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資　料

幼児の遊 び に お け る役割関係の理 解

お に ご っ こ場面 の 発達的検討

田　丸　尚　美
’

UNDERSTANDING 　 ROLE 　 RELATIONS 　 AS 　 DEMONSTRATED 　 iN　 CIIILDREN ’
S　 PLAY

　　　　　　　 Adevelopmental 　observation 　in　Japanese　tag　game （ONIGOKKO ）
一

NaOlni 「1’AMARU

　　The 　development　of　role 　taking　in　a しag 　game 　was 　studied ．　Three　play　groups ，
each 　 with 　three　children ，　organized 　in　each 　 age 　class 　of　3−、4　，5　year −

olds ，　were

observed 　over 　four　sessions 　by　the　authDr 　wh ⊂） participated 　each 　ganle 　ill　a　day　care

center 、　Three　aspects 　of 　childre 匡ゴs　behavior　were 　eva ］uated ： 
“
chasing −eluding

’°

behaviors ；（b）role 　exchange ；and （c ）understanding 　the
‘」
sphere 　of　the　game

”
．　 The

results 　showed 　that　in　the　younger 　subject 　groups，　the 【agger 　of匸en 　chased 　the　eluders
on ［y　when 　they　began　to　escapc ，　and 　the　eluders 　frequently　ran 　away 　even 　after 　the

tagger　began　to　chase 　tbem ．　 The 　chase ピs　 chasing 　behavior　and 　ca 亡ching 　behavior
often 　occurred 　independent】y．　HisbeIicved　that　the　children 　did　net 　rea 】1｝・understand
the　rules ，　whereas 　the　older 　subjects 　could 　understand 　the　rules 　of　tag　and 　continue 　the

garne 　by　themselves ．　The 　acquisition 　of　role 　takillg　in　pretend　pla》・as 　a 　develop−

nlental 　prerequisite　of 　understanding 　of　the　rule 　games 　was 　discussed．

　　Key 　words 　l　role 　taking，　tag　game ，　preschoo】chiidren ．

問 題

　幼児期緩半 よ り見 られ るル
ー

ル 遊 び の 1っ で ある お

に ご っ こ は
， オ ニ 役が逃 げる コ 役 を追 い ，そ の

一・
人を

つ か ま え て役割 を交代 す る こ とで 展 開す る 。 こ の遊び

を成立 させ る役割行動 お よ び心 理 的機能 と し て 以下 の

2 点が考え られ る 。

　〈1｝役割 の 保持

　オ ニ が 役割を離れ て追わ な くな っ た り， コ が 途 中 で

抜け た りす れ ば，遊び は崩壊す る。自分 が引き受け た

役割 を保持 して役割行動 を遂行す る こ と が 必要 で ある。

　役割 の保持は役割の表象に よ っ て 支 え られ る と考え

ら れ る。お に ご っ こ を導入 す る際に オ ニ の 子 に 鬼 の お

面 をつ けさせ て役割を意識 さ せ る実践 は よ く見 られ る。

大 内・芳賀 〔1980） は 4 歳児 ク ラ ス の 児 に お に ご っ こ の

・　 鳥取大 学 〔Tottori　Unjversit｝）

指導 を段階的 に 行 い
， 絵本 「狼と 7匹 の こ や ぎ」 を読

み 聞か せ た後 ， 狼 と こ や ぎの 役 に な っ た子 どもそれぞ

れ に お 面 を つ けさせ た と こ ろ，狼 と こ や ぎ の イ メ ージ

を こ と ばや 身振 りで 表現 し な が ら役割行動 を取 るよう

に な る変化 を観察 して い る。佐 藤 CtgS21は鬼を テ ーマ

と す る 紙芝居 を読み 聞か せ ， 低年齢で もお に ご っ こ に

お け る役割遂行が 容易 に な る こ と を示 した。読 み 聞 か

せ る前 は保育 者 が 手 を と っ て つ か ま え る こ と を援助す

る こ と の 必要だ っ た 3歳児の 中に ， 鬼 の 行動 を イ メ
ー

ジ さ せ る言葉 をか ける と鬼 の 身 振 りを し て 追 い か け つ

か まえ る ように な る 子 が い る こ と を観察 し て い る 。

　ElkOnil1（］964 ；1980） に よ れば，初期 の ル
ー

ル 遊 び は

「狼 が うさぎを追 う」な ど役割の属性に よ っ て役割の

表象が形成 さ れ て い る。彼は役割遊び で 子 ど もが 引 き

受 け た 役割 の 背後 に 含まれ る ル ール の 理解を ル ール 遊

び の 発生 す る基礎 と考え た 。
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　  役割の 交代

