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思 考 を 促 す 応 答 的 保 育
一 『受 容 』 に よ る 対 応 の 検 証

一

　 ○竹内 里絵 　　 　　 大黒 美保 子

（光沢寺 中井幼稚 園）　　（大 和保育所）

飯 田恵津子

（青葉保 育園）

　 宮原 和子 　　　 　 宮原 英種

（第一福祉 大学 〉　　（第
一

福 祉大 学 ）

　応答的保 育を構成 す る 三 つ の 重要 な概 念 『発 閤』 『過 程』

『受 容』の な かの 『受容』は、子 どもの 「自発性 1 を刺激

し．、「意欲 J や 「や る気 」 を引 き出 し、「思考を促 す もの j

で ある と考えられ る。こ の 『受容』に は、【くり返 し】【確　　　　 ’
認 】 【感情移 入 】 【肯 定 1な どの 下 位 項 目が含 ま れ て い る 。
　本 研 究 は 、保 育者に よ る こ れ らの 『受 容』に よ る応 答が

子 どもの 自発的 な思 考 を促 す とい う仮説 を検証 する こ とを

目的 と した もの で あ る。
方法 ；保育場面 にお け る子 ど も （6 歳 6 か 月女児、5 歳 6

か月女 児、6 歳 7 か 月男児、5 歳 5 か 月女児．5 歳 10 か

月女児、5歳 10 か 月女児 ）6 名 と保育者 との それぞれ の 対

話 を記 録．分析 した。
結 果 と考察 ：

　表 1 は、劇 の 中で 歌 う歌の 歌詞 を保育者 と キ リン 役に な

る子 ど もたち とで 考え合 っ て い る場 面 であ る。
　 　 　 表 【　 【くり返 し1 の 対応 に よ 6 自発的な 思考の 事例

表 圧　 ［感情移入｝ 【確 MI の対 応 に よる 自発的な 思讐の 事例

保育者 S 子 （5 歳 6か 月〉

保 育者 Y 子 （6歳 6か 月）

キ リン が 帰る 時の 歌、どん な

言葉 に した らい い と思 う？ → え
一とね 、あっ コ ケ ッ トを探 し

　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 に行 くか ら．♪ ロ ケ ッ トを探 し

　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 まし ょ う♪ に Lた らい い ん

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じゃ ない ？

あ あそ うだ ね 【肯定】、ロケ ッ　！

トを深 しに 行 くん だ もんね 1確認 1

♪ ロ ケ ッ トを探 しま しょ う♪

がい い ね 【同意1・ど う？
＼

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い い ね一。
　 　 　 　 　 　 　 　 　　 1
そ れか らど うする ？

