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　　　　幼児に対する 「しつ け言葉」の研 究 （10）
アフォ

ーダンスにおけ る道徳性の獲得過程と環境デザインの試み

　　　　　　　　　　　　　 安見 克夫

　　　　　　　　　　　（板橋富士 見 幼稚園）

　【は じめ に 1

　幼児 は 道徳性をどの ような環境を通 して発達的 に 獲

得 し て い く の か。生 後 ま も な く養育者 に よ る 躾 か ら、

基本的生 活習慣への 他律的 行為が は じ め られ、そ し て

社 会化 とい う発 達過 程 を経 て 次第 に 自 己の 価 値づ け を

軸 に 自律 的 道 徳 と して 、そ の 行 為 を規 範 化 して い く。

　 こ の た め 幼児期 の 教育に つ い て 文部科学省 は 、 道徳

性 の 形 成 に つ い て、発 達の 特性 を踏 ま え 環境 を通 した

直 接 的体 験 か ら獲 得 して い く こ とが望 ま しい と して い

る 。
こ の こ とは幼 児期 の 発 達特 性 で あ り 、 幼児 の 認 知

発 達 の 構造 か らみ た道徳性 の 形成過 程は、幼児 が社 会

化 す る 過 程 「道徳判断 」 と い う視点、つ ま り知 的 発 達

的 側 面 を 環境 との 交 渉 に よ っ て 獲得 され る と して い

る 。 そ の 際 、 道徳性 の 発 達 段 階は 6 つ の 段 階か ら構 成

され 発 達 とい う現 象に つ い て 、そ の 意味 を 2 っ の 考 え

方 か ら区 分 し 説 明 し て い る。一
っ は 「学 習 」 「獲 得 」

と言 う側 面 と 「成長 」 「発達亅 とい う側 面 か ら捉 え ら

れて い る（1985，1987Kohlbberg ）。こ の こ とか ら我k は 幼

児 期 の 躾の 獲得 に 関 し （幼児に 対す る fしつ け 言葉 亅

の 研究 ：安見 ・村石 ・関 口 1995−2003保育学会大会）

幼児の 道徳性の 獲得過程 に つ い て縦断的研究 を行 っ て

き た 。本 研 究は 、現 代 仕会 にお け る幼児 の 躾 の 実 態 を

明 らか に す るために、社会 の 躾 に 対す る意識動 向 を諺

や格言などの 調査か ら省察 し て きた。そ の 結果、大 人

達 の 殆 どは 道 徳性 の 基礎 と な る、幼児 に 対す る 躾や 基

本 的 生活 習慣 の 指 導 に つ い て 、高 い 得 点 で 「指導 も し

く は教えて い る 亅 と回答 して い る。しか し社会か ら の

評価 は 反 社会的事件 の メ デ ィ ア 報道 と共 に 児童期の 道

徳 性 の 低 下 を指 摘 し、さ らに は そ の 芽 とな る 幼児 期 の

道 徳 性 の 指 導 の あ り方 まで を問 うよ うに な っ た 。 保 育

に お い て も指導の 低下 を指摘 して い るの で あ る。よ っ

て、前 回 ま で の 調 査 か ら多 くの 教 師 や 保 育 士 は、幼 児

の 道徳性や躾の 獲得に 関す る問 い に 対 して 家庭 に 問題

が あ る と指摘 し、幼児の 躾の 獲得 につ い て 「身 に付 い

て い な い 」 と結論 づ けて い る の で ある。 そ こ で 、幼

児期 の 道徳性 の 形成 過 程 （獲得
一
規範） は 認 知 発 達的

側面 とア フ ォ
ー

ダン ス に よ る、つ ま り周囲で 起 こ る多

様 な性質 と の 相補的 な 関係 に よ っ て ア フ ォ
ー

ドされ る

行 為 か ら 獲 得 さ れ る 。そ こ で 認 知 発 達 の 側 面