　オ ニ が オ ニ 役 に 固執 し た リ コ が オ ニ に な る の を拒ん

だ りすれ ば遊 び は成 立 しな い 。 相 手 と自分 の 役割 を

ル ール に 基 づ い て 交代 し て 遊び を 展開す る こ と が 必要

で あ る 。 お に ご っ こ を進行 する上 で ，つ か まえて 役割

を交代 す る場 面 で 困難が生 じや す い こ と が 観 察 さ れ て

い る　（例 え ば 伊藤，1983 ）。

　役割の 交代 は ル
ー

ル に 基づ く役割関係の 理解に よ っ

て 支 え られ る と考え ら れ る が，こ の 点 か ら お に ご っ こ

の 成立 に つ い て な さ れた研究は ほ と んど見 られ ない
。

わ ずか に 先 の 大 内 ・芳賀が，お に ご っ こ の 段階的指導

の 中で 交代場面 で シ ン ボ ル （帽子）を手渡す と い う交代

の 手掛 か りを与え，役割交代 が 容易 に 行 わ れ る よ うに

な る こ と を観察 した 。

一
方保育の 実践 ヒは つ か ま え る

こ と を求め ら れ な い 追 い か け っ こ が お に ご っ こ の 前段

階的経験 とし て 位置づ け ら れ て い る 酒 頭、］973 ； 城 丸、

］9BO 。役割交代 の 成立 を考え る 上 で 注目で き る活動 で

あ る。

　追 い か け っ こ は通常 1対 1 の ペ ア で行わ れ ，次 の よ

う な 役割行動 の 特徴 が あげ られ る。 
一

方 が 追 い か け

る と他方が逃 げ ， 逆 に
…

方が逃 げ始 め る と他方が追 い

か け る。交互 に 追 っ た り追わ れ た り し て 関わ り合 う。

双方 の 行動 は 誘発し合 い
， Mueller＆ Lucas（1975） が

取 り一ヒげ た ，

一
方の 行動 と他方 の 行動が対 に な っ て 初

め て 意味 を持 っ 「相補的 役割行動」 に あ た る と考 え ら

れ る 。   城丸が 指摘す る よ うに ， は っ き り と つ か ま え

た と い う状態 を作 り出す必要 が な く，役割交代 は 時 と

場合 に よ っ て変動す る 。   遊 び の開始 と終了 は ル ール

と し て は不分明 で あ る 。 こ れ に 対す る お に ごっ こ の 役

割行 動 の特徴 は ，   オ ニ が コ 集団 の 誰 か
一

人 をつ か ま

え る た め に 追 い ，コ は オ ニ と自分だ け で な くオ ニ と他

の コ の 関係 に も 目を向 け な が ら逃 げる。  オ ニ が コ を

つ か ま え る と役割を交代す る 。   遊 び の開始 は役決 め

と い う手続 に よ る。

　本研究 で は ，
お に ご っ こ に お け る役割行動 の 特徴 に

対応す る以 下の 3 点を役割関係の 理 解を と ら え る諸側

面 と仮定 し ， 各 々 の 発達 的変化 を仮 説す る。

　  役割交渉（オ ニ と コ 双 方の 関わ り方）の 理解 ；発達 に 伴

い
， 互 い に 誘発 し合 う役割行動 の 相 補的特徴 が 見 ら れ

な くな りt 追 う ・逃 げ る 行動が眼前 に 展 開されな くて

も 役割交渉 す る よ うに な る。

　  役割交代 （オニ と コ 双 方の 行動 目標）の 理解 ；発達 に 伴

い ，役割交代 の ル ール が 明確に な り ， オ ニ は つ か ま え

るため に 追 い ，コ はつ かまると ス ムーズ に 交代す るよ

う に な る 。

  遊戯活動の範開 の 理 解 ；発 達 に 伴 い ，他の 遊 びと

の境界， 参加 者と非参加者の 区別が 明確に な る 。

　以上 を明 らか に す るため に ，
お に ご っ こ 場面 を形成

し ， 複 数名 の 子 ど も に よ る 役割問の 相互 作用 を観察す

る。年少幼 児 に お い て はお に ご っ こ を自然発生的 に観

察 す る こ と は 困難な た め ， 大人 が 1名加わ り参加観察

を行 う。 子 ども集団 の 規模 は， 役割交代の 理解を見 る

た め に ，オ ニ が追う コ 以外の コ の 参加者 1名を加え た

3名 とす る。大人 の 行動 は ， お に ご っ こ の ル ール に即

し て 原則的に統制す る 。 ま た，同
一

被験児 に 反復 し て

場 面 を設定 し．複数回観察 を重ね る 。

目 的

　お に ご っ こ に お け る 子 ど もの役割行動を次の諸点か

ら検討す る。

　1，役割 交渉 　（a ）オ ニ の 追 う行動が存在 し な い 場 面

（オ ニ が 屈 ん で IO数 え る 開始場 面 〕 に お け る コ の 逃 げる 行

動 の 出現の タ イ ミ ン グ ， （b股 割交代後の オ ニ の追 う行

動の出現の し方 。

　2．役割交代 ｛a ）オ ニ が コ を っ か ま え る時の追 う行動

と の連続性 ， （b）交代後新た に オ ニ に な っ た 子 の追 う行

動 の 出現 の 有無。

　3．遊戯活動の 範囲　  お に ご っ こ へ の参入 ・離脱 の

乎続 の 有無，（b）参加者 と非参加者へ の 態度 の 違 い 。

　以上 を通 し て お に ご っ こ に お け る 子 ど もの 役割関係

の 理 解の 過程を明ら か に す る こ と を 目的と す る。

方 法

　デ ザ イ ン 　 2 ， 3 ， 4 歳児ク ラ ス の 各年齢 に ， 3名

の グル ープ を 3チ ーム ず つ 編成す る 。 各グ ル ープ に大

人 が 1名ず っ 加わ り，お に ご っ こ 場面 を形成す る。 1

グ ル ープ に つ き 1 回 7 〜 8 分間 の 場面 を週 に 1 回ず つ

