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幼児の 身体表現あそびにみられる物語展開の 過程 （3）
＿　模倣の意味に着目して　一

　　　　〇 鈴 木 裕 子

　　　（名古屋柳城短期大学）

1．研究の経過

　本 学会 第 55、56 回大会 で は 、幼児が身体表 現あそ び

の なか で物語をつ くる過程 を報告 した。物語 の 展 開には、

「物語の 発端 」部 分 で、か らだや動きを通 して 空想の 世

界に入 り込 む 要 素が 必 要で あ り、 「物語 の 展 開 をす す め

る」 部分で は、
’
個々 の か らだや動 きの 意識を越え、そ の

場の 空間 を場面 と して イ メ
ージす る要素、　「物語 の 展 開

をひ ろげ る亅 部 分 で は、か らだ の 形や動きが 、表現対象

に似 て い る とい う次元 を越 えて、そ の 場 の 事象や現象 に

意味 を付 与す る要 素が 必要 で あ る とい う考えを述べ た。

　次い で こ れ らの 物語 展 開過 程 3部 分 の 図式化 を 試み た。

こ の 図式 は 、質的なデータ の 具 体的で固有な部分を認 め

なが ら、一
定の

一
般性 を表 示 で き る もの と して 、子 ども

達が物 語る 過程の 解釈 に利用で きる と考察 され た。

　そ の 後 図式 に適応 させ て 事例を解釈 し分析する試み

を通 して 、物語 る過程の なか で は、子 どもた ちは まず、

か らだや 動 きや 空 間 を何か に 「名 づ け」、そ の 後 に
一

連

の 文脈の なかでイ メ
ージ と結びつ け、　「意味づ け」 て 動

くとい うプ ロ セ ス が ある こ とがわか っ た。

　 さ らに、イ メ
ージ の 変容の プ ロ セ ス で は、子 ども

一
人

ひ と りの 対象へ の 独創的な問い かけがきっ か けとなり、

か らだを通 して 他者 と交流する感覚が イ メージの 膨 らみ

を支 え、そ こ で は、こ とばの 背後に ある動きの リズム が

媒体 となっ て い る こ とも見い だ され た。

2．研究 の 目的

　本年 は、特 に 身体表現場面 における幼児 の 模倣 の 行

為に着 目 して みた い。

　前 回 の イ メ
ージ の 変容過程 の 考察にお い て、子 ども

に とっ て模倣とい う行為が、何らか の 情報をコ ピーしな

が ら、それを加 工 した り、生 まれ 変わ らせ た りして 独自

な表現を生成させ る力 とな るこ とを様々 な場面か ら読み

取 る こ とが で きた。乳幼児の 発達段階に お い て、模倣の

意義は大 きい
。 模倣 は創造の 源で あるい っ た理 念は概 ね

了解されて い るが、一方 で
‘‘
人の 真似ばか り してい る子

ども
”

