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幼児 の 劇 遊 び に お け る意識 的調 i整の 発 達 的研 究

古 　屋 　喜美 代
＊

DEVELOPMENTAL 　STUDY 　 ON 　A 　 DRAMA

　 ACTED 　 BY 　 PRESCHOOL 　 CHILDREN

Kimiyo 　 FURUYA

　　The 　present　 s 田 dy　examined 　the 　way 　preschoo］children 　 acted 　in　 a　dlama．　 Children

。 fth ， ，・ m ・ ・ g・ mp ・i・sw ・・e ・・k・dt ・ ・n ・ctin ・ d ・am ・ m ・d・ ・f ・ ・t。 rytheyh ・d

listened　 to．　 The 　 drama 　 was 　 exammed 　 from　 four　 viewpoints ．   　As　 monitors 　 of 　 one

another ： 50r 　6　yea 卜 old 　chi 】dren　reproduced 　 more 　episodes 　concerning 　the 　story 　 than

4year ・old 　 enes 　did，　 md 　they 　 better　 helped　 each 　 other 　 to 　enact 　 a 　drama ．   Expres−

sion 　of 　a　role ： 5 アear −o ！d　 children 　more 　often 　deviated　 from　 the 　expression 　of 　 their

own 　 roles 　 th ヨn 　 migh し have　 dDne 　 6　 year ．olds ．   　UndErstanding　 of 　 a　 Iole ； As　for　5

yea ，
．・ld　 child ・ en ，・ n ・ 。 ften　 t・ld　 th ・ qth ・・ wh ・t　t。　 d。　 whil ・ w ・ iti・g　 imp ・ti・・tly　 f・・

the 　 partner 　 to　 start 　 acting ．01der　children 　 tended 　 to　 look　 at 　 each 　 ethe τ．   Under −

・t・ nding ・ f　 fictiti・ u ・ n ・… 　 Old ・・ child ・ en 　 t・ nd ・d　 t・ t・11　 the ・t・ ・y　 t… 　 ch ・ th ・・ in

whispers 　showing 　a　certa ±n 　 discriminntion　between　fictiQn　 and 　reality ．　 Older 　ch 旧 ren

were 　 mDre ⊂ onscious 三n 　 reproducing 　the 　 exact 　 story 　and 　th 巳 fictitiousness　 o 王 the 　 drama．

　　K 。y　w 。，d， 、 th ・ d ・・ m ・，　m … it・・ing，・ ・p ・・s ・i・ n ・f … 　 1・，　 underst ・ ndlng ・ 正 … 　1・，

fLctitiousn巳 ss ，

　 高 橋 （1984） は Piuget　 C1962） と Elkonin （1961 ） に ょ

る遊び の 区分 を総合 し て
， 遊 び の ル ール 性 の 発達 を次 の

よ うに と ら え た 。 初期に は ル ール が ほ とん ど意識 されな

い が，役割遊 び の 段 階 で は 子 ど もは 無 意識 の うち に ル ー

ル を作 ／），従 う。こ れ は 遊び の 中 の 隠 れ た ル ー
ル を遵守

す る 能力 を発達 させ ，やが て こ の 能力 を 駆使 し， 公 然た

る ル ール を持 つ グ
’一ム や ス ポ ーツ に 興 じ る ま で に な る（、

遊 び の ル
ー

ル 性 の 発達は ， 言 い 換え れ ば子 ど もが ル ー
ル

に 従 っ て 自分 の 行 動 を意識的 に 調整，制御 す る 能力 を発

達 させ て い く こ とで あ ろ う。こ の 意識的調整能力 が 最 も

駆使 され る 遊 び が ゲ
ーム や ス ポー

ツ で あ り，こ れ ら に 対

し て Le 。 ntiev （1965） は境界的 遊 び とい う特別な位置 づ

け を 行 っ て い る。舞界的遊 び は 学習活動 の 認識操作 の 発

達 を準備す る と して い る が，こ れ は 目的 に 向けて 子 ど も

が 自分 の 行動 を意識 的 に 制 御す る と い う こ と が，学習活

動 に も共 通 す る た め と思 わ れ る．

・束 京大学 （UIliversity　 of 　 Tokyo ）

　本醗究 で
’
は ，子 ど もが 自分 の 行動 目的 を意識 し ， 行動

結果 を 問 題 とす る こ と を意識的調整 と して と ら え，境界

的遊 び に まで 発達 し うる行 為 を取 り kげて ， ひ とつ の 行

為 の 中 で の 意識 的調 整 の 発達的変化 を 明 らか に した い と

考 え た 。 そ こ で 境 界 的遊び に ま で 発 展 す る 可能性 を 持 ち ，

ま た 重要な保育活動 と考え られ ，保育に組み 込 ま れ て い

る 劇遊び に 注 目し た い 。

　Leonticv に よ れ ば ， 劇遊 び は 初期 の もの と発達 し た

後期 の もの と で 大き く性質 が 異な り，後者は 『他 の 人 々

に 働 きか け る と い う特徴 的 な動機を持 つ 』 と い う点 で 境

界的遊 び に 位置 つ くとい う。

一一
般 に 保育 の 中で い う劇遊

び とは ，小 池 （1973） が 指摘す る よ うに役割遊び と 同 じ

ジ ャ ン ル に あ る。従 って ，保育者 が 演劇的完成 に と ら わ

れ すぎ
’
る と 子 どもに と っ て の 楽 し さが 失 わ れ て し ま う。

し か し脚本 （物語 ） か ら 出発 し，見 せ る た め に 演 じ る と

い う劇を志 向す る 力 が 子 ど も自身 の 中 に 芽生 え て くる こ

と も重要 で あ り，こ れ が子 ど もの 劇遊び を境界的遊 び へ

と 発達 させ る と考 え られ る 。そ れ ゆ え 劇遊 び を 取 り上 げ
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る に あ た っ て は 劇 を志向す る 子 どもの カに着目す る 。

