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1 ．はじめ に

子 どもの 残酷性に つ い て

　子 ど も が ア リを踏 み潰 し た り、バ ッ タ の ア シ をむ し

り取 っ た り
1
し て い る場 面 を よ く見 か け る。保育場面 で

もそ うした行動を見か けるこ とが多い
。 子 どもの 残酷

な行動 は成長 発 達す る上で 大切な通過点 とい わ れ る が、

そ うした残 酷な行動が、子どもに とっ て どの よ うな意

味を持 っ の で あ ろ うか。

　子 ど もの 残酷 な 行 動 そ の もの の 理由や意味を調 べ

る と とも に 、 保育者 と して どの よ うに 関 わ っ て い けば

よ い の か と い うこ とを検討 し た い。

2 ．残酷性 とは

（1 ）心理 学か ら見る攻撃

　心 理学的研 究 を基 に攻撃 の 発 生 を考え る と、  本能

説   欲求阻 止 一
攻撃説  社 会 学 説 の 3 つ の 説が 挙げら

れるが、そ の 中で も本能説に注 目 して 見 て い く。

1 ）フ ロ イ ト

　あらゆる生物の 目的は 死 で ある として 「死の 本能」

を唱 え た。こ れ は 本来自分 自身 に 対 して 向けられ る も

の で あ る が，生命が 続く限 りは生 命保 持 に必 要な条件

として 、他の もの へ 方向転換 を行 い 、そ の 結 果、攻 撃 ・

破壊 とい う行 動 の エ ネル ギー
の 供給源 に な る と した。

2 ）ロ
ーレ ン ツ

　攻撃行動は 種 を保 っ 体 能」 で あ り、だか らこ そ危

険極ま りない と唱 えた。本 能行 動 を解き放っ こ となく

せ き止 め た 場 合、は るか に 深刻な形 で 現れ る と した。

そ の 為、攻撃 を 他 の もの に 向ける こ とに よ っ て 攻撃を

無害な方向 へ 導い て い く こ とが 必 要 で ある と提唱 した。

　 こ れ らの フ ロ イ トや ロ
ーレ ン ツ の 考えをもとに、残

酷性は攻撃の 中に お け る本能説 に含まれるもの と して

本 研 究 を検討 した い 。

（2）残 酷性 の 具体例

　昔の 子 ど もた ちの 遊びを思い 出 してみ る と 、
ミ ノ ム

シ の ミノ か ら 中の ム シ を潰 さない よ うに押し出 して遊

ぶ とい うもの が あ っ た。上手 くい かずに中の ム シ を潰

して も、そ こ で 止 め るこ とな く何度も繰 り返 して 遊 ん

で い た。こ の 他 に もア リを動 か なくなる ま で踏み潰し

た り、バ ッ タの ア シ をひ きちぎっ た りとい う行為 は、

子 ど もの 行動を観察する中で よ く見か け るこ とで ある。

○竹 田　 有希

（幸和園保育所）

島田　 ミチ コ

（聖和大学）

「死んで しまっ た ら二 度と生き返 らない 」 とい うよ う

な死 ・生 の概念 は 無く、興味
・
探究心 に支配 され た も

の で ある。子 どもが小 動物 と残酷な遊びに 興 じて い る

時 、小 動物 に 対す る思 い や りが ま っ た くない とは言い

切れ な い。「足 で 踏 んづ ける と死 ん じ ゃ うか な」 「足 を

1本ちぎる と痛 い か な 」 と い っ た 感情は どこ か で 持 ち

つ つ も、「足は どの よ うにつ い て い る の だろ うか 」 「羽

は何枚つ い て い て どの よ うに 動か すの だ ろ うか 」 など

具体的な事実に 興味 ・関心 が あ り、感情よ りも探究心

の ほ うが は るか に勝っ て い るの で ある。一
般 に大人 か

ら見て 「か わ い そ う」 と感 じ た り、「どうし て 」 と思 っ

た りす る の は幼児期に 様 々 な 経 験 や 学習 を積み 重ね て

きた結果で あ る。

（3）　 生命感を持 た な い 子 どもた ち

・ゴ ソ ゴ ソ動い て い た 毛 虫 が 急に 止 ま っ た の を見て 、

