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「そ らす」 とい う行為 に つ い て
　　　

一 3 歳 児 の 姿 か ら
一

　　　永　　田　　陽 　　子

（日 本女 子 大学付属 豊明 幼 稚 園）

1．は じめに

　周囲の 状況や相手の思 い と関係な く自分の興味や関

心が そ の まま対象に向けて の 行為になりやすい 3歳児

は、その た め に トラ ブル を起 こ した り葛藤を経験する

こ とが多い 。 保育者としては子どもの そうした葛藤体

験を大事にしなが らも、 子どもの主体的な興味や関心、

あるい は それを追求 しようとする心情や態度を認めて

あげたい と思 う。また同時に周囲の 状況や相手の 思 い

に 気づ き、 状況 に応 じた適切な行為がとれるよ うにな

っ て欲 しい と願 う。 そ の た め 、 か かわり方と して は子

どもの思い に共感しなが ら、 行為の 修正を求めて い く

こ とに なる。

　 しか し、 久 しぶ りに 三歳児を担任し一年間を過ごし

て みて気づ かされた ことは、 状況に応じた適切な行為

が とれるようになるプ ロ セ ス の 中で 、 子ども自身が自

分の 興味や関心 に直結 した行為を中断するた めに 、い

っ たん興味や関心を別 の とこ ろに向け、 改めて興味や

関心 の櫞 に立ち向か う姿があるこ とで あ っ た 。 っ ま

り、自分の 行為を コ ン トロ
ー

ルする ために 、 かな りの

エ ネル ギーを使 っ て 自分の興味や関心を目の 前の 対象
・状況か ら 「そ らし」 たうえで、改めて対象や状況に

目を向け、行為を選択 し直して い るの で ある。こ うし

た 「そらし」 の 実態 とその こ との 意味を三歳児の 具体

的な姿を通 して考察 して い きた い 。

2．　 「そら し」 の姿

事例 1 「あ っ 、 猫だ ！」

　 H ち ゃ んは砂場で なべ に砂と水を入れ 、 ス プー
ンで

かきまわし皿 に盛 り付 けたりして い る。 そ の横か らA

ち ゃ んが砂場 に入 ろ うとす る と、H ち ゃ ん は急 に 立ち

上がり 「だ め ！」 と強 く言 う。 A ち ゃ ん は 「み ん な の

砂場だか ら入 っ て もい い ん だ よ 」 と言 い 返す。する と、

H ち ゃ ん は 「ばか ！」 「嫌 い ！」 と言 っ て A ち ゃ ん の

手 を叩き、ふた りは睨み合 っ た 。 突然、 H ちゃ ん は 「

あ っ 、猫だ ！」 とうれしそ うに言 い 、A ち ゃ ん の 手を

とっ て 猫の 方へ 走 っ て 行 っ た。しば らくして ふ た りで

戻 っ て 来るとH ちゃ ん はまた先ほ どの 遊びを続け、A

ち ゃ ん も砂場に入り遊び始めた 。

（考察）

　入園当初か ら思い通 りにならない と噛んだ り叩い た

りと トラ ブル が絶えない H ち ゃ ん 。 こ の 日は落ちっ い

て砂場で真剣に 料理を作っ て い た。こ の 集中して い る

時間を大事に した い が 、 こうい う時ほ ど誰か に邪魔さ

れるとか っ とな っ て噛ん だ りす る こ とがあるの で 、こ

の 場が壊されなければ い い な と思 い 、 私は近 くに い る

子どもに かかわ りなが ら気に して い た 。 H ち ゃ ん は 「

ばか ！1 「

嫌い ！．［と言 っ て A ちゃ んを叩い たが、そ

の 後睨み合い か ら、猫の 存在に A ち ゃ んの共感を求め

て 、 自分の行為を止めた の は い っ もと違う姿で あ っ た。

硬直化した場面の 中で、H ち ゃ ん は自分の 砂場で の 遊

びの 方へ こだわ りから関心をそ らそ うとして い た と考

えられる 。 そ こで猫に自分の関心を
一
度向けた 。 そ の

上 で、またもとの遊びを 、 続ける こ とが出来た の で は

ない か 。

事例 2 「名前、見て い るん だ 」

　 H ち ゃ ん は Y ち ゃ ん の手をぎゆ っ と握 り自分の 行き

た い 方へ 引 っ 張る。Y ち ゃ んは目に涙をため 、　［嫌な

の ！放 して ！」 と拒否して い るが止めな い 。保育者が

rH ち ゃ ん、　 Y ち ゃ ん引 っ 張られ るの が嫌み た い よ 」

と言うが 、
「だ っ て ！　−1 と放そ うと しな い 、，しか し、

しば らくするとゆ っ くりと片手ずつ 放す 。 そ して また

引 っ 張ろうとする が今度はすぐに 止め て Y ちゃ ん の 名

札 に触 り、
「

名前、見て い るんだ」 とめち ゃ くち ゃ に

字を押さえなが ら名前を読ん だ 。 その 言 い 方が面白か

っ た の か場がなごみ、Y ち ゃ ん の表情も和らい だ 。 近

くに い た Cち ゃ ん も 「わた しも読めるん だ 」 と加わり、

名札読みご っ こ が始ま っ た。

（考察）

　 H ち ゃ ん がY ち ゃ ん の 手を引 っ 張 り泣か せ て い る場

面は以前に もよ くあ っ た。ある時保育者はまだ園生活

に不安を持 っ て い るY ち ゃ ん の気持ちを守ろ うとい う

思 いで、なかなか放さ ない H ちゃ ん の 手を無理 に放さ

せた時、 H ち ゃ ん は 「だ っ て 、　 Y ち ゃ んの こ と好きな

ん だ もの 」 と大泣きした こ とが あ っ た 。 そ の 時保育者

は H ち ゃ んの 訴え に は っ と した 。 H ち ゃ んが親 元から

離れ 、 初めて 人を好きに な っ た 気持ちをっ ぶ して はな

らな い と思 っ た 。 その 気持ちをどう受け入れて い っ た
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らい い の か、また Y ち ゃ ん の 不安な思 い をH ち ゃ ん に