　 実験 に 際して は，劇 を志 向す る 子 どもの 意識的調整を

と ら え やす くす る た め，物 語を理解 して か ら物語に 沿 っ

て 演じ る こ と を要 求す る と い う形 で ，目的志向 性 を 強調

し た 揚面 を 構成す る 。

　 ○　劇遊び の 特徴 と 分 折 視点

　 劇遊び に お い て 子 ど もが意識的 に 行動 を調整 し て い く

側 面は ，そ の 特徴か ら 次の よ うに 分け る こ とが で き る で

あ ろ う。劇遊 び は な ん らか の 形 で 物語 を記憶 し，再生す

る こ と を前提 とす る こ とか ら ， 物語 を再生す る こ と自体

に 関す る 面 と，再生 の 際の 表現 面 で の 子 ど もの 意識 の 仕

方の 変化を と らえ る。第 ユ に前者を 「自他 の 行動 の モ ニ

タ ー
」， 第2 に 後者 を 「役割 表現 」 とす る 。 第 3 に 共 同

して 劇遊 び を行う相手 との 関 係 に おけ る 調整 を 「役割理

解」 と して と らえ る、，第 4 に 自分の 行動 を客観的 に 認識

して 行動 の 調整 を行 うか ど うか を 「虚構性 の 理解 」 と し

て と ら え る。

　 国　自他の 行動 の モ ニ タ ー

　小 池 は役割遊 び が 日常性 の 濃 い 活動で あ るの に 対 し，

劇遊び は物語 と い う飛躍台に よ っ て 想豫力 を働 か せ る も

の だ と述 べ
， 物語 を素材 と す る こ と を劇遊 び の 特徴 と し

て い る。ま た Leontiev は 遊 び の 動機 は ，行 為 の 過 程 そ

の もの に あ る段 階 か ら行為の 結果 も問題 とす る 段 階 へ と

発達す る と し て い る 。 すな わ ち劇遊 び で は 物語 を 展開す

る とい う結果 を意識 し た 目的志向性が発達的に 高 ま る と

考 え られ る。

　そ こ で 物語 に着目 し ， 子 ど もが 記憶 し た物語 に 沿 っ て

点検 ，
モ ニ ター

し な がら再構成す る か ど うか を問題 とす

る
。

こ れ は Flavell ＆ Wellman （1977） の 定義す る メ タ

記憶 に あた る と考 え られ る が，劇遊び で は 自分 自身 の 再

生 だ け で な く，他者 の 再生 に 対 す る 点検 も行 わ れ る。

　内 田 （1986）は 2 名の 子 ど もが 交互 に 話 し て 物語 作話

を行 う場面 に つ い て 検 討 し，5 歳代後半頃 か ら 自他 の 作

話過程 の モ ニ タ
ー
機構が働き出す と して い る 。 作話過程

に 対 し再生過程 で は モ ニ ター機構が働き出す時期 が 異 な

る こ と も考 え られ ，共 同の 物語再 生 過程 で の モ ニ ター機

構 の 発達を明 らか に す る 。

　（2） 役割表現

　劇遊 びも役割遊 び も特定 の 役割を 引き受け る とい う点

が 共通特徴 で ある 。Elkonin は役割遊び に 関 し て ，役割

行動 の 規則 と子 どもの 直接的 な 欲望 とが 葛藤す る 揚面 に

つ い て実験的研究を行 い ，規則への 服従 の 安定性が発達

的に高ま っ て い くこ と を明 ら か に し て い る。こ の こ とか

ら役割表現を行 う際の 子 どもの 意識的調整が 役割遂行の

仕方 に 表 わ れ て く る と と ら え ら れ る。そ こ で 持続 的な役

割 の 保持 と表現 の 巧ち性 の 分析 を通 し て ， 役割行動の 規

則 に どの 程度従 っ て 表現で き る か を明 ら か に す る ，、

　 加齢とともに役割保持 は 安定 し ， 漬 現も巧 ち化 す る こ

とが予 想され る 。

　 〔3） 役割理 解

　 劇遊 び は 共 同 し て 行う行為で あ る こ と か ら，自分 と 他

者 と い う 2 者関 係に お け る 調整 を問題 と す る。

　 役割遊び に お け る相 互 交渉 に 関 し て は Elkonin が，

集 団成員の 行 為 の 調 整 は 虚構関係 に よ っ て も現実 関係 に

よ っ て も行われ る が ， 遊び の 発展 に 伴 い 最終的に は 現実

関係 に よ る 調整 が最小 限必 要 な と き だ け に 出 現す る よ う

に な る と指摘 し て い る。劇遊 び も現実関係に よ る 言語的

調整 は その 発 展 に伴 い 必 要最小限 と な る で あ ろ うが ， 役

割遊 び と異 な り，せ りふ に か こ つ け て 他者に 注文 を つ け

る と い っ た 虚構関係 に よ る調整 は生起し に くい
。 こ の た

め 現実関係に よ る 調整 の 仕方が問題 と な り，他者 の 立 腸

を 理 解 して い な い 行動 が 出現す る か ど うか を見 て い く。

ま た 高橋 は 役割遊 び に は実際の コ ミュニ ケ
ー

シ ・ ン 技能

が 反映 され る と し て い る。同様に ，劇遊 び に お い て も言

語 的及 び非言語的 コ ミ ュニ ケ ー
シ ョ ン が重要 とな る が，

役割を保持 し よ うとす る と言語的交渉 が 制限され，そ の

分非言 語 的交渉 が 重要 とな る 。 Dore ら （1978） は 会話

に お い て話者が次話者 を 選択す る 際 に …
一
うなずく，視線

を向け て 話 し か け る 占 と い っ た 行動 を行 う と して い る。

劇遊びに お い て も こ の よ う な 非 言語的交渉 が 重要 な 役割

を果 た す と考 え ら れ る こ とか ら視線 を問題 と す る。

　加齢と と もに 他者 の 立 場 を理 解 し な い 行動は 減 り， 逆

に 非言語的交渉は 増加 し て い くもの と予想 され る 。

　（4） 虚構性 の 理解

　 自分 自身の 行動 が 虚構上 の もの で あ る こ と を意識 して

い る か ど うか を問題 とす る 。自分 の 行動 を客観的 に 認 識

す る こ と は ，や が て は 第 3 者 （観客 ） の 立 揚 に 注 目 し て

第 3 者 に 対 し て 物語を表現す る まで に 発 展 す る 可 能性 を

持 っ 。 こ の 点 は役割遊 びが 遊 び の 当 事者 の 交流 か ら な り，

当 事者 の 域 を越 え る もの で は な い の と異 な る と こ ろ で あ

る 。

　遊 び に お け る 表 現 と は 何 か と い う時，加用 （198D は

そ の 表現 が 現実 そ の もの で は な く虚構 Eの もの で あ る こ

と を子 どもが知 っ て い る か 否 か を問題 に し な け れ ば な ら

な い と指摘 し て い る 。劇遊 び に お い て は 現 実 関係 に よ る

相 互 交渉 は 本来不要 で あ る こ とか ら ， 子 ど もが こ の 点を

意識 して い る か どうか を明 ら か に す る 。

　加齢 と と もに 現実関係 に よ る 相互交渉が虚構 上 ¢ ）もの

で な い こ と を意識した 対応 が 増加 し て い くもの と予想さ

れ る 。
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実　験　 1
TABLE 　1　物語材料 『き つ ね とね ず み 』