計 4 回設 け ， 全体で 36同 の場面を設定 し た 。

　被験児　公 立 保育園児

　 2 歳児 クラ ス 10名
li

〔2 ；8〜3 ；4，平均 2 ；】】）

　 3 歳児ク ラ ス ユ1名 （3 ；8〜4 ；4，平均 4 ；O）

　 4 歳児 ク ラ ス ユ1名 （4 ；8〜5 ：Sr’ド均 5 ；O）

　本稿で は ， 平均年齢 に よ っ て そ れ ぞ れ 3歳児 ， 4歳

児， 5 歳児 と記述す る。

　手続　は じめ に 大人 は 3 名の 子 どもに相対 し， 「お に

ご っ こ っ て ど う や る の ？」 と質問 す る 。 子 ど も の 答 え

を補足 して FIG．1 に 示 したル
ー

ル を 言葉 で確認す る。

・・原則的に 同
一被験 児 に 4 回 の 場 面設 定 を行 っ た が

， 病 欠 な ど

の ため
一

部 に メ ン バ ーの 変更 が あ っ た た め 被験 児 は 9 名 よ り

多い 。
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・

オ ニ の 行勤 コ の 行 動

F且G．1 お に ご っ こ の 構造

次 に オ ニ を決 め る。子 ど も か ら ジ ャ ン ケ ン の 提 案 が あ

れ ば ジ ャ ン ケ ン に 負け た もの が
， 提案が な け れ ば大人

が 最初 の オ ニ に な る。

　大人 が オ ニ の 場 合 「つ か まえ る ぞ」「オ ニ だ ぞ 」等言

葉を か け っ つ 手 をか ざ し ， 相手を換 え な が ら追 っ て ，

1 回 の 場 面 で 3名 の 子 ど もが 最低 1 回 は オ ニ に な る よ

う に す る。大人 が コ の場合 ， 「つ か ま えて ご らん 」「オ

ニ さ ん こ ち ら」等言葉を か け な が ら コ 集団 の
一・

人 と し

て逃げる 。 オ ニ が lotwえ る開始場面で は コ の い ずれ か

1名 が逃 げ始め て か ら逃 げ る。

　オ ニ と コ の 交代場面 で は ， 大人 は原員1、と し て 「つ か

まっ た，○○ ちゃ ん の お に 1 と言葉を か け る。オ ニ に

つ か ま っ た コ が 逃 げ続け た り他 の 遊 び に 抜 け た り し た

場合は，大人 が 代わ っ て オ ニ に な り お に ご っ こ を続 け

る。

　場所　お に ご っ こ に 参加 しな い 他 の 2 グ ル
ープ が 固

定遊具 な どで 遊 ん で い る園庭で行 う。 2 ， 3歳児 ク ラ

ス で は保母 が 1 名 こ の 2 グ ル ープ に 加 わ る 。

　記録　記録者 が VTR を用 い て オ ニ の 行動 お よ び相

手 の コ の行動を 中心 に お に ご っ こ の 展 開を記録す る 。

お に ご っ こ 開始場 面 で は コ の行動 を記録した。また お

に ご っ こ に参加 す る 大人 が 携帯 用 の カ セ ッ ト レ コ ー

ダー
を身 に つ け，子 どもの 音声記録 を補足 し た 。 こ れ

らを基 に ， オ ニ ・追 う対象 と な る コ ・そ れ 以外 の コ の

3 者 に つ い て，視線 ・運動 ・身振 り ・言語な ど の行動

を記述 した。

結 果

　行 動 分 類 の 観点　当該 児 の 視線 の 方 向お よ び移動方

向に よ り分類 した。視線が お に ご っ こ の参加者に 向 け

られ ， 相手 と の 距離を縮め る方向 に 移動 す る も の を 追

う行動 ，逆 に 拡 げ る 方向に移動す る もの を逃 げる行動

と す る e 参加者 に 視線が 向け られなが ら移動方向が相

手 との 関連上不明な もの 〔立ち 止 ま る，帽手 と並 ん で走 る等 ）

は ，役割不明 と分類す る 。 参加者に視線が 向けられず

園庭の 固定遊具 に 向か う，他 の グル
ー

プ に加わ る な ど，

行動 が他の 遊び に向け ら れ た もの を離脱 と分類 す る 。

ま た，参加者 に 視線 が 向 けられ ， 手を用 い て行われ る

身体接触行動 融 れ る，つ か む，た た くな ど〕 を つ か ま え る

行動 と す る。

　分析 の 単 位　オ ニ が あ る コ をつ か まえて オ ニ と コ の

役割が 代わ っ た とこ ろ で 役割交代 と認定す る。役割交

代 で 区切 ら れ る，オ ニ が コ に 対 し て 追 う行動 ・っ か ま

え る行動を取 る過程 を 1 っ の 事例 と考 え ， 事例 を基 に

分析 した。また問題 と す る行動 の 現 れ た 場 面 の 頻 数 を

ケー
ス と し て 記述 を分 け る 。

　今 ［司の 観 察 で は 3歳児 の べ 57例， 4 歳児の べ 88例 ，

5歳児 の べ 87例 の 事例 が 得ら れた 。 そ の うち追 う行動

の 出現 した事 例 は ， TABLF：　1 に 示 す よ うに ， 3歳児 42

例 （74％） 4歳児 79例 （9  ％ 〕 5 歳児86例 （99．％） で あ る 。

TABLE　1 追 う行動 の 出現 の 有 無 に よ る事例 の 分類

被験 児 　　　　 追 う行動 出現 せ ず　　　　追 う行動　その 他 計

　　　他の遊 び コ と して 役割不 明　小　計
の 出現

　 　 　 へ 難脱 　 逃げ続ける行動

3歳〜冠　　7 〔．12）　3（．05）　　1｛、D7）　ユ4〔．25）　42（．74）　1〔．02）　57
4 歳児　2（．02）　1〔．Ol）　5（．D6）　 8〔、09） 19（，90） 1（．Ol｝ 8ti
5 歳 児　CI｛．00｝　O〔．00）　（］（．OO）　   〔．⊂｝O） B6〔．99） 】（．Ol｝呂7

