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　　　　応 答 的保育 に 関 す る 研 究
一 一 保 育 者 の 言 語 的 応 答 性 の 変 容

一

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 竹 内　 里 絵

　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔福 岡 教育 大学 大 学 院 ）

　　　　　　 　　　　　　　　 13turn以 上 を 長 い 会話 と し て 分類 し、そ の 回 数 を 示 し

　 こ れ ま で の 言 語 的 応 答 性 の 研 究 で は 、子 ど も の 家庭

に お け る 母 親 との 言 語 的相互交渉、二 園に お け る保 育

者 の 言語 的 応 答 性 の 違 い 、異年齢 の 子 ど も の 言語 行 動

に 対 す る 保 育 者 の 言語 的応 答 性 な どに つ い て の 研 究 は

お こ わ れ て い る が 、

一人 の 同
一

の 保育者 が ど の よ う な

言語的応箒性 の 変容 を た ど る か に つ い て は 研 究 が お こ

な わ れ て い な い 。本 研 究 は、同
一

の 幼児 の 家庭 と幼 稚

園 に お け る 言 語 行 動 をひ と つ の 指標 と し て 、保育者 の

言 語 的応答性 の 変容 を検 討 す る。

　　　　　　　　 　 方 法

被 験 者 ：K 幼稚園保育者 ユ名。第 1 期観察 は、A
，
　 B

の 2 名 、第 2 期観察 は、C 〜E の 3 名 、第 3 期観 察 は 、

F ，G の 2 名 の 4 歳 女 児、計 7 名 を 対 象 と し た 。

手 続 き ： 幼稚園 に お ける 保育者 と子 ど も の 間 の 言 語 行

動 と 家庭 に お け る 母 親 と子 ど も の 間 の 言 語 行動をそ れ

ぞれ 30 分間、テ
ープ レ コ

ー
ダ
ー

で 記 録 し た。同時 に

子 ど も と 保 育 者 、子 ど も と 母 親 の 行 動 ・視 線 を含 む 相

互 作 罵 に 留意 し、筆 記 記録 した 。保 育 者 に は 、第 3 期

観 察 を お こ な う 前 に 、第 1期観 察 ・第 2 期観察 の 言語

的応 答 性 の 観 察 記 録 を 見せ 、そ の 特徴 を説明 した 。

被 験 者の 観 察時期 ： 第 1 期観察 1993年 1月 （A ；工／14，

B ：1／19）　 第 2期観 察 1993年 6月 （C ：6／18，D ：

6／30 ，
E ：6〆16）　 第 3 期 観 察 1993年 9月　（F ： 9／9，

G ：9／17）
　　　　　　　糸吉 果 と 考 察

　Tablel は 、第 1 期観察
・
第 2 期観 察 ・第 3期観 察

に お け る 子 ど も の
一

発話 の 文節平均 を 示 し た も の で あ

る 。第 1 期 観 察 と 第 2 期観 察 に お け る C を除 く 4 人 は 、

幼 稚 園 よ り も 家 庭 の 方 が そ の 数値 が 高 く、幼稚園 よ り

家庭 に お い て
一

発話 に お け る 文節 数 が 多 い こ とが わ か

る 。 しか し 、 第 3期 観 察 に お い て は、家 庭 よ り幼稚園

の 方 が 数値 が 高 く 、 家庭 よ り幼稚園に お い て
一

発話 に

お け る 文節 数 が 多 く な っ て き て お り、幼稚園 に お い て 、

子 ど も は 、第 1期 観 察 、第 2 期 観 察時 よ りも 第 3期観

察時 の 方 が 多 く の 語彙 を 用 い て 発話 を し て い る こ と を

示 し て い る 。 Table2 は、保 育 者 と そ れ ぞ れ の 子 ど も

の 会 話 の 長 さ を 比 較 す る た め に 、2turn以上 を 1つ の 会

話 と して 捉 え 、6−12turnを 中心 に 、2−5turnを短 い 会話、

た も の で あ る 。第 1期 観 察 に お い て は 、全 体的に 会話

数が 少 な く、会 話 も 短 い e 第 2 期観察 に お い て 、会話

数 は 第 1 期 に 比 べ て 増 え て は い る が 、 短 い 会話が 中心

で あ る。し か し 、第 3 期観察に お け る F ，G に つ い て

は、会話数 が 増 え、ま た 長 い 会話 も 多 くな っ て き て い

る。以上の こ とか ら、幼稚園 に お け る 幼児 の 言語 行動

が、第 1 期観察、第 2 期観 察 よ り も 第 3 期 観 察 時 の 方

