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幼児期の 自発的行動に 関す る研究 9
「人へ 向か う 行動」 を め ぐる 保育の 問題

は じめ に

阿部 　和 子　 （　聖 徳 大学　短期 大学 部　）

　本研 究 は、保育 におけ る基本 的な 課題 で あ る 子 ど も

の 発達 を 「自発性
一

人 へ 向か う 力」 に焦点 を 当て て 理

解 しよ うと する も の で あ る。1990 年 か ら 1996

年に か けて は、0歳か ら 6歳 まで の 「自発性
．．一

人 へ 向

か う力」 、特 に 子 ども 同士の 関わ りに着 目して、その

発達の 具体 的な姿 を 明ら か にす る と 共に、そ の 関わ り

を通 して 育 つ も の につ い て 検討 した。

　そ こ で 、こ の 研 究 の
一応 の ま と め て と して 、　「人へ

向か う 行動」 が 社 会化さ れ る過程 に おける 保育 の 問題

を検討す る こ と と し 、
こ れ につ い て

．
前回は 3歳 未満 の

も の を整理 した。今回は 昨 年に続 い て 3 歳 児ク ラ ス に

お け る 「人 へ 向か う行動 」 をめ ぐる保育の 問題 を検討

す る も の で あ る。

1］t 方法

　方法 は、前回 同様に、これ まで の 「自発性 」 に つ い

て 発表 した も 0）の う ち、以 ドの 3 つ を比較 考察する も

の で あ る。

（1 ）本 研 究 の 先 行研 究 で あ る 「幼児の 自発的 行動 に

　関 す る 研 究 」 1か ら W の 中で まとめ られた 「白発性

　に つ い て の
一応 の 定義 i （日本保育学 会第 37 回大

　会発表 1984 ）

（2 ）　（1） を続 け て い る うちに、保育者 が 自発性 を

　 どの よ う に捉えて い る の かを検 討す る必要 が 出 て き

　た の で、そ れ に つ い て 検 討 したも の で あ る 「幼児の

　自発性 の心 象」 （日本教 育心 理学会第 29 回総会発

　 表 1987 ＊ ）

（3 ）　 （1 ）に 上 げた 先行研 究 1 か ら皿 で 整 理 さ れ た

　 課 題 に つ い て 1990 年か らこ れ ま で 「幼児期 の 自

　発的行動に 関す る研究 11 か ら 7 と して 検討 し て き

　た e そ の 中の 5 で発表 さ れた も の （日本保育 学 会第

　 37 回大会発表 1994 ＊ ＊ ）

（＊）東京翻3区の公立保育園の2840名の保倉　者を封象に「子どもの自発的行曲につ1、て具体的に

思い起こされる姿」の自由記述さねたものをXビソ　
ー
ド分斫し、整理さAたf

．
自発性の心象」

（＊＊）1994年発表分の対象tt3歳5）fipち4 歳6ヵ月の子どものエピソ
ー
ド289であるo

m ．考 察

1 自発 性の
一応 の 定義 （1984 発表分抜粋 ）

（1 ） 自発性 は子 どもの し よ う と する 行動特徴 で 表現

さ れ、幼 児期の 自発性 は 「要求固執」 と い う形 をと

　りや す い 。

（2 ） 自発性 を ど う考 える か を含め た周 囲 との や り と

　り を通 して 自発性は 方向づ け ら れ 発達 す る。幼 児期

の 自発性は 「人の も の を 取 ろ う と す る 」 こ と も含 ま

れ る性格 とみ た場合、それ は意図的な関わ りの 中で

、 発達期待と して方 向づ けられ る 性質を持つ 。

（3 ）発達初期 の 自発性 は、原始的なエ ネル ギー
の よ

　う な も の で あ り、何 に で も i
．
向か っ て い く力」 で あ

　る n そ れ は 「も の に 向か う 力」
「人に 向か う力」

「

　自分に 向か う力」 と し て表 現 され る。

（4 ） 自発性 は 社会化 され る と み るべ き で あ り、徐 々

に 人 と の 関わ り の な か に組 み 込 まれ、も の に 向か う

　、人 に 向か う、自 分 ｝こ 向か う力 と し て 社会化 さ れ て

　い く。
2 保育者 の 「幼 児の 自発 性の 心 象 」　（1987 ）

　こ こ で は保育者 の 3歳 児の 自発性の 心象か ら 、 子 ど

も同 士の か かわ りに 関連 す る部 分 を抜粋す る。

（1 ）保育者 の手 を離 れて 子 ど も 同士 で 遊べ る。

（2 ）み ん な で
一

緒に 遊びた い （子 ど も 同士で 援助 し

　た り され た りする。や りた い こ と を我慢 して 別の 役

　を引 き受 ける ）。

（3 ）子 どもたち 同士 の か か わ り の 深 ま リ （病気 の 他

　児 へ の 気遣 い 、他児 の あ る べ き姿 を注 意 し て、自分

　で も そ の よ うに 行動 す る。も め ご とを お さ め る 役割

　が とれ る ）。

（4 ）遊 びの 発見 （遊 び0）新 しい や り方や そ の バ リ エ

　ー
シ ョ ン 、ただ作 る だけで な く それで遊ぶ。工 夫、

　わ ざ の 向 上、知恵 を 出 しあ っ て 遊びを続け る ）。

3 「3 歳 児 ク ラ ス の 子ど も同 士 の 関わ り」 の 姿

　 1994 年 に 発表 さ れたも の か ら 「子ど も 同士 の 関

係 を再 度、整理 した も の が 「3 歳児 の 子 ど も 同士 の か

かわ リ」 で あ る。（当 日、資料 に て配 布 ）

4 自発 性 を め ぐる 保育の 問題

（1）　「一緒 に 遊ぶ こ と 」 を め ぐ っ て

　上 述 の 2 − （1）に よ る と、保 育者 は 3 歳児 の 子 ど

も 同士の 関わ りに お け る 自発性 を 1
．
子 どもたち 同士で

一
緒に 遊，S　1 こ と にみ て い る。本研 究に おい て は、

1994 年 に 考察 した よ うに 3歳 児期 は 「行為す る 主

体 亅 と し て 自己 の 輪 郭が 閉 じ、自他 がお 互 い に閉 じた
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も の 同士 と し て 区別 され 、そ の 間に また そ の 間 を切 り