　　　　　発話交代 に よ る内容構成

　 目　 的

　劇遊 び に お け る子 どもの 役割行動 と役割 を離れ た相互

交渉 の 分析 を通 し て ，次 の 3 点 を検討 す る 。  自他 の 行

動 の モ ニ ター ： 記憶 した 物語 に 沿 っ て の 自他の 再生 に 関

す る モ ニ タ
ー

行動 の 発 達 的変 化。  役割理 解 ： 子 ども同

士 の 相互 交渉 の 仕方 の 発達的変化 。   虚構性 の 理 解 ： 役

割行 動 を 虚 構 上 の 行動 で あ る と理 解 し，そ の 他の 行動 と

区 別す る 認識 の 発達 的変化 u
，以上 を総合 し て 劇遊 び に お

け る 子 ど もの 意識的調整 を明 らか に する こ とを 目的 とす

る 。

　 力　法

　子 ど も 2 名 を 1 組 と し て 特定 の 物語 を演 じ さ せ る。登

揚人 物 と して の 役割 を明確 に す る た め に ペ ープ サ
ー ト

（紙人 形） を持 た せ る。物語展開 と い う目的志向性を強調

す る た め ，実験者 が観客の 役割 も兼ね る。

　〈物語材料〉絵本 rきつ ね とね ず み』（ビ ア ソ 絹 乍，福

音館 書店）。物語 を 発 話交代 に よ っ て 区切 る と13の 発話内

容 に 分れ る。内容 は キ ツ ネ とネ ズ ミが 出会 っ て 対 話 す る

発端部，ネ ズ ミ が巣穴 に 隠れ て キ ツ ネ と対話す る 展開部 ，

ネ ズ ミが キ ツ ネを出 し抜 く解 決 部 か ら 成 る （TABLE 　I ）。

〈対象児〉 幼稚園，保育園 の 4 歳児 20a ，平均年齢 4

歳 ユか 丿1（317 − 4 ・ 7 ），5 歳児4。名，平均年齢 5 歳 1

か 月 （4 ： S 〜5 ： 7 ），6 歳 児40名，平 均 年齢 6 歳 1 か 月

（5 ： 8 〜6 ； 6 ） 計100名50組 で あ る。劇遊 び の 対象児 は

物語 の 発蝋 展 ee，解 決 の 3 部各 々 に つ レ’て
一一応 の 理 解

を 持 っ て い る こ とが望 ま しい 。そ こ で 劇遊び の 事前 に 理

解 テ ス ト （TABLE 　2 ）を実施 し た。理 解 テ ス トに つ い て

は ，物語内容が．ネ ズ ミ と 同
一

視 し やす い もの で あ るた め，

発端 展開 ，解決部 の ネ ズ ミの 行動 を各 1 か所以上再生

で き，付加 質問 に 正 答 し た 者 を物 語 を理 解 して い る と 判

断 し て 対象 児 と し た （理解 テ ス ト不 合格人数 ： 4 歳 児35人中

3 名，5歳児48人 中 t 名，6歳 児 45人 中 2 名）。劇遊び に お け

る 子 ど もの 組合 わ せ に つ い て は ，理解 テ ス トの 得点差 を

3 点以下 と し ， 基本 的 に 同性ペ ア
s
と し た 。

　〈手続〉   各 ク ラス で 絵本 の 集団読み 聞 か せ を 3 回 実

施。  数 日後，実験者 が個別 に 絵本 を読み 聞 か せ 。直後

に 質問応 答 に よ る 理 解 テ ス トを実施，  子 ども 2 名 の ペ

ア ご と に 5 回 目の 読み 聞 か せ を実施。  曾 に 続 い て 各 ペ

ア で 劇遊び を実施 。先 生 や他児が 見 る こ とが で き る よ う

に VTR 録 画 す る と伝 え る D 子 どもに キ ツ ネ ，ネ ズ ミ の

い ずれ か の 役割を選択 させ て ， そ の ペ ープ サ
ートを持 ち，

位 置 （FIG ，r ） に つ い た 後，始 ま り を伝 え，実験者が物

語 の 導入部を語 る ．子 ど も が話 し 出す ま で は 折 り を見 て

導入 部 　 きつ ね の だ ん な が や っ て きた。じろ，じろ，じ ろ ．

　 　 　 　 なに か い い こ と ない か な あ。

ユ

．
23456発

端

部

お い ，ね ず み ね ず み 。は なが どうん 二 ，ど うし た ん だ

い ？

じめ んを ほ り た の さ。
な ん だ って じめ ん を ほ っ た ん だ い ？

す あ な を つ くった の さ。

な ん だ っ て す あな を つ く っ た ん だい ？

きつ ね さん ，あん 爬 か ら か くれ る た め さ。

ワ卩

890　

　

1

展

聞

部

お い ，ね ずみ ね ず み。それ で もお ま え を ま ち ぶ せ す る

よ。
お あい に くさ ま。すあ な に は ね るへ やが あ る ん だ。

お な か が すい て ，は い で て くる さ。
お あい に くさま。ごち そ うの くらもあ る ん だ よ 。

ll

解
　 12

決

部 　ユ3

お い ，ねず み ねず み。
お ま え の あなをほ りか え して や る ぞ 1

お あ い に く さ ま。
よ こ あな か らに げて し ま うよ c ほ ら，この と う り ！

きつ ねの だ ん なは し ょ ん ぼ りし て る 。

あれ ，あれ，あれ。す て きな ご らそ うに に げ られ た。

TABLE 　2　理 解 テ ス ト

質 問 正 答 例

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

1　最初，きつ ね が ね ずみ の 所 に や っ て き 1何 して るの ？

　 て 何 と言い ま した か ？ （わ か らない 場 i 鼻が どろ ん こ ど う

　 合1よ 2 番 か ら。）　　　　　　　　　　　 した の ？

2　ね ず み は 何 と 答え ま しだ か ？　　　　 ；穴 掘 っ て た。

　 （また は 何を して い ま し たか ？）　　　 1

　 　 　 　 （略）

8　 ね ずみ は 何 と答 え ま しtJか ？　　　　 寝 る場 所 が あるん

　　 （わ か らな い 場 合は 「巣穴に は なに カこ
　 だ よ。

　 あ る と答 え ま し た か ？l！）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　　　 （略 ）　　　　　　 l
I2　ね ず み は ど うし ま した か ？　　　　　 i横穴 か ら逃 げた。

付加 質問 　　　　　　　　　　　　　　 ；

　　きつ ね はね ず み を ど うし よ う と思 っ た …食 べ よ う と 思 っ

　　の ？　　　　　　　　　　　　　　　 1た。

　 ね ず み は きつ ね に 食 べ られ
r
⊂し ま っ た 1食 べ ら れ な か っ

　　の ？　　　　　　　　　　　　　　　　　
・た。

「キ ツ ネさ ん が ネ ズ ミ さ ん の 所 へ や っ て きま し た よ。t 等

の 言葉 で 励 ます 。 子 ど も が 課題 に の りに く く， 導 入 部 を

や P 直 し た 場合 は ，最終的 に 劇 を 展 開 した 際 の 始 ま りか

らを分析 の 対象 と す る 。物語 の 進行 中に ふ ざけ た り，黙

っ た ま ま停滞 （10秒 間 以 上） し て し ま う場合，適 宜実験者

が 「そ れ で ど う し た か な 。」 と介入を 行 う。物語 の 内容

を教 える よ うな介入 は行わ な い 。

・ 5 歳 児 2 ベ ア ，6 歳児 1 ベ ア は 男 女 混合 で あ る・
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FIG．1　 実験 1　揚面設定