　　　　　　　　　　 ＼
　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 う

一ん

キ リン っ て どん な風に ロ ケ ッ
〆

トを探 す と思 う？　　　　 → あっキ リン って さ、背が 高くて

　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 首が長 い で し ょ （：拡大 〉）

何か 見え る よ。よ一くみて

　　　　　　　　　 ＼ 　あっ トン ネル が見えた

私 、小 山 と木 が 見 えた よ 〆

　　　　　　　　　 丶 　（他 児）せ ん ちゃ ん もみ た い

ね え、す ごい ねN しず くっ て 1
お も しろ い ね。　　 　　 う 　先生、こ こ に も しず くが

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ っ た

杢遡 ム Lこ こ に も 〆

しずくがあ っ た ね 1く り返 し】

　　　　　　　　　 ＼ 　きれ い 、ぴか ぴか ひ か っ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 て る

きれ い ね ．何 色に 見え る ？ 〆

　　　　　　　　　 ＼ 　う
一

ん、白

白 に見 えた 【確認 】、　　ー

きれ い だ ね 　　 　　 　 う 　あ っ ち も探 して み る。
　保 育者の 「何か 見 える よ亅 と対応 した こ と で 「トン ネル

がみ えた1 と発話 し 、そ の 後注意深 く観 察す る 姿が 見 られ

た。さ らに 、興 味が 広 が り 「先生 こ こに もしず くが あ っ た」

と発 見の 喜 び を伝 え た と こ ろ 、保 育者 が 「本 当 だ、こ こ に

もしず くが あ っ たね j と＿【盥 込］Lで 『受容 』 した。ま

た 、そ の 後保 育者 の 「何色 に 見 え る ？ 」の 質問 に 「う
一ん 白」

と答 え た こ とを保 育者が 「白に 見 えた 」 と　確 認 　で 『受

容』し た 。こ の よ うな 『受容』に よ る対 応が 、子 ど もの 「あ

っ ち も探 してみ るj とい う知的 好 奇心 を刺激 され、自発的

思 考 を促 す こ と に つ なが る と 考え られ る 。

　表 m は 、保育者 と子 どもが冬 眠 し て い るク ワ ガ タ の 幼 虫

の 土 を入 れ 替える作業の あとには じま る 対話 で あ る 。
　 　 表 皿 　 【肯定 1の 対 応 によ る 自発的な思 考の 例

保 育者 S 男　（6 歳 7 か 月）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ∠

うん 、背が首 が長 くて 高い ね

一1くり返 し！　　　　　 → だか らこ うや っ て 惜 を伸ばす笛好

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 をして）首 を 二 うや っ た りし なが

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ら探す ん じゃ な い ？

　保育 者が ．Y 子 の 意 見 を 【肯定 】、　 【確認 1 ．　 【同意 】

で 『受容』 し 、そ の 後 「キ リン っ て どんな風 に ロ ケ ソ トを

探 すと思 う？1 と 1示 唆】を与 え た 。こ の 【示唆1 に よ る対

応で 、Y 子 は思 考 を 《 拡 大 》 させ キ リン の 特徴 に つ い て 考

え発話 した 。保 育者はす ぐに そ の 発話 を 【くり返 し】で 『受

容』し た が、Y 子 は 自分 の 考 えが受 け入れ られた こ とで 思

考す る こ とに 「自発 性亅 を発 揮 し、さらに キ リン の 体型か

ら考え られ る 動 作 に つ い て 「だ か ら こ うや っ て 首 を こ うや

っ た りしな が ら探すん じゃ ない ？」 と自 ら考 えた こ とを述

べ た 事 例で あ る。
　表 ］ は 、雨の 日 あまだ れ を指先 につ けて しず くを作 ろ う

と保 育 者が 誘 っ た 場 面で の 対 話 で あ る 。

ク ワガ タ虫は 冬の 寒い ときは 幼虫

で 過 ご してい るけ ど．他 の 虫 は

ど うし て 過ご して い る と思 う？

　　　　　　　　　　 ＼
あ っ わ か っ た ．冬眠

　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 冬眠 して る

あ あ 、そ うか も し れない ね ［肯定1 〆

　　　　　　　　　　 ＼
図 eeで 見て い 、・？

そ うね 【肯定】。図鑑 に書い て
∠

あ る か も レれ ない ね 【確詔 1 。→ て ん とう虫は 葉 っ ぱの 下 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．い る って。
　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ ら先生 1 ダン ゴ 虫 も。

　保 育者が 「他の 虫は どうして過 ご してい る と思 う？」 と

質問 し．た と こ ろ、子 どもは 「冬 眠 して る 」 と答 えた。そ れ

を保 育者が 「そ うか もしれない ね」 と　 肯定】で 『受容』

し た こ とで 、子 どもは 自発 的 に 「図 鑑 で 見 て い い ？亅 と質

問 し行動を移そ うと した。保 育者 は 、すぐに 「そ うね、図

鑑 に書い て あ るか も しれ ない ね 亅 と 【肯 定 】、【確 認 】で対
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応 した。こ の よ うな保育者の 『受容』に よる対応が、S 男

が 自ら図鑑 を め く り 「て ん と う虫 は 葉 っ ぱの 下 に い る 」「ダ

ン ゴ虫 もt と発見の 喜 び を保 育者 に告げた り、他 の 虫も調

べ よ う とす る 意欲的な行 動 や 思考 を促 す こ とに つ なが っ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゆ
表 】V は 、保育者 と 子 どもが なぞ なぞ遊 び を しなが ら対話

