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　本研究報告は、昨年度本学会で 報告 した 、

共同研 究 「文化 と して の 涙 （1 ）・（2 ）」 の
一

環 とし て 行なわれるもの で あ る。 本年度の 報

告は 、主題で あ る 「文化 と して の 涙」 それ 自

体に直結す る もの とい うよ りも、それに っ な

が る研究 として組織化 されて い る。当 日は 、

映像を フ ロ ア と共有しつ つ
、 保 育園児の 〈泣

き 〉 をめ ぐる参与者間の相互 交渉手続き に つ

い て 、複数 の 観点か ら報告する予定である。

1 ．子 ども の 〈 泣き 〉 を起点 とした相互交渉

　 の 展開　一 「子 ども］ とい う相互行為者

　 の 解釈実践に着目して
一

1 ．は じめに

　子 どもは不完全な （未成熟な、理性の ない 、

能力の ない 、非社会的な、非文化的な）存在

で あ る。 そ の
一方で、大人 は完全な （成熟 し

た、理性の ある、能力の あ る 、社会的な、文

化的な）存在 で ある 。
こ の よ うな子 ども と大

人 の 関係 性 の 説 明は、現代 の 社会にお い て 自

明 とさえい える もの とな っ て い る。 し か し、

こ うした人び との 関係性の 説明 は、絶対 的で

普遍的なもの で はなく、ある時代の 要請に よ

り変動する歴史的、文化的な もの で ある こ と

が 、 大人 と子 どもの 関係 の 歴史を辿る こ れ ま

で の 数多くの 研究 の なか で明 らか に されて き

た （例えば、Ari6s訳書　 1980）。

　本 田和 子 （2004）もま た 、大人 と子 ども の

関係性 の 歴 史 に着 目し、現代 、「子 ど もの 変

化」 と し て うたわれ るさまざまな 「子 ども問

題 」 が 、彼 らだけ の 変化を意味せ ず、「子 ども

一
大人関係 の変化」 の 問題で あ る こ とを指摘

する の であ っ た 。 彼女 の こ うした 「子 ども
一

大人関係」 へ の ま な ざしは、自身 の 初期 の 研

究 『異文化 と して の 子 ども』 （本 田　 1982）

の なか に、すでに確立 され て い た 。 本田は 、

「小」 の 世界 （子 どもの 世界）が、単に 「大

きな」 世界 （大人の 世界）の
一

部で も、そ の

前身で もな く、「大きな」世界 とは別 の 、遥か

遠 くに位置するひ とつ の 「異文化」 であると

い う考え の もとに 、子 ども独 自の 安定 し た文

化世界を読み解 く試み を行な っ たの である。

本 田 は 、 そ うした 「子 ども独 自の 文化1 を読

み解 くこ とに より、歴史的に囲 い 込 まれた 「子

どもと大人の 関係」 に で はな く、新たな 「子

どもと大人 の 関係」 の 可能性に光 を当て よ う

と し て い た もの と考え られ る。

　 「子 ども独 自の 文化」 を読み解 く試み とし

て彼女の 提唱した 「文化人類学的手法」 は、

規範的な 「子 ども一大人関係」、すな わち （本

文冒頭で挙 げた よ うな）子 どもと大人 の あ い

だ に引かれ た強固な壌界線の 色 を積極的に 塗

り替え 、ある い は そ の 位置 づ けを戦略的に 変

えて い く試み に多大な貢献 して きた とい え よ

う。 しか し、本報告 （1 ）の 関心 は、そ もそ

も子 ども と大人 の あ い だ にあ る とされ るそ う

した強固な境界線がだれの 手に よっ て 、 そ し

て それは どの よ うに して 、引かれ るこ とにな

る の かを、実際 の 日常生活場面に則 して描き

出す こ とにある 。
こ れ は、言 い 換 えるならば、

子 どもと大人の 違い の説 明を研究者の 知見か

らで はな く、生活 世界 を営 む人び とに よっ て

実際に行 なわれ て い る、子 ども と大人の違い

の 解釈実践か ら読み解 こ うとす る試みで ある

とい える （Mackay　1974 ；Speier　1976）。

そ し て その
一

部は 、子 ど もと大人 の や りとり

の なかで生 じて い る 、 手続き構造 の 「非対称
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性」 とし て観察 されるこ とにな るもの と思わ

