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幼児の 遊び に おけ る思考の 過程

　　　　一
剪定伐採木 で の 家づ く り

一

　　　　　　　　　　 安見克夫

　　　　　　　　（板橋富士 見幼稚園）

　【は じめ に】

　 保 育は 、幼児教育の 基 本と し て 環境 を通 して行 わ

れ る もの と して い る。特 に 保 育者 の 役割に つ い て は 、

今回 施行 された教育要領 で 特に 重視 され て い る課題

の
一

つ で ある。幼児 の 主体的遊び を保障 し て い くた

め に 、保育環境の 構 成 と幼児 の 望 ま しい 関係 を築 く

関わ りの 2 面 が 必 要 と い わ れ て い る。保育者 の 役 割

で あ る 関わ りとい う援助 の あ り方 を考 え る と き 、霙

際に どの よ うな状況 性の 中で 、保育者 の 関 わ りによ

っ て 遊 び が 価値づ け られ 幼児 の 自 己 実現 が 達成 さ れ

る の で あ ろ うか 。

　 そ こ で 、本研 究は 幼児 の 主体的活動が モ ノ と他者

と の 関わ りの 中で 、 どの よ うな思 考過程 （記憶 「幼

児 の 経験」
・
認 知 ・

こ と ば ・情緒の 相互 性 ： 1998 岩

田 ）を へ て 展 開 され て い く の か に つ い て 、活 動 の は

じ ま り と思 われ る 場 面 か ら、教師 の 介入 に よ っ て 終

了 す る場面 ま で の
一

連 の 過 程 を ビ デ オ と エ ピ ソ
ー

ド

観察 で 記録 し、遊 び を通 した幼 児 の 思考過程 を読み

とる こ とで 、保育者 の 望 ま し い か かわ り方 が見出 さ

れ て い く と考 える。研 究分 析 を行 うにあた り、対象

児 の 思 考過程 が は じ め て 出 会 う活動 で あ る環境 を設

定す る こ と と し た。　 そ の た め 今 回 は 園環 境 で は じ め

て 出会 うケヤ キ の 伐採 木 を使 っ た 活動 の 展 開 を ビ デ

オ で 収 録 し、そ の 過程 で 交わ され る 人 と言葉 と行 動

を分析 し遊び の 思 考過 程 を考察する。

【研究方 法】

　 1999 年 11 月 15 日か ら 12 月 3 日 ま で の 間 、

年長 5歳 児 2 クラ ス 46 名 を対象に、遊び の 開始 （園

庭 の 片 隅 に 積み 上 げ ら れ た 伐採木） を保育者が 年長

全 幼児 に周 知 し、ど の 幼児 も こ の 素 材 を使 っ た 遊び

が 初 め て で き る こ と を 条件 と した 。 幼児 の 主体 的活

動 を中心 と した遊 び の
一

つ として、伐採木遊び を捉

え て い る ため、こ の 遊び に参加 して い な い 者 もい る 。

　 記録 収集 は、他者 とモ ノ を介 して どの よ うな 関係

を創 りだ し て い くか を 上記 の 期間 ビ デオ撮影 と共 に、

エ ピ ソー ド記録 を行 っ た 。 そ の 際、保 育者 の 言動 に

対する 意図を保育終了 後に カ ン フ ァ レ ン ス を行 い 参