（1985，1987Kohlbberg）と ア フ ォ
ーダ ン ス （1978，　Gibson）

の 2 っ の 説 に基 づ き、幼児 が ア フ ォ
ードされ る多様な

性質に よ っ て 起 こ る、行動 ・思 考 ・認 知 の 発 達過程か

ら幼児が どの よ うに 道徳性 を見 出 して い くの か 環境 の

デ ザ イ ン の あ り方 を 考察す る。

　【方 　法 】

　 幼 児 の 実 態か ら遊 び の 型 に は 3 つ の タ イ プ が 考 え ら

れ る 。

一つ は 個人 的 な遊 び で あ り、二 つ 目は 個人 が他

者 に応答 し よ う とす る個 人 的 遊び で あ る。そ し て 三 つ

目は 個 人 が集 団の 中 に群 れ て 遊 ぶ 遊 び の 型 で あ る。

　 今 回 は 、 個 人が 個人 と して 遊 ぶ 姿の 中と、個人が他

者 に 応答 しよ うとす る個人 的遊 び の 二 つ の 要素 が 見ら

れ る、ザ リガ ニ の 飼 育水 槽 で の 直 接 的 行 為 か ら 「生 命

に 関す る 尊さの 実感 」 「他者 に 対 す る 思 い や る心 」 の

育ち とな る道徳性 の 形 成過程 を分析す る こ と と した。

期 　 間 　平 成 15 年 4 月 か ら平 成 15 年 12 月

対 象 児 　特 定 児 4 名 と周 辺 で の 関 わ りを 持 っ 幼児数名

場 所 園 庭に 接 して い る ザ リガ ニ 常設水 槽 120cm

× 60cm 　X 　60cm

方 法 週 1 回の 数名 の 関 わ りが 見 られ た時 点 で 記録

環 　境　観察水槽 に は、前年 L 目に 約 1000匹 の 2mm

程 度 の 子 を生む、4 月 に は 3cm 程 度に 成長 し、約 20

匹 が 成 長 を続 け る。他 に 親 10cm が 4 匹 が生 息す る。

水槽内は、ザ リガニ の 隠れ家と して 煉瓦 6 個程度 で サ

イ トを組 立、そ の 穴を生息揚所 とす る。水 面 は 、浄化

循 環 水 が波打た な い よ う配 慮 し、ザ リガ ニ の 観 察 が し

や す く配慮 され て い る 。 ザ リガ ニ と 水 面 ま で の 距 離 は

約 30cm で あ る。一
部、水 面 近 くに水 棲植物が デ ザイ

ン され 自然的な環境が 構成 され て い る

　 　 事 例 a 　4 月一7 月 　 　 4A・1　2003 ．4．15 − 7．15

　 何 気 な くの ぞ き込 む 。 5 歳児 A 男が 「あっ い た 」 B

男 「ど こ1A 「こ こ」 手 を 入 れ 腐葉土の 陰に い た ザ リ

ガ ニ に B 男 「で け え
一1 と歓 声 を 上 げ 手 を 入 れ る。

っ か み 取 ろ うとす る と ザ リガ ＝ は ハ サ ミを もた げ牽制

す る。A 男は び っ く りした よ うに 素早 く手 を 抜 く。B

男 は 、「すげ え
一、怒 っ て い る」 と叫 ぶ。／ C 子 が ご

っ こ 遊び の イ チ ゴ パ ッ ク や ボ ール を 持 っ て くる。　A

男と B 男 は、ボー
ル や トレ

ー
を 持 っ て く る。C 男 は

数 日前 に 広 告 紙 で 作 っ た。剣 を持 っ て 来て ザ リ ガ ニ に

挟 ま せ よ うと試み で い る 。 C 子 は トレ ーを使 っ て 、子

ど もの ザ リガ ニ を ボー
ル に 十 数 匹 す く い 取 り A 男 に
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渡 す 。 親 ザ リガ ニ は今 だ 捕獲 され ない 。水 面 が ゆ れ て

