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ご っ こ 遊び の 援助に 関す る研究 （6 ）

一 　1 歳児 の イ メ
ージ の 共 有過 程 に つ い て 　

一

　　　　　　　　 田 口　 鉄 久

　　　　　　　 （高田 短 期大学）

1 ．、目的

　ご っ こ遊 び で は 幼児 は 互 い にイ メ
ージ を表出 し、

受 けとめ、調整 しな が ら遊んで い る。筆者 が過 去

に観察 した 4 ・5 歳児の 事例で は 、幼児 は ご っ こ 遊

び の 中 で 相手 の イ メ
ー

ジに 柔軟 に 同調 で きる能 力

をも う て い る こ と と 、 相 手 の 気持 ち （思い ） を 理

解 し共感す る 素直な心 をもっ て い る こ とが イ メ
ー

ジ の 共 有 の 主要 因だ と考 え た 。 ご っ こ 遊び で は 当

然 イ メ
ージ の 変化 も非 共 有も見 られ た が、その こ

とに よっ て 遊 び が 消滅す る こ と は ほ とん どなく、

む し ろ 楽 しい ア イ デ ア を加 えなが ら、変化
・
発 展

し、充実 の 方向を 示 した 。

　こ の よ うな イ メ
ージ の 共 有 は 1 歳児の 見 立 て 遊

び、ふ り遊び （い ず れ も初期的な ご っ こ 遊び とす

る こ とが で き る ） で は 、どうな っ て い る の で あ ろ

うか。事例 を 通 して検討す る。

ll．方法

　2003年 7月 〜12A 、合計 6 回三 重県河 芸 町 Y保

育園 （私 立 ）に て 1 歳児約 15名の 遊び ・生活 の 様

子 を観察 した。い ずれ も観察時間は午前 10時 ご ろ

か ら 1〜2 時間で 、こ の 時間帯は自由な遊び が 主 で

あっ た が 、時 に 散歩、歌や手遊 び な ど皆 で 取 り組

む 活動な どもあ っ た。

　得 られ た 観察記録 の うち、本研究で は 前記 の 見

立 て 遊 び 、ふ り遊 び と して 仲間同士 イ メ ージが 共

有され る場面 に 焦点を当て 、考察する。

皿 ．結果と考察

　見立 て遊び、ふ り遊 び と し て 伸間同士 イ メージ

が 共 有され る と思われる場面は 、6観察事例中 4観

察事例、10 箇所あると 考え た。そ れ らを カ テ ゴ リ

ー
化す ると、次 の 3項 目 に ま と め る こ とがで きる。

　 1 ．見 て 同 じ よ うな こ とを す る。（6 箇所）

　 2 ．他児の 働 きか けに応 じる。（3箇所）

　 3 ．保育者が行為 と言葉 で イ メージ をつ なげる。

（1 箇所 ）

以 下 に 上記 3項 目に それぞれ該当する事例 を あげ、

考察す る。な お ア ル フ ァ
ベ

ッ トの 小 文 字 は 女児を

大文宇は男児を表す。

1 ．見 て 同 じ よ うな こ とをす る。

＜ 事例 1 ＞　 「ぱ りぱ り」 1歳児／ 7 月　（2003 ）

　a 児　筆者 の ワ イ シ ャ ツ の 胸 ポ ケ ッ トへ（フ ェ ル

　　　　 トで 作 っ た ）す し、ケーキ な ど を詰 め る。

　　　　それを取 り出 し た り入れ た りす るこ と を

　　　 繰 り返す。

　 s 児 a 児 と同 じよ うに ワイ シ ャ ツ の 胸ポケ ッ

　　　　トへ 詰 め る。せ ん べ い を取 り出し 「ぱ り

　　　　ぱ り」 と言っ て 食べ る ふ りをする。

　R 児　胸ポケ ッ トか らす しを取 り出 して 食 べ る

　　　 ふ りをす る。さ らに 残 り を取 り出 して 、

　　　　まま ご とテーブル の 方 へ 持 っ て 行き 、
fな

　 　 　 　い な一い 」 と言 う。

【考察 1 】

　 s 児は a 児 の 行為を見 て 同 じ よ うにする。 さ ら

に R 児 もその 行 為を まね る 。 こ れ は ポ ケ ッ トか ら

出 したもの を食べ る
“

ふ り
”

を す る とい う行為が 、

視覚 を通 して 相 手 に 伝 わ っ た の で あ り、そ こ で は

イ メ
ージ を伝 えるよ うな言葉 は ほ と ん ど発 せ られ

て い な い
。 高橋 （1993）は ご っ こ 遊びにおける コ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン につ い て f言語 チ ャ ン．ネル の み、

非言語チ ャ ン ネル の み、あるい は 両 チ ャ ン ネ ル の

併用 が 行 わ れ る」 と 述べ て い るが、低年齢 の 場合

は
“
見 る こ とに よ っ て イ メージが 伝 わ っ て い く

”
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場合が多い と言える 。 当然なが ら共有場面は限定

