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保育学生の 作 り出すフ ァ ン タジー

一 タイ トル か ら物語を広げる とき 一

　　　　　　○ 小 坂 　圭子　　　　　　　　　 樟本 　千里

（目本学術振興会特別研究員 ・ 広 島大学） （広島大学教育学研 究科 ）

は じ め に

　 幼稚園教育要領及び保育所保育指針にお い て ，

保育者 の 援助の もとに 子 どもが身に っ ける ことが

望まれ る事項 として 「健 康」，
「人 間関係」，

「環境」，

「言葉」，「表現亅 の 5領域が掲げられ て い る。従

っ て ， 保育者養成を担 う教育機関にお い て は，以

上 の 5領域に 基 づ い て 講義内容が設定されて い る

とい える。保 育者養成に携わ る場合 ， そ うした講

義内容の 実際，学生 の 取 り組み，学生側に現れる

何 らか の 変化 などを検討 し ， 必要 が あれ ば改訂 ，

修正 を加 え て，よ り よい 講義の在 り方を探 っ て い

く と い う不 断の 努力が求め られ る 。 そ う した 理念
の も とに ， 多くの 教材研究 が行われ て い る とこ ろ

で あるが，それ らの 研究を概観 した ところ，中で

も領域 「表現 」 に関わる 「造形 」 や 「音楽1 につ

い て の 教材研究は数多く見 当た るが ，それ に比 べ

て領域 「言葉」 に 関 わ る教材研 究は比較的少 な い

とい えよ う。 本研究で は，保育者養成系の教育機

関で展開され る領域 「言葉 」 の 授業内容 の 分析を

探索的に試 みるこ とを 目指 した。領域 「言葉」 で

は
， 学生 自身が 「言葉」 に 関す る課題に取 り組み

何 らか の 形 に して ア ウトプ ッ トするとい う授業形

態にする こ とが難 しい が，本研究で は ， 学生に タ

イ トル を呈示 し ， 各自思 うままに物語を創作する

とい う課題を設定し た。保育学生が紡ぎ出す物語

とは ，

一
体どの よ うなもの な の で あろうか 。

研 究 方 法

1，調査対象者　M 市内の 福祉専門学校保育科 2

年生 18名 。 回収可能で あ っ た 17名 （男性 9 名，

女性 8 名） の 作品が分析対象 とされ た 。

2．手続 き　調査者が 「言葉」 の講義中に ，
「星を

空に返 す方法」 （内田，1989）を調査対象者に読み

聞か せ た後に，400 字詰 め の 原稿用紙を与え
， 同

じ題名 で物語を創作す るよ う求めた 。 物語作成に

割 く時間は 30 分，分量は原稿用紙 1枚か ら2枚の

間に収 める よ う指示 し た。作成が終 了 した調査対

象者か ら随時原稿 を収集 した、「星 を空に返す方

法」 とは，5 歳 IO ヶ 月 の 女児が友達 の 家で絵本づ

くりを し て遊ん で い た時に作 っ た物語で あ り，動

物たちが力を合わせ て空か ら落 ちてきた星 を空に

返すまで の 顛末が語 られ て い る 。 また，「星を空に

返す方法」 に っ い て は，受講学生 に対 して読み聞

かせ を 1回 しただ け で あ り，エ ピ ソ
ー

ド分析 （内

田，
1990）などに つ い て の 説 明は

一
切行 っ て い な い

。

物語作成 にお い て 対象年齢 の限定もしなか っ た。

結 果 と 考 察

1．物語作成時間及 び作成字数

　 物語作成に要 した時間は平均約 1時間で あ り，

作成字数は平均約 1080字 （約 600 字 2400 字）で あ

っ た。400字詰め原 稿用紙に約 2 枚半 の 分量 で あ

る。 日頃文章を書 く こ とに抵抗を感 じて い る調査

対 象者が ， それ ま で にな く熱 心 に取 り組 ん で い た 。

中には，制 限時間を過 ぎて も納得の い くま で作成

を続けて い た調査対象者もい た。

2，誰の視 点か ら描か れて い るか ？

　物語 の 主人公は，「星」（12％ ）もし くは 「星以外」

（88
°
／e）で あ り ，

「星以外」 の ほ とん どが
“
や っ て き

た星 と出会 っ て 星を空に返そ うと奔走する者
”

で

あ っ た。こ れ は，最初に読み 聞かせ た 「星を空に

返す方法」 と同様の人物設定で ある。こ の 結果 と

対応 し て ， 主入公 が 「星 」 の 場合は 「星以外 」 が

準主人公 として 登場 し（35％），主人公 が 「星 以外」

で ある場合は 「星 iが準主人公 とな っ て い る（65％）。

　主人公 が 「星」 の場合は，
“

空に 帰 りたい
”

主入

公 の 望郷 の 念を中心 に物語 が進む こ とになるが，
「星以外」が主人 公 で あ る場合は

，

“

なん とか して

星を返 して あげた い
”

とい う他者救助が物語の核

となるため， 必 然的に登場人物も多くな り彼 らの

心 の 動 きの 描写 も豊か にな っ て い る。また，主人

公 が 「星」 の 場合は ， そ の 他 の 登場人物 も 「木1
で あ るなど創造世界の 中だ けで 物語が完結する傾

向にあるが，主人公 が 「星以外」 である場合は，

彼 ら主人公 の 多 くは 人間とな っ て お り，
“

こ こ で
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は ない 向 こ うの 世界か ら星 がや っ て くる
”

こ とと

　
“
こ ちらの 世界にや っ て きた星を人問が助ける

”