い て 思 うよ うに サ イ トか らお び き出せ ない。A 男は保

育 室 か ら割 り箸 に 毛 糸 や ス ス ラ ン テ ープ を 巻 き．付けて

持 っ て く る。ザ リガ ニ を釣 ろ うと して い る。B 男毛 糸

や テ
ープ が浮 い て しま う。「ね ね、沈 ま な い ね 」 と、

それ を 聴い て い た C 男 が粘 土 を 持 っ て きて B 男 に渡

す。B 男 と A 男 は一L
緒 に ザ リガ ニ の 爪 に 近 づ け っ か

ませ る が 粘 土 が．外 れ て しま う。保 育者が ク リ ッ プ を渡

す。
・
釣 れ だ すが 水 面 まで 。 何度も繰 り返す。／ D 男

は大 き い ザ リガ ニ を 素 手 で 掴み あ げ る。E 男 が 「は さ

まれ る よ 」と注 意す る。周 囲の 子 ども・た ちに 近 づ ける。

周 囲 は逃げ る，廊下 に放す。ボー
ル に 戻す。／脱皮 と

遭遇す る 。 横た わ るザ リガ ニ に 「死 ん で い る 」 と叫ぶ。

3歳 児 数 名 が 驚く。しばらく動かない 。死 ん だ と思 い

遊び が 自主的に 完全 に
一

日停止 し た。そ の 後脱皮 と分

か る と遊 び が 再開 され た。年歳児 は ど うい うこ とか は

理 解 して い る よ うで あ る。

　 事例 b　9 月一12 月
．4A −22003 ．9．1 − 12．18

「餌、頂戴 」 と来 る よ うに な っ た。こ れ ま で は、さ き

い か を餌 に釣 っ て い た が 、自分達 で 餌 を 上 げ始め る。

3Gm だ っ た ザ リガ ニ は 7−8cm ま で育 っ て きて い る。

七 夕 の 箪を 竿 に し麻 縄 を縛 りク リッ プ に さ き い かを 付

け て、本 格 的釣 り竿 を、教師の 発 案で
一

緒 に 作 り始 め

る 。 釣 れ る ように なっ た。毎 日ザ リガ 三 釣 りが は じま ．

り、ボ
ー

ル が す ぐ に い っ ぱ い と な る。「そ ん な に い じ

っ た らか わ い そ うだ よ 」 と い う声 が聴 か れ る。「死 ん

じゃ うよ」 と3 歳児に 注意する。次第 に 遊び が 小 さ く

な る。飼育意識 が 強 くなっ て くる。毎 日餌 を あ た え る 、

よ うに な っ て く る。 10 月 た ま ご を抱 く ザ リガ ニ を発

見 す る。
』
釣 り上 げよ うとす る e．ボー

ル にす くい 取 る。

群 が っ て 見 る。「か わ い そ うだ か らや め な 」 とい う声

が聴 か れ る。解 き放 す。3 歳 児 は、5 歳 児 が して い た

釣 り竿 で、引 き続 き ザ リガ ニ 釣 りを夢中にや っ て い る。

そ の 後 は 次 第 に、子 どもが 生 まれ るの を楽 しみ に餌 を

与え続け、11 月 に 入 っ て 、ザ リガ ニ 釣 りを しな くな

っ た。・今は 、飼育 とい う活 動 の 中で 、観 察 を続 け （大

きくな っ よ ・脱 皮 した ） 共 生 して い る 姿が み られ る。

　 【考　察】

・水槽 の 中に 隠れ て い るザ リガ ニ を発 見 す る 。 好 奇 心

が 強 く水 面 下 の ザ リガ ニ を必 死 に探す 姿が 連 日続 く。

・「捕獲」す る心 理 が働 き だす。手 を 入 れ よ うとす る。

ザ リガ ニ の 攻撃性 の 意外性 と遭遇 し葛藤す る 。

一
連の

行動か ら対象の ザ リガ ニ の 習 性 や 行 動 に触 れ る。

・ザ リ ガ ニ を 捕獲 す るた め の 様 々 な考 え と行動 が 見 ら

れ る よ うに な っ て く る。互 い の 意図 を くみ 取 り な が ら

「捕獲」とい う．目的 に 向か っ て 行動す る様 子 が わ か る。
　　　　　ド
素手で っ か み 取れ ない こ とか ら、釣 り竿に 近い 竿 を作

