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幼児期の 「い じめ問題」 をど う考え るカ

　幼児 は どの よ うな と き に、

遠藤良江　 　　和 田 信行

　　　　 （東京都立教育研 究所

　　　　　　　 、 その （1）
い じめ ら れ た j と感 じる か

井上 千枝美　　　○ 河 邉貴子

　幼児教育研 究 部 ）

　 1．は じめ に 〜問 題 の 所在

　東京都教育庁指導部 の 調 査 に よれば、東京都 に お け

る 平成 7 年 度 の い じth発生件数 は、小学校 に お い て 2Z

25件、中 学 校 に お い て 2主27件 で あ り、前年度の 数値 よ

りや や 減少 して い る と は い え、依然、深刻な状況を示

して い る 。 各学校 は真剣 に 解決 の 方策を求 め た 取 り組

み を行 っ て お り、い じ め 問題 の 解決 は現 場 の 重 要 課 題

と な っ て い る。

　東京都 立 教育研 究 所 で は、い じめ 問 題 の 解決 の た め

に は学校 の 内 と外 の 問題 を 構造的 に と らえ る必 要が あ

る と考え、先行研究 や こ れ ま で の 事例 か らの 研 究成 果

を踏 まえ て 、　 「い じめ 」 の 構 造 を 新 しい 視 点 か ら究 明

し、い じ め解決 の 方策 を探 り、学校、家庭、地域社会

及 び行政機関等 へ の 提言を した 。 （註D

　 こ の 研究 の 過 程 で
一
幼稚 園 に い じめ は あ る か 一と い

う こ と が 問 題 と な っ た。こ の 研究 の 中 で は、い じめ を

「同
一集団 内で 単独又 は 複数 の 成員が、人間関係の 中

で 弱 い 立場 に 立 た され た 成員 に 対 して 、身体的 暴力 や

危害 を加えた り、心理 的 な 苦痛 や 圧 力を 感 じ さ せ た り

す る こ と 1 と定義 した。こ の よ う な意 図的な行 為 は 幼

児 の 場 合、一
般的 に は 成立 し に くい と考え られ る。し

か し、だ か ら とい 一
〕 て 保育者が い じめ の 問題 に 無関心

で あ っ て よ い わ け で は な い 。

　問題 は
一
幼稚園 に い じめ は あ るか な い か 」 の 現象 で

は な い 。 思春期 に み られ る い じめ解決の 方策を求め る

に は 、長期的、発 達 的 な 視点 か ら い じめ 問 題 を 考 え 、

人格形成の 基礎を培 う幼児期 に 何を育 て て おか な けれ

ば な らな い か を 押 さ え て お く こ とが 必 要 だ ろ う。

　本 発 表で は 次の 二 っ の 方 向か ら、幼児期 の い じめ 問

題 を考え る。

そ の 〔D …　 幼 児 に 対 し て 行 っ た 1い じめ 」 に 対す る 聞

　　　　き取 り調査 の 結果を中心 に 、 幼児 の 「い じめ

　 　　　に 対する認識と保育者 の 認識 との 違 い を 明 ら

　 　　 か に し、保育者 の 望 ま しい か か わ りを 考 え る 、

そ の   ．．．幼児 が他者 とか かわ る場面 で、保育者が 「

　 　　 見 過 ごす 二 とが で きな い 」 と感 じた 事例を通

　　　　して、保育者の か かわ り方を考え る。

2 ，幼 児 の 「い じ め 」 に 対す る 認識

保育者の 目 に は 「い じめ 」 とうつ らな い こ とも、幼

児 に は
「
い じめ 、 と認識され て い る 。 私 た ちの 調 査 で

も、　 「自分 の 学級 に い じめ は あ る と思 う か 」 と い う質

問 に ほ とん ど の 保育者 は
一
ない 」 と答え て い る の に 対

し、当 該園 の 全幼 児 の 約60％ が
一
い じめ られ た こ とが

ある」 と回答 して お り、両者 の 「い じめ 」 に 対す る 認

識 の 違 い が 浮 き彫 りに な っ た．保育者は まず、幼 児 が

ど
’
の よ う な こ とを

’
い じめ 」 と 感 じ る の か を 知 り、そ

の 上 で 幼児 に 対 して どの よ う な指導が必要 な の か、保

護者 に 対 して は何を伝 え な け れ ばな らない の かを考え

る必 要 が ある 。

　 そ こ で、幼児 の い じめ に 対する認識を と らえ る こ と

を 目的 に し、次 の 4 っ の 内容を得 る よ うに 幼児 へ の 聞

き取 り調査 を 行 っ た ．聞 き取 り は 、担任教師 が 自分の

学級 の 幼児 に 対 し、安定 して 遊 ん で い る 場面で 、聞き

取 り に よ っ て 遊 び に 支 障 を き た さ な い と 判断 し た 場合