れる。

　こ うした関心 は、子 どもの 〈 泣き 〉 の 現象

に 関する常識的 な理解を反省 的に とらえ直す

新たな視角を提示する契機 となる 。 こ こ で言

う、子 どもの く 泣 き 〉 の 常識的な理解 とは、

すなわち、「コ ミュ ニ ケーシ ョ ン 能力 の な い

（あ る い は未発達な）子 どもは、言語 の 代わ

りに 、〈泣き〉 を用い て 意思伝達を行な っ て

い る」 とい う理 解の こ とである。し か し、本

報告 （1）が問題 と考える の は 、こ の よ うな

理解が 、分析 を始め る 以前か ら、人び との 現

実を 「子 ども」 と 「大人 」 を隔て るよ うな説

明図式に回収 して しま う点に ある 。 こ の とき

見過 ご され て い るの は、す べ て の 相互行為が

人び と （子 どもや大人）の 「解釈能力 」 に基

づ くもの で ある とい う事実で ある。「子 ども

は能力の ない （未発達 な）存在で ある 」 とい

う理解は 、子 どもが大人や他の 子 ども と共 に

現実を構成す る相互行為者で あ ると い う視点

を無視ある い は偏向させ る こ とに なるか もし

れ ない の である。

　以 上の こ とをふ まえ て 、本報告 （1）では 、

本田和子の 「子 どもの 異文化視」 とは異なっ

た視座 か ら、「子 どもの独 自性」 「子 どもと大

人の 関係」 に注 目し 、 子 どもの く泣 き 〉 の 現

象に関す る新た な理 解の 可能性 を検証す る こ

とを課題 と した い 。

2 ．調査 方法

　昨年度の 本共同研究「文化 として の 涙 （2 ）」

に おい て は、言語獲得以前 の 子 どもの 〈 泣き

〉 の 「記述」 が
、 日常的な社会の 営み の なか

で明 らか に されて い くもの で ある こ と、そ し

て また、そ うした社会 の 営み の構築に、大入

だ けでは なく、子 ども自身 も積極的にかか わ

っ て い る こ とが報告 され た。

　従来、多 くの研究に お い て 、子 どもの く 泣

き〉 とい う現象は 、
か れ らの 「内的状態」 や

「外的要因」 に よ っ て 理 由 づ け られ た り説明

され た り してきた。確か に、それ らの 理 由 づ

けや説明は 、子 どもの く 泣き 〉 とい う現象を

「うま く」 表現する もの で あ っ た の か もしれ

ない
。 しか し、昨年度の 本共 同研究の成果を

見た とき、それ ら従来か らの説明の あり方は、

「内的状態」 ある い は 「外的要因 」 とい う考

えを柱 とした研 究者の想定の枠組み か らで し

か 子 どもの 〈泣き〉 の 現象を とらえる こ とが

で きない 不満の 残 る もの とな っ た。 「文化 と

して の 涙」 に関す る本共 同研 究の 目的の ひ と

つ は 、人 び とが 自ら 「子 どもの 〈 泣き 〉 の 現

象」 の意味世界を生成する よ うなある枠組み

をもっ てそ の や りと りに参与 して い る こ とに

着 目し、また そ うした かれ らの 実践 の
一片を

描き出す こ とにあ ると い え る。つ ま り、子 ど

もの く泣 き〉 の 現象 を研究者 の想定の枠組み

に閉 ざすこ とな く分析の 俎 上 に の せ る方法 と

して 、 昨年度 の 本共 同研究が とっ た手段が 、

人び との 相互 行為の 構造に注 目する こ とで あ

っ た わ けで ある。

　本報告 （1）もまた、昨年度に引き続き 、