　 「先生、電 池入 れ て ！」　 （二 歳男児）（1）

・鉄 の 門 をは うカ タ ツ ム リを指 して 、
「中が 磁石 に なっ

　 とん やなあ」　 （三 歳男児）（2 ＞

・園庭で バ ッ タ を見つ けて 、「バ ッ タお っ た よ 。 」 「あ、

あ か ん わ 、そ お
一

と持たな空気 ぬ けて しま うわ」

　　　　　　　　　　　　　　　　（五 歳男児）（3）

　こ れ らの 事例 か ら考 え る こ とは 生命感の なさと、子

ど もたちが い か に機械 に囲 まれ て 暮 ら して い るか と い

うこ とで あ る。大人た ちか ら残 酷で あ る と され る遊 び

を充分体験 して きた子 どもた ちで あれ ば生 き物 が 電池

や磁石、ま して は 空気な どで は ない とい うこ とを認識

して い るで あろう。生ま れ た 時か ら当た り前 の もの と

して機 械 に 囲 ま れ、生 き物との 経験も無けれ ばあ る意

味仕方の 無 い こ とな の か も し れない 。

　残酷と言われる遊び の 中か ら知 らず知 らずの うちに

生体に っ い て も学び、それが 生命感にも繋 が っ て い く

の で は ない か と考 え る。そ して こ の よ うな行動を何度

も繰 り返 し行 うこ とに よ り、生 や 死 とい うもの の 実態

やその 意味な どを学ん で い くの で は ない だ ろ うか。子

どもたちか ら残酷 な遊び の 経験 を奪 うとい うこ とは 生

命感の 育ちの 場も奪っ て しま うこ とに もな る と考える。

（4 ＞ 「子 ど も ら しい 」 残酷性

人間 は も ともと 「残酷性 」 の よ うな もの を持 ち合 わ

一588一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

せ て い る 。 そ れ が顕著に現れ る の が幼児期なの で は な

い だ ろうか。幼児期 に様 々 な生 き物の 扱い を通 して 残

酷性 を コ ン トロ
ー

ル す る方法を身 につ けて い くの で は

ない か と考え る。

　今日 、 自然 環境的に も生活環境的に も生命を経験す

る機会 ・
場 が失われ つ つ あ る。 また、生き物は お金を

出 して 買う物 となりお もちゃやゲ
ーム と同 じよ うな無

機的なもの として捕えられ て い る。昔の 子 どもた ちは

自然界 の 中で 共存しなが ら生き て きた小 動物 との 体験

か ら多くの 学び を得 て き た が、今や 小 動 物 を動 く玩具

と して家庭の 中で の 体験へと変化 し て きた。こ れ らの

違 い は 子 ど もの 生 命感に 大 きな変化 を も た ら した 。 死

を知 る こ と、生命 に対する畏敬、慈 しみ、い とお しむ

とい っ た 気持ちを育て る こ とは、人 間を育て る とい う

こ とに つ な が つて いく ど考 え る。残 酷 な遊 び は 人 が 必

ず通 らな けれ ば な らな い
一

つ の 発達 過 程 で あ り、最 も

適切な時期 に 子 ども特有の 残酷性をお びた体験を重ね

させ 、人間ら しい
、 人 間と して の 心を育て る こ とに意

義 を 見 るの で あ る。

3 、昔話か ら見る残酷性

（1 ＞昔話 か ら消 え る残酷性

　子 ど もの 身近 に あ る 昔話 の 中 に も残 酷性 は 存在す る

が 変えられ た 話が世間に 広 く知 れ 渡っ て い る為、知 っ

て い る ようで 実際 に はあまり知らない 人も多い の で は

ない か と思 う。 も とも と昔話 は文章だけで、子 どもの

身近 に い る大人 た ちの 口 か ら直接語 られ る もの で あ っ

た
。

しか し、現 在私 た ちが 出会 う昔話 は 絵 本 に な っ て

い る もの が ほ とん どで ある。そ こ で残酷な場面を絵 に

す る こ とに よ り、聴 覚だ け で な く、視覚 に よ っ て も子

ど もた ちに 訴 えな けれ ばな らなくな っ て しまっ たとこ