る こ
’
と を紙巻 きの 剣 を ヒ ン トに 作 り始 め る。ま た 毛 糸

が 沈 ま な い こ とか ら 「お もり」 をつ ける こ とを発見 す

る 。　
・
捕獲 行 為 が 釣 る行為 とす くい 取 る行 為 に 二 分

化 して い く。　 ・い た ぶ る行 為 か ら道徳 性 の 芽 生 え と

な る 行 為 が 生 ま れ て く る 。 ．［擘跨」 「か わ い そ うj 「止

め ろ」 な どが言葉と して 生 まれ 、や が て行動 を規 制 し

て い く姿が早喚 る
P

’糠 即 ・475 歳児 の 模

倣活 動 を他律的 1；学 び 、そ の 域 か ら 脱 出 し な い 姿が 見

られ る。　 ・4 − 5歳 児は、他律的行動 （保育者 か ら

優 しくと注意 を受 け る 〉か らア ブ t 一
ドされ 自律的な

行動へと導か れ 　て い る 姿が 見 られ る。　 ・ア フ ォ
ー

ダ ン ス は、幼児の 知的 さを刺激 し、環境か らの ア フ ォ

ードに よ っ て 、様 々 な ス キル を 獲得 して い く姿が み ら

れ る。

【ま とめ と課題 1
　 幼 児は ザ リガ ニ とい う飼 育活 動 を 通 して、さま ざま

に ア フ ォ
ー

ドされ る。環 境 か らめ能 動 的 な働 き か け に

よ っ て 相補 的 に 様 々 な 行為 を 見 出す （捕獲に 向け た 行

為）。そ の 行為を通 し て 1 道徳性 の 芽 とな る 体験を積

み重 ね て い る こ と が 考 え られ る。しか しべ 発 達に よ っ

て 他律 的道徳性 の 中 で ア フ ォ
ードされ る 場 合 （3 歳児

や
・4 歳児 は 5 歳 児 か らの 言動と行為の 模倣1 と、自律

的 道徳 性 の 中 で ア フ ォ
ードされ る 場 合 （5 歳児 の 捕 獲

行 為 ） とは、幼 児 自身 の ア フ a ・一ダ ン ス は 異 な る。幼

児 が一
つ の ザ リガ ニ と．い う対 象 か らア フ オ

ーダ ン ス に

ガ イ ドされ た さま ざま な行為 は、認 知 的 発 達 の 側 面 か

ら見 た とき、行 為 を 学 習 し 自律 的 道 徳 性 と して 自己 規

範化 に 導 く姿が 見 られ る （い た ぶ る 姿 を 見 て 注 意 す

る ）。従 っ て 幼児 期 の 道 徳 性 の 発 達 援助 は、幼 児 が 仕

会 化 さ れ て い く 過 程 で 他 律的 に 関 係 づ け られ た 行 為

働 か な い の で 死 ん で い る ） を絶対的な もの と して 受

け止 め て しま う傾 向 が あ る 。 こ う した 他律的 道徳性 を

通 して、祉 会 化 の 発 達に 伴 い 幼 児 は 環 境 か
’
らア フ ォ

ー

ド、され る様 々 な行 為 を 通 して 自律 的道徳性 を 形成 して

い くの で あ る。こ の ヒ とか
’
ら、単 に保育室で水槽 に ザ

リガ ニ を飼 うと い う環 境 下 で 餌を与 え る飼育行為を他

律的 に 指導す る よ り も、幼児 の ア フ ォ
ー

ドされ る 多様

な可 能性を配慮 した 環境 の デ ザイ ン が大切 となる。そ

の 際、当然発達過程をも考慮 し て い く必 要 が あると考

え ら れ る。
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