の 状況をプラス には評価 しに くい。筆者は、実際

の 保 育場面 で、一
人の 保育者が 「自分で 思 い つ かな か っ

た らお友達の 真似を して もい い よ」 と言葉がけた こ とを

巡 っ て、そ の 後、園内 で模倣 の 解釈 や援助方法 へ の 悩 み

を討 議す る機会を経験 した e 人の 発達 とい う見方 か らの

模倣の 段階 は、あ る程 度 明 らか に され て い るが、一
連の

行為の なか で の 模倣の 意味をとらえるためには、模倣 と

い う行為をさ らに詳細 に し、模倣が もつ カ を明 らか に す

る必 要 がある と感 じられた．そこ で 本年は、身体表現で

物 語 る実践の 場面の 観察か ら、模倣をす る パ ター
ン を 明

らか にす る こ とを 目的とした。

3，研究の方法

1 ＞期間 と対象 ： 1997 年 10 月〜2003 年 11 月 の 期間に

愛知県内の 幼稚園、保 育園 で、筆者及び 担任保育者 が 実

施 した身体表現あそび の 保育の VTR や記録、保育者 か

らの 聞 き取 りを中心 に事例を も とに考察する。

2 ）事例抽出の 枠 と分析 の 観点

　身体表現あそび の 物語展開過程で 出現 した行為を 「摸

倣 」 と捉 え る枠を、一
人の 子 どもが、他 の 子 どもの 動き

を真似 して い る と見 られ る現 象 と定義 し事 例 を抽出 した。

広義 には、そ の 揚 にない 対象を表すこ とも創造的な模倣

とす る解釈もあ るが、今 回 は模倣 対 象 と して 他 児 （模倣

対象児 と称する）の 動きが確認で きるこ とを条件 と した。

　模倣 を行 っ た子 ども （槙飯する子 と称す る）の 分析 は、

真似 した動き （フ ォ ル ム 、リズ ム 、空間〉の 特徴 とその

後の 変容 に観点を置い た。以 下 の 事例で は、これらの 観

点に関わ る部分に下線を記 した。

4 ，事例 と考察

く 事例 1＞ 2003．11．7　 「からだ」R 幼稚園年艮クラス

　活動 の は じめの 部分の 、　 「背中は ど こか な ？亅 な ど、

か らだの い ろ い ろな部分をさわ っ た り動か した りす る遊

びの なか で、A 子は 保育者の 言葉 が けを聞 くと、査隣匹

立2 ＿B 美の するの を 見て、ワ ン
ー

ン ポ
“

して、回二よ

盤 をする こ とを拠 た。子 どもた ち が遊技室

こ広が　まじ　た
tt

こ ま　　の
X−

ttまオ　 t っ た。

＊ 真似 す る こ と に よ っ て、動き 出 しの きっ か けを得

　て い る。摸倣 対 象は 特 に印象的な動き で ある 必要 は

　 なく、模倣 し て い る子 も対 象 の 動 き そ の も の を表 現

　 の情報 と して 取 り込ん で い るわ けで は ない 。
＜事例 2 −a．b＞ 2001．11．29 「そ した らそ した ら亅

　　　　　　　　R 幼稚N 年 中ク ラス

er は い 、とっ ぼ一ん」 とい う保育者の 声 と、魔法の 鈴

の音 を聞 い た子 ど もた ち は、各々 ビー玉 に な り丸 ま っ て

床 を こ ろ こ ろ と転が り始 め た。C 子 は立 っ た ま ま じっ と

して い たが、且塑 ≧D 子 と E 子 が身を縮めて ハ イ ハ イ
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した後、横転するの を見て、嫐 前方 へ 倒れながら