　 ＜記録＞ VTR 録画す る とともに カ セ ッ トテ
ープで補

充し た。

　〈転記〉役割行動 ：せ りふ ，大 まか な身振 り動作 ， 役

割行動 中の 視線。役割を離れ た 行動 ： ス トーリ
ー

促進行

動 とそ れ に 対 す る 反応，停滞，逸 脱。以 L を文字化 。

　 〈 分析 カ テ ゴ リ 〉

　劇遊び 中の 行動 は 4 つ の 分 析視点 と必 ずし も 1対 1対

応す る もの で は な い 。しか し劇 遊 び に お け る 子 ど もの 意

識的調整の 発達 の 概略 を把握す る た め に ， まず各行動 に

つ い て そ の 代表的特徴 に 基 づ き， 4 つ の 分析視点 の い ず

れ か に 位置 づ け て 分祈 を行 う
＊。

　 C1）　自他 の 行動 の モ ＝ タ ー＊ ＊

　他者 の 冉：生 をど の 程度モ ニ タ ーし て い る か を検討す る

た め に   物語 の 展開 をは か っ た り，正 確 な 再 生 に 訂 正 さ

せ よ うとす る 「促進行動」，  こ れ に 対す る反 応 の 仕 方

と し て 1受 け 入 れ 」 「問 い 返 し，反 論 」
＊ ＊ ＊

を 取　wr す。

ま た 自分 目身の 再生 の モ ； ター
行動 と し て   物語 を思 い

出 そ う と努力す る 哘 動 の 停滞」 を取 り出す。

　 〔2） 役割理 解

　他者 の 立 場 を理解 し て い な い 行動 とし て 〔套1．．一方的 な 促

進行動 を 「一方的教 示 」 と し て 取 り出 す／t 非 言 語 的 交 渉

と し て   穀割行動 に お け る 「視線交渉1 を敗 り出す 。

　（3｝ 虚構性 の 理 解

　現実 閣 係 に よ る 相互 交渉 を虚構 上 もの で な い と気付 き

「小 声」 を使用す るか ど うか をみ る 。

　結果 と考察

・　各 年齢か ら 3 例計 9 例 （18名） に つ い て 実験 者 と 仮説を

　　知 ら ない 大 学院生 1名が独 立に 評 定 した 結果，再生数 に

　　つ い て は ．一致 率97％ で あった 。 各 カ テ ゴ リの
一
致率に つ

　　い て は ，「小声に よ る 促進 行動 」は 71％，「問い 返 し，反

　 論」「行 動 の 停滞 」「一方 的教 示」は い ずれ．も 100 ％ で あ

　 　 っ た．

　 視線に つ い て は 4 歳児 3 名，5 歳妃 7 名，6 歳児 5 名，

　 計ユ5名 に つ き評定 した 結果，一
致 率93％ で あ っ た e

喀・
　 ひ とつ の 促進 行動 を発 端に ，子 ども伺 士 の 論争が起 二 る

　　こ とが ある。こ の 場 合最初 の 行動 の み を取 り出 し，次に

　 続 くも の は 取 り出 さ な い ．

　 1　 物語再 生 レ ベ ル

　劇遊びの 結果 に つ い て 基本的評価 を行 うた め．発話内

容を単位 と し て 物語 の 再生 数を 明 らか に す る 。言語 で な

く動 作 で 内容 を 表現 し た もの も再 生 と し た （例 第 12発

話 ；ネズ ミ が 横穴 か ら逃げ る掛 面を動 作の み で 表現 した もの ）。

　理 解 テ ス トの 平均再生数 は 4 歳児 5．6 （SDO ，94），5

歳児 6．8 （SDI ．⊂ト9），6歳児 7．6 （SDI ．75） で あ っ た。劇

遊 び に お け る 再 生数は TABLE 　3 の 通 り加 齢 と と も に 多 く

な り，有意な発達 差が 見 ら れ た 。 （4 歳 児 X5 歳 児 ；t＝

4、42、df≡28，　 pくO．Ot，4 歳 LM．　x　6歳↓巳 ；t＝5．15，　 df＝28．　 p

＜ 0．01．5 歳 児 x6 歳 児 ；t＝2．03，　 df ・・：38，　 p＜ 0．05）

TABLE 　3　劇遊 び に お け る 物語 再 生数

［べ ・釧 鴨 醗 数 1・ D

4 歳 児 　 　 10

5歳児 　　20

・・8
．i1・33

・・酬 ・…

6 歳 児 　 　20
　　 ！
9・6i2 ・66

　 2　 自他 の 行 動 の モ ニ ター

　 田 　促進行動

　 自分 の 役割を離れ て 相手 の 行動 を促 すもの で あ り，単

に 順番 を促す 「催促 」 と相手 の 役割行動 の 内容 を具体的

に 教 え る教 示 と相手 の 行動 に 対 す る 訂正 等 か ら な る 「言

及行動」 が見 い だ さ れ た。言及行動 の うち 「教示 行動 」

は 枯手 の 再生 を点検 し，劇遊び を 中断 させ な い た め に生

起 す る も の で あ り，「訂 正 行動 亅 は 相手 の 再 生 し た 結 果

を 点検 し，修 正 さ せ よ う とす る もの で あ る と考 え られ る 。

　促進行動数は TABLE 　4 に 示す よ うに 4 歳児 か ら 5 ，6

歳児 に か け て 有意 に 増加 し た （4 歳 児 x5 歳 児 ；t＝2．79，

df＝28，　p＜ 0．Ql，　4 歳髪巳x6 歳5巳 ；t≡3，16，　df ＝2S，　PS（O，01）0

5 歳児 と 6歳 児 の 間 に は 有意な 差 は 見 られ な か っ た （t二

〇．07，df・・38）。促 進 行動 の 大部分 は 物語 の 具体的 内容に

か か わ る 言 及行動 で あ っ た ．

　 こ の こ とか ら 4 歳 児に 比 べ ， 5 ，6 歳児で は 物語 の 展

開 を進 め る た め の 相 互 交渉 が 頻繁に な る こ と が わ か った 。

　 （2｝ 言及行動 に対 す る 反 応

　言及行動 に 対 し て そ の 内容 を点 検 し た 上 で 反 応 して い

る か ど う か をみ る
。 言及 の 内容 をその ま ま繰 り返す 「受

け 入 れ 」，何 らか の 異議 を含む 「問 い 返 し，反論」，そ の

い ずれ に も入 ら ぬ もの か らな る 。

…
　 例 く 問 い 返 し〉 キ ツ ネ役 が 「逃 げ る 部屋 の こ と （を 言

　　 え ）。」 と教 示 す る と ネ ズ ミ役 が 「逃 げ る 部屋 ？」 と問 い

　　 返 す。〈反論〉 キ ツ ネ 役が 「お 前か ら逃 げる た め さ （と

　　言え）。」 と教 示 す る とネ ズ ミ役が 「何 だ と，お 前 言 え 。」
　　 と相 手か ら先に ぜ りふ を 言 うべ きだ と反論す るe
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TABLE 　4　促進行動数 と行動 の 停滞数