子 どもの く泣 き〉 の現象が 、大人と子 ども の

や りと り （人 び とに よる理 由づけや説明）の

なか で 、そ して そ れ らを通 じて 、組 織化 され

て い る こ とに注 目 して い く。具体的な事例 と

して は、子 どもの く 泣き〉 を起点 とし た とき

観察可能 となる トラブ ル が 、あ る手続き の も

と に収束 され る次第を、子 どもたちの や りと

りを記録 した映像 データを中心 に して 取 り上

げて い くこ とに した い
。

3 ．分析 と考察

（1 ）交渉開始の 標識 となる 〈涙 〉

　保育園に お い て 、ある子 どもが 〈 泣き〉 始

め る と、多 くの 場合、その 子 どもと保育士 、

ある い は他の 子 ど もた ちな ど の あ い だで 、

「何があっ たの か 」 を明 らか に しようとす る

や りとりが 取 り行われる こ とにな る。それは

さまざまな手続きを通 じて 構成され ゆく相互

交渉と し て展開す る。本報告 （D は 、子 ど

もの く泣 き 〉 の 現象を描き出すた めには、そ

うした展 開の性質を読み解 くこ とが必 要で あ

る と考え る。子 どもの く 泣き 〉 をめ ぐる相互

交渉の展開の性質を分析するにあた っ て 、ま

ずはそ の 交渉開始 の され 方に注 目 してみ たい 。

（2 ）〈泣き 〉 を め ぐる子 ども問の 相互 交渉

交渉開始の され方の 考察をもとに、子 ども

一7 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Eduoational 　Sooiology

の く 泣き〉 を、かれ らの 「無能 さ」 「未熟さ」

を示すもの とし て容易に定式化す るの で はな

く、それ らをめ ぐる解釈実践 の 展 開を読み解

く方向に分析を発展 させ る。そ こ には、〈泣

き〉 に 関する秩序立 っ た相互 交渉を他者 と共

に展 開する子 どもの 姿に注 目す るとい うね ら

い が ある。子 どもたちは ど の よ うに して、あ

る子 どもの く 泣き 〉 を、自分た ちの 現実世界

の 出来事 と して構成 して い くの で あろ うか 。

また 、 そ こ で く泣い て い る 〉子 どもは、周囲

の 子 どもたちと の 相互交渉に どの よ うに して

参与するの で あろ うか。

（3 ）〈泣き〉 の 同定をめ ぐる子 どもと大 人

　　　の や りと りにあ らわれ た 「非対称性」

　子 ども同士 のや りとりに 大人 が 介入 する場

合、そ こ に は新た な展開が 生起する こ とにな

る 。 大人が子 どもに く泣き〉 に つ い て 語 らせ

る とき、また子 どもが大人 に 〈 泣 き 〉 に つ い

て語 り掛けるとき、さまざまな手続 きが組織

化 される。 〈 泣き 〉 の 同定 をめ ぐ る 子 どもと

大人の や りとりに、かれ らの 「子 どもで あ る

こ と」 「大人で ある こ と」は どの よ うなか たち

であらわれて い るの で あ ろ うか 。

　以 上の よ うな論点を含む映 像デ
ー

タを、当

日の 報告にお い て 、可能な限 り提示 し て い き

た い 。

　　　　　　　　　　 （担当 ： 高橋　靖幸）

皿．園児間 トラブル にお ける保育士 の ワー
ク

　
ー

〈泣き〉 へ の 対応に着 目して一

1 ．問題関心一〈泣 き 〉 の 社会化に関連 した

　　保育士 の ワ ークー

　 幼児間で トラブル が起きた場 合、そ こ で 生

