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は じめに

社会 性 の 発 達に偏 りや遅れる が 見 られ る子 どもの 中

には、友達と うま く遊べ ない 、集団に な じめない など、

日常生活 に闘題を持つ 子 どもが含まれ て い る。こ うい

っ た社会性の 問題は、こ とばの 発達や運動発達とは異

な り保護者や保育者が 気付きに くい こ ともあ り、発 見

が遅れ る こ とも少なくない 。 また、目立 っ た発達の遅

れがない ため、やる気が ない 、わ ざと困 らせ て い るな

どと誤解されるこ ともある。

心 の 理 論に 見 られ る社会 性 の 能 力は、4歳 前後 に子

どもが 獲得す るもの で あ る。こ れ は相手 の 立 場 に立っ

て論理的に 状況を判断する能力や 子 どもが集団の
一

員

と して必 要不可 欠な能力で ある。この 能力が年齢相応

に発達しない 場合、子 どもは集団生活の 中で トラブル

を起こ しやすい 傾向が ある。

　 こ の社会性の能 力 の 発達 を早期 に確 認す るた め に、

白百 合女子 大 学発 達臨床セ ン ターで は、「10M 心 の

理 論課題検査亅を 開発 した （森永他 2003）。こ の テ ス

トは保育者な ど子 ども と接す るこ との 多い 職種の 人が

実施できる よ うになっ て い る。所要時間は 10 分前後

で 、子 どもに負担を かけず に行うこ とがで きる。内容

も人形やお もちゃの 家が用 い られ、楽 しみ なが ら子 ど

もの 社会 性の 発達が確認で きる 。

　沼津市で は、保育者に対 して心 の 理論 な どの 幼児 の

社会性の 発達に闃す る研 修 を実施 し、社会 性の 発達に

対する理 解度を深 め る と ともに、検査方法の 指導も行

っ て きた。また問題が見られる事例に 関 して は担当の

保育士 とケ
ー

ス カ ン フ ァ レ ン ス を重ねて きた。

で 問題に なる子 ど もの タイ プ と、 現場 が 求め る コ ンサ

ルテー
シ ョ ン につ い て報告するe

τ硼 心の理論課題検査

　心の 理論は P爬 mack ＆ VbOodnt（1978）による、チ

ン パ ン ジー
は心の 理論をもっ て い るか とい う実験か ら

始ま っ た もの で あ る 。 霊 長類 が 生得 的 に もっ てい る と

考 え られて い た 心 の 理 論 は 、tw ◎rトCohen，　 Lestie、＆
Fthh （tg85）に よ り 自閉症の 中核的障害が 心 の 理論 の

障害で ある とい う説に 発 展 し、自閉症研 究 に 大きな影

響を与えた。その 後、Pemer ＆ Wimmer （1983）は、

子どもが他者の 表象 を理解して い るか を明 らかにする

た め に 誤信念の 課 題 を考案 し た （マ キ シ 課題）。

Baron・COhen ら（198S は
“
サ リ

ーとア ン
”

