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投影 法 に よ る しつ け方法 の 分 類 の 試 み

北 　 川　 歳 　昭

（中 国 短期 大 学 ）

　　 　 　　 　 　　 　 　　 目　 　 的

　構成 論 が 示 唆す る し つ け観で は、しつ け は、大 人 か ら子 ど

も へ の 一tt方 的 な 働 き か け で は な く、大 人 と子 ど もの 間の 相 互

作用 の も と で の 子 ど も自身の 発達で ある 。子 ど もの 能 動 的な

働 き か け に よ る 知 識の 構 成が しつ け の 本質 で あ る と す れば、

親の 役割 は、子 ど も の 内部 に 構 成 さ れ る知識 の 種類 と子 ど も

の 発 達の 段階 に 応 じ て、子 ど も の 知識 の 構 成 を 援助 し 発 達 を

支 え る こ と で あ る。しっ けの 主 役 は あ く ま で 子 ど も で あ り、

大人 は わ き 役 に す ぎ な い 。
　し つ け の 目標 は、G ．カ ミイ や R ．デ プーズ ら が 示 唆 す る と

こ ろ に よ れ ば、自律 で あ り、自律性 の 発 達 で あ る。さ ら に．

しっ け方法 を、そ れが 子 ど も の ど の よ うな心 理 的経 験 を も た

ら し、ど の よ うな 発達 を促 す か と い う 観点 か ら 、認知 的側 面

と情意 的 側 面 に 分 け て 考 えて み る な ら、親 か ら の 情報的 〔

ir］formative 、知識 授与 的 ） か つ 内 的統制 的 （interna ．t−

nonLrol 、自己統 制的．受 容 的 〕 な 働 き か け が 子 ど も の 自律性

の 発 達 に と っ て 最 も望 ま しい ど考 え られ る （図 1 ｝。こ れ を

構 成的方 法 （construction ） 8 呼 ぽ う。構成 的方法 は、子 ど

も の 自主性、意 欲、興 味 を 重ん じ、子 ど も の情 緒 を受容 す る

だ け で な く、子 ど も と の 相互尊重、相互 信頼 の 人 間関係の も

と で 、子 ど も の 知 識 構成 や脱 中心化 を促 す 親 か ら の 働 き か け

で あ る 。具 体的 に は、構 成 的方 法 は、よ く考 え さ せ る、自分

で 確 か め さ せ る 、ヒ ン ト を与 え る、相 手 の 観点 に 気付 か せ る．

モ デ ル を 示す 、子 ど も 自身 に 判 断 さ せ る 、子 ど も同 士 の 討 論

や 協 同 を促 す、社 会慣 習 的 な 知識 な らば そ れ を 優 し く教 え る、

な ど で あ る。
　 そ れ に 対 し、教 示 的方法 （i．nstructlon 〕 と 名 付 けら れ る し

つ け 方 法 は、親 か らの 、情 報 的で は あ っ て も 外 的統 制 的な 働

き か けで あ る。つ ま り、子 ど も 自身 に考 え さ せ た り試 さ せ た

り判 断 さ せ る の で は な く、親 が 先 回 り して 具体 的解決 策 を 教

え た り、指示 した りす る こ と で ある 。 ま た、そ こ に は ．お だ

て た り、ほ め た り、ご ほ う び で 釣 っ た り、親へ の 服従 を懇 願

し た り、と い っ た、優 し く穏 や か で は あ る が 、親 が外 か ら 子

ど も を統制 し よ うとす る 意 図が 含 ま れ て い る。

　 さ ら に 、構 成的 方法 ど対 極 に あ る 強制 的 方 法 （coercion ）

は、知識 の 構成 を 援助 す る 手 が か りや 機 会 を 子 ど も に与 え ず、

ま た 、子 ど も自身の 自主性 や 主体性 を尊 重 す る こ と の な い 外

的統制 的 な 働 き か け で あ る 。具 体 的 に は、行 為 と罰 と が 子 ど

もの 理 解 力で 関係づ け ら れ な い 罰 し方 や 叱 り方 を す る 、命 令

す る 、強 い 指 示 を与 え る ．親 の 権 威 に よ っ て 服 従 を 強 制 す る 、

脅 す 、感 情 的に 訴 え る、厳 し く叱 責 す る 、体罰 な どで ある。

　 ま た 、放任的方法 （non
−inLerference） は、内 的 統 制 的で

は あ る が、非 情報 的 な しつ け方法、つ ま り、子 ど も に 対 して
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構成論 によ る しっ け 方法の 4 類型 とその 関係

…
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押 しっ け る こ と も必 要 な知識 構成 を 促 す こ ど も し ない 働 き か

け で あ る c 子 ど も の 情 緒 や 意欲 を受 容 し、自我 を認め 、主体

性 を 重 ん じて い る よ う に 見 え る が 、そ れが親 の あ き ら め だ っ

た り、手抜 き だ っ た り、無 視 や 放 っ た ら か し だ っ た りす る こ

と も あ る。単 な る 事実 の 叙 述 や 子 ど も の 体験 の 追認 を す る だ

け で 、子 ど も に と っ て 問 題 の 解決 に 必 要な ヒ ン トや気 づ き に

くい 他 者 の 観点 を 提 供す る こ と に つ な が ら な か っ た り．子 ど

も に理 解 で き ない 親 の
一入 よ が りの 言 動 で あ る。

図 　 1

　本 研究 で は、母 親 や 保育 者 を対象 に、具 体 的な しつ け場面

で の 言葉 か け に つ い て 自 由 回 答 を 求 め る と い う投 影法 的 方 法

に よ っ て 得 ら れ た 資料 の 中か ら、特 に rウ ソ 1 の 場面 を 取 り

上 げ、4 つ の しつ け方 法 の 分類 法 に よ っ て 、回答 の 分析 を行

う と と も に 、しっ け方 法 の あ り方 に っ い て 構 成 論 の 立場 か ら

考 察 を 加 え る。
　 　　 　 　　 　 　　 　　 方 　 　法

1 ）調 査 対象

　K 幼児 クラブ お よび S 母子 クラ ブ 所属 の 母親 49 名、N 市

幼稚 園 教 諭 37 名、某 カ ウ ン セ リ ン グ講座 受講 者 60 名、計

146 名 で 、い ずれ も 筆者 の 講 演会 の 聴講 者。年齢 層 は 20

才 代〜50 才代で 、構 成論 に 関す る 知識 は ほ と ん ど な い 。
2 ）調 査票

　投影 法 的調査 票 で 、5 歳 の 「真 ち ゃ ん j に 対 して 、お 母 さ

ん が 何 ら か の 言葉 か け を必 要 と し て い る 8 つ の 場 面 を絵 と 文

章 で 示 し、お 母 さ ん の 言 葉か け の 内容 を絵 の 中 の フ キ ダ シの

中 に 書 き 入れ で も ら う （図 2 ）。多義 性 を避 け る た め、表 情

や 衣 服 を 省略 す る な ど．絵 は で き る だ け単 純化 し た。場 面 1

〜場 面 7 は 省 略。場面 8 の 文 章 「真 ち ゃ ん が 花 ビ ン を割 っ て

しま い ま した。お 母 さ ん は そ れ を 見 て い た の で す が、真 ち ゃ

ん は 『知 ら な い 』 と言 い ま し た。お 母 さ ん は、真 ち ゃ ん に 何

と 言 っ て い る の で し ょ う。」 で あ る。

図 1
図 2　 場 面 9 の 絵 図 （一部 ）
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