に 行 っ た 。 　（都 内公 立 幼稚 園 5 園、 2 年保育 4 歳 児 92

名、2年保育 5歳 児 149名 ）

・幼児 は
’
友達 に い じめ られ た こ と が あ る　 と思 っ て

　 い る の か 。

・幼児はどの よ うな こ とをされ た 時 に 「い じ め られ た

　 と感 じ る の か 。

・幼児 は 「友達 をい じめ た こ とがあ る一と思 っ て い る

　 の か

・幼児 は どの ような こ とを した時 に
一
い じめ た 　 と感

　 じる の か 。

｛P
．
友達 に い じ め ら れ た こ とが あ る か ？ J に 対 す る 回

　答を め ぐ っ て

　 4 歳児、 5 歳 児 と も、約 60％ の 幼 児 が
tt
い じ め られ

た こ とが ある、と答 え て い る 。 　
r
ど う して い じ め られ

た の ？」 とい う質問で は 、 4 巌児の 30％ 強 は 理 由を無

回答か 「忘れ た 」 と言 っ て い る 。 　
「
どん な こ とをされ

た か 」 の 質問 に つ い て も
F
忘れ た 一の 回 答が多 く、過

去 の 事実 認 識が 5 鼓児 に 比 べ て ま だ 十 分 に で き て い な

い こ とが 分 か る 。 回答 の 20％ 強 は、　
r
自分 は 何 も して

い な い の に ぶ た れ た 一とか
’
急 に 押 さ れ た．と い う も

の で 、不意 に 、訳 も分 か らず に 起 こ る不快 な こ とを
一

い じめ一と認識 して い る こ とが分か る。 また
一
自分 が

使 い た か っ た 玩 具 を友達が貸 して くれなか っ た一とか

「通 ろうと 思 っ た の に 積み 木が あ っ て 通 れ な か っ た ．

（594）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

とい うよ うに、自分の 行為 が 阻止 さ れ た こ とを 「い じ

め られ た 一と 感 じて い る。

　年 齢が低 い と、相手 に 伝 え た い 思 い や 考えを言葉で

十 分 に 伝 え る こ と が 困難 な た め 、ぶ っ た り蹴 っ た りす

る 等の 身体接触 に よ る表現方 法 を と り、それ が 相 手 に

「い じめ 一ととられ て し ま う こ と、自分 で は 「侮 も し

て い な い ．と思 っ て い る が 、相手 は そ れ を 不 快 と感 じ

て い る こ と に 気付か な い 等、相手 と 自分 の 意 識 と の ず

れ に 気付 い て い な い こ と な どが考え られ る 。

　 厂ど う して い じめ られ た の ？ 」 の 質問 に 対 し、 5歳

児 に な る と約 釦 ％ の 幼児 は 過去の 事実 を 挙 げ て い る。

例えば、　
置
自分が ル

ール を 知 らず に 聞 違 え た の で 、友

達 に ぶ た れ た ，と か、　
一
わ ざ と じ ゃ な い け ど手 が ぶ っ

か っ た らぶ ち か え され た一等、　 「い じめ られ 二 の 理 由

を自分 の 行為 に 返 し た り、　F 緒 に遊 びた か っ た が、

阿 しに 来 た の と言 わ れ た 一等、友 達 と 心 の っ な が りを

求 め て い る の に、そ れ を否定するような 言動 に 出会 っ

た と きの こ と を 挙げ た 幼 児 もい る。また、　
’
お母 さん

の 悪 口 を言 われ た 1 とか 、　 f怖 く威張 っ た よ う に 言 わ

れ た一とい うよ うに 言葉 に よ る 心 理 的 な 不快 感 も
．
い

じ め一と と ら え た 回 答 が み ら れ た の も 5 畿児 の 特徴で

あ る、

　 こ の よ う に 年齢が低 い 場 合、不 意 に 生 じ る身体的不

快感 や 自分 の や り た い こ とが 隆 害 さ れ る 不快経 験を指

して
一
い じ め られ た ．と感 じて い る こ とが 分 か っ た 。

また、 5 歳 児で は 心 理 的 な 不快感を挙げる幼児 もお り、

心 の ひ だ が 複雑 に な っ て お り、人 との か か わ りの 中で

様 々 な 感情体験を して い る こ とが 分 か る。同 年齢 の 勉

者 との 初 め て の 集 団 生 活 の 中 で 、様 々 な葛藤や トラ ブ

ん は、幼児 の 発 達 に 必 要 な 経 験 で あ るが 、そ れ が 必 要

な 経験 と して 積 み 重 ね られ る た め に は 幼児の 気持 ちを

丁 寧 に 受 け 止 め た か か わ り が 必 要 で あ る 。 例 え ば 、　
一

い じめ られ た、と感 じて い る 側 に は 不快 な 気持 ち を 温