起する 「泣き」 は 、 幼児に と っ て 大人の介入

の 要求と し て機能する。つ ま り、保 育園にお

い て 園児の 「泣 き」 は、園児 に とっ て は保育

士 と交渉を開始す る手段で ある （こ の 点に つ

い て は、高橋の 報告を参照 の こ と）。 それ で は、

保育士 に とっ て 園児の 「泣 き」 は い か な るも

の と して捉え るこ とがで きるだろ うか 。

　 や まだ （1987）に よる と、泣きの 発 達的変

化は次の よ うな過程 を経る、， すなわ ち、  生

理 的泣き、  予 期の 泣き止 み ・予期 の 泣 き出

し、  拒否 の 泣 き と積極的な要求表現の泣 き

の 分化、  要求実現の ための 道具 として の 泣

きの 使用、  自分 の 「つ も り」 を無視 され る

と、かん しゃ く、  泣 きの言語化で ある （205

頁）。つ ま り、 乳幼児の泣きは、厂目覚め て い

るときは泣 く の が常態」 とい う新生児期の 直

接的か っ 緊急性 の 高 い 情動 表出の 段階 （  期）

か ら、「泣 くべ きときに泣き始め る」こ と （た

とえば、  期の 予 期の泣き出 し）を習得し、

徐 々 に 「自分 の 要 求を表現す るため の 媒体」

　（  期〜） とし て他者 との コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン 機能を担 うよ うにな っ て い くとい う （203−

219 頁）。こ の やまだ の 理論化をもとにす るな

らば、「泣 き」 の 社会化 とは、（1 ）泣きの 規

範性を身に っ け る こ と （2 ）泣き に 代 わ る言

語 を獲得す る こ とで ある とひ とまず定式化で

きるだ ろ う。

　 こ う し た観点か ら保育士 の 園児 に対するふ

るま い をみ た場合、保育士 は泣 い て い る園児

に対 して 、「泣 き」 の社会化 を志向 した 「しっ

け」 を行 っ て い る と結論づ ける こ とは、それ

ほ ど受け入れ難 い もの ではな い だろ う。本報

告 （且） も基本 的には、園児の 「泣き」 は保

育士 に とっ て しっ けをす る機会で ある とい う

立場を共 有 して い る。だが他方で 、た し か に

こ うした結論 自体は 、（次節で言 及 す る よ う

に ）従来 、
「発達 」とい う観点か ら園児間 の 「い

ざこ ざ」 を研究 し て きた発 達心理 学の 知 見か

らすれ ばすで に示唆されて い る とい え る の で

あ り、 それ ほ ど 目新 しい 議論では ない よ うに

思われ る か もしれ な い 。

　しか しなが ら、園児の 「泣き」 をめ ぐる保

育士 一園児問の相互 交渉場 面にお い て 保育士

が他な らぬ 「保 育活動 」 を実践 して い くや り

方一
こ れ を 「保育士 の ワー

ク」 と呼ぶ こ とに

し よ う一そ れ 自体 は 、 これま で 必ず し も十 分

検討 され て こ な か っ た よ うに思われ る 。 そ こ

で本報告 （ll）で は、「泣 き」 に よ っ て園児 一

保 育士 間の 相互交渉が開始 され たそ の 先
一

す

なわ ち、展開と収束一に 焦点をあて 、 そ の 場

を 「泣 き」 の社会化 と関連 した しつ け場面 と
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して 組織化 して い く保育士 の ワーク を検討す

