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保育場 面 にお ける幼児の 身体的不器用 さとそ の 影響
　　　　　　　　　　　　　　　　 一A 児 の 観察記 録か ら

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 田 　貴人

　　　　　　　　　　　　　　　　　 〔島根女子短 期大 学）

1 ．問題 と 目的

　 身体的 に も知能的 に も正 常域 に あ るに もか か わ らず

運動 能 力 が 著 し く劣 っ て い る と き、そ の 幼児 は 「（身

体 的に ） 不 器 用で あ る （physically　 awkward ）」 と称さ

れ る。身 体 的 不器 用 さ を示 す 幼 児 の 予後 は 、こ れ ま で

一
般 的に は、仮に 同 年代の 幼児 よ り も発達 が遅 れ て い

て も、成長 と共 に 自然に 治 る もの と考え られて きた。

　 近 年、こ う し た 主張に 対 し、否定 的 な見解 もあ る。

例 えば、幼 児期 に 身 体 的 不器 用 さを示 し て い た 子 ど も

が 、後 に お い て もそ れ か ら解放 され ず、学 校 生活 にお

い て 学 習や 情緒 、対 人 関係 な どの 深 刻な問題を抱 え て

い た （Cantell，　 et　 aL 、　1994）。 後に 「運 動嫌 い 1 に な

る可 能性 を示 唆す る報告もあ る （深谷他，2000）。

　 身 体 的不 器 用 さ は、他 者 の との 比 較 に よ っ て 問 題 が

顕在 化す る 相 対 的 概 念 で あ り、他 者 との 関係 性 が 重視

され る。し たが っ て 、身 体的 不 器 用 さが 日常の 保 育場

面 で は どの よ うに 影響 して い るの か を明 らか にす るた

め に は、身体的不 器用さを示 す幼児の 日 常的行 為 を、

多様 な他 者 ・他 児 との 複雑 で ダイ ナ ミ ッ ク な関係 の 文

脈 に 即 して 記 述 し 分 析す る 必 要が あ る。

　本 研 究 は、身 体 的 不 器 用 さを 示す幼児 を対象 に 継続

的な参与観察を実施 し た 事例か ら、その 身 体的 不器 用

さが そ の 幼児に ど う影響 し て い るの か 、記述 を試 み た。

矼．方 法

　H 県 内 の 某保 育園 に お い て 1999 年 4 月 か ら 13 ヶ

月 間、週 1 回 午前 中 に 約 2 時 間 （計 30 回 ）、参 与 観

察を 実施 し た。対 象児 は 、身 体的 不 器 用 さが 目立 ち担

任 保 育者 が 厂気 にな る」子 ど も と して 感 じ て い た 女児 A

（観察開始 時 3歳 10 ヶ 月 ） で あ る。

　観察 開 始 時 の A は、観 察者 の 印象 で は、身体の ぎ

こ ち なさが 目立 ち、歩 き方や 走 り 方 が特 徴的 で あ っ た。

い つ も全 身 に カ が 入 っ て い る よ うに、日頃 か ら前傾姿

勢で あ り、足裏全 体、い わ ゆ るベ タ足 で 歩 く。パ ズル

をつ まむ よ うな手 先 の 細 か い 動 き も得 意 で は な い 。担

任保 育者 に よれ ば、身辺 処理 に 関す る援助は ほ とん ど

必 要 が な い が、衣 服 の 着脱 に は と き どき困 難が あ る。

ま た 、ぼん や り し て い る こ とが 多 く、い じめ の 対象 に

なる こ ともあ る。落 ち着い た と きに は、自分 の 思 い を

こ とば で 表 現 で き、難解 な語 もい くつ か 知 っ て い る。

担 任保 育者 は A につ い て 、「他 の 子 ど も と比 べ て ど こ

か ちが う よ うな気 が し て い る 」 「も し 障 害 が あ る の な

らば どの よ うな援助 が よい か 知 りた い 1と考 えて い た。

皿 ．結果 と考察