して い る場 面 である。
　 　　表 W 　 【賞賛1 の 対応に よる 自発 的な思 考 の事 倒

保 育者 A 子 （5 歳 5 か 月〉

お っ か い に行 くときは い っぱい

だ っ た の に 帰りは か らっ ぽ

あ っ ち ょっと難 しい ね こ れ

なん だ ろ う？ ÷ 　 わ か っ た。お金入 れて てそ の 次

　　．にや っ た らお金が
’
らよ っ とな

　 　 くな る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ∠
あ
一

うん うん

あ
一そ っ か そ っ か じや あ

お 金 を入 れ るの は何 だ ろ う

お さい ふ 。ち ょ っ とみ て

＼

〆

み よ うか ？ 二 たえ さ ・い ・ふ

あた り。す ごい A ちゃ ん よく

お さ い ふ くく拡大 》

　　　　　　　　噛

わ か った ね一【貧貰】。先生

難 しい な
一

と思 ったんだ け ど

お つ か い に行くときは い っ ぱい

入 って る の に 帰 りは か ら っ ぽ

ぜ ん ぶ使 っ ちゃ うん だ 　 　
’ラ うん

．
あ の ね

　　 ー
うん

　　＼
お金とおかずをね 買 っ た とき

　 　 　 にね 、お金 が な くな るか らち ょ

．

　　 　 っ とお か ずが入 っ て い る か ら

　　 　 ち ょ っ と減るの よ。

　保 育者が 「お 使い に 行 く と きは い っ ぱ い 、帰 りは か らっ

ぽ 」 となぞ なぞ を 出 した ときに は 、A 子 は す ぐに 答え を出 　
J

さず 「わ か っ た お 金入 れ て て そ の 次に や っ た らお 金が ち

ょ っ とな くな る」 とその 想像 す る状捉 を こ とばに置き換え

て い る。．そ こ で 保 育者は 「じゃ あお金 を い れ る の は なん だ

ろ う亅 とA 子 が 自ら考えな ければならない ように ヒ ン トを

与 え る 【示 唆 】で 対応 し た。その 対応 に よ っ て A 子 は 思考

を 《拡 大》 させ 「お さい ふ 」 と答 えた v 保 育者 は答 え を確

認 した後 「す ごい A ち ゃ ん　よ くわ か っ た ね 一
） と 【賞賛

で 『受 容』 した 。この 【賞賛 1 に よる対 応 で A 子 は．さら

に 思考を 拡大 させ

．
「お 金が減る め は お か ず を買 うか ら」 と

い う因果 関係 にっ い て 思 考し た こ とを発話 した事例 で あ る。

　表 V は、保 育者が 『受容』をし ない 対 応を した場 合の 事

例で ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

　 　　 　表 V 　M 美と保 育者 の 小鳥 にっ い て の対話

保育者 M 美 （5 歳 IO か 月）

　　 　　 　　 　　 　 　　 　小 鳥さん 　皮だ け出して

　　 　　 　　 　　 　 　　 　 エ サ を食ぺる よ

本 当だね 、な ん でだ ろ う

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 堅 い か ら じゃ な い ？

　　 　　 　　 　　 　 　　∠
堅か った らどうして 食べ ない

の だ ろ うね ？　　　　　
う

　さあ 　わ か らん

鶏 餅 る の 敲 は ど う． ！
食 べ ない の か な ？　　　

う
　ん

一わ か らん
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　カ ナ リア の 世話 を し た後 の 琳美 と保 育者 の 対 話 で あ る。
M 美 が 「小 鳥 さん皮だけ だ して エ サ を食べ る よ 」 と 保 育者

に 話 しか けて きた こ とを 「本 当 だね 亅 と 【同意 】で 『受 容』

し、す ぐに 「な ん でだ ろ う ？亅 と発 問 して い る。M 美 は 「堅

い か ら じゃ ない ？」 発話 し た が、そ の 後保育者は 『受容』

をせ ずに 【発 問 】だ け で対応 した 。「堅 か っ た ら どう して食

べ ないの だ ろ うね ？」
「実 は食べ るの に皮は ど うして 食 べ な

い の か な ？1 の 【発 問】の み の 対 応に 、M 美は 自ら考え よ う

とせ ずに 「さあ わ か らん」「ん
一

わか らん」 と考 える 意欲 の

ない 行動 を示 した。’