か く受け 止 め る か か わ り を、相手 に 不快感を与 え て い

る こ と に 気付 か な い 側 に 対 し て は 相手 の 気持 ち に 気 付

か せ る 繰り返 しの か か わ りが 必 要 で あ る。

C2
一
友達を い じめ た 二 と が あ る ？亅 に 対す る 回 答をめ

　 ぐ っ て

　 4 歳児、 5 歳児 ともに 約半数 の 幼児が 、　
r
自分 は い

じめ た こ とが あ る 」 と認 識 して い る。　
一
う っ か りぶ っ

て し ま っ た 一1 と い う よ う に、わざ
’
とで は な い が 相手 に

身体 的 苦 痛 を与 え て しま っ た こ とを い じめ た と捉 え て

い る 回答や、　
卩
や られ た の で や り か え した 1 と い う正

当性を主張 しなが らも自分 の 行為を い じめ と捉え て い

る回 答 もあ る c しか し、言葉 に よ る 不快 感を与え た と

目覚 して い る 回 答 は な か っ た，身体的苦痛 よ り、心 理

的 な 苦痛を相手 に 与 え て い るとい う認識 は、大 人 で も

そ うだ が 、幼児 に お い て も困難 な こ と が 伺え る、

　 また 、回 答 の 中に は 、　
一
簿だ か い じめ た くな る と き

が あ る 」 とか
’
な ん と な く　 と い うよ うに 、見逃 す こ

とが で きな い 回答 もみ られ る 。 自分 とは
『
異質 と思 わ

れ る者 」 に 対 して 、あ る い は
一
弱 い 立場 の 者 」 に 対 し

て 攻撃的 な 態度を と っ た O 、排 斥 した りす る こ とがあ

る とすれ ば 大 きな 問題 で あ る 、 相手 の 感 じて い る 苦痛

を 知 らせ 、他者 の 気持 ち を 思 い や る こ と の 大 切 さ を 知

らせ るの が、集団 に お け る 教育 の 役割 で あ ろ う。攻 撃

し た り、誹斥 した り す る 行為 そ の もの を 否定 した り 禁

止 した り す る だ け で な く、そ うせ ざ る を 得 な い 幼 児 の

内面 を 理 解 し な が ら も、社会生 活 を 送 る 上 で 人 に 対 し

て 、して は な ら な い こ と が あ る こ と を し っ か り押 さ え

た指導が 必 要 で あ る。

13i「誰 か が い じめ られ て い る の を 見 た こ と が あ る ？一

　 に 対す る 回答 を め ぐ っ て

　
一
誰 か が い じめ られ て い る の を 見 た こ と が あ る か一

の 質問 に 対 して 、　
’
あ る 二 と回 答 した 159名 に さ らに

聞 き取 りを した と こ ろ、そ の 多 くは あ る 特定 の 、比 較

的 活発 な 行動 をとる個人 の 名前 を 挙げ て い た。幼 児 は

一
力の 強 そ うな 、 者 が 、訳 もな く身体的 な 苦 痛 を 与 え

て い る姿を
「
い じめ 」 ととらえやす い と い う こ と が 分

か る。こ の 結 果は 、　
一
あ の 子 は い っ も乱暴 を す る 、と

い うように 、あ る特定 の 、行動 を 制 御 し きれ な い タ イ

プ の 幼児 に 対す る見方が 固定的 に な り や す い こ とを示

して い る 。 そ の よ うな幼児 に 対 して 、自 己 を 調 整す る

カを育 て る こ とと同時 に 、友達 を 思 い 込 み で 理 解す る

の で は なく、その 子 の よ さ も見 っ け て い か れ る よ うな

学 級 集 団 を形 成 して い くこ とが 大 切 で あ る。

　 3，発 達 に 必要 な経験を積み重 ね させ る た め に

　 幼 覡 が 「い じめ られ た、と感 じ る 場面 の 多 くは、保

育者 か ら見 る と人 との かかわ りを学 ぶ 大切 な 機会 で あ

る 。 　「い じ め の 解決 は 幼 児 期 の 指 導か ら、 とい っ て Ei

常 生 活 で 起 こ る 様 々 な トラ ブ ル を
’
い じめ の 芽一と 捉

え
一
摘む 」 とい う発想 で 指導 を 行 っ た と し た ら、幼児

の 自 己 認 識 や 相 手 へ の 真 の 慰 い や り を 育て る こ とは で

きな い 。 人 と の 葛藤状 態 に 対 して 弱 く な っ て い る 現代

の 幼児及 び保護者 の 実態 を踏 まえ な が ら、生活 の 中 で

様 々 な 感情体験を 通 して 幼児 に 人 とか かわ る カを身 に

付 けさせ る こ とを大切 に しな け れ ば な ら な い 。
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