促 進 行 動 数 行動 の 停滞数

人数 平舶 1 ・ Di
−
xl 鴨 値 ・

聖

4 歳児　　20 ・・11 ・・2 回 … 　 ELI8：−
4

5 歳 児　 　40 4．7　 2．・66 ．2Dl　 L9L6
廴

6歳児　　4  ・・53 ・2Di ・。 い ・。 1・2
勉

言 及 行動例く教 示 行動 〉 キ ツ ネ役 がせ りふ に つ ま つ くと、ネ ズ

　　　 　　　　　　 ミ役 が 「何 し て る の か っ て い う ん だ

　　　 　　　　　　 よ。」 と教 え．る。

　　　　 〈訂 正 行動 〉 キ ツ ネ 役 の 「何 ノ タ メ 」一ス ル ン ダ」

　　　 　　　　　　 とい うせ りふ に 対 し 「違 う よ，穴 を掘

　　　 　　　　　　 ウ返 す。」 と内容を 訂 正 す る。「違 うよ

　　　　　　　　　 う。」1 と抗議 する だけで 其外的 内 容 に

　　　 　　　　　　 は 触 れ ない こ と もあ る．

　大部分 の 場合，言及行動 を受 け 入 れ 指 示 に 従 っ て い た。

しか し 「問い 返 し， 反 論 」 は 4歳児 1 ペ ア ，5 歳 児 5 ペ

ア， 6 歳 児ユ0ペ ァ に出現 し た。年齢（2 ）X 有無人数 （2 ）

に よ る直接確率 を求 め た結果 ，
4 歳児 と 6 歳 児 の 問 に の

み p く0．04 で 有意差 が 見 ら れ た。な か に は 反論 か ら子

ど も同 士 の 論 争 に 発 展 す る 例 も あ っ た （5 歳児 1 例，5歳

児 3 例 ）。

　問い 返 し や反論 が 増加 す る 6 歳児 は，相手 か ら の 言及

の 内 容 を 自分 の 理 解す る物語 に 照合 ，点検 した E で 納得

い か な い 揚台に こ うし た 反応 をす る もの と考 え ら れ る。

　〔3〕 行動 の 停滞

　ユ0秒間以 上 役 割行動及 び 言 及 行動が生起 し な い 状態 で

あ る。

「わ か ん な い な 」 と い う独 リ言や 「な ん だ ．
っ け 」 と援助

を求 め る 発言 が 停滞 し た ‘ 歳 児 ペ ア の 75％ （3ヘア ），5

歳児ペ ア の 73％ （1／ベ ァ ）， 5 歳児 ベ ァ の 50％ （5 ベ ァ ） に

見 ら れ た 。こ の こ とか ら大部分 の 停滞 は 物語 内容 が 思 い

出せ な い こ と を意識 し ，情報検索 の 努力 を 行 っ て い る も

の と解 釈で き よ う。年齢間 の 平均値差 の 両側検定 を行 ワ

た と こ ろ
，

4 歳児 か ら 5 歳 児 に か け て の 行動の 停滞 の 増

加 が 有意で あ っ た （t＝2、33，df ≡28，　 p ＜0．05）。
5 歳 児 か

ら 6 歳 児に か け て は 有意 で は な い が減少 傾 向 に あ っ た

（t＝2．06，df＝38，　p 〈D．10〕ワ

　 ま た 4 ， 5 歳 児 で は 物語展開部 に つ い て 一応 の 理解 が

あ る に もか か わ らず，発端部，解決部 に 比 べ て 再 生 レ ベ

ル が 低 い 、そ こ で 発端部再 生 後 ス ム ーズ に 展 開部 を再 生

で きな か っ た ペ ア に つ い て ，
こ の 時点 で 停滞 が 生 起 した

も の と ， 停滞 せ ず解決部 に移行 した もの を取 り出 し比 較

した。停滞生起 ペ ア数 二 解決部移行 ペ ア 数は ，
4 歳児 2

　 6 ，
5 歳 児 6 ： 3 ，

6 歳児 5 二 〇 で あ っ た。年齡（2 ）

x 停滞 の 有無 （2 ） で 直接確 率 を求 め た結果， 4 歳児 と

6 歳児 の 間に の み p くO，003 で 有意差が見 られ た。

　こ れ ら の こ と か ら 4 歳児 で は 一応 の 理 解 を持 っ て い る

に もか か わ らず，展 開部を脱落 させ た こ と に 気付か な い

よ うに み え る ペ ア が 多い 。5 ， 6 歳 児で は 脱蕗 に 気付 き，

停滞す る ペ ア が多 くな る こ とと対照的 で あ る。こ れ は 4

歳児 が 再 生 過程 に 対 す る点 検 を十 分 行 っ て い な い こ と を

示唆す る もの で あ る。 5 歳児 の 行動の 停滞 の 多 さ は 記憶

に あ る は ず の 物語 内容 を思 い 出そ うと努力 して い る もの

と考 え られ る 。 6 歳児 で 行動 の 停滞 が減少す る の は 5 歳

児 に 比 べ 物語想起が容易に な っ た た め で あ ろ う。 ま た 再

生 に つ ま ず い た 時 に 相 談 し あ う こ とが 6 歳児 に の み 3 ペ

ア み られ た こ とか ら，6 歳児 に な る と想起 で き な い 時 に

も単 に 停滞 に 陥 らず，協力 し て 解決す る 能力を持 ち始め

て い る こ とが示 唆され た。

　以 上 よ り， 4 歳児 に つ い て は 次 の よ うに と らえ られ る Lt

相手 の 再生 を点検す る も の と考 え られ る促進行動 が 少 な

く，自分 の 再 生 に つ い て も行動 の 停滞 が 少 な い
。

こ れ ら

の こ と か ら 4 歳 児 は 相手 の 再生結呆 に 対 して も自分 の 再

生 に 関 して も ， 点検，モ ； タ ーを 十 分 彳了っ て い な い こ と

が 示 唆 され た 。 5 ， 6 歳児 に つ い て は ， 促進行動 が 増加

す る こ とか ら柑手 の 再 生 を 点 検 し て い る こ と が示峻 され

た。5 歳児 に行動 の 停滞 が 多 い こ とは ，物語再生 の 困難

さ を示 し て い る と 同 時 に 自分 の 再生過程 をモ ニ タ ーして

い る こ とを示す と考え ら れ る 。 6 歳児 で は 言及行動と い

う相 手 か t， の 援助内容に つ い て も，自分 の 認識と食 い 違

え ぱ 問 い 返 し・や 反論 を行 い ，さ らに 論争が 生 起す る こ と

さえ あ る 。
こ の こ とか ら 6 歳児 で は 再生 の た め の 点 検 が

よ り厳密 に な さ れ て い る こ とが 示 唆 され た 。

　 Brown 　ag8の は ど の 年齡で も課 題 の 性質を十 分 に 理

解 し て い な け れ ば 点検，モ ニ ターは 不適 切，不
一
［
一
分 に な

る と述 べ て い る 。
4 歳児 は 劇 と い う課 題 の 性質 を 十分 理

解 して い な い た め に 自他の 行動 の モ ニ ターが 不 十 分 と

な っ て い る 可 能性が あ る 3 こ の 場合 の 課題 の 理 解 と は

Leontiev の 指摘す る 目的志向性 に あ た り， 4 歳 児 の 劇

遊 び は 目的志向性 の 弱 い 段階 に 対応 し ，
5 ， 6 歳 児 の 劇

遊 び は 目的志向的な段階 に 対 応 す る もの で は な か ろ う か 。

　 3　 役割理解

　 （1：： 一方的教示

　 相 手 に 対 す る教 示 の うち ， 相 手 に せ ワふ を 言 う聞 を 与

え ず，先取 り して 教 示 して しま うもの ，及 び教示 し て お

きな が ら相 手 の 反 応 を待たずに 自分 の せ りふ を言 っ て し

ま うもの ．
J

い ずれ も発言 の 仕方が一方的 で 相手 の 役割行

動 を全 く特た な い もの で あ る 。

　 一
方的教示 を行 っ た 人 数 は 4 歳児 1 名，

5 歳児 8 名，

　6歳児 O名で あ っ た 。 年齢 （2 ） x 有無人数 （2 ） で 直
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接確率を求め た結果，5 歳児 と 6 歳児 の 問に の み pくG．
003 で有意差 が 見 られ た。