　　 っ 　
“

こ　まし
t
　　、甦 横転 し始めた。

b その 後、保育者 の 「F 菜ちゃ ん が あ んな と ころ に転

が っ て い る よ」 の 声 を 聞 い て顔 を上げる。豐

　こ　 こい 　F　 の 、膝 を抱 えて 小 さくな り左右 に転が

る様子 を見 つ め る。C 子は、　 F 菜 の ように膣を廸互 、　 L

2Q）！2−9；，22SWg −i．lg．L， 9L転が り出 した。
＊ 前半 a で は 、 動 き 出 す き っ か け を 目前の 子 に 求め

　て い る。模倣対象児 2人 の 動 きが 明快 で あっ て真似

　 しやすい こ と も大きな要因の よ うだ、
＊ 後半 b で は、保育者 の 言葉が けに促され て遊技室

　 の 端に まで 視線を写 し て 模倣対象児 の 動 きを観察 し、

　独 自な表現 に ま で 至っ て い な い が、動きの ア イデ ィ

　 ア を取 り込ん で い る。
＜事例 3 ＞ 「そ した らそ した ら亅　（事例 2 に同 じ｝

　周囲の 子 どもた ち が次々 と思 い 思 い の ビ
ー

玉 に な り、

小 さく丸まっ た り転が っ た りするなか で 、A 男は動 く様

子 もな く、す ぐ近 くに 立つ 保育者 に 寄 り 添っ て い た。保

育者が A 男〔b近 く
．
か ら離れ る と、自分の 横で 正座 し丸 ま

っ て

’
Vsる B 男をみつ け、後 ろか ら肩 に手 を回 し抱 きっ い

た。後 ろを振 り返 る と、男児が次 々 に集 ま り上 に重な り

あ っ て い た 6A 男 は B 男 か ら手 を離 し、そ こ に趣

塾 重なっ た
。 次に保育者 の 「G 子 ちゃ ん 、あん な

と こ ろ まで い っ ち ゃ っ たね。」 とい う の を聞 く と、走っ

て　 行 き、G 子 が 坂 を下 る ビ
ー

玉 の よ うに転

が っ て い るの を見 て こ 　ご 　 と　 ・　 こ　 S　 した。

＊ 模倣対 象の 動きの 質 を取 り込 ん で い る とい うよ り

　も、模倣 対 象 児の 近 くで 、・そ の 子 の 動 き を なぞ らえ

　 て
一
緒 に動 く こ と を楽 しん で い る。

＜ 引 列14＞1997．10．17 「おし、も亅F 鏘 筐園轍

、．r 子 は、お いもを食べ るふ りをす る H 美 に近6LLW

き、Ia．12Sl．i．k9両手で 口 を押さえ るよ うに し て両手 を動

か す。そ の 後、廴 △一 して 胆

∠彑で両 手 を動か す。次い で H 美は J 子の 身体をおい も

に見 立 て て、」 子の pmgfigmasft べ る真似 をする

と、1 子 も 同 じよ うに動 く。v a 。そ

の 後、 1の 　　の 　　
“ 2　 の 　　と　 詣

一
　 た

＊ 模倣対象児と模倣 した子 ども同士 が動きをなぞられ

　て相 互 に や り
i

と りを 楽 しん t’い る。動 きの や り と りを

　もとに した遊び に発展 した よ うだっ た。

＜ 事例 5 ＞ 「そ した らそ した ら亅　（事例 2 に 同じ）

　絵本をひ ろげて 「こ れ は、な あに ？　 す っ て ん き りん

だね 1 とい う保 育者の 声 と鈴の 音 とと もに、子 どもた ち

は、き りん に な っ て 各 々 ひ っ く りか える。J 子 は、少 し

　　の 　　　百 い tS 、背中を床 に つ けて 足 をそ っ と

垂直にあげて転ぶ e すく横 で C 男が足を曲げて、ごろん

と横向きに転が りなが ら移動す る と、それを見た D 男が

後を追 うよ うに 同 じよ うに 転 が るsJ 子は伸ば した足 を

曲げて
一
　 よ

一
こ2　　 百 じ　 　をす る。その 次に、保

育者が 「も う
」

度、す っ てん き りん ！」 と言 うと、J 子

は、ま
“
　 こ　

Z が
一’u

っ た 　　をW W
．K 、・　　 百

’
こ　t　 、±SN ；行 う。

＊ 他児の 動きを観察 して 模倣 し て 動 く こ とに よっ て、

　 自らの 身体感覚を 明確に し、気 持ち を呼 び起 こ し自分

　 の イ メ
ージ をはっ き りさせ て レ｝くプ ロ セス と して 読み

　 取れ る 。

＜ 瑚 列16＞ 　1998，12．9 「紙1F 幼稚園年長組

　顔 だ けを 上 げて うつ ぶせ に寝なが ら、周 囲 を なが め て

い た K 子 は、保育者 の 「風が 吹いて きた ら紙っ て どうな

る ？」 とい う言葉が けを聞くと起きあが り、両手を広 げ

て 立 っ た 。 保 育者が動 きを誘 うよ うに ピ ア ノを弾 く
’
と、

円を描くよ うに両手を広 げて 走 り出 した。その 前で L 子

が 両腕を鳥 の よ うに ゆ っ く り羽ばた か せ る よ うた走っ て

い るの を 見 て、L 土とlll．S．EEswtwQS ．6も並行 し で

Qits．！2．JE　　同 じよ うに両腕を動かす。しか しそ の 後、
広 ｝ い た 　 左 「s互 こ上 　せ て，め こ しt が

越 。
ピ ア ノの 音が 終わ る と、ほ とん どの 子 ど もは う

つ ぶ せ に なっ て 床 に寝た が、K 子 は jt王Ptt 　izgei−xti
　 　立 て て し　が 　 　

’
　 ttf‘　 　 し　 い た。

＊ 模倣 に よ っ て 自分 の 表 現に は なか っ た動 き方 に気づ

　き、新た なア イデ ィ ア やイ メ
ージが 生まれて い る。積

　極 的 な情報 の 取 り込 み と捉 え られ るが 、そ の た めに は

　自分 自身 の 動 き を行 っ て い る こ とが前 提 とな る。

5．模倣のパ ターン

　幼児 が身 体表 現の 場面 で 模倣 をす るパ タr ン が 以下の

よ うに分類 され た。　　　　　　　　　　　　　　　 し
1）動きは じめの き っ か けftタイ ミ ン グ を求 め る場合

　 （事二｛列 1　事i列 2 − a ）

2 ）動 きをなぞ らえた り、や りと り して楽 しむ 場 合

　 （事 例 3　事例 4）

3 ）自分の 動きやイ メ
ージ を意識する 場合 （事例 5）

4 ）自分 にない イ メ
ージや動きの ア イデ ィ ア を取 り込 む

　　駘 　（事f歹iJ　2 − b　事伊」6 ）

　 こ の 4 っ の パ ター
ン は、1） か ら 4）へと高 度な段 階

とみ なす よ りも、独 自な表現 へ の 誘い の た め の 援助方法

に 異な りは必 要で あ るが、い ずれ の 段階 もまず は創造 へ

の 第
一
歩 とな るこ とを 認 め る視県が 必要 で あろ う。

　次の 課題は以 下 の ようで ある。模倣対象児 と模倣 し

た 子 の 関係 は、必 ず しも 日常の 友人 関係 に依存 して い な

い とい うこ とを担任保育者が指摘 し た事例が多 くあ っ た。

た へ ん 興味深 い。こ の よ うな子 ど もの 関係性 の 観 点が今

回 の 分析 におい て 不足 して い る。ま た、幼児 が他 者の 動

きを模倣 す る能力、特に動き を正確 になぞ る力 とい うも

の の 個人差が、これ らの パ ター
ン の 出現 と関係があるの

か とい う問題も浮き上 が っ た。
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