ろに 、もと もとの 話 が変化 す る こ と とな っ た要 因 の
一

つ が あ るの で は な い か と考え る。

（2 ）残 酷性
一
昔話 の 果 た す役割

一

　昔話 は どの ような役割を果た して い る の で あろうか。

  善悪 をは っ きりさせ る

  中身 を抜い て 語 る

　決 して 具体的 に 内容を語 らず、事実 め みを淡 々 と語

り、読み手の 想像に委ねて い る 。

  人間 ・人類の 様 々 な側面を語 っ て い る

　人間の 良い 面 も悪い 面 もまる ご とひ っ くる め て 語 っ

て い る。歴史的事実も含まれ て お り、
’
人 間の 持つ 残酷

性 を隠すこ とな く事実は 事実 と して 語 り伝 え て い る。

  自然 の 本 当の 姿を語 っ て い る

　生き物 は 自分の 生命を守る為、維持す る為 に 他 の 動

物や植物 を殺す、食べ る とい う事実を述 べ て い る 。 他

の 命を頂 い たもの 、とい うこ とを感 じる こ とが少なく

なっ た現代だか らこ そ、人 間 も生態系 の
一

部 にすぎな

い とい うこ とを忘れ な い 為 に も大 切な 意味 を もっ て い

る の で は ない か と考 え る 。

  昔話 を通 して 間接体験 を行 う

　主人公 と一
体に なり、悲 し さ

・
怖 さ

・
苦 し さ

・
喜び

など数多くの 感情体験・冒険を行 い、豊か な心を育む。

4 ．「生 命」 を大 切 に する感性を育て るた め に

　上記 の こ とをふ ま え、保育者 と して どの よ うに 関 わ

っ て い け ばよ い の か とい うこ と を考え る。

  愛が なけれ ば残酷 さは単なる残酷さに過ぎない

　 昔 話 は 直 接 の 語 り に よつ て 伝 え られ る こ とに よ り

子 ど もた ち は 愛す る人 の 確 かな 存 在 を感 じる こ とが で

きる。昔話 を語 る 時、愛情 を こ とば に の せ て 欲 しい 。

  保育者 が 死や生命に対 して どの ように考 え て い るか

　 「い の ちに 気付 く・ふ れ る」 経験の 保障と共 に 保育

者が死 や生命をどの よ うに考え、生命 に対す る畏敬、

重み を感 じながらどの よ うに 日 常生活 を送 っ て い るか

が 重要で あ り、子 どもた ちの 感 じ方、考 え方 に 影響 を

与 え る。

  保 育者 の価値観 を基に モ ラル を形成 して い く

　子 ど もた ち の して い る こ とに 対 して どの よ うに感じ

て い るの か、どの よ うな結果に なっ て しまっ た の か を

伝え て い く こ とで概念の 獲得 を促 して い く。残酷な遊

び、間接 体験 を積 み 重 ね て い く中 で 感 情 と概念 が
一

致

する時が 訪れ、その 時に 「死」 の 重み
・「生命」 の 重み

を感 じ る こ とが で きるの で は ない か と考 え る 。

．
保育者

は欠 か す こ との で きない 経験とモ ラル の 二 つ の 要素 に

関わ り、幼児 に伝える役割を担 っ て い る。

5 、・お わ りに

　幼児期 に お い て、自然界の 小動 物 を通 して の 残 酷な

体験を積み重ねるこ とは、後 の 情緒的な発育は もと よ

り、人 との 関係、物 との 関係 を豊 か なもの に して い く

と考え る。そ の た め に、子 ど もた ちの 残酷な遊び が あ

り、ま た昔 話 の 世 界 が 重 要 な意味 を持 っ て く る。

　保育者 は幼児期の 残酷 な遊 び を肯 定す る と と もに、

成長後のモ ラル につ い て 、 幼児 に伝え る とい う役割 も

担 っ て い る。特に歴史の あ る昔話、童 話 に は 大 人 の 世

界以上 に残酷性をテ
ー

マ とした物語が多く展開 して い

る。今 後、昔 話、童話 の 内容 につ い て深 く検 討 して い

くこ とを研究課題 と した い 。
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