Note ；表中 の 数字 は の べ 事例数，（ ）内 は の べ 事 例総 数に 対

　 　 す る 比 率 を示
．
す。

　 1．役割交渉

　（a ） コ の 逃 げ る行動 の 出現の 仕方

　 お に ご っ こ開始場面 に お けるオ ニ が 10数 え る行動 の

以 前 ・最中 ・以後 と い う 3 っ の 時点 と の関連で ．逃 げ

る行動 が い つ 現れ た か を分類 す る。「以前」は オ ニ が 決

定 し た 時に コ が 走 り出 す も の で ， 数 え る行 動 出現以 前

に 逃 げ る行動が現れ る も の で あ る。「最中」は オ ニ が追

う行動そ の も の で は な く そ の 準備 と な る行 動 を し て い

る 間 に 逃 げ る行動が 現 れ る もの で ある。「以後」は オ ニ

が 1 数 え終わ り手をか ざす ・走 り出す な ど追う行動を

と っ た 後 に 逃 げ る行動が 現 れる もの で あ る 。

　TABLE　2 よ り ， 数え終わ っ て 追 う行動が 出現し た 後

に 逃げ始 め る 子 ど もの の べ 人 数比 は， 3歳児 89％ ，
4

歳 児 3 ％ ， 5歳児で は観察 され な か っ た 。 10数え て い

る最中に逃げ始め る の は 4 歳児 に 多 く （66％ ）
，

3 歳児

5 ％， 5 歳児14％で あ っ た。数 え る 行動出現以前に逃

げ始め る の は， 3歳 児 で は観察さ れ ず， 4 歳 児20％，
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5 歳児 は79％ と比 率が 高か っ た ．

　（b） 交代後 の オ ニ の 追 う行動 の 出現の仕方

　TABLE 　3 に 示 す よ うに ，交代後 に追う行 動が出現 し

た事例 の 中に ， 追 う行動が出現す る前に コ 集団 を 見 た

ま ま 10秒間前後立 つ
， 屈 むなど役割不明行動の 介在す

る もの が あ り ， 4歳 児の 第 1回 の 50％，第 2 回 の 24％

の 事例 に 見 ら れ た。 3歳 児 に は見られず ， 4歳児の第

3 ・4回 ， 5歳児に も ほ と ん ど見ら れ な い 。

　次 に 役割不明行 動 の 介在な しに 追 う行動 の 出現 した

事例 に つ い て ， 追 う相手 と の 関連 に よ り 分 類 す る

（TABIE4 ）。

TABLE　2 逃げ る行動の 出現 時点に よ る分類

被験 児　オ ニ が 10　オ ニ が 珊 　オ ニ が 】0　そ の 他　計
’

　　　 数え た 後　数 え る 問　数 え る 前

3歳 児　　　33〔．89）　　　 2（、05〕　　　0（．00）　　2（．05）　　37
4義 当見　　　1〔．03＞　　L／3（．66〕　　　7（，20）　　4（．11）　35
5 歳ム巳　　　0 〔．臼O）　　　4（　14〕　　23 （．79）　　2（．07）　　29

Note ； D 表中 の数 字 は の べ 人数，（ ）内は の べ 人 数

　 　 　 比 で あ る 。
　 　 　 2｝人 数 合計 は子 ど もが 1 ＝ に な る 場 合が ある

　　　 た め 年齢 に よ り異 な る 。

TAHLE 　3　役割不明行動 の 介在 に よ る追 う行 動 の 出現

　　　　　 の しか たの 分類

被 験児 　回 　数　介在 あ ワ　 介在な し　介在不明　各 回計 総 計

TABLE 　4 相手 との 関係 に よ る 追 う行勤の 出現の し か

　　　　　 た の 分類

被験 児 相手に 向 っ て走 ワ出す

大人 に 向 う　子 に 向う　 小 　計

相 手 を　　そ の 他 計

想定 し て

走 り出 す

3歳 タ見　　27 〔．68＞　　　9し23〕　　36 〔．90｝　　　0（．0 ＞　　4（．10）　40

4歳 児 　 23（．35）　 23（．35〕　 46 〔．70）　 15（．23）　5 （．｛｝8）6S

5歳児 　24（．29）　 24（．29）　 4S（．59）　 Z8（．34） 6（．a了）麗

Note ；役割 不 明行動 の 介在 な しに 追 う行 動の 出現 し た事 例

　 　 　 に つ い て 分類 し，の べ 事例 数 と の べ 事例総 数 に 対 す る

　　　比率を 示 す。

3歳 児 　 1 回 目　 〔｝（．00）
　 　 　 2 回 目　 0（．［肋
　 　 　 3 回 冂　 （」（．｛｝o）
　 　 　 9 回 目　 0（．0ω

8（1．DO｝　 D（．00）　 8〔1．ODl
1〔〕（L ｛〕0）　 D（．00）　 玉  （1．00｝
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 42
14（．94）　 1（．07）　 15〔L 〔〕〔））