が よ り 活発 に な っ て き て い る と い う こ と か ら、第 1 期

観 察 、第 2 期 観 察時 よ り も 第 3 期観察時 の 方が 、保育

者 の 言 語 的応答性 が 、 向上 し て い る の で は な い か と い

うこ とが 考 え ら れ る。

　そ こ で 、 そ れ ぞれ の 子 ど も に 対す る 保育者 の 言語 的

応 答 性 を 発 問 、過程、受容 の 構成 成 分 に し た が っ て 分

析 し、そ の 頻数 をTahle3 に 示 した。発問 、過程、受

容 の 頻 度 を 比 較 して み る と 、ee　1 期観察 に お い て 、　 B

は 、発 問 、過程 に 比 べ て 、受容 の 数値 が わ ず か に 高 い

が、A は、過程、受容 に 比べ て 発問の 数値が 高 く な っ

て い る 。第 2期観察 に お い て、D ，　 E で は、発問 、 過

程に 比 べ て か な り受容 の 数値 が 低 く、C に お い て は、

過 程 、受 容 に 比 べ て 発 問 の 数値が 高 く な っ て い る 。つ

ま り、第 1 期 観 察 、第 2 期 観 察 に お い て 、保 育 者 は、

受容 す る こ と よ りも 多 く 発問す る 傾向 に あ る こ と を 示

し て い る 。一
方 、 第 3期観察 に お い て は 、 F ，　 G と も 、

発 問 、過程 に 比 べ 、受容 の 数値が 高 く 、第 3 期 観 察 に

お い て は 、受容 に よ る 対応 が 多 く な っ て き て い る こ と

が わ か る 。こ れ ら の こ と か ら 、保 育 者 の 言 語 的応 答 性

が、第 1 期観 察 、 第 2 期観察 で は 受容的な も の で は な

か っ た が、第 3期 観 察で は 受 容 的 な も の に 変容 し て き

た と い え よ う。

Table　 2 　 幼 稚 園 に お け る 会 話 の 長 さ の 比 較

　 Short 　　　　　　　Medium 　　　　　　Long

（2− 5 しurn ）　　（6
− 1Zturn）　 （13 斗 turn＞　　　合　　　濡十

AB 13 13 26

CDE 573　

11

267 730　

22

FG 5921 87

2

3832

Table　 1 子 ど も の 対 話 中 の 発 話文 数 ・文 節 数 の 比 較

第 1 期 観 察 第　2 期 観 察 第　3 期 観 察

A B C D E F G

HK 　　 　H　 　　KH 　 　　KHK 　 　　HKHKHK

発 話 文 数 279 　　 34　　 2633 　　 2411356 　　3177112010411797

文　 節　 数 6S18 　　103 　　 5354 　 　 4429 工 111　 824143274253 ！go251

工　発 話 の

文 節 平 均 2．522 ．。03 ．032 ．D411 ．64　 1．832 ．58L98 　 2．602 ．Ol2 ．282 ．43L622 ．59
H ：家 庭 　 K ：幼 稚 圏
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Tabie 　 3 　 保 育 者の 君 語 的 応 答 性 の 種 類

第 1期観察 第2期 観 察 第3期 観 察

ABcDEFG

発 Yes −no 質 闇 38109212

冒日質 間 561321201129

問 計 592 工 31291341

明 瞭 化 1422

補　 足 1 13 ／

過 解　釈 3569

展開 　 り一ド 26653

発碧の伝豢 1351

示　 唆 工 6 弖 52

程 説　 明 514476

提　 案 1 ／ 54

命　 令 41411

計 29631343223

く り返 し 農 432917

承　 認 1713522

受 賞 　 賛 1 153 4

否 　 定 1

非 承 認 2

無 　 視 2

制 　 止

容 感 情 移 入 13 281211

同　 意 5 81

確 　 認 5295

計 314823204043

　 さ らに 、 Table4 ・Table5 で は、保 育 者 の 応 答性 の

中 で 、特 に 変 化 した 項 目 と し て あ げ
．
ら れ る解 釈、感 情

移 入 に つ い て 具体 的 プ ロ セ ス で 分 析 し た も の を 示 し た 。
子 ど も が 曖 昧 な 答 え を して い る 場面 （Table4 ） で は 、
第 2 期観察 の E の 曖昧 な 答 え に 対 し て 保育者 は 、子 ど