結ぶ ル
．一．一

ル に 向か う。つ ま り、椙手の 内側 （相手 の 遊

び） に入 る た め に は 「い れ て
一

い い よ （だめ よ ）」 と

い う手続き が必 要にな る e 相手の 「だ め よ 」 に あ っ た

場合、そ れ で も そ こ に参 加す る た め に は 、 そ の拒否 を

超え て 相手 と折 り合 い を つ け な け れ ばな ら な い。そ れ

に は相手が興味引か れ る遊び の 展開の 提示 が必要 にな

る （当 日資料参照）。で ある か ら保育者 が、上述 の 2
−

（2 ）に ．ヒげて い る 「み ん な
一
緒に遊 ぶた め に 助 け

合 っ た り我慢 す る 姿」 は、一緒 に 遊ぶ こ と が楽 し い と

い う経験 を十 分に 重ね た 後に 、さ ら に、子 ど もたち 自

身の 中に、そ の 遊び を持 続 させ た い 欲求 が出 て きた と

きの 姿 で あ る と 考 えられ る 。 1子 ど も 同士 で 遊 ぶ 」 こ

とそ の こ とや、先 に 「助 け合 う こ とや我慢 す る こ と」

を急 ぐこ とで はな く、む しろ保 育者が 自発性 の心 象 と

して 上 げて い る 2 − （4 ）遊び の 発見 で 上げ ら れ て い

る、遊 びの 新 しい や り方やそ の バ リエ
ー

シ ョ ン、作っ

たも の で 遊ぶ 、工 夫、技 の 向上 な ど保育者 も
一

緒 にな

っ て 楽 し く遊 び続 ける こ とが重 要 であ る こ と を確認 し

た い と考 え る。さ ら に、こ の 時 期の 「一緒 に 遊 ぶ 」 と

い う こ とは、大 方 は、そ の 遊 び が 終 わ る と そ の 関 係 も

途切れ て し ま い や す い 。しか し、一一緒 に遊 ん で楽 し さ

を十分 ん に 満喫 した 子 ども は 、そ の 楽 し さ を持続 させ

た い と い うこ と か ら 「今 日 （給 食の 時）
一

緒 に座 ろう．1

と い うよ う に 、 楽し さ を共有 した 相手と の 関係も持続

させ よ う とす る と考え られ る 。楽し い遊び を十分 に 遊

び こ む こ と を重ね 、
「一緒に 座っ た り」

「一緒に寝 た

り （ひ る ね）．t も 同時に 重ね な が ら、い つ も
一
緒 に い

る 「な か よ し の 関係 」 に 発展 して い く と考 え られ る。

そ し て 、こ の な か よ し の 関係が 核 に な り 「わた した ち 1

と い う仲 間関係 へ 発展 し て い く と考 えれ ば （1994

年に 考察 ）、最 初か ら子 ども 同士で 遊ぶ よ うに働 きか

け る の で はな く 「保育者 も
一

緒 に遊 ぶ 」 な ど楽 しい 遊

び を普段 にた くさ んす るこ とが、子 ども たち 同士 の 関

係の 発展 や深 ま りには重 要で ある。

（2 ）同質質 の 経験か ら異 質の 経験 へ の ひ ろ が り

　相手の 遊び に参加 し よ う と し て 、「い れ て
一
だ め よ 」

の や り と りの あ と 「これ （そ こ で遊ん で い る 子が 使 っ

て い る シ ャ ベ ル な ど）が な い と だ め 」 な ど、一
緒 に 遊

ぶた め に は 同質 で あ る こ と が 条件 に な る こ とが 多 く観

察さ れ る。岡 じ道 具や 玩 具な ど を手 が か り に 相手 の 遊

びに 参加 し、遊 びが農 開 し楽 しさ が共省 され、それ が

土台に な っ て 「仲良 し」 の 関係へ と発展 して い く こ と

を考え る と 、 こ の 年齢の 子 ど も た ち の 結び つ き は、同

質の 経 験
・道具 ・玩 具な ど が 重要 な意 味 を持 っ と い う