の 課題を

作 り、自閉症児の 心の 理 論課題の 通過率が低 い こ とを

明 らか に した。一
般的に心 の 理 論は 4 歳前 後を境に発

達する こ とが指摘されて い る （VLfiellman　et　at　 2002）。

　 「TOM 心 の理 論課 題検査」 は社会的認知の 発達を

測定す る 臨床的尺 度 と して 心 の 理 論課 題（誤信念課

題｝
・
表情の 理解

・語 彙課題 を組 み 合 わせ た 尺 度で あ

る （柿沼他 1999　・紺野他 2000な ど）。
これ は、

3歳

か ら8歳の 社会 的認知の発 達を知 るた めの ス ク リーニ

ン グテ ス トで、
’
人 （他 者） の 意図 ・思 考な どの 「心

（mind ＞亅 の 動きを どの ように理解 してい るか を、発

達的に 見るもの で ある。こ の 検査 は、保育・教育現場

で ス ク リーニ ン グと して用 い られ る よ うに作成され て

お り、社会 性の 発達が年 齢相応 で あ るか、再 検査が必

要で あるか、発達相談を受診すべ きか とい っ た ことが、

結果か ら導きだ される よ うに なっ て い る。

　こ の よ うな保育士 を対 象 と した研 修 は、心 の 理論の

発 達の 遅れ に よる二 次的な 問題 の 軽減 に必要 不 可欠 で

あ る e また、近 年小 学校で 問題 に なっ てい る LD （学

習障害）や広汎性 発達障害などの 発達障害児もこ の 検

査 を用い るこ とで 早期に発 見す る こ とが可能になる。

そ こ で、今回 は 「TOM 心 の 理論課題検査t を用い た

保育士対象の研修を通 して 明らかになっ た、保育現場

目的

　保育現揚で 保育者が何かお か しい と感 じなが らも子

どもの 抱え る問題 を的確 に把握で き ない 事例の 中には、

社会 陸の 発達に 問題 を抱えた 子 ど もが含まれ てい る。

今回はそ うい っ た 子 ど もの 早期発 見 とそ の 後の 日常生

一 814 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

活 にお ける対応方法の あり方に つ いて 、検討す る。 ．

方法

対象 ：沼津市立保育所所属の 保育士

期間 ；平成 12 年度 よ り15 年度。計 ユ 1回 （幹部対

象の 全 日講習会 2 回を含む）

手続き ：心の 理論に関する講義、課題 の 説明 、 結果の

解釈、ケ
ー

ス カ ン フ ァ レ ンス 。全 日講 習 では実施 方法、

記録の ま とめに 関する指導も賊

ケース カン フ ァ レ ン ス で は集団に な じめな い 子 どもの

結果 と 日常の 様子 を 参考 に、根底 に あ る 問題 につ い て

，瀲 また保育現揚にお ける対応方法 につ い て指導。

結果と考察

保 育者は 日常の保育の 中で 、ある子 どもにつ い て 何

かお か しい と感 じなが らも、言語や運動発達が年齢相

応 で あるた めに、子 どもの 抱 え る社会性 の発達の問題

を的確 に把握で きて い ない 場合が 見 られ た 。 また、遅

れは認識 しつ つ も子 ど もへ の 接 し方、 親へ の ア ドバ イ

ス の 方法に迷い を感 じて い る事例もしば しば見られた 。

　　　　　　　　t

　研修を通 し て、保育者が保育 所 の 中 で気 づ い てい る

気 にな る子 どもにつ い て の 盾報や π）M 心 の 理論 課題

検査 に よる評価の 結果につ い て、検討を行っ たところ

保育者が 聞題 があ る と感 じる子 どもは 1 ）全体の 発達

が ゆっ く りの タイ プ、2）発 達にア ン バ ラン ス の ある

タイ プ 、 3）発達には問題 はない が情緒の 問題の ある

タイ プに分け．られ た。

　 タイ プ 1 ＞に は 、軽度 の 遅れ の 子 どもが含 まれ て い

た。こ とばの 瑾解や運動能 力 な ど全体的に発 逵が遅め

の た め、保育士 は さほ ど子 ど もへ の 対 応 に とま どい を

感 じて い ない ようだ っ た。た だ し中には、お とな しい

た め、全 体的な遅れ に気が つ か ない 場合も あっ た 。 こ

の タイプの 子 どもには精神年齢及び社会性の発達年齢

に応 じた対応が求やられる。

　
一

方、タイプ 2）の 揚合、発話も見 られ、運動に も

目立 っ た問題が ない た め、意図的 に トラブル を起 こ し

て い る と誤解され る こ とが あ る。この タイ プの 子 ど も

の 発話は、実際には しば しば
一

方的で 状況 そ ぐわない

が、語 彙が豊富なため周囲がそれに気づかない こ とも

ある。こ の タ イプ の 子 どもに対 しては、一
対
一

の 対話

をす る時間を持つ ように し、一
方通行で はない 会話が

成立する よう心がける こ とが大切 で ある。また 日常生

活 にお い て も、実年齢よ り社会性 の発 達がやや送れて

い る ことを考慮 した対応が必 要 である。

　 タイ プ 3）の 場合は、全体的な発 達 も社会性の 発 達

も年齢相応で ある に もか か わ らず集 団行動が とれない

場合で あ り、家庭で の 問題 などが トラブル の 原因 とな

っ てい る こ とが ある。状況 の 理 解は で きてい るの で、

どんなこ とをすれば保育士が困るか もわか っ た上で、

わ ざと問題を起 こ す場合もある。こ の タ イプ の 子 ども

に は、環境要 因 も含め、子 どもの抱えて い る問題を理

解 し、対応するこ とが必要で あろう。　　 ．

　検査 結果やケ r ス カ ン フ ァ レ ンス で 問題 が ある こ と

が分 か っ た後、次 に 保 育者 が 求 め るの は 目常生活 で め

具体的な対 応方法で ある。 基本的には子 ど もの 社会性

の 発達相当年齢を理解し、そ れにあわせ た対応が求め

られ る。実年齢が 6歳で あっ て も社会性の 発達が 4 歳

レベ ル で あれば、ル
ー

ル の 説明、一
緒に読む本などは

4歳児 レベ ル で対応する必 要が ある。また、社会性の

発達を促すた めには、二方通行op会話を心が けるこ と、

知識の 羅列 で はなく、人の 心 や気持ちに関す る話題を

取 り上 げる こ と、また さま ざまな慮情を共感、共 有す

る こ となどが あげられ る．

まとめ

　社会性の 発達は、こ とばの発達、運動発達など と比

ぺ て一
見分か りに くい た め、保 育者 自身が社会性 の発

達 の 遅 れ を持 つ と思 われ る子 ども へ の 接 し方に とま ど

い を感 じてい る こ とが多い。保育者が 明確な判断基準

を持っ ことで、よ り有効な保育が可能になる と同時に、

保護者へ の ア ドバ イス もよ り的確なもの になるだろう。

そ して 「TOM 心の 理論課題 亅 は、社会陸の 発達の
一

基準として有用で ある と考える。

　保育者に とっ て は子 どもの 発達の レ ベ ル を把握す る

こ とは、子 どもの ニ
ーズ に あっ た 的確な保 育を行 うた

め に必 要 で ある。今後 は心 の 理 論 に見 られ る社会的認

知の 発 達に関す る講習を重ねる と同時に、保育士の ニ

ーズ に あっ た コ ン サル テ
ー

シ ョ ン の あ り方 につ い て 検

討を行うこ とが求め られ る。
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