ど う伝え て い っ た らよ いの か 悩ん だ。そ して H ち ゃ ん

の 行動を止めるこ とは少し控えようと思 っ て い た の で 、

この時は保育者の 方に も少 し余裕があ っ て経緯を見守

るこ とだ出来た 。 もし以前の ように H ち ゃ ん の行動を

即座 に止めて い たの な らこの ような展開はみ られなか

っ た だろ う。 H ち ゃ ん と して は （Y ち ゃ ん は引 っ 張ら

れるの嫌なんだ）とはわか っ て い て も、自分 の 好きだ

とい う思 い に直結した行動を止める こ とは難 しか っ た

ようだ。しか し、H ち ゃ んは目の前にある名札へ と関

心をそ らした こ と で引っ 張る とい う行動を コ ン トロ
ー

ル出来 た の で はな い か 。

事例 3 「怪獣がきたの よ」

　みんながお弁当の 用意を始めて も自分 の 棚 の とこ ろ

に じ っ とた っ て い るU ち ゃ ん 。 保育者が 「お弁当の 用

意しよ うか ？」 と声をかけると 、 急に立 ち上がり 「怪

獣がきた の よ …　 ］ と誰にともな く言い 、 手を組み

少 し怒 っ たよ うな表［青をし、 お弁当の用意 をして い る

友達の 間を歩き回る。保育者も一緒 に なり 「怪獣はど

こですか ？」 と探す動きをする 。 しばらくすると、 自

分か らお弁当の 用意を始あ、その 日は全部食べ た6
（考察）

　おやっ で もお弁当で も幼稚園で 食べ るこ とがス ムー

ズ に い か ない U ち ゃ ん 。 そ の こ とが気に な っ て い たの

だが、ある時入 園して からお帰りの 集 まりの 時以外座

る ことがなかっ た ことに気づ い た 。 まだ 、 園を自分の

場所 とは思えて い な い ような U ち ゃ ん の 不安な気持ち

を受けとめ 、 食べ させ る こ とよ りも一緒 に遊ぶ こ とを

旭掛 けて い っ た 。 次第に 座 るよ うに な りそ れと共 に お

やっ も食べ る ように な っ た 。 しか し学期初めや調子が

悪い時は、この事例の ようにお弁当の 用意が始まると

動かな くなる こ とがあ っ た 。 この ような時、 保育者が

強く出て用意させ ようとすると固 っ て しま っ て 食べ な

くなるこ ともあ っ た 。 保育者として は食べ た くな い の

な ら無理 に食べ なくて もい い とい う思 い と、で も食べ

た 日 はあんな に喜んで 母親に報告 して い るの だか らU

ち ゃ ん 自身本当は食べ たい と思 っ て い るの か もしれな

い と考え る と、 何とか そ の思い に も添い た い と思っ て

い た 。

　 こ の 日の U ちゃ んは自分 で 用意するき っ かけがっ か

めなか っ たように思 う。

一
度き っ かけをはずして しま

うと、 周囲に遅れ て しまうこ とや もともと苦手な食事

で ある こ と などか ら、 要求され て い る行為に 向か い に

くくな る。
そ うした 受身な状態か ら脱するた め に

、 自