　相手 役 の 視 点 に も立 ち 「自分 の 取 る 役割」 と 「他者 の

取る役割」 の 関係 の 客観的認識が な さ れ て い る な らば，
相手 の 行動 を考慮 し な い

一
方的教示 は 出現 し な い は ず で

あ る。 4 歳児で は 促進行動自体が 少ない た め，一一一
方的教

示 も少 な くな っ た もの と思 わ れ る 。5 歳児 で は 促進行動

が多い の に 客観的な 役割理解が不十分 で あ る た め に，物

語再生 の み を重視 し た一一
方 的教 示 が し ば し ば 生 じた の で

は な か ろ うか。

　（2） 役割行動に お け る 視線交渉

　視線 の 向きに は ，役割行動 中に 衵手 を見 る もの と ， 役

割行動 の 終 わ りか ら直後 に 相 手 を見 る もの とそ の い ずれ

に も入 らな い もの （飢 ベ ープt 一
トを 見て い る ） が見 い だ

さ れ た t／こ の うち前 2 者 を役 割 行 動 に お い て 視線交渉が

存在す る と考 え た ．

　年齢 （2） X 視線交渉 の 有無 入 数 （2 ） に つ い て 検定

を行 っ た 結果， 4 歳児 と 5 歳 児 に 関 し て ノ＝ 3．44 ，df
＝ユ，P＜0・le

， 4 歳児と 6 歳児 に 関 し て 12＝8．32，　 df
＝1

， p＜D．01 と な り，有意の 傾向及び有意 差 が 見 られ

た。 5 歳児 と 6 歳児 に 関 し て は ブ＝1．57 ，df；1 と な り ，

有意差 は 見 られ なか っ た （TABLE 　5 ）。

TABLE 　5　視線 交渉

視線交渉

人数 　　有 り　　 無 し

4 歳 児 　 　 1S

5 歳児　　・10
6巌児　　39

∩
08

？暫

　