8（　．89＞　　　1（．1且）　　9（1．00｝

4 歳児 　 1回 H
　 　 　 2 同 目

　 　 　 3回 H

　　　 q回 目

5〔、50）　　　5（　．50｝　　　O（．00）　　IO〔1、00｝
5（．24）　　15（　．71＞
1（．04｝　　　24（　．93）
0（』 ）　 22（1．DO）

1（．05）　 21（1．00）
　 　 　 　 　 　 　 79．
1（．04）　 26〔1．00）
〔｝（．00）　22〔10D ｝

5歳 児　 1 回 目

　 　 　 2 画 目

　 　 　 3 回 目

　 　 　 4 同 目

1（．05）　 20（．91＞
0（．DO）　 2ユ（1．00）
  （．00）　　25（　．96＞
0（．Dω　　16（．94）

1（．05）　 2Z〔1．U田

0（．00）　 21（1．OD〕
　 　 　 　 　 　 　 86
1（．04）　　26｛1．OO〕
1（．06）　　17〔1．00〕

Note ；追 う行動 の 出現 し た事例に っ い て分 類 し，の べ 事例 数

　　　と 各回の の べ 事例 総数 に 対 す る比 率を示 す 。

　相手 に 向か っ て 走 り出 す事例 は 3 歳児 の 90％ で あ O ，

大人 に 向 か う率が高 い （68％〕。 4 ， 5歳児 に な る と 大

人 ， 子 ど もの 相手 の 差 は見 られず，相手 に 向 か っ て 走

り 出す事例 の割合が 減 る
一

方 ， 相手 を想定 し て 走 り出

す事例が 見 られ る 。 周囲 を見回す ， 物 陰 をの ぞ くな ど

コ を探 す行動が観察 され た 。

　2．役割交代

　（a） つ か ま え る行動 の 分類

　オ ニ の つ か ま え る 行動 を追う行動 と の 連 な りに よ り

分類 する。立ち止 まる ， 相 手 と顔 を見合わ せ る などの

行動 が は さ ま れ ， 相手 の 誘 発的働 き か け （例．「っ か ま え

て ご ら ん 」と手 を出す，it　＝ の 前に 立 ち 止 ま る） に よ っ て つ か

まえ る行動 が現 れ る か どうか を検討 し た 。

　TABLE 　5 に 示 すよう に，誘発 され て つ か まえ る事例

は 3歳 児 に 比率 が高 く  ％）， 第 1 ， 2 回 は ほ と ん ど の

事例 が こ れ に あ た る 。 4 歳 児 に も 見 られ る が （6％ 〕
， 第

3 ， 4 回 に は 1例 の み で あ っ た 。 5歳児に は最初か ら

．見 ら れ な い 。一
方 ， 追 う行動か ら連 な っ て つ か ま え る

事例は 4 ・5歳児 の 大部分 に み られ ， 3歳児で は第 3 ・

4 回 の半数の事例 に見 られ る 。

　（b） 交代後の 追う行動 の 出現 の 有無

　TABLE 　1 に 示 したよ うに ， 交代後追 う行動の 出現し

な い 事例は 3歳児に 14例 く25％）， 4 歳児 に 8 例 （9％）見

TABI．E　5　つ か まえ る行動に よ る事例の 分類

被験 児 誘 発的働 きか け の 媒介 追 う行 動 か ら の 連続 そ の 他 　計

1回 目　 2 回 目　 3 回 目　 4 回 目　 小 　計 1 回 目　 2 回 目　 3 回 目 4 回 目

6 （．14）

小 　計

：S歳 児　　 6（．14）　 9｛、21）　 7〔．17）　 3（．071
4歳児　　 1（．Ol）　 3｛．04）　 1〔．〔ll）　 O（．00）
5 歳 児　　 0 （．GO）　 O（．OO）　 0〔．OO）　 U（．0 

25〔．6〔1＞

5〔．06｝
e〔．oo｝

1（、OL）　 1（．02＞　 6 〔．14）
9（．1正）　　16（．20｝　　15〔．19＞
22（、26）　 21（．24｝　2S（．29｝

16〔．2ω

玉fi〔．19）

14〔．33）　　　 3 （齟07）　4Z

56〔．71）　　　18（．23〕　79

84（．9S）　　　2（．02〕　86

Note ；1）

　 　 　2）

　 　 　3）

追 う行 動の 出現 した 事例 に つ い て 分類 し，の べ 事例数 との べ 事例総 数に 対 す る 比 率 を 示 す。
任意 に と 「y 出 した 資料 の 2 者 間 の 分類

一
致 率 は 91％ で あ る。

4 歳 児に 「そ の 他」 の 事例が 多い の は，コ に よ る役割交代 が 含 まれ る た め で あ る 〔本 文参照 ）。
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られ た 。 5歳児 で は ほ ぼ 全 て の 事例 で 追 う行動が観察

