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（は じめ に ）

　　　　　　　　自我の 形成過程
一保育所 ・家庭 にみ る 2歳児の 「もの の 取 り合 い 」の 様相

一

　　　　　　　　　　　 入江　礼子

　　　　　　　　　　 （鎌倉女子大学）

　1995 年3月 1 日現在の 保育所に 入所 して い る1〜2歳 児

の 在籍人数は 39万 9868 人 〔平成6年度 「社 会 福 祉 行政

業務報告j 厚生 省 よ り抜粋）で 、こ れ は 同年齢 の 子ど も

の 約 16％ に あた る 。 男女雇用機会均等法制定 （1986 年

施行）に よ り、多様 な就業形態で 働 く女性 の 増加あるい

は、そ の 継 続を望 む女性の 増加を考 える と、こ の 数 は今

後ます ます増 えるで あ ろ うこ とは想像に 難くない
。 ま た、

地域の 子育て 支援の
一

環 と して 保育所が地域の 子育て セ

ン ターと して の 役割を期待され は じめ た （「保育所等地

域子育 て モ デ ル 事業　 1993 」等） 。 保育所 が 今 まで 以

．ヒに 子育て の 重要な場 とな っ て きて い るの で あ る 。 と こ

ろ が、従来子 ど もが 家庭 で 育 つ とい うこ と と、保育所で

育つ とい うこ との そ れ ぞ れ の 特 徴 につ い て 具 体 的 に検討

され．て い る こ とが少 な い よ うに思う。 こ の よ うな状況 を

ふ まえて 、保育所 で 子 ど も は どの ような 「自我 の 形成過

程 」 を た どる の か、ま た家 庭 で は ど うな の か とい うこ と

を、事例 を検討 しなが ら考 えて い きた い 。

両者 に 共通する部分、あ る い は そ の 違い を明 らか に し

て い くこ とで 、保育所が 家庭 との 連携 や、子 育 て支援 セ

ン タ
ーと して の 役割を担うときに重要 な 「子 どもと親 の

育ちを支える視 点 」を豊か に す る うえで参考 に なれ ば と

考 え る 。

事例 を比 較検討 して い くこ とで、双 方 の 特徴 をあ とづ け

て み た い 。

　 （資料 お よび方法）

　 （1） A 子 （1978．1，8生まれ 　第 1子） の 2歳当時 の

　　　　育児記録　 （記録者 は母親で あ る筆者）

　 （2）東京都江戸川区 の F 保育園で の 保育参加観察記

　　　　録 （1996 ．11月〜継続中〉

　　　 （筆者は 保育参加観察者 と して、週 1回主に 1〜

　　　　2歳 ク ラス に 入 っ て い る）

　（1）の 資料は 母親 と して、直接家庭で の 保 育に かか わ っ

た ときの もの で あ り、その 日の 出来事の うち印象に残 っ

た もの 、困 っ た こ と面 白か っ た こ とな ど を書 きため た も

の で あ る 。 ｛2＞の 資料は、F保育園側の ご好意に よ り、

自由 に子 どもた ちとか かわ りな が ら、観察者的な目を持 っ

て 保育に 加 わ っ た ときの もの で あ る。家庭 で の 子育 て を

終え て か らの 保育参加 で あっ た た め （1） と 違い 、家庭

と保育所 で の 子 ど もの 育ちの 姿 に 差 はあるの だろ うか と

い う問題 意識 を持ちなが らの 保 育観察 記 録 で あ る。

　F 保育園 で の保育参加後 、 2崖児の もの をめ ぐる葛藤

場 面 の うち、印象深か っ た 場面の 記録 を とっ たあ と、同

じ ような場 面 の 記録 を （1） か ら抜き出す とい う作業 を

繰 り返 した 。

　 （目 的 ）

　 2歳児 （こ こ で い う 2歳 児 は 1歳後半か ら 3 歳前半 ま

で を指す）と共 に生 活 して い る と、彼 らが さ さい と思わ

れ る こ とで 感 情 が 大 きく揺 れ 動 い て い る の を経験す る。

もの の 取 り合い は 日常茶飯事 で あり、お となか らみ る と

聞き分けが ない と思える行動 も多い 。こ の 時期の 子 ども

を育 て るの に は 特別 の 配 慮 を必要 とするが 、 子 どもの 感

情的な動揺 は 、ときに は そ ば にい るお となの 心 に も葛灌

を引 き起 こ す。これ は 家庭 で も、2k 児保育を担当して

い る保 育所 で も経 験 され る こ と で ある。津守 （198 の

は 2歳児の こ の 時期を意識 の 世界 で ある 「自我」が 顕著

に現 わ れ る時期と特徴づ け、　「自我の め ばえ亅の時期 と

呼ん だ 。 この ときの 体 験 は心 的 イ メ
ージ と して 把握さ れ、

の ちの 自我形成の 原点で ある とい うもの で ある 。

　こ こ で は まず rもの の取 り合い 」や rもの を貸せ な い j
こ とを自我形成の 原 点 と して と らえ、保育所 と家 庭 での

　 （記 録と考察）

　事例 1　 チ ェ
ー

リ ン グ を取 り合 う

　　 （F 保育園 2歳児クラス で の 保育参加観察記録）

　Y 子 が ま まご とコ
ーナーで 野菜 （布製）を切 っ て 食事

の 支度をして い るの をみ つ けた K 夫、M 子 （3歳 0 ヵ 月）

は コ ーナーに走 っ て い く。私 に体をべ たべ た と寄せ て く

る S子 （2 歳 11 ヵ 月）も私の 手を引 っ ぱ っ て そ ち らに

向か っ た 。 K 夫が lt　一ラム ーン に な りた い とい うの で、

小さな風呂敷をつ け る の を手伝 っ て い る と、 「う
一

ん、

い や だ一、は なして
一」とM 子 の 声 。 み る とM 子 と S子

が 色 と りどりの チ ェ
ーリ ン グの 入 っ て い る 容器 を ひ っ ぱ

り合 っ て い る 。 M 予 は 半分泣 きべ そ をかい て い るが、　 S

子 は 口 を ぎゅ っ と に ぎっ て 引 っ ぱ っ て い る。ど ち ら もゆ

ず らない
。 私は様子 をみ よ うとす ぐ二 人 の そ ば に行 っ た 。

ユ〜2分 した と こ ろ で 、担任 の C 先生 が や っ て くる 。

「どち らが 先 に 持 っ て い ま した か ？」 と私 に聞か れ る 。
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私は 事の 始 ま りの 場面 をみ て い なか っ た の で 、　「あ っ 、