分が怪獣に なる こ とで気分を変え よ うとした の で はな

い か。保育者は何 で 怪獣が出て きた の かわか らな か っ

たが、 U ちゃ ん の動きに にっ きあ っ た 。 その こ とが U

ち ゃ ん も思 い が認め られた 形 とな り、 主体的な動きの

延長の中で、自分か ら支度に取り組む こ とに つ なが っ

たの だろう。

　　 3．まとめ

　状況の中で不本意な こ とがあ っ たり、 分か っ て い る

けど素直に認め られな い 時、そ の場や相手との関係の

中に あ る緊張が生 まれ る。 子どもはその 過密化した空

気を身体 で 感 じ状況を変化 さ せ る た めに 、 あえ て 自分

の興味や関心を別に向ける （そ らす） こ とで、自分の

ス タ ン ス を改めそ の状況性を変化させた うえで 、 改め

て 興味や関心 の 対象 に立 ち向か っ て い くこ とがある。

　しか し、保育をして い ると、し っ か りと 自分の興味

や関心 に向き合 っ て欲 しい とい う思 い が強く出て しま

い 、 子どもの そ らす行為を見逃 して い た り、 否定的に

しか捉えて い なか っ たように 思う。 そ らす中で、その

子どもに と っ て の 状況や関係を作り直して い る こ とが

ある こ とに事例を通 して気づ いた 。

　もちろん、そ らす行為の 中には、相手の 関心をそ ら

して 自分の思いを実現 しようとするもの もある。 たと

えば、友だちの お もちゃ を取 っ て しまっ た A 君。 保育

者が 「今、 B君が つ か っ て い るの よ 」 と言うと、 お も

しろい そぶ りをしその 場の 笑 い をとり、あい まい に し

て しまうなどの ような もの である。 こうした 「そ らし」

を従来は自分勝手なふ るまい 、自己中心
’
性の 表しとし

て の み捉えて い た 。 しか し、 こ こ で あげた・事例の よ う

に 明らか に 「
「
そ らした 」 後で の 対象へ の 取 り組み に 変

化がおきる もの もあるこ とに気づ い た 。 こうした 「そ

らし」 の 背景 に は、他児 の 関心 に っ い て の 理解や状況

へ の認識が育 っ て い る こ とがうかがえ る 。 園とい う集

団生活の 場な らで はの 経験ともい えよう。

　それに して も、 三歳児で も自分の 行動を コ ン トロ ー

ルす るために大変なエ ネル ギ
ーを使 っ て い るこ とに驚

きを感じる 。

　今後の 課題 として は、そらし方に は
一

人 ひ とりの そ

の子らしさが表れて い るの で 、 そ こ を丁寧に みて い く

こ とが個 々 の 育ちを捉えて い くこ とに なる 。 また硬直

化した状態か ら騒 匚・をそらすこ とで、その 子力噺 たな

行為の 主体者に な るとい うこ とも意味があるだろ う。

それが共同体の 育ち に も関係して い る の で は ない か と

考えられるの で 、そ の 点を明 らかに した い 。
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