され た 。

　 3歳児 で は他 の 遊 び に 離脱す る σ 例、12％），交代 が

起こ らずコ と し て逃げる行動 を とる （3例，5％ 1 事例が

見 られ た。 こ れ ら は 4 歳児に は 3例 〔3％）見 られ ，
4 歳

児の そ の他の 5例 で は役割不明行動 が観察さ れ た。

　3．遊戯 活動 の 範囲

　（a ） お に ご っ こ へ の 参加 ・離脱 の手続

　交代後 オ ニ と して の 追 う行動を と らずに 他 の 遊 び に

そ の ま ま離脱 す る事例数 は TABLE 　 1 に 示 さ れ て い る 。

3歳児 に 7例 ， 4 歳児 に 2例見ら れ ， 5 歳児 に は 観察

さ れ な い 。i入 レ テ 」 「ヤ メ タ」と宣言す る行動 は 4 ，

5歳児 に 観察 さ れ る 。

　（b） 参加 者 と 非参加者 へ の 態度

　参加者 か ら非参加者 へ の働 き か け と し て オ ニ が非参

加者 を つ か ま え る行動が 3 歳児 に 2 ケ ース 見 ら れ ，

4 ・5歳児で は観察さ れ て い な い 。 5歳 児で は大 人 に

尋ね る （例 オ ニ が 非 参加 者 とぶ つ か っ て 立 ら止 ま り，大人 に 「先

生 マ サ カ ズ 君 ヤ ッ テ ル ノ ？ ？ サ 17ズ君 1 と 尋 ね る），非参加者

と互 い に確認 し合 う行動 が み られ た。

　非参加者 か ら参 加者へ の働 き か け と し て ， 第 1 に コ

集団に加入 し て逃げる ・隠れる行動 が 3歳 児 に 11ケ
ー

ス ， 4 ・5 歳児 に 3 ケ ース 見 られ た。 5歳 児で は 参加

者 と互 い に確認 し合 う行動 例 、オ ニ A が コ B に 向 か
t．．・　’（

走 っ て くる と，B の 横 に 立 っ て見 て い た C が A に ［ア タ シ 入 レ ヲ

モ ラ ッ テ ナ イ モ ン 」と言 う）が 見 られ た 。 第 2 に ， オ ニ に 対

して 攻撃的態度を と る行動 が 3歳児 に 3 ケ
ー

ス
， 4歳

児 に 1 ケ ース 見 られ る （例．大人 の オ ニ が 「つ か ま え る ぞ う」

と コ らに 手 をか ざ 9』の を見 て い た 非参加 蓍 A ，B が、「ヤ メ ロ
ー1

「ヤ メ ［コ・一」と手 を挙 げ て オ ニ に 向か っ て 走 る 〕。 第 3 に 参加者

に 対 す る協力的 ・妨害的行動が 5 歳児 に 頻繁 に み られ

た 。オ ニ に 対し て 「ア ソ コ ニ i ル ヨ 」 と コ の 隠れ 場所

を教 えた り （11 ケース ）， 「コ コ ニ ハ イ ナ イ ヨ 」 と コ を隠

し た りす る （2 ケ
ー

ス ）。 コ に 対 して は ， 追 い か け よう と

す る オ ニ の 前に 立 っ て 手 を広 げ て コ を逃が し た り （2

ケース ），
コ の 両腕 を押 えて放 さず に オ ニ に つ か まえ さ

せ た りす る 〔1 ケ
ー

ス ）。

考 察

　1，各年齢 の 特徴的行動

　各年齢 に特徴的 に 現 れ る行動 をま とめ考察 を加 え る 。

　 3歳児 で は 追 う
一

逃げ る と い う交渉行動 の 相補 的特

徴が明 ら か に 見ら れ た 。 オ ニ が 追 い 始 めるま で 逃 げ出

さ な い コ が の べ 9 割 に 上 り ， 役割交代後 に オ ニ が 追い

始 め る場合の 9割 は逃げる相手 に 向 か っ て い る e 相手

と し て 大人 に 向か う割合が高い の は ， 大人 は明白に逃

げ る行動を取る た め と考 え ら れ る。

　 回 を重ね る う ち に半数の 事例で 誘発的働 きか けが な

くて もつ か まえるよ うに な るもの の ，
つ か まえ る た め

に 追 う と い うつ な が りが 弱 く ， っ か まえて も役割交代

が行われな い 場 合 も見 られた。オ ニ が 1度 コ に抱 き着

く， タ ッ チ す る な ど し た後 も引き続 き追 う行 動 が 取 ら

れ る もの が 3歳児 に 5 ケ
ー

ス
， 4歳 児 に も 1ケ ー

ス 見

られ た。っ か ま え る 行動 が 役割交代の意味 を成さ な い

も の と考え ら れ る。また， コ が オ ニ に 抱 き着 く行動が

3歳児 に 頻 出 し た ql ケ ース 1。 手 を か ざ し 「オ ニ ー
」と

言 うA を見 て い た コ B が A に 両手 で 抱 き着 き ， B の横

に い た コ C もA に 抱 き着 くな どで あ る 。
コ が コ に 抱 き

着 く行動 も 5 ケ
ー

ス 観察 され た。お に ご っ こ の 役割関

係外 の 抱 き着 きそ の もの と考え られ る 。 今回 の 資料 で

は， 3 歳児 に は ル
ー

ル と し て の 役割関係 の 理解は難 し

く， お に ご っ こ として の 展開は困難で あ る と考え ら れ

る e

　 4 歳児 で は ，
つ か ま え る た め に追 う とい うつ な が り

が明確 に な っ て く る も の の ．コ が オ ニ を つ か ん で 「ツ

カ マ エ タ」 と い う行動が 10ケ ース 観察さ れ ，
コ が オ ニ

に 1今度ア タ シ ガ オ ニ ニ ナ ル 」 と言 うケー
ス もみ られ

た 。こ れ ら は
，

っ か ま え る 行 動 が 役割交代の ル ール と

して 意味づ け ら れ る ヒで の 困難を示 し て い る と考 え ら

れ る 。

　交代 後 に ほ と ん どの事例で新た に オ ニ に な っ た 子 が

追う行動を と る が，第 1 ・2 回 に 役 割不明行動 の 介在

す る もの が よ く見 られ た 。 役割不 明行動の 介在は 3歳

児 に は見ら れ な い 。交渉行 動 が 互 い に 誘発 し合 うもの

な ら，逃 げ る相手 に 誘わ れ て 追 い 始め る と考え られ る 。

4歳児に特徴的に み られ る役割不明 行動 は，ル
ー

ル に

よ っ て コ と の 関係 が 規定 され た オ ニ の 役割を新た に 自

分 の もの と して 引 き受け る上 で の 困難を示 し て い る と

考え ら れ る。自分 が オ ニ に な りた い と い う 交代上 の 混

乱 も，
コ に対し て 自分が オ ニ の役割 を取る こ とが 理解

さ れ る過程 の 過渡的行動 と考 えられ る。

　 5 歳 児 で は 交代場面 の 混乱 は ほ と ん ど 見 られ ず， オ

ニ は つ か ま え る た め に追 い ，っ か ま る と コ が オ ニ に 交

代 し て 追 い 始 め る 。 追 い 始め る場合 も役割不 明行動の

介在 す る事例 は ほ と ん ど な く， 4歳児よ りも逃げる相

手を想定 し て 追 い 始 め る割合 が 高 くな る。 こ れ は 同時

に ， オ ニ が決ま っ て ， ま だ追 い 始め な い 段 階 で 逃 げ始

め る コ が多 く，オ ニ か ら隠れ る と い う状 況 が 作 ら れ る

た め と 考 え られ る 。
い ずれ も自分 の 引き受 けた役割 を

相手に 関係づ け て 理解 して い る こ とを示す と考え ら れ
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る 。 また ，
コ A が オ ニ B を 「オ ニ サ ン コ チ ラ j と拍手