こ と は 1994 年に考 察 した 通 りで あ る 。

　 しか し、こ の 「同質 を求め て集 まる 」 と い う傾 向は 、

裏 を返せ ば異 質を 区別 （排除 ）す る と い う こ と に な る 。

子 ども 同士 の 関係を発達的に み た場合、こ の 同質の 「

わ か りや す さ一1 「居心 地 の よ さ 」　「安心 感 」 を十分に

経験す る こ と が異質 を受 け 入 れ る （つ ま り、同 じ道具

で な くて も ）こ と に つ な がる の で はな い か と考 え られ

る。例 えば、上 述の 4 − （1 ）に上 げた 「相手 の 興味

引 く遊び を提示 」 す る た め に は、た く さ ん 遊び 込ん で

い て 、そ の 楽 し さや 新 しい 発 見を した り す る 経 験が 土

台 に な っ て い る こ と が重 要で あ っ た。こ うし て そ こ に

参加 して、色々 の 道具 を駆使 して
一

つ の遊 び を補 い 合

っ て （協 動 ）遊 ぶ こ と が、そ の 次 に展開 さ れ る と考え

られ る か らで あ る。つ ま り、遊 び の 楽 しさ を追 求す る

と、必然 的 に 「異質 を受 け入 れて い く．1 こ とに な る と

考え ら れ る。以上か ら考 え ら れ る こ とは、逆説 的 で は

あ る が 「保育者の 手を離れて 子ども同士 で 」 と い うこ

と を急 ぐの で は な く、保 育者 も
一緒 にな っ て 遊 び の楽

し さ を追 求す る こ と を十 分 に す る こ とが、子 ども た ち

同士 で の 関係 を発展 させ る こ と に な ると 考え られ る。

lV．今 後 の ま と め と予 定

　 保育者 は 「自発性 」 を 「ひ と りで 」 と か 保育 者が い

な く て も 「子 ども同士 で なか よ く」 とい うように 大人

の 手 を離 れ るこ とや好 ま しさ と して捉 える傾 向にあ る

こ と が理 解 で き る。こ の 視点 か ら は、こ れ ま で 考察 し

て き た、子 ども同士 の関 わ りの 発達 における 3 歳児期

に 重要 な意味 を持っ 「他 を区 別 （い れ て
一

だ め よな ど）

」 す る経 験が正 当に位置 づ け られな い こ と に なる。そ

れは 「
．
だめ よ 」 と い う拒 否に あ っ た時、そ れ で もそ の

遊び に引 か れ 参加 し よ う と、こ れ ま での 経験を 総動 員

して か け 合い
、 そ こ に参加 し て い く と い う 子ど も 自身

で 問題解決を図る と い う主体的な経験、 さ ら に 同質の

遊び集 団が異 質を受け入 れ て い く と い う こ の 時期の 重

要な経験が抜け落ち て しま い か ねな い か ら で あ る。で

あ る か ら、他 の 子 の 遊 び へ の 参 加 にお い て も、さ らに

遊 び を発展 させ る （楽 しさ の 追 求一．充実 した 今の 創造 ）

ため に異 質 を受 け入れ る よ うに な るため に も、 「子 ど

もた ち同 士で 」 遊 ぶ よ うに な る こ と を急 がず に、　 「保

育者と 一
緒に 遊ぶ 」 こ と や 「子ども が始め た、あ る い

は 繰 り返 しの 遊び」 を十分に 楽 しみ 、 そ して よ り発展

して い け る よ う に 保育者 が関わ る こ とに 、こ の 時期 の

自発性 の 姿 をみ た い と考え る。

　今後は 自発性をめ ぐる 問題 と して 4 ・5 歳 児 を検 討

す る 予定 で あ る。
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