 境 の 比 較 に

あ る が 、 当 日 校 長 の ご 厚 意 に よ り 、 Second Grade の 教 室 や 授 業 を 見 学 す る こ と が で き た 。

ま た 、学 校 全 体 の 教 室 の 配 置 等 に つ い て の 説 明 も 受 け た 。本 稿 の な か で Kindergarten お よ

び First Grade 以 外 の 学 年 に 関 す る 記 載 も 一 部 あ る が 、 そ れ ら は 見 学 の 記 録 に よ る も の で

あ る 。 な お 、 A 小 学 校 に 関 す る 学 年 の 表 記 は 、 当 日 学 校 よ り い た だ い た 資 料 の 表 記 に 統 一

し て い る 。  

xx iv こ う し た 教 室 空 間 の 構 成 は 、「 家 庭 ら し い 環 境 」（ 宮 本  2018, p.37）を 教 育 実 践 に も

反 映 さ せ た 進 歩 主 義 教 育 の 影 響 と も 考 え ら れ る 。  

xxv た だ し 、本 調 査 で は 、こ れ ら の ク ラ ス ル ー ル が ど の よ う に 決 定 さ れ 、運 用 さ れ て い る か

ま で 観 察 す る こ と は で き て い な い 。こ の 点 に つ い て は 、 ル ー ル 違 反 が 観 察 さ れ う る 場 面 の

観 察 な ど 、 よ り ミ ク ロ な 場 面 の 検 討 が 必 要 で あ ろ う 。  

xxvi Kindergarten お よ び First Grade の 教 室 に は 、そ の 日 の 時 間 割 が 掲 示 さ れ て い た が 、明

確 な 時 間 の 区 切 り を 実 感 す る こ と が な か っ た 。教 師 の 指 示 に よ り 子 ど も た ち は 活 動 の 体 型

を 変 え て お り 、 時 間 編 成 に つ い て も 、 今 後 の 検 討 が 必 要 で あ ろ う 。  
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