る こ とに し よう。

2 ．先行研究 に対す る本報告 （H ）の 立場
一一

　　発達心理 学にお ける知見 を中心 に
一

　従来 、 発達心 理 学に お い て 園児問 トラブル

に 起因する園児の 「泣き 」 は、園児間の 「い

ざこ ざ」 をめ ぐる研究 （以 下、「い ざこ ざ研

究」）の
一環 とし て、特に い ざこ ざを単純に収

束させ る園児 の 行 動 の
一類型と して扱われて

きた （木下 ら　 1986，朝生 ら　 1991，参照）。

そ の ように泣 きを包含す る よ うな い ざこ ざは、

い ざこ ざ研究で は、なるべ く起こ らな い 方が

よい とい うよ うに否定的に捉 え られ る とい う

よ りはむ しろ、発 達的 ・教育的意義を有す る

もの と し て 、肯定的に捉えられて きた （平林

2003）。 具体的に は、園児 はい ざこ ざを経験

する こ とに よ っ て 、他者理 解や 自己 の 確立 、

言語能力 、社会的ル
ー

ル 等、多 くの認知発達

や 社会的能力 の 獲得 が促進 され る の で あ り

（木下 ら　 1986，他）、そ もそ もい ざこ ざを

開始させ る こ と 自体が
一

つ の 発達課題で あ る

とされる （松永 ら　 1993）。 い ざこ ざ研 究で

は、こ の よ うない ざこ ざの 発達的意義を踏ま

え、い ざ こ ざに よ っ て 獲得 され る園児の 社会

的能力 の 変化や、園児同士 が い ざこ ざに お い

て使用する方略の 変化を、統計学的手法や エ

ス ノ グラフ ィ ッ クな事例研 究を用 い て 縦断的

に分析 して い る （倉持　1992，他）。

　 とこ ろで 、朝生 ら （1991）の 指摘によれ ば 、

幼児期初期 の い ざこ ざ場 面 にお い て は特に 、

保育士 の 介入が園児の い ざ こ ざの 展開や収 束、

お よび園児 の 社会的能力の獲得 とい う問題 に

大きな影響 を与え て い る と推測 され るに も か

かわ らず、こ れで まで 園児同士 の相互 交渉の

み が扱われ 、保育士 の 介入 は ほ とん ど研 究 さ

れ て こ なか っ た とい う （99・100 頁）。 しか し

なが ら朝生 ら （1991）以降、た とえば園生活

の 中で 「泣 き」 が多か っ た特定の 園児の 1年

間におけ る変容を分析 した柴坂 ・倉持 （2003）

の研究で は 、保育士 の 介入 が
一部で は あるが

扱われて い る。また、園児の ネガ テ ィ ヴな情

動表出に対す る保育士 の 働き か け を研究 し た

平林 （2000）の研究な ど、園児の 泣 きや い ざ

こ ざとそれ に対す る保 育士 の 介入 に焦点をあ

て た研究 も産出 され て い る。特に 、後者の 平

林 の 研 究 は、発達心理学 の 分野 で は あるが、

本報告 （H ）に とっ て 直接の先行研 究 と して

位置づ け られ るだ ろ う。 平林は、 3 歳児 を対

象に 「泣 き」 とい うネガテ ィ ヴな情動が表出

され る 「原因」 と 「生起頻度」 を分析 した上

で 、保 育士は園児の （ネガテ ィ ヴな情動表出

の ）頻度に応 じ て 、それ を制御する働 きか け

をし て い る と論 じる。た しか に、本報 告 （ll）

が検討す るデー
タにお い て も、保育士 は泣 い

て い る 園児に対 して そ の 泣 きを制御す るよ う

働きかけて い ると読み解 くこ とが で きるか も

しれない 。

　 しか し な が ら、た とえば物の 所有をめ ぐっ

て 生 じる 「泣 き」 と他 の 園児に 叩かれ た こ と

に よ る 「泣き」 と転んだこ とに よる 「泣き」

を、全 て 「泣 き」 とい うカテ ゴ リ
ー

に集約 さ

れ る もの と して
一般化 した形で扱 うこ とは で

きな い よ うに思われ る。つ ま り 「泣 き」 は、

それが観察可能 となる場面や文 脈に埋 め込 ま

れ た形で 生ず るの で あ り、「泣 きに 対応す る

保育士 」 は 、園児の く涙〉 それ 自体や 泣 き叫

ぶ声 に対応 して い る の ではなく、場面や文脈

に 埋 め込まれた泣きの意味に対応 して い る の

で あ る。 した が っ て 、実際の 園児の 「泣き」

は、たとえば何か し らの トラブ ル に伴 っ て 常

に 生 じ、保 育士 はそ うした トラブル に対応 し

て い く中で 「泣き」 に も対応 し て い る の で あ

る。

　 上記の よ うな視点 を もとに 、統計学的手法

や反証 不可能なエ ス ノグラ フ ィ ッ ク な知識で

はな く、AV デー
タを用 い て泣 きをめ ぐる保

育士 の ワーク に接近 して い く こ と こ そ が、文

化 と して の 〈 涙 〉 に つ なが る よ うな、園児の

泣き と保育士 の 対応の 規範性を明 らか に し得

る よ うに思 われ る 。

3 ．デ
ー

タ の紹介

　本報告 （H ）で検討する の は、保育園児 （2

歳児） の お もちゃ の 占有をめ ぐる トラブル に

保 育士 が対応する場 面である。特 に 、お もち

ゃ を取 られ泣 い て い る男児 と保 育士 問 の や り

と りに着 目 し、保育士が泣い て い る男児 に ど
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の よ うに対応 し つ っ 、園児問の トラブル の 展