して 誘 ううち に B の 手に触れ る と ， B が A に 「ツ イ タ」

と 言 い ，A が B を見 て 立 っ て い る とB が再 び A の 手 に

タ ッ チ して 「ツ イ タ ヨ 」と言う等．体に触れる こ と が

交代 の ル
ー

ル と して 厳格 に 処 され た り， オ ニ A が コ B
の 頭 を叩 い て つ か ま え る と ， B が 1頭ツ イ チ ャ イ ケ ナ

イ ン ダ ヨ
。 手ダ ケ」 と手 を見 せ な が ら逃 げ て しまう等 ，

イ ン チ キ に 用 い られ た り す る ケー ス が 見 ら れ た 。 つ か

ま え る行動を交代 の ル
ー

ル と して 応用 し，遊 び手 とし

て 関わ っ て い る た め と考え ら れ る 。

　2、役割関係の 理解 の 諸側 面

　本研究 で 得 られた お に ご っ こ に お け る役割行動 の 年

齢的特徴か ら，役割関係 の 理解 に つ い て 以下 の ような

発達 的変 化 の 方向が考え られ る 。

　役割交渉の 理 解　オ ニ の 追 う行動 が 眼前 に 展開 され

な くて もコ が逃 げ始 め る よ うに な り ， 逃げ る相手が い

な くて も想定 し て探 し な が ら オ ニ が 追 い 始 め る ように

な る。交渉行動 の 相補性．が見 られ な くな り ，
ル ー

ル に

即 して オ ニ ・コ 双 方 の 役割行動 と し て 自立 し た もの と

な る変化 が 確認 され た。

　役割交代 の 理解 　オ ニ は つ か ま え る た め に 追 い ，交

代後は コ が ス ムーズ に オ ニ に 代わ る よ うに な る 。
つ か

まえる行動 が交代の ル ール と し て 理 解 され ，安定 し て

働 く よ う に な る変化 が 確認 さ れ た。

　遊戯活 動 の 範囲 の 理解　他の 遊 び と の境界が 明確 と

な り， 遊 び の 参加 ・離脱 の 手続が と られ た り，参加者

と非参加者に 異 な る態度 を とる よ うに な る 。
ル ール に

基 づ く役割関係を結ん だ遊戯活動を 区別す る よ うに な

る変化が確認 さ れ た。

　3．役割 表象 の は た ら き と役割交代

　 3歳児で は，追 う行動 に 「鬼 1を表わ す身振 り 〔第 L）

指 を鬼の 角の よ うに 頭 に 立 て る 指 で 口 を横 に 拡 げ る 等）の 伴 う

もの が 42例中36例で 観察さ れ た。「鬼」と い う役割 の 表

象に よ っ て 役割行動が支 え られ て い る と考 え ら れ ， El−

konin （1964 ） の 説を支持 し て い る。佐藤他が 示 し た

よ うに ，役割表象を明確 に する働 きか け に よ っ て オ ニ

の つ か まえ る 行動が と りや す くな る こ と も確認さ れ て

い る 。

　 しか し，中 に はつ か まえ る ため に コ を追 う と い う よ

り， 「ワー」「オ パ ケ ー−1 と脅か す こ と が 主体 と な りつ

か まえ る行動 を とらな い もの が 8例 ｛10名 中 4 名 ）に観

察 され た。身振 りを と っ て 行動す る う ち に ，お に ご っ

こ の オ ニ と し て 交代 す る た め に つ か ま え る の で な く，

子 を脅 か す 「鬼」を表わ す行動が取 ら れ た と考え ら れ

る 。 「鬼」の 表象 が役割 を交代す る た め の手続 を妨げる

場合が あ る こ と に 注目 し た い
。

　Elkonin が ル
ー

ル 遊び を準備 する もの と考 え た役割

遊 びで は ，

一
旦 引き 受 け た役割は 原則 的 に 固定 され る

の に 対 し，
お に ご っ こ の 役割は つ か ま え る と い う交代

の手続 に よ っ て代わ っ て い く。そ の 点で は，活動 の 構

造 が 異 なる。つ か まえ る行 動が交代の 手続 と し て 理 解

さ れ る 上 で ， 役割遊び か ら の 連続性 と は 異 なる視点 か

ら お に ご っ こ の 成立 を検討す る 必要 が あ る 。 Garvev、
C．〔1977）は ，

ル ール の あ る遊び は乳 児期か ら の 遊び の

経験 に 基 づ い て い る と考 え ， 「子 どもたち が大人 と相互

作用 し合うう ち に学ぶ 反復的で か っ 予測可能な行動 パ

タ ー
ン 」 に さか の ぼ る必 要 を指摘 す る。お に ご っ こ の

役割行動 を検討す る 上 で ， 本稿で 取 り上 げた 追 い か

け っ こ に お け る行動 パ タ
ー

ン に 着 目 した ア プ ロ ーチ の

意義が認 め られ よ う 。

　 4，今後の 課題

　今回 は お に ご っ こ に お ける役割関係 の 理解 を役割行

動の 3 つ の側面 か ら分析 し，各側面 の 発達的 変化 を示

した。事例 に 基 づ い て 分析 し た が ， 回 を重 ね る こ と で

個々 人 に お け る行動 が ど う変化 した か を検討 す る課題

が 残さ れ て い る。ま た．参加観察 す る 大人 は遊び手 と

し て関わ りお に ご っ こ の 進行を図 っ たが，子 どもへ の

指導 と して の 働 きか け は特 に 意 図 しな か っ た。 追 う，

逃 げ る とい う交渉行動 を こ と ば や身振 りで 表 現する，