的で あ り 、 相 互 交渉 もさほ どな く、一
人で ふ り 遊

び をす る こ とが多 い。

　ま た、別の 事例 で は ブ ロ ッ ク で 組 ん だ 自動 車や

象 が 他児 ヘ イ メ
ージ と して 伝 わ っ た 例 もあ る。物

の 見 立 て も、まね て 作る こ とを 通 して 、イ メージ

と し て 伝 わ っ て い く こ とが あ る。

2 ．他児の 働きか けに 応 じる。

＜ 事例 2 ＞　 「ハ ナ ナ 」 1歳児／7月 （2003）

　a ．児 　 手作 りの 果 物 、す し、ケ・一一　itな どが 入 っ た

　　　 箱を 持 っ て く る 。 皿 も 3枚持 っ て く る 。

　　　　近 くに い た m 児 と筆者 に 皿 を渡 す 。 m 児

　　　　の 皿 に は バ ナ ナ を 入 れ 、筆者 の 皿 に は す

　　　　しを入 れ る 。

筆者　 「い ただきます」 と食べ るふ りをす る。

m 児　皿 に 自分 で ケ
ー

キ 、カ キ を加 え、「ハ ナ ナ 」

　　　　と言 い なが ら食 べ るふ り をす る。それ を

　　　 少 し離れた とこ ろへ 運 び、再 び 食 べ るふ

　　　　り をする。

　 【考察 2 】

　　 a 児が
“
突然

”
や っ て 来 て m 児と筆者 に 皿 を渡

　 し、そ の 中 に バ ナ ナ やす し を 入 れ た。二 人 とも戸

　惑 うこ ともな く食べ る ふ りを した 。 a 児 は
“
どうぞ

”

　と い うよ うな態度で は あ っ た が、言 葉 は なか っ た。

　　 こ の こ と は、幼児は他児か らの働きか けに さほ

　ど違和感を 持つ こ と な く同 調 して い く柔軟性 が あ

．る こ とを示 して い る よ うに 思え る。他の 事例 で 、
「

　よく似 た ケ「 ス で も関 心 を 示 さな い 男児 が い た 例

　は あ る が 、幼児 は お お む ね こ の 種 の 働 き か け を 受

　けると、その 流れ に合 わせ て 対応す る よ うで あ る 。

　 こ の 姿勢が幼児同 士 の イ メ
ー

ジをつ なげ る役割を

　果 た して い る と考 え る 。

3 ．保育者が行為 と言葉 で イ メ
ージ をつ なげ る。

＜ 事例 3 ＞　　fお い し
一

ね 」 1 歳児／ 7 月　（2003）

Y 児　 保 育士 に ケ
ー

キ を渡す 。

保 育士 　 厂イ チ ゴ の ケーキ 、パ ク パ ク ・・。Y ち ゃ

Y 児

保育 士

士育保

児S

ん も半分 パ ク パ ク ー
」 差 し出す。

食べ るふ りをす る

「K ちゃ ん も半分 パ ク パ ク ・・
」 差 し 出

す。K 児も食 べ る ふ り。

「お い し一ね 」

近 くに い て 食 ぺ るふ りを する。

【考察 3 】

　 まだ言葉 で の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が十分で きな

い 幼児 の 遊びの 中で 、保育者 が行為 と言 葉 で イ メ

ージ を伝 えて や る こ とが 、個 々 の 幼 児 の イ メージ

を他児 へ つ なげて や る こ と に な る 。 保 育士 が直接

働 き か け た K 児は 無論 、近 く に い た s 児 も 同 じよ

うに 食べ るふ りを した こ とは 、保 育士 の
“

行為を

伴 っ た 言 葉
”

が幼児 に 同 じよ うな イ メ
ージ を 与 え

たの で あろう。

N ．ま とめ

　1歳 児の 遊び観察して い ると、一連 の 遊び の 中 で

い くっ か の 異な る 行為 を まね て 遊 び 始 め る場 面 が

出 て く る ． そ の とき徐 々 に ご っ こ 遊び の 形 に近づ

い て くる ように も感 じ られた。1歳児で は 、熱心 に

CC

見 て まね る
”

こ とで イ メ
ージの 共有を行 っ て い

る と言え る の で は ない か。

　 また、4 ・5 歳児の ごっ こ遊 び の 中で み られ る と

同様 、1歳児 で もイ メージ を伴 っ た 仲間 か らの 働き

か けを柔軟 に （巧み に）受け 入れ る 力が幼児 に 備

わ っ て い る と感 じ る 事例 が あっ た
。

こ の こ とが イ

メ
ージの 共 有 を促 して い る と考 え られ る。

　保 育者 は こ れ ら 1 歳 児 が 行 う行 為 の イ メージ を

言葉 の イ メ
ー

ジに 重ね て つ なげ て い く役割 を持 つ

の で は な い だろ うか
。
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