　観察記 録 の 中か ら、A に 関す る 特 徴的な エ ピ ソ
ー

ド

を抽出 し、そ れ ぞれに 解釈や検討 を行 っ た。

保 育室で AがEと並行 して ブロ ッ ク遊びを始め る。
　保 育 者 ：「Eちゃん、なにつ くっ て い るの ？ 。」

　E　　 二「青の ね、ゴーゴーファ イブ。」
　保 育者 ：「ゴーゴーファイブの ひ こうき。」

　E　　 ：「うん 。 亅

話に 割り込 む ように 、
　A 　　 ：「Aね 、カメラつ くっ てるん よ 。 」

　保育者 ：「そう、カメラつ くっ てるの。亅

　A児　　：「そうよ、つ くっ て。」

　保育者 ：「Aちゃん、か っ こい い の 、
つ くっ て 。 亅

　A児 　　：「つ くっ て 。 」

　　　　　　　　　　　　　　　 【  ：1999年 7月】

　 A は、身 体 の 動 きが ぎ こ ち な く、走 る様 子 が ギ ャ ロ

ッ プ 状だ っ た り、階段 の 昇降が 滑 らか な動きで は ない

様 子 が特 徴 的 で あ っ た。指 先 の 細 か い 動 きが な め らか

で は ない 様子 が し ば し ば観 察 され て い る。た だ、折 り

紙や ブ ロ ッ ク、積 み木 の よ うな構 成 を含 む遊 び は好 ん

で よ く遊ん で い た が、苦 手 に も して お り、自分 で っ く

らず 保 育者や観察者 に 頼 ろ うとす る姿が しば し ば観察

され た。そ の 際 A は 、例 え ば、ブ ロ ッ ク の ピ
ー

ス を

組 み 合 わ せ ず に 遊 ん だ り、折 り紙 を始 め て も途 中 で や

め て しま っ て い た。

A 、新しい 紙をもらっ て 席に 着 く。
　A 　　 ：「（紙をみ せ て ）み て。亅

　観察者 ：
「こんどは なにつ くるの 。 」

　A 　　 ：「しゅ りけん。あの ね、A 、つ くれるん よ。」
一枚 の紙 をちぎっ たり丸め た りしてい る。しば らくして 、
　A 　　 ：「やぶ けちゃ っ た」

　保育者 ：
「A ち ゃん、で きた ？ 」

　A 　　 ：「できん，つ くっ て 。 亅

　保育者 ：「Aちゃ ん，もうせ んの 。亅

　A 児 　　：「もうせ ん 。つ くっ て。j
　　　　　　　　　　　　　　　【  ：1999年 tl月】

エ ピ ソ
ー

ド  の よ うに、当時 ク ラ ス で 流 行 して い た

「ひ こ うき」 や 「し ゅ り け ん 」 の 折 り紙 を、A が 新聞
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紙 で 制作 し よ うとす る 場面 が し ば し ば観察 され．て い

る。「ひ こ うき」 は ク ラ ス の ほ ぼ全員がつ く る こ とが，

で き、「しゅ りけ ん 」 もつ くる こ とが で き る子 ど も も

少ない が い る。そ の よ うななか で 、A は どちらも折 る

こ とが で き な い 数少 な い 子 ど もで あ っ た。A は、紙 を

ちぎっ た り丸 め る など、本来の 手 順に は ない 動作をし

て い る こ と か ら、角 をそ ろ え る よ うな折 り紙 の ス キル

が で きて い ない こ とが うか が え るe ク ラス の 幼児の ほ

とん どが 完 成 させ られ る作品 を、結局 完 成に は 至 らず

保育者 に依存す る姿勢が 観察され た が、これ は身 体的

不 器 用 さに 伴 っ て 二 次 的 に 引 き 起 こ され た、自信 の な

さ とい う心 理 的 問 題 で あ る と考 え ら れ る。こ れ は 、

Shaw，
　et　al，（1982） も同様 に報告 して い る。

　 と こ ろ で エ ピ ソ
ード  で は、A 児 の 発 話 が、した い

こ ととし て ほ し い こ ととで 混同 し、保育者 との コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン が か み あ っ て い ない よ うにみ え る。こ の