役割の 交代 を こ と ば で確認 するな どル
ー

ル に即 して行

動 を原則的 に 統 制 し た が ， 大人 の行動 が 子 ど も に 対 す

る演示 の効果 を持 っ た こ と も考 え られる。大人 の 働 き

か け の 及 ぼ す効果 に つ い て 分析 し ， 形成実験的ア プ

ロ ーチ を検討し て い くこ と も今後 の 課題 で あ る。

　 また，今同 の 分析 は役割 交代 の 成立 を中心 に な さ れ

た た め ， オ ニ が 追う過程や コ が逃げる過程 が 取 り上 げ

ら れ て い な い 。例 えば， 5歳児 に 観察 され た ， 逃 げ る

コ が オ ニ に 誘 い か け て わ ざ と近 づ い た り，オ ニ が つ か

ま え よ う と す るふ り を して そらせ た O するな ど， 双方

の 関 わ P合 い の 出現 の 仕 方 も お に ご っ こ と い う遊び の

枠組み の 中で検討す る 必 要が ある。また， 3， 4 歳児

の 中に ，追 う過程 で 相手 の コ を換 えな い 事例 が観察 さ

れ た が ， お に ご っ こ の成立初期 に，オ ニ に な っ た子が

特定の コ （大人，親 しい 友等） をよ く追 うこ とが指摘 され

て い る （勅使，19Sl）。
　 Elkonin （1964 ） は遊び に 参加す る

子 ど も た ち の椙互関係 と し て，遊戯的関係 は ま ご とな

らば，お 母 さん と 子 ど も等 ） と リ ア ル な 関係 （A ち ゃ ん と B 君

等 ）と い う 2 つ の 形式を と りあげたが ，特定 の コ を追 う

の は 日常生活 に お ける関係 を遊戯場 面 に持 ち 込 み ， そ

れを支え に 役割関係 を取 るため に 現れ る現象 と考えら
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れ る。役割関係 の 理解 の 過程で そ の 2 つ の 関係 の 区別

が どん な役割を果 た す の か検討す る必 要が あろう 。

　ま た ，今回 の分析で は ， 追 い か け っ こ に お け る交渉

行動を 「相補的役 割行動」 と と ら え ， 追 う， 逃 げ る 行

動 が 眼 前で対応 し合う か ど うか を問題 に した が，そ の

特徴に つ い て も詳細な検討 が 必要で あ る 。 四 つ 這 い を

し始 めた頃 か ら大人 が追 うの を期待 して 振 り返 りな が

ら逃げ る よ う に 這 い 去 る行動 が 観 察 さ れ て い る （や ま

だ，1989）。追 い か け っ こ の 発生初期 の 双方 の や り取 りや

そ の 後の変化 ， 人人が関わ る場合 と子 ど も ど う しで 行

わ れ る 場合 な ど の 活動形態の違 い
， 追 い 手 と逃 げ手 の

交代 の 仕 方な ど を取 り ヒげ，追 い か け っ こ の 行動 を成

立 させ て い る心 理機制 に つ い て考 え る課題 があ る。例

え ば 河崎 （1985）は 追 い 手 と逃 げ手 の 情動的交流を仮定

して い る。ま た，役割の 表象が果 たす働 き に つ い て も，

追 い か け っ こ の役割行 動 を支え る 心 理 機制と関連 づ け

て 調べ る こ とが 必要 で あ る 。 3歳児 に 特徴的 に 見 ら れ

た 非参加者の 関わ り（コ 集団 に 加 わ っ て逃 げ る，オ ニ に 攻 撃的

態 度 を 取 6 ） も こ れ と関連 づ け て 分析 す る 必要が あ ろ う 。

　本研究で は 実験 的 な お に ご っ こ場 面を設け た が ， 実

践 ヒの 若干 の 示 唆 も得 ら れ た と 思 わ れ る。 3 歳児 と

4 ・5歳児の お に ごっ こ に 質的椙違が み ら れ た 。
3 歳

児 に と っ て は つ か まえ る行動 に 必然性 が な い た め に追

う
一

逃げ る と い う相補 的や り と りを楽 し む こ と が 重要

で あ る 。 や り と り に イ メ
ージ を与 え て 楽 し み を 増す

「鬼」「狼 1等 の 役割 の 導 入 は役割保持 を ス ム ーズ に さ

せ る作馬 があ ろ う。

　 つ か まえ る行 動 を ど の よ うに 導入 す る か は実践的課

題で も あ る 。 伊藤は お に ご っ こ の 前に 「お お か み さ ん

今何時」 な ど の わ ら べ 歌遊 びを導入 した実践 に触れ ，

オ ニ 交代の 時点 で 遊 び が 停止 し新 し い オ ニ が誰 に な っ

た か 全員で確認 しやす い 形態 を持 つ 点を評価 す る 。 神

田 （1984）は，オ ニ の 合図 で コ が安全地 帯問 を移動す る

うち に オ ニ が コ を つ か まえ る 「移動オ ニ 」 は追 い
一

逃

げ の 目標 の 維持 や 役割交代 を 支 え や す い た め 3 歳児ク

ラ ス の お に ごっ こ の 導入 に ふ さ わ し い と考 え る 。
お に

ご っ こ の 成立 に は様 々 な構造 の 遊 び が関わ る。実践の

見通し を明 ら か に す る上 で，関連する遊びが子 ど もの

役割行動の ど の よ うな 側 面 の 発達 の条件 に な っ て い る

か 調 べ る必 要 が あ ろ う 。
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