2

臼

∩甘
27

11

注） 4 歳児 2 名，6歳児 1名 は VTR か らの よ み

　 と り不 可能 の た め，除外 した。

　以 上 よ り ， 5歳児 で は一
方的教示 が 出現 し ， 相手 の 立

揚 に 立 っ て 相手 の 役割 を理 解 す る こ とが 十 分 に で き な い

者が い る 。 6 歳児に な る と一・
方的教 示 に よ る 先取 りが な

い こ とか ら，か な り相 互 の 役割 の 理解がな さ れ て い る と

考えられ る。ま た加齢 に 伴 う視線 交 渉 の 増加 は ，相互 の

役割 を理 解 し た 行動 を取 る 上 で 必 要 と思 わ れ る ＝・ ミ ・、ニ

ケ
ー

シ ョ ン 技能の 発達 を示 し て い る と考 え ら れ る ．

　 4　 虚構性の 理 解

　 【1｝ 小声 に よ る 促進行動

　促進行動 に お い て 明 ら か に 声 の 調子 を低 く した もの で

あ る．促進行動 自体 は 本来 の 劇遊び か ら は ず れ た もの で

あ る が ，物語 を進行 させ る た め に は 相手 に 助言 し な け れ

ばならな い こ と もあ る。役割行動 が 虚構上 の 行 動 で そ れ

以外 は 虚構上 を離れ た もの で あ る こ とを意識 し た 上 で ，

こ うし た 食 い 違 い を解決する た め に 小声に よ る 促進行動

が出現す る と考え られ る。

　促進行動 を行 っ た 者 に つ い て
， 年齢 （2 ） × 小 声使用

の 有無 人数 （2 ） に よ り検定を行 っ た 結果， 4 歳児 と 5

歳児 に関 し て 直接確率 p＞ O．　199， 5 歳児 と 6 歳児 に 関

し て Z2＝1・　053・df＝ 1
，　P＞ 0・10 と な り，有意 で は な か

っ た 。 4 歳児 と 6 歳児 に 関 し て は 直接確 率 p く 0．039 と

な り，有意差 が 見 られ た （TABLE6 ）。

TABLE 　6　小声に よ る 促進行動

　　　　　　　　！颱 働
し ・鞭 ・

　　　　　　　　V ・数 ．
劼 除 し

　　　　　　1翻 ，12 胡 il

　　　 　　　6 歳 児 5　 32　　　 16　　1　 16

　以 上 よ り，必 ず し も有意 で は な い が加齢に 伴う小声 の

増加傾向 が 見 い だ され た ， 4 歳児で は 小声 の 使用が ほ と

ん どない こ と か ら，自分 の 行動が虚構上 の もの で あ る か

ど うか に つ い て の 虚構性 の 理解 は あ い ま い で ある と考 え

られ る。加齢に伴 う小声 に よ る促進行動 の 増加 傾向 は，
虚構上 の 役割行 動 と そ の 催の 行 動 を 区 別 し て 意識す る よ

うに な っ て い くこ とを示 唆し て い る。

　本実験 で は，白他 の 行動の モ ニ タ ー，役割理解 ， 虚構

性 の 理解 の 3 点 か ら劇遊び に お け る 子 ど もの 意識的調整

の 発達 を と ら え た ． し か しペ ープ サ
ー

トが動か し に くい

もの で あ っ た た め ，動作表 現 の 変化を 明 ら か に で きず ，

役割 表 現 に っ い て 検 討 す る こ とが で き な か っ た c そ こ で

実験 2 に お い て 子 ど もの 役割表現 の 佳方 に つ い て 検討 し

て い く⊃

実　験　 2

　 目的

　劇遊び に お ；」る 登場人物 と して の 動作 を取 り、Lげ，役

割保 持 の 仕方 と表現の 巧 ち性 の 分析 に よ り，

・T一ど もが 役

割行動 の 規則 に どの 程度従 っ て 表現 で きる か を検討す る．

　方法

　く対象児〉

　保育園 の 5 議 児20名，平 均 年齢 5 歳 4 か 月 （4 ： 11〜

5 ： 9 ）， 6 叢児20 名 ， 平均年齢 6 歳 4 か 月 （5 ： ユO〜6 ：

9 ）の 言［
−40名

＊
で あ る 。

　〈手 続〉

　劇遊び の 動作表現 を取 り出 しや す くす る た め に ，ベ ー

・
　4 歳 児 に っ い て は 予備観 察 の 結 果，人形 を 使 用す る とご

　 っ こ 遊 び 等 の 逸 脱が 多 くな り，著 し く課題 に の りに くく

　 なる た め ，対 象か ら除 外 した．
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プ サ
ー

トの 代 わ りに動か しやす い 人形を使用 す る。材料，

そ の 他 の 手 続 は 実験 1 と基 本的 に 同様で あ る 。劇遊び を

1 度行 っ た後 ， 役割を 交代 して 再度演 じ させ ， 連続 2 試

行実施 した 。 「箱 と箱 の 間をネ ズ ミ が 隠れ る巣穴 と す る

こ と 」 「巣 穴 の 中 に は果物 （ビ ー
玉 ） と寝 る 場 所 （木葉）

が あ る こ と」 を劇 開始前 に確認 し た 。 開始時 に は 入 形 は

子 ど もの 側 を向 い た 状態 に あ る （FrG2 ）。

TABLE 　7　 役別 に み た 逸脱操作， 手放 し 行動

数人

4 歳児 い 9

5 歳 児 i20

キ ツ ネ 役 ネ ズ ミ 役

逸 脱 1手雄 覊 牌 圃 轍 陣 数計

949

つ】
94411

　
1551

18

ユエ

FIG．2　 実験 2　場 面 設定

　せ りふ ， 大 まか な身振 り動作 を文字化 し た後 ， 各役割

行動 に つ い て 入形 の 扱 い 方
＊
を文芋化 した。

　 結果 と考察

　第 1試行 と第 2 試 行 の 問 に 表現上 の 大 きな差 は 見 られ

な か っ た ．そ こ で 両 者 を込 み に し て 結果 を 示 す。

　 1　 人 形 の 扱 い 手 と し て の 役割保持

　人形 を扱う際に は ， 劇 中の 「人形対 人 形 」 と 現 実 の

　 「自分 と人 形 」 の 2 関係 が 存在す る。登 場人物 と し て

の 入形 の 役割行動を離れ て 人 形 の 一部を い じ っ た り， 抱

い た りす る 「
．
逸脱操作」 は ，劇中 で 役割保持 し きれ て い

な い こ と を示 す と 考 え ら れ る 。ま た ，自分 の せ Pふ が終

わ る と 人 形 か ら 手を離 し て し ま う 「手 放 し 行動 」 は ，相

手 が せ りふ を言 う際 に も役害1」を保持す べ きで あ る と い う

こ とを意識 し て い な い た め に 生 じ る と考え られ る 。

　 こ の 2 行動が生 起 した 人 数 は TABLE 　7 の 通 り， 6 歳

児 は 5 歳児 に 比 べ ，逸脱 操作，手 放 し行動 が 少 な くな っ

て い る c 年齢 （2 ） X 逸 脱，手 放 しの 有無人数 （2 ）で

キ ツ ネ 役 に つ い て Z
ε

検定 の 結果，Z』 9．29，　df＝1，　p ＜

e．　Olで 有意で あ っ た 。 ま た ネ ズ ミ 役 に つ い て 直接確 率 を

求 め た と こ ろ ，p〈 0．005 で 有意で あ っ た。こ の こ と は ，

5 歳児 に 比 べ て 6 歳児が 引 き受け た 役割を持続的 に 保持

で きて い る こ と を示 し て い る。尚，6 歳児に お い て もキ

ツ ネ 役 に 比 べ ネズ ミ 役 の 逸脱操作が多 くな っ て い る 。
こ

れ は ネ ズ ミ の 人 形が小 さ くて 弄 び やす い こ と が影 響 した

の か も しれ な い
。 入 形 は 劇 中の 登場 人物と し て の み動 く

とい うこ とを認 識 し て い る ならば ，人形 の 特性等 に左右

さ れ る こ とな く役割を保持 で き る は ず で あ る。こ の 点 に

・ 各年 齢か ら 2 例 計 4 例 （8 名） に つ い て ，実 験 者 と 仮説

　 を 知 らな い 大学 院生 1 名 が 独立 に 評定 した 結 果，「逸 脱

　 操 作」に つ い て は
一
致率92％，「手 放 し行 動」 に つ い て

　 は
一致率 9L％で あ っ た。

注） 人形に」手をか け なか っ た 5 歳児 ユ名 は 除 外 した。

つ い て は， 6歳児 の 役割保持 も不十 分 とい えよ う。

　 2　 表現 の 巧 ち性 ： 動作表 現 とせ りふ の 統合

　物語場面 の うち 「ネ ズ ミ が 巣穴に 隠 れ る 」 「キ ッ ネが

巣穴 を掘 り返す jr ネ ズ ミ が 横穴 か ら逃げ る 」 と い う 揚

面 は ，大 きな 動作表現 が出現 しや す い 。こ こ で の せ りふ

と動作 の 統合 を見 る こ とに よ り ， 登 場人 物 ら し い 表現 を

lk　P 出す。

　結果 と して ， 3 場面 の うち 「ネズ ミが巣穴 に隠れ る」

場 面 の み に せ ワふ と 動作 の ず れ が 多 く見 られ た、ず れ の

生 じ た 人数は
，

5 歳児ユ8名 」畔勹 2名 ， 6歳児 20名 中 4 名

で あ る。年齢 （2 ） X ずれ の 有無 人 数 （2 ） で Z2 検定

の 結 果，Z
≧＝6．　eg，　 df＝1，　 P＜0，025 で 有意差が見 られ

た 。ネ ズ ミ役 が 「キ ツ ネさん，あ ん た か ら隠 れ る た め

さ」 等 の せ Pふ を言 い な が ら ， す ぐ に は ネ ズ ミ を隠そ う

と しな い もの が 「ず れ 」 で あ る 。 そ の 後， 5 ，6 歳児の

各 1名 を除 く全員 が 自ら 不都台 に 気付 い て ，隠 す行為を

行 っ て い る。こ の こ とか ら，ず れ の み られ た 子 ど も の 大

部分 は 舞台設定 の 巣 穴 の 意味 に 気 付 い て お り， そ れ に も

か か わ らず演 じ る 際 に は 設定 を利用 で き な か っ た と解 釈

で き る ．特 に， 5 歳 児 で は せ りふ の 再 生 と同時 に 役割ら

しい 動作 を意識的 に行 うこ とは 難 し い 。 6 歳児 に な る と，

設定を 利用 し な が らせ り ふ と 動作 の 二 重 の 役割を 統 合す

る とい っ た 表現 の 巧 ち性が 増す。

　以上 よ り， 5 歳児 に 比 べ て 6 歳 児 は，  劇遊び の 間中，

持 続 的 に役割保持す る ，（互役割 に 適 し た行為 の 表現 の 巧

ち性 が 増す，と い う傾 向 に あ っ た。こ の こ とか ら，加齢

とともに 子 どもは 引 き受け た役割 に含まれ る規則 に従 っ

て 巧 み に 表現す る よ うに な る こ と が 示唆さ れ た 。

全体的考 察

　本研究 で は 劇遊 び の 中 で 子 どもが ど の よ う に 自分 の 行

動 を調整 して い る か を と ら え よ うと し た 。 そ の 結果 以下

の 4 点 に 関 し て
， 子 ど も の 年齢変化 に 伴 う発達 が 見 い だ

さ れ た 。

　  自他 の 行動 の モ ニ タ
ー

；加 齢 に伴 い 物語 の モ ニ ター

纏 　 5 歳 児 2 名は 人 形 に 手 を触 れな か っ た た め ，対 象 か ら除

　 外 した。
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行動が増加する とい う仮説 は支持され た 。 た だ し 「促進

行動 」 「行動の 停滞 」 は 物語再生 が ス ム ーズ に な さ れ れ

ば 生起 しな い もの で あ り、単純 な 発達的増大 に は な ら な

い こ とが わ か っ た．

　本研究 で は 5 歳児 （4 歳 代後半 か ら 5 歳 代前半）に なる と

モ ニ タ
ー
機構 は す で に 働 い て い る と思 わ れ ，内 田 の 研究

に 比 べ て 大 分 早 くた っ て い る 。こ の ずれ は 内 田 が 物語 1乍

話過程を問題 に し た の に対 し，
こ こ では 物語再 生 過程 の

モ ニ タ ー一を問題 と し た た め に 生 じ た も の と考 え ら れ る ，

　   役割表現 ；加齢 に伴 い 役割 の 保持 が 安定 し，表現 の

巧 ち 性 も増す と い う仮説 は 支持 され た 。
Elkonin の い う

役割 に 含 ま れ る 規則 へ の 服 従 に 関 し て，役割遊 び と同様

劇遊び に お い て も発達的 に安定 して い く傾向が示 され た。

　  役割理解 ； 5 歳児 で は まだ相手 の 役割の 理解は不十

分 で あ る が ，6 歳児 で は 相 互 の 立 場 を理 解 し て 役割 を保

持 で きる よ うで あ る 。ま た コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 技能 の 発