表 VIは、保 育者 が様 々 な 『受 容』で 対応 した 事例 で あ る。
　 　表VI　 『受 容』 の 対 応 によ る自発的 な思 考 の 事例

保育者 A 子 （5 歳 10 か 月）

鹿は どうやっ て森や 草む らに

住んで い るん だ ろ うね 　 　 → 　え一草 とか 葉 っ ばが い っ

　　 　　 　　 　　 　 　　 　　ぱい あ るか らよ

そ うか 情 定 庫
．
とか葉 。 ばが

ー

い っ ぱい ある か ら ［く り返 し 】。
じや あ ど うして 草や葉 っ ぱ が

い っ ぱい ある とい い の ？　
一
〉 　

幽
う
一

ん 、あ の ね 、鹿は 草 と

　　　　　　　　　　　　　か案つ ばを食 べ るの よ。

　　　　　　　　　　　　　だ か ら草が い つ1まい あ る

　　 　　 　　 　　 　 　　 　　と こ ろに 庄ん だ
．
ら食べ る

　　 　　 　　 　　 　 　　 　　物がい っぱい あ るで し よD
そ うか鹿 は草 を食 べ るんだ

1同意1、だ か ら草や葉 っ ぱが　　　 　　　　
．・

い っ ぱい あ る森にす ん でる ん

だね 【確 認 】．　　　　　　 ．→ うん．そ う。そ うだ ！A 子 も

　　 　　 　　 　　 　 　　 　　い っぱい 草 とか 木 を作ろ う［

　A 子 が 動物園の
．
「鹿を作 りた い 」

．
と製 作 をは じめ た場面

で 対話 が は じ ま る．保育者 が、「鹿 は ど うや っ て 森や 草む ら

に住 ん で るん だ ろ うね ？1 と尋ね る と
．
「草や葉 っ ぱが い っ

ぽい ある か ら」とA 子 が答 えた 。そ の 発話をす ぐに 「そ うか 、
草 とか 葉 っ ぱが い っ ぱい あ るか らか 1 と 【肯 定 】、【く り返

し1 で 『受容』し、さらに 「じゃ あ ど うして草や葉 っ ぱが

い っ ぱ い ある とい い の ？」と発 問・L’た とこ
’
ろ、「う

一
ん あの

ね、草 が い っぱ い あ る と こ ろに 住ん だ ら食 べ
る もの がい っ

ぱ い あ る で し ょ 」と 自ら考え だ こ と を述べ た 。さ らに その 発

話 を 「そ うか 、鹿 は草 を食 べ るん だ。」 と 【同意 】、【確 認 】

で 『受容』 し た とこ ろ．A 子 は 「そ うだ lA 子 もい っ ぱい 草

とか 木を作ろ う亅 と自ら思考 し、意欲的に 製作 しよ うとす

る 姿が 見 られ た 。

全体的考 察 ：

　以 上の よ うに、子 ど もは 自分の 発 話や 行動 が 『受容 』 さ

れ る と 、満足 し 、も う
一度それ をや っ て み よ うとい う気持

ち に な り、それ が 「自 ら思 考す る 」　「自 ら学 ぷ」 とい う子

どもの 自発的 な心 を育て る こ とへとつ な が っ て い くの で あ

る。逆に 『受容』 され なけれ ば、満 足す る こ とが で きず、
「自ら考える 」 「自ら学ぶ」こ とをピなくなるこ とがわ か っ

た。っ ま り、【くり返 し】 【確認 】な どに よ っ て 保 育者 が
一

つ
一

つ 丁寧に 『受容 』す る と 子 ど もの 欲求 は 充足 され それ

に よ っ て 子 どもはま た次 の 発 話 をす る こ との 動 機 づ け を獲

得 して い くの で あ る。こ の よ うに応答 的保 育 の 『受容』に

よ る 対応 は 、子 ど もの 「自発 性」や 「意欲」と と もに 「自 ら思

考す る」 「自ら学ぶ 1 心 を促 す もの である とい える。
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