考資料 と した 。 場 面 の 抽出方 法は、保 育者 4 人 （経

験年数 3 年か ら 7 年）に よ り全収録を 2 回 見て も ら

い 、顕 著な遊び の 変化 が 認 め られ た 場面 を ス チ ール

と し て 抽 出 し、そ の 場面 で の 幼 児 の 考 えや 行動 か ら

思考過 程 を読み と る こ と と し た 。 （結果 と し て 28 カ

ッ ト抽出 した）

【事例 「伐採木の 家づ くり」】

＄ 例 1 − 28 カ ッ トを 3 つ の a ニ ッ トで 解説 す る。

（28 場 面 の 状 況 と 写 真 は 当 日 ポ ス タ ー掲示 す る ）

  場面 1 − 5　 遊 び の 始 ま り ・各 々 が枝 を運 び出す

　 （使用 素材 の 認 知）

朝 の 会 の 後、園庭 で 園児は 先生 か ら伐採 木 を遊び の

道具 と して 使 える こ とを告 げ られ る 。

A 保 育者　「あそ こ に積ん で ある、木 を使 っ て遊ん で

も い い よ1

B 保 育者 　「あ そ こ に 積 ん で あ る 木 で 、何 か 創 く れ る

か な
一

」 と語 りか け て い る 。

年 畏組 全幼 児 は 、こ の 時点 で 初 め て 山積 み して あ る

伐採木 を遊び の 道具 と し て 使 え る こ とを認 知 し た 。

A 保 育者 の 問 い か け か ら幼児は小集 団 （一人 ま た は

多 くて も 3 入程度）で 、 戦 い ご っ こ の 道具 と して 、

振 りか ざす 遊び へ と発 展 し 危 険が 共 う と判断 し保育

者 が 中止 し た。よ っ て 本研 究は B 保 育者の （家づ く

り）を観察対象 と し 、 幼児 が こ．の 素材 を どの よ うな

遊び に ど う取 り入 れ展開 し て い くか を観察 し保育者

の 援助 と幼児 の 思考過程 を考察 して い く こ とに し た 。

第一
場 面 で は 、教師か ら告げ られ た と き幼児は 歓声

を上 げ伐採木 場 に 走 り、お の お の が 山積 み し た 伐採

木 を引 きず り出 し て い る姿が見 られ る 。 互 い に 言葉

を交わす者 の 姿は殆 ど 見 られ なか っ た。それぞ れ が

実際に さわ り引きず り出 し な が ら互 い の する行動 を

模倣 し なが ら、それぞ れ が 自分 な りに何か をイ メ ー

ジ し て い る姿が 見られる 。

場 面 6 − 10 参加者が家つ くの 目的に向 か っ て 活動

　　す る （足場 と横柱 の 固定）

　F 子 、M 子 、　 E 子 は 土 に柱 を埋め てガ ム テ
ープ で

固 定 した e ま だ ぐ ら ぐ ら し て い る 。 園長が保育者 に

対 して 、「固定用 ア ン カ
ー

」を打ち込 む よ う指示 した。

固定ア ン カ ーを打 ち込 ん だ鉄棒に M 子 と B 男、C 男

は 、 F 子 と E 子 が固定 して い た方法 で、同 じよ うに
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固定 し て い た 。 女児 の グル
ープ が 4 本 の 柱 と横枝を