ご めん な さ い 。 見 て い ませ ん で した」 と答える と、すか

さず K夫 が 「M 子 ち ゃ ん が 先 に 使 っ て た よ」 と言 う。

「M 子ちゃ ん が 先 に も っ て た の ？」　（C 先生 ）M 子 は頷

く。 C 先生 は S 子 の 両 手をぎゅ っ と に ぎりなが ら 「S子

ちゃん 、M 子ちゃん が先に 使 っ て たんで しょ Q だめで し ょ、

取っ ちゃ 。 M 子 ち ゃ ん が終わっ たら借りよ うか」 と話す 。

S子 は 「い や だ
一
」と大きな声 で 泣 き出す 。 「M 子ちゃ

ん が 終わ っ た ら使 お うね 」　（C先 生 ）す る と S子 は そ の

場 に ひ っ くり返 っ て の大泣 き とな る。一
方、先生 が 自分

が 先 だ っ た と認 め て くれ た の が 分か っ た の か、M 子 の 泣

き声は 、S子 の 泣 き声の 大き さ と反比 例 す るか の よ うに

収 ま っ て くる 。 そ れ を見た C 先生 は 「どうしよ うか ？半

分 こ す る ？」 とM 子 に 聞 く。M 子 は う うん と菖を振 る。

「S ちゃ ん も使い た い ん だ っ て」　（C先生）　 「う一ん …
。

うん 」　（M 子）　 「S子ち ゃ ん 半分 こ して くれ る っ て c よ

か っ た ね 」　〈C 先 生 ） S 子 は 泣 きや ん で M 子 か ら 半分

（とい っ て も実際 は 4 分 の ユ位）分 け て もら う。 M 子が

そ れ で 納得した の ど うか は わ か ら なか っ た が、そ の後二

人 は何事 も な か っ た か の よ うに 黙 々 と、そ れ ぞ れ 別 々 の

場所 で チ ェ
ーリ ン グを使 い は じめ る 。

　この 事例 に 出会 っ た と き、私 は なん だか 妙な感 じを持 っ

た。自分 の 子 ど もた ち が 2歳 の ときの 近 所 の 友 だ ち との

取 り合 い の場面 の ときの 雰囲気と少 し違うよ うに 思 っ た 。

そ こで A 于の 2歳 の と きの 育児記録を見直して みた 。

　事 or　2　 自分 の もの を貸 せ な い （自宅 に て ）

　　　　　 （A 子 2銭 3 ヵ 月 の 育児記録 よ り）

　 H 子 （2歳 3 ヵ 月〉 の 家で 遊ん だあと、今度は H 子 が

わ が 家 に遊 び に 来 て くれ る こ と に な る。H 子 の 家 とわ が

家 は社 宅 の 同 じ階 段 の 2階 と 4 階で ある 。　「H 子ち ゃ ん

も くる （来 て ）」とH 子 に た の ん で 来 て もら っ た の に 、

A 子 は 階段 を の ぼ りな が らだ ん だん 表情 が こ わ ば っ て く

る。 家の ドア の 前に来る と、　「だめ
一

っ 。 H・予ちゃ んは
一

」

と言 う。私 が 「H 子 ち ゃ ん に来 て ほ しか っ た ん で し ょ 。 」

とい う と、　「うん 」 と こ っ くりうなつ く。 来て ほ しい の

だ け れ ど実際 の 自分の 家 を前 に す る と入 っ て 欲 しくない

よ うだ。私 が 「来 て 欲 しか っ た の は A ちゃ ん だ っ た の だ

か ら、H 子ち ゃ ん に なか に 入 っ て もらお うね」と説得す

る と また 「うん 」 と い う。H 子は中に は い る と、道 ぶ も

の を探 し始 め る 。またが っ て 乗 れ る 赤 い 自動車 を見 つ け

て それ に乗 ろ うとす る とA 子 が 飛 ん で きて 「だ め 一
っ 。

それ は ！A ち ゃ ん の だから一」とい っ て 貸さな い
。 私が 、

H 子 に 代 わ りの 三 輪 車 を持 っ て い くと 「だ め一
！A ちゃ