も に 答 え を 言わ せ る よ うに 登瞿 を何 度 も 変え．、 そ の 答

え が で た と こ ろ で 、ま ず く り 返 し で 受容 し、話 が 発 展

す る こ と を期待 し て 感 情 移 入 して い る 対応で あ る e し

か し、子 ど も は 、うな つ く だ け で こ と ば に よ る 応答 は

せ ず、そ こ で 会 話 は と ぎ れ て し ま っ て い る。一方 、 第

3 期 観 察 で は、子 ど も の 瞹昧 な 答え に 対 し
L
て、子 ど も

の 言 い た い こ と を ま ず鯉墾 で 応答 し 、 次 に 子ども の 発

話 を く り返 し で 受容 し 、さ らに 会話 が 続 く よ うな感情

拠 で 応 答 して い る 。保育者 の WHer問 で は じ ま る 場 面

（Table5 ）に お い て は 、第 2 期 観 察 で は 、保 育 者 が し

た WH質 問 に 対 し て 子 ど も が 答 え た こ と を受 容 せ ず に 、
続 け て WH質 問 し て い る 。 次 に 、 子 ど も の 興味 を喚起 さ

せ よ う と して 丞墜 し て い る が 、保 育 者 は 保育者が ね ら

っ た こ と に 目 を 向け さ せ よ う と し て 命 令 し、子 ど も は

返事 を した だ け で そ の 会話 は と ぎ れ て し ま っ て い る。
そ れ に 対 して 、ag　3 期観察 で は 、保 育 者 の WH質問 に 子

ど も が 答 え た こ と か ら 子 ど も の 言 い た い こ と を 解釈 し

て 応 答 し、さ ら に 子 ど も が も っ と 発話 し た く な る よ う

な賞豊 で 応答 し て い る 。両 事例 と も、第 2 期 観 察 は、

保育 者 の 意図 が 全面 に 出て お り、教 育 的 ね ら い を達成

し よ う とす る 応答 で あ る が、第 3 期 観 察 に お い て は、
意 図 を全面 に 出 さな い で 、子 ども が 言 っ た ご と を 上 手

に 醒丞 し、さ らに 子 ど も が 言 っ た こ と に 感動 を も っ て

応答す る 劉瞳整入 で 、会話 を ふ く ら ま せ よ う と す る 保

育 に 変わ っ て き て い る。

Tubje　4　 子どもの 発蕗が あ い ま い な堝画に お ける保 育者 の 応 答 性 の 比 較

Table 　5　保育者の WH 質 問 で は じま る 会 臨 に おけ る 応答 性め比 較

　 こ れ ま で み て き た よ う に、第 1期 観察 か ら第 2 期観

察 に か け て 、保育者 の 書 語 的応答性 の 変容は み られ な

い が 、第 2 期 観察か ら第 3 期観 察 に か け て は 、 そ の 変

容が顕 薯 で あ っ た。実験者 は 、第 1 期 観 察 後 、被験者

に 対 し て は、侮 も お こ な わ な か っ た が 、第 2 期 観 察 後

た だ 単 に 被験者 の 言 語 的応 答 性 の デ ータ を見せ た が 、
指導や 示 唆 は し な か っ た 。し か し 、 保育者 に 聞 い て み

る と 、デ ータ と い う 客観的な も の を み る こ と で 、 今 ま

で の 子 ど も に 対 す る対 応 を 自分 な り に 評 価 ・反 省 し 、

そ の 後 、どの よ うな 対 応 を し た ら、子 ど も が よ く 発 話

す る よ う に な る の か を 常 に 意識 す る よ う に な っ た と い

う こ とで あ る。

　 こ の こ と か ら 、 保育者が、客 観 的 な デ ー
タ に 墓 つ い

て 自分 の 保 育 を 省 み る こ と に よ っ て 、保育者自身 の 言

語 的応答性 を 高 め る こ とが で き、そ の こ と が 、 子 ど も

の 言語 能力 を高 め る こ と に な る と い う こ と が い え る で

あ ろ う。
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