cli うな不 自然 な会 話 は、　 A に 限 らず ク ラ ス の 他児に も

ときどきみ られ た こ と であ っ た 。 しか し、保 育者 が A

児 に関 して は 「ど こ か ちが うよ うな気が して い る」 と

感 じて い た の は なぜなの だ ろ うか。A の 示 して い た 身

体 的 不器 用 さは、可視的 で 比 較的 明 白な わ か りや す い

特徴 とな っ て い た。推測す る に 、そ れ が 、保育者 の 「気

に な る」 程度 を さらに増幅 させ て い る シ ン ボル とな っ

て い るた めで は な い だ ろ うか。

一
番 低 い 鉄棒の 下 に タイヤ が置 い て ある。A，　D ，　Y ，　W

（い ずれ も女 児 ）が 鉄棒遊びをして い るe

　　　　 ：「ね えね え、み て。」　 A

観察 者．；「ど うした ？ 亅

．A 　　 ：
「み て。え い っ 。 （と、鉄棒を支 えにタイヤ の

　　　　 上 か ら飛 び跳 ね るように下 りる。）」

観察 者 ：「おお っ ，Aちゃ ん，跳 ん だ。」

A 　　 ：「み て よ 。 え い っ 。（再び跳ぶ 。 ）」

観 察 者 ：「すごい ね 。 」

Y　　 ：「ね え 、 おじさん 。 （と鉄棒 で 前回りする。 ）」

観察者 ：「うわ 、Yちゃ ん，上 手 だね 。亅
A 　　 ：「ね え、A もみ て （とタイヤ か ら下 りる）。」

Y　　 ：「それ くらい 、で きるよ 。 」

W ：「お じさん，み て 。（と鉄 棒 を脇 で 挟 ん で 足 を

　　　　 浮か せ、20秒 前後持続させ る。）亅

観 察者 ：「す ごい な 。 Aちゃ んもで きるかな？ 」

A ：「で きるよ。み て。（とw と同じ姿 勢 をとる。）亅

観察者 ：「おっ 、すごい 。 よし、t，2．3，4，5・6…（5以

AWA
　降 速 く）・28 ・29・30。30もで きたよ。」

：「もう1回。（再 び挑戦する。）」

：
「1，2，3…，9，tOeこん どは 10だ っ たね 。　j

：「もう1回，み て。（またも挑戦する。）］

　　　　　　　　　　 【  ：1999年11月 】

　A は 、そ の 身 体的 不 器用 さに よっ て 動 き が ぎ こ ち な

く、そ の た め に 他 者に 認 め られ る よ うな経験が 比 較的

少 ない と考え られ る。エ ピ ソ
．一

ド  で の A の 動 きは、

他児に と っ て は非常に簡単に で きる こ とで あ り、A も

そ の こ とを 雰囲 気 で察 して い た と推測 され る 。 だが、

タ イ ヤ か ら跳ぶ こ とをほ めて も らっ た り、他 児の 前で

自分 の 行 為を披露で きる こ と は，自分 の 行為を他者に

認 め て もらえ る数少 ない 機 会 で あ り、A に と っ て 嬉 し

い こ とで あ る様 子 が み て．とれ た。さ らに A は 、わ ず

か の ほ め こ とばで 、苦手 な活動で も他児 を意識 す る こ

とな く遊ん で い た 。 そ れ は A が 、自信 を もっ て 取 り

組 ん で い る よ うに みて とれ た。

　 こ の と きの 観 察者 の 働 き か け は、担 任保 育者 の 実践

を 妨 げな い よ うに す る意図 が あ り、場 面や 状 況 に応 じ

て返 した に すぎな い
。 また観察者 は、・保育者の よ うに

毎 日の よ うに 接す る こ とが で き る立 場 に も なか っ た。

しか し A は、苦手 な活 動 に 対 し て 、積 極 的 で あ っ た。

鯨 岡 （1997） は 、子 ど もと養育者 と の コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン 関係 に お い て、他 者 に 関 心 を向 け る こ との 根 元

に 「繋合希求 性」 が ある、と述べ て い る。それ は、自

分が 関心 をもっ 特定 の 他 者 に対 して 「い つ も、す で に 、

お の ず か ら」関 心 を もっ て し ま う と い う こ と で あ る。A

は こ れ ま で ク ラ ス の 中の 保 育者 と園児 とい う限 られ た

関係 の な か に あ っ た 。そ こ
’t−・外 部 の 観察 者 が 存在する

よ うにな っ たた め、観察者が 現前す る こ とに よっ て満

た され る 「繋合 希求性 」 が 喚起され た の で は な い だ ろ

うか。つ ま り観察者 の 働きか け は、そ の 「繋合希 求性 」

を 利 用 し た もの に す ぎ な い も の の 、結 果 的 に A の 積

極性 を後 押 しす る
一

助 とな っ て い た よ うに 思 われ る。
IV，ま とめ

　 A は、身体的 不 器用 さが 目 立 ち 「気 に な る」 子 と し

て 指摘され たが 、観察の 結果か らは、明 白 な障害が あ

る とは い えず、正 常な 発 達 の 範囲 で 捉 え ら れ る もの で

あ ろ うと考 え られ る。

　A に は、そ の 身 体 的 不器用 さに よっ て 、動きの ぎこ

ち な さ と い う身体的問題 の 他 に 、自信 の 低 さ とい う情

緒的問題 が生 じ て い た 二 とが うか が わ れ た。ま た A
の 身体的 不器 用 さは、保 育者 が A に 対 す る 「気 に な

る」 の 印 象を さ らに増 幅 させ る シ ン ボル とな っ て い た

こ とが 示 唆 され た。

　 A の 身 体 的不 器 用 さ は、A が 意 図 し て い な い に もか

か わ らず、身体 的 に情 緒 的 に 、そ し て 対 人 関係 に ぎ こ

ち ない 状 態 をつ く りあ げ 、A 児 に 「不 器用 」 な生 活 を

強 い て しま っ て い た。だ が そ の 改善 に は 、ク ラ ス の 保

育者の か か わ り は もち ろん 、そ れ だ け で は なく、常時

接 し て い ない 者で も情緒的側面 の 解決に は、正 の 影響

が 期 待 で き る こ とが 示唆 され た e
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