達が相 互 の 役割 を璢 解 し た 行 動 を取 る 上 で の 支 え と な っ

て い る こ と も示唆さ れ た 。

　包虚構性 の 理 解 功 口齢 に 伴い 虚構上 の 役割行動と そ の

他 の 行動 を区別 し た 対応 が 増加す る 傾向が み られ た。

　 Se］m 　a，　 n ら （1974） は 役割 取 得能力を発達段階 に 分 け，

自分 の 行鋤 を外 か ら見 られ る 自己内省的役割眼得段階 は

8 歳頃 か ら で あ る と して い る 。 本研究で 取 り上げ た 発 達

し た 虚構性 の 理 解 は ，自分 の 行動 を外 か ら見 る こ とが で

き る とい う点 が 自己 内省的役割取得に 類似 して い る 。 だ

が自 己内省 的役割取 得 は 現実関係 で の 他者 の 考 え方，感

じ方 を推論 す る もの で あ る の に 対 し
， 劇遊 び は 虚構関係

で の 自他 の 行動 を客観的 に と ら え る も の で あ る と い う点

に 大 きな相 違が み られ る．し か し少 な く と も虚構関係に

お い て は ，
6 歳児の 約 4 割 が 自分 の 行動 を外 か ら 見 る こ

とが 可 能 で あ る と い う こ とが示 唆され た。

　 二 こ で 取 り上 げ た 子 ど も の 意識的 調 整 は ，行 動 の 目的

を意識す る こ とか ら生起 す る と こ ろ が 大 きい 、 こ の 意味

で 劇遊 び で は 物語 の 存在が 物 語 の 展 開 とい う 目的 を意識

させ ，調整行動を生起 させ や すい もの と し て い た 。 目的

を意識 し て 自分 の 行動 を制御す る とい う こ と は，学習活

動 で 代表 され る よ うな学童期 の 活動 に 要求 され る 力 に 通

し る もの と考 え られ る。

　本研究 で は 幼児 の 劇遊 びに つ い て 次 の 学 童 期 と の つ な

が りを 踏 ま え た 把 握 を試 み た 。今後の 遊 び 研 究に お い て

も そ の 構造 的変化 を 明 らか に す ろ と と もに ，次の 発達段

階 と の 関係 を踏 ま え，遊び を通 し て 子 ど もの 中に どの よ

うな 心 理 的変化 が 生起 し て い る か を明 らか に し て い く必

要が あ る と思 わ れ る。

　さて 本研究 で は 4 つ の 側面 か ら禦遊び に お け る子 ど も

の 発達的特徴を分析 し た わ けだ が ，こ れ ら 4 点 の 閲に は

密接な関連 が うか が え る。例 え ば 「役 割表現 」 と は 物語

中の 役割を 理 解 し再生す る こ とを前提 とす る もの で あ D ，

そ こ に は 「自他 の 行動 の モ ニ ターj が か か わ っ て くる で

あ ろ う。また 物語 の 再 生 は 共同で 行 うもの で あ る た め ，

他者 の 「役割理 解 」 が 再 生 結果 に 影響す る と思 わ れ る 。

さ ら に 「役割表現 」 に 関 し て は 「虚 構 性 の 理 解 」 の 発達

に よ っ て ，よ り役割 ら し く表 現 す る と い っ た 努 力 が 生 起

す る こ と も考 え られ る t、r自他 の 行動 の モ ニ タ
ー

」 と1役

割理解 」 に っ い て は ， 前者の 発達が後者の 発達に 先行す

る の で は な か ろ うか ． 本研究で S歳児 に 不 十 分 な役割理

解 を示 す
一

方的教示 が 多 く見 られ た の は ，自他 の 行動 の

モ ニ ターが先行 して 物語 に 沿 っ て 展 開 し よ う とす る あ ま

り，相手 の 立場 を無視 し て 行動 して し ま っ た もの と も考

え られ る 。

　 こ の よ うな 分析視点間 の 関連 を明 らか に す る た め に は ，

各 カ テ ゴ リ問の ク 卩 ス 分析 を行 う こ とが 考 え られ る。し

か し 「促進行動 」 「行動の 停滞jr 小声」 とい った 行動 は

直線的増減 で は 発達傾向を と らえ に くい 。倒 え ば
．
，ほ ぼ

完全 に つ ま ず く こ とな く物語再生 を行 え る な ら ば，促進

行動は 生起す る必 要が な い の で あ る。こ の た め ク ロ ス 集

計 に お い て モ ニ タ ー
機構 が 働 い て い な い 者 と 発 達 レ ベ ル

の 高 い 者 と が 同
・．

群 に 混在す る こ と に な る。そ れ ゆ え ク

ロ ス 分 析 に よ っ て 関連を明 ら か に し に くい 。分析視点問

の 関連性 を 検討 し て い くこ とは 今後 の 課題 で あ る t）

　本 研 究 で 用 い た劇遊 び は 課 題遂行的 な特色 を持 つ た め，

よ り
一

般的 な 劇遊び に 直結させ る こ とは で き な い が ， 劇

遊びを と ら え る 上 で の 基本的見通 し ， 及 び実践への 若干

の 示唆 は 得 られ た と思 わ れ る。本研究を 通 して 、 4 歳児

と5 ，6 歳児の 劇遊 び に は 質的 な 相違 が み ら れ た、，保 育

実践 を考える 上 で ，4 歳児 に と っ て は 物語を再生 す る こ

とが 目的 とな 1）に くい こ とか ら，登 場 人 物 に な っ て み る

こ と 自体 を楽 し む役割遊び的な 取 り組 み が まず必 要で あ

ろ うu ま た そ の よ うな劇遊 び で な けれ ば子 ど も に と っ・ て

楽 し い もの とな ら な い と思 わ れ る 。
こ の よ うな取 P）組み

方 は 5 ，6 歳児 に お い て も必 要 で あ る。し か し 5 ，6歳

児で は 物語再生 を目的 と す る カが 芽生 え て くる。 こ の た

め指導 に よ っ て 「物語 を上手 に 展開 し た い j と い う子 ど

もの 気持を高 め ，第 3 者 （観客 ） を 巻 き込 ん だ 表現活動

へ と発 展 さ せ て い く こ と も可能 で あ る と 思 わ れ る ．

　最 後に ， 本稿 で は 子 ど も同 士 の 相 互交渉を意識的調 整

を と ら え る 1 つ の 指標 と した。しか し ，

一
方 の 子 ど もの

援助行動は ，他方 の 子 ど もが 行動す る 上 で 目的 をよ り意

識化させ る とい っ た働 きをも し て い る もの と推測 さ れ る 。

こ うした こ とか ら考 え て も，他者特 に 大人 に よ る 援助 は
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子 ど も の 意識 的 調整 の 発達 に 大 き な 役割を果 た す こ と が

予想され る。現実 の 劇遊び 実践場面 で は，保育者 の 援助

に よ っ て 子 ど もた ちの 物語 の イ メ
ージ共有が 可能 と な り ，

口的を意識 し やす くな る な ど の 役割 を果 た し て い る 。 今

後 は 劇遊びに お け る 大人 の 援助 の 役割 に つ い て も検討 し

て い くこ とが 望 ま れ る。
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