こ ととが リン クす る こ と とな り，非現実的な出来

事 と現実をつ なげる （内 田 ，
1990）とい うフ ァ ン タ

ジ
ー

の 装置が活発に機能 し始 める こ ととなる （前

者が フ ァ ン タジー
で はない とい っ て い る の ではな

い ）。

3．星がや っ て きた原因は ？

　 ど うし て 星 が こ ち らに来た の か とい う点で あ る

が ，
「落ちた」（65％）（遊んで い た ら疲れて飛 べ な

くな っ た，雨が続い て み んな の顔が見 られな くて

気分が悪くなっ た ， 遊ん で い たら足 をすべ らせ た

な ど）が最 も多く，他に は ，「空か ら降 り て き て散

歩 を して い て迷 子 にな っ た」 「お友達が い な くて

寂 しくて 家出 し て きた 」 な どが見受 けられた 。

4．星 を返す方法は？

　　「お母 さんが迎えに来た 」 と い う顛末が 2 例あ

っ た以外 は ， 内容の 重複は見受 け ら れ なか っ た 。

調査対象者が各 自で イ メ ージ を膨 らませ る こ との

で きる最たる部分である とい うこ とで あろう。具

体的には，「天 の 川 の 星 に来 て もらう」 「夜になる

と湖に や っ て くる 星 と
一

緒に帰 る」 「何百個 とい

う風船を膨 らませ て 舟を作 るjf 七 夕の 短冊 に願

い 事 をす る」 「画用紙に星が 空 に帰 る絵 を描 く」

「空が映 る水溜 りに落 とす」 などがあ っ た。

5．星 を返す方法を考え た の は ？

　基本的には ，

“

や っ て きた星 と出会 っ て星を空に

返そ うとする主人公
”

で あっ たが，彼 らに助言を

与える人物 として
“

物知 りの年長者
”

（か しの 木，

園長先生，町 の み んな な ど）が登 場す る物語 もみ

られた。また， 主人公 たちが
一

生懸命方法を考え

た けれ ども，どれ も失敗 して しま い
， 途方に暮れ

て い る と星の お母 さんが迎 えに来た り，自然に星

の 体が浮 かび上が っ た りと ， 主人 公 の 努力 が徒労

に終わる物語もい くつ か み られた（29％）。

6．星か らの お礼は ？

　
“
援助 を得た ら感謝を表す

”
とい う味付けで あ

るが ，

“
星 が感謝する

”
とい う事態が可能 な事例中

何もなか っ たの は 14°／。であ り，ほ とんどが何 らか

の 形で感謝の気持 ちを表現 して い た．そ の 多くは，
「あ りが とうと言 っ て空 に帰 っ た 後 ， 空 で輝 く」

とい うパ ターン で あっ たが，中に は，「主入公 にい

い 事ばか り起こ る」 「主人公 が幸せ に暮らす」とい

う目に は 見えない因果 1生を感 じさせ る フ ァ ン タジ

ーならで は の 結宋 も見受 け られ た c

7．調査対象者の 内面 との リン ク

　 以下，2 作品を ピ ッ クア ッ プ して あらすじを載

せ る。こ れ らの 作品 は作者が 自己の 内面 を見 つ め

なが ら創作した物語 で はな い か と推測 され る 。

作 品 A ）主人公 の 男性 が初対 面 の 女性 を相手 に身

の上話を始め，そ の うち今は空に星が ない こ とを

語 り始 め る 。 星は い っ か は戻 っ て くるか ら， 自分

た ちに で き る こ とは待 つ こ とだけ で あ る。空に星

が帰 っ て きた らそ の とき会い まし ょ うと女性は立

ち上が っ て 別れ る。

作品 B ）ゆ うちゃん はお友達とうま くお 話できな

い 女の 子 で ，唯
一

の 話 し相手がお星 さま。あ る日

ゆ うち ゃ んを励 ま しにお星 さまがや っ て きた 。 元

気に なっ た ゆ うちゃ ん を見 て お 星 さま は 帰っ て い

っ き ， い つ もゆうちゃ んを見守っ て い る e お星 さ

まを返す方法 とはゆ うち ゃ んが元気になる こ と。

　近年で は ， 心 理療法に物語作 りを取 り入れ る試

み が報告 され て い る （宮下 ，
1999）。治療法 と して

積極的 に取 り入 れる とい う事態で はな くとも ， そ

の効用の 可能性が うか が うこ とが で きる。

お わ り に

　今回 の 調 査は ． あくまで 探索的なも の である。

今後，有益な教材研究へ と発展 させて い くために

は ， 対象を限定 した うえ で の創作，講義を受けた

後の 作品 との 比較 などを踏まえて い くこ とが必

須である こ とは言 うま で もない 。 また，講義にお

い て ， それぞれ の 作品 に つ い てデ ィ ス カ ッ シ ョ ン

を行い ，今回得 られた よ うな作品鑑賞の ポイ ン ト，

引 い ては 自分 の 内省な どを目指 し た授業内容 を構

成する こ とも考え られ る。 加 えて ，今回得 られた

傾 向が，保育科 の 学生に特徴的で ある の か どうか

に っ い て は，他学科学生 と比較 しなければ明らか

には され ない 。最後に ， 今回 の 調査対象者で あっ

た学生が 非常に熱心 に創作に取 り組ん で い た こ と

を強調 しておきた い。保育科の 学生に限 らず，大

人 が物語を創作する こ との 意味も探索に値する テ

ー
マ で あ ると考え られ る。
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