開に 向き合い 、収束 させ て い くの かを検討す

る予定で ある （デー
タ の 詳 細お よ び ト ラ ン ス

ク リプ トは 当 日配 布 の レ ジ ュ メを参照 の こ

と）。

　　　　　　　　　　 （担当 ： 鶴 田　真紀）

皿 ．園児間相互 交渉の 成立 に関する
一

考察

　　一 トラブ ル 組織化の 資源 として の 「泣き

　　声j に注 目して
一

L 問題 関心

　 1 で は、泣 きが交渉開始の 標識とな り、そ

こ か ら 「何が あ っ た の か 」 を め ぐるや りと り

が展開す る中で 、大人 ・子 どもとい う行為者

が立ち現われ る様が描き出され 、 llでは 、 泣

きに表象され る 子 ども間の トラブル が展開 ・

収束 して い く際の保育者の働 きか けにつ い て

考察が行なわれ る 。 本報告 （皿）では、そ う

した泣き をめ ぐる相互行為その もの が子 ども

間で 成立 する よ うになる以前の段階に 注 目 し

てみた い と思 う。

　 「泣き」 を め ぐ っ てや りと りが で きる た め

には、「何が あ っ た の か」と い うこ とに っ い て

発 言権を持 つ の は誰か 、誰が トラブ ル の 当事

者で ある の か などとい っ た こ とに関す る手続

きをふまえた上で 、それ ぞれ がや りと りに 「適

切な」 や り方で参与で きる とい うこ とが必要

で ある。 しか し言 うまで もなく、人はは じめ

か らや りとりに参与で きるわけで はない 。そ

こ で 、本報告 （皿）で は 、そ うした手続 きを

習得する以前、つ ま り、泣 き声が観察で きて

い なが ら、それ が有意味な もの と して 扱われ

ず、相互交渉の 成立に至 らない ケ
ー

ス に つ い

て 考えてみ た い と思 う。 換言するな らば、 ト

ラブ ル が成立 し て い ない とい うこ とが見 て 取

れ る事例に つ い て で あ る。「泣き」をめ ぐるや

りと りが成立するた めには、少なくとも以下

の 2 つ の 要素が 必 要であ る 。  
一

方 の 参与者

が他者の 行 為に 対応す る か たち で泣 き声を発

す る こ と、  も う
一

方の 参与者が 、そ の 泣 き

声を 自分に向け られ た も の として 受け入れ る

こ と、っ ま り、自分の 何 らか の行為に対応す

るか たちで 相手が泣い て い るの だ と い うこ と

を了解す る こ と 、 こ の 2 点で あ る 。

　
一

見 自明の こ との よ うに 思 われ る こ れ らの

こ とも、実際の 場面 を見 る と、必ず しも容易

に 達成 され て い るわけで はな い こ とに気付 く。

特に子 ども同士 の や りとりに 目を向ける と、

ほ か の 子 どもが持 っ て い るおもちゃ を取 り上

げるこ と、おもちゃ を取 り上げられ て泣 き声

をあ げる こ とは で きて も、それぞれ の 子 ども

が それ らを
一
続 きの行為系列と し て （自分が

お もちゃ を取っ たか ら相手 は泣い て い る の だ、

自分は 相手に お もち ゃ を取 られた か ら泣い て

い るの だ）了解で きて い る とは限 らな い の で

ある。端的に 言えば、例 えば 「うわ一ん 1 と

い っ た よ うな発声 に対 し
、 それ を引き起 こ し

た とされ る子 どもが 関心 を示 すとは限 らない

の で あ り 、 泣 き声をあげた子 どもの 方 も、そ

れ以 降、相手 に 対 し さらな る働 きか けを行 な

わ な い とい う事態が観察可能な の で ある。こ