ん の だ か ら
一
」 とい っ て 貸 したがらない 。 私が少 し強 い

口 調で 「二 つ もい っ ぺ ん に乗 れ ない ん じゃ ない の 。だか

ら、貸 して あげよう」 とい うと しぶ しぶ うな つ く。 H 子

は 三 輪車 に 乗 る 。 A 子が 「A ちゃ ん 、つ か う
一
」 とい っ

て 、後ろ か ら 三輪車 を押 そ うとする 、 「だ め一
」 とH 子 。

A 子 は 「A ち ゃ ん の だか ら
一
」 と言 う。　「H もう帰る 1」

とお こっ た H 子は 帰 り支度 をする 。 「か え っ ち ゃ だ め一
」

とA 子 。 矚 る一j と H 子。二 人とも大泣きに な っ て し

まう。 結局私 は 、A 子 を待 たせ て 泣 い て い る H 子 を 2 階

まで送 っ て い っ て、H 子 の 母親 に今 まで の 状況を説明し

て あ や まる 。 H 子 の 母親 は 、 「おた が い さ まで し ょ 。 ほ

ら、さ っ き う ち で 遊 ん だ と きは H 子の だ か ら と い っ て
、

A 子ちゃ ん に なん に も貸 さなか っ た じゃ ない
。 気 に しな

い で j と い っ て くれ た 。

　事例 1 も事例 2 もど ち ら も 2 歳 児 に は よ くみ られ る

もの の 取 り含 い の 場 面 で あ る 。 事 例 1 の M 子 と S 子 の

もの の 取 り合 い の 際 に保母が 問題 に した の は、 「どちら

が先に使い 始 め た の か」 とい うこ とだ っ た。こ れ が 問題

に な っ た の は チ ェ
ー

リ ン グ が 「保育 園 の 所有窃｝つ まり

「保育園の み ん なの もの 」だ っ たか らで ある。子 どもた

ち は こ れ を f自分 の 所有物」だ とは 主張 して い ない 。先

に 使 っ て い た 方 が 守 られ、後か ら きた もの は 納得 して も

しなくて も我慢せ ざる をえ な い
。

　　
一

方、事 例 2 で は、A 子 は た と え 自分 が H 子 よ り

先 に 使 っ て い な くて も、H 子 が 自分 の 家 に あるおもちゃ

を使おうとする と、すべ て 「だ め一1 と拒否 して い る 。

H 子 の 家で 遊 ぶ ときは こ の 逆 の こ とが 起 こ る。貸 せ ない

理 由 は
一

つ
。 そ れ は 「自分 の もの 」だからで ある。ど っ

ち が 先 に使 っ て い たか と い う前 に 「誰の 所有物 か 」 とい

うこ とが 問題 に な っ て い る 。 事 倒 1 と 事 例 2 の 大 き な

違 い は こ の 点 に ある 。

　（おわ り に ）

保育所 は家庭 に代っ て一日の 大半を過 ごす場で あるが、
二 つ の 事例 か ら rもの の 取 り合 い iや 「もの を貸せ な い t
場 面 で は、家庭 と は子 ど もが 主張で きる もの が 違 っ て い

る こ と をみ た 。 事ee　2 で は 子 どもた ち は 大 っ ぴ らに 厂じ

ぶ ん の もの 」 で あ る こ とを主張 し、友 だ ちの 家 に遊 び に

行っ た と きは 、その 逆 の 立場 に なる こ とが語 られ て い る 。

事例 i で は 保育 所 で は そ の 主 張 が 表面 に は あまり出 ず、

「み ん なの もの 」 とい う論理 で 「順番1 と い う概念 が 早

い 時期か ら持 ち込 まれ や すい とい う可 能性が 示唆 され た 。

こ の 自我形成の 初期 に体験 さ れ る 内容 の 違 い を さら に 検

討する こ と を今後 の 課題 と し たい 。
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