うした場面 を、子 ども間 の く 泣 き 〉 をめ ぐる

相互 交渉が成立す る以前の 段階と して 捉 え、

考察 し てみ よ うと思 う。

2 ．大人
一

子 ども関係 か ら子 ども同 士 の 関係

　 　 へ

　昨年度 の 本共 同研 究では 、言語 獲得以前の

園児の泣き声がひ とっ の発話 として 会話系列

に 組 み込 まれ て い る とい う事態を もっ て 、そ

の 発 声が 当該相互行為参与者は もち ろん 、そ

れ を観察する者に と っ て も 、 理解可 能か つ 具

体的な意味 に れ を く泣き 〉 と示 す）と し て

立 ち現われ る様 を描 き出 し た。あ る発 声が 〈

泣 き 〉 であ るとい うこ とは決 して 自明の こ と

で は なく、参与者間が 互 い に志向 しあ い 、そ

れぞれ が秩序立 っ たや り方で 相互 行為に参与

するそ の 過程で達成 され る事柄な の であ る。

〈 泣 き 〉 に対す る 以上 の よ うな捉 え方を本報

告 （m ）で も採用 す る 。

　 し か しなが ら、大人
一

子 どもとい うある意

味で 明確な非対称的関係の 場合は 、そ の裁量

の 差か ら、大人側 か らの 働 きか け に よ り相互

行為が成立する とい うこ とはあ り うるが、子

ども同士 の 場合は そ うは い か な い 。大人 との

や りとりの 時 とは違 っ たや り方で の く 泣 き 〉
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を め ぐる相互交渉 へ の 参与 の 形式 を学ん で い

く必 要が あ る の で はない だろ うか。

3 ．データの 紹介

　具体的に は 、 保育士 が、ある 園児 （1 歳児）

に対 し て 「○○ ち ゃ ん泣 い ち ゃ っ た よ」 「×

× ちゃ ん泣 い て るよ」 と述べ る場面に注 目す

る 。
こ うし た言及の仕方は、実際 の 場面 にお

い て よ く遭遇 する もの で ある。言 うま で もな

く こ の発話は 、状況を単に叙述 して い るわけ

で は な い
。 また、泣 き声が発声す る たび に こ

うし た言及がな され るわけ でもない 。以 上の

よ うな事態に注 目しっ っ 、保育士が ある発 声

を く泣 き〉 と し て 有標化する とい う営み を、

子 ども問の相互行 為を成立 させ る際の ひ とっ

の き っ か け と して捉えてみ たい と思 う。 上 の

よ うな発話は 、おそらく泣き声を発 し て い る

子 どもに向けられ て い るわ けで は な く、泣 き

を引き起 こ した とされ る側 の 子 どもに向けら

れ て い る とい え るだ ろ う。つ ま りこ こ で 保 育

士 は、「泣い た
一

泣 かせ た 」とい う新たな関係

性 を提示 してお り、そ の場 を トラブ ル が 生 じ

て い る場 として 定義 し、そ こ に関 与する人 々

を特定す る とい う役割を果た して い るの で は

ない だろ うか とい うこ とで ある 。

　 こ うし た観点か ら、本報告 （皿 ）で は、保

育士が あ る子 どもの 泣き声 を取 り上げ、それ

を トラブ ル とい う相互 交渉の ひ とっ の 指 し手

と して 、
っ ま りく 泣 き 〉 と し て 、また別 の子

ども に 対 し て 明示する 場面 に 注 冒 し、両方 の

子 どもに 対 し、や りとりの 端緒 を示す様 を検

討 し て み た い と思 う。

　　　　　　　　　　　 （担 当 ：芝 田奈生 子）
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