ス ズ ラ ン テ ープ で 固定 し始め た。保育者 は、そ の 固

定す る様子 を横で じ っ と見 て い た。こ の 時点 で は 特

に 保 育者 の 言動 は な い 。何 と か倒れな い 程度 の 箱型

の 柱 とは り が 固定された 。 D 男 と H 子 は 、山積み し

て ある枝 を運び 出 して い る。
一

時場所に 運ぶ とまた

取 りに 行 く行動 が 繰 り返 され た。J 男 は 、資材 を運

ぶ た め の 指示役 とな っ て い た 。D 男と、S 男 は 、 砂

場 か ら ト ロ ッ コ を 持 ち 込 み 、今 まで 自分 の 手 で 運 ん

で い たが、伐採木 を トロ ッ コ で 一気に 運 ぶ方法 を考

え出 し J 男の 指示 で 量 と出発 の 指示を受け て第二 の

拠点 （家づ く りによ り近 い 場所）に 運 び 込 ん で い た。

  場面 11 − 20 家づ く りの 具体的な形が 見 え互

　　 い の 役割 が 明確 化す る 段 階 （役割 の 明確化）

　第 2 の 拠 点 に 運 び 込 まれ た伐採 木 で 支柱 と は り が

で きあ が っ た 小屋 は柱が ま だ ぐ らつ くの で、M 子 を

中心 に A 男 、 B 男 、　 C 男 達 が 実際に 固定する者 と 、

横で 固 定の 仕方を指示す る者 、 それ を見 つ め る者 と

の 役割が特に きめる こ とな く しぜ ん と遂行 され て い

る姿が み られ る 。 役割 が決 ま っ て い て 、支柱を固 定

し て い る 者 に 対 し て 「違 う、こ こ に ま くの 」

「もっ とき つ く」 な ど とい っ た 適切な指示 を出 し互

い の 連携 を 快 く感 じ て い る 姿 が 見 られた。

  　場 面 20 − 28 屋 根や外壁 が完成 に近 づ く

　　使用 目的 が明確 に なる （思考が錯綜する）

　家づ く りは、次第 に複雑化 し支柱 の 間 に さらに 柱

が固定 され 屋根 や入 り 口 さら に は 家が何 に 使 われ る

か な ど が 話 し 合わ れ い て い る。同時に 壁 づ く りが発

想 され伐採木 を運 び 終わ っ た仲間が今度 は段 ボー
ル

を 運 び 込 み 、支柱 の 固 定を指示 し て い た者が外壁 の

空 間 を測 りなが らダ ン ボール カ ッ タ
ーで 切 り刻み 、

ガ ム テ
ー

プ で張 り始 め た。最終的に は 、郵便 局 とキ

ャ ン プ と、た こ 焼き屋 が話 し合われ、か な り ぎ く し

ゃ く した関係 の 中 で 教師 の助言を受 けな が ら郵便 局

が 完成 し た 。 そ れ は 、は じ め の 段階で トロ ッ コ の 運

搬 に指 示 を出 して い た J 男の 看板が掲げ られた こ と

で 決着 し た 。

【総合考察】
一

連 の 活動 に つ い て 、モ ノ （意味する もの と意味 さ

れ る もの と の 関係）とい う物を介 して 、 幼児集団 （プ

ロ ジ ェ ク ト）が遊 びを どの よ うに開き （初動）、展開

され て い く の か を幼児 の 思 考過程 か ら 読 み と る こ と

が で きる。

　  初動 の 展 開 に つ い て は 、保育者の 発 話 が遊び を

大き く左 右 させ て し ま うこ とが 超 の 保育者の発話

か ら読み とれ る。

　  初動 か らモ ノ が動 き、幼 児 も模 倣的に同 じ行動

が 見 られ る時点で 、幼児間の 発話が ほ とん ど交 わ さ

れ な い こ とが分か る 。 （それぞれ が 、 最初 に行動 を と

る 人 とモ ノ に つ い て 考えを統合 し、新た なイ メ
ー

ジ

を集約 させ よ うと して い る と思 われ る）

　  対 人関係 の 均 衡 （モ ノ と場 とそれ ぞ れ の イ メ
ー

ジ ） が満 た され て い る場合、自分 の 得意 とす る、ま

た し た い と思 う行 動 を互 い が 分掌 し合い 、 そ れ ぞれ

が 行動 を尊重 しな が ら 展 開 し て い く様子 が 見 られ た 。

つ ぎに

　読 み 取 りの 視点 と し て 、幼児 の こ とば と行 動
・
保

育者 の こ とば と行 動 か らプ ロ ジ ェ ク トが思案する 目

的が ど の 時点 で 明確化 し た の か。

そ し て 参 加 して い るも の が どの 時点で 理 解 し 、 そ の

理 解に もとづ き展 開 して い くの か。

　  幼 児 間 の 理解は 、伐採木場 と第
一

移設場 所 ・第

二 移設揚所 ・家 の 設置場所 の
一連 の 幼児の 動線上 で 、

幼児 が 活 動 して い る 行 動 とモ ノ （構 築物） の 動 き か

ら思考 を集約 し目的 が 理解 され た もの と考え られ る 、

　   作業工 程 の 中 で 、それ ぞれ が 動線上 で 役 割 っ て

きたポ ジ シ ョ ン に 保 育者が こ ま め に 寄 り添 い 作業 の

達成 度 と幼児 の 意 図 の ズ レ が 感 じ られ た とき 、 素早

い 保 育者 の 発 話 （助言）が有効 に働 き展 開 の 原 動力

となる こ とが 分 か っ た 。

　今回 の
一

連 の 活 動 記録 を通 し て 、観察者が ビ デ オ

の 再 生過 程 で 、大 き く変化 し た と読み とれ た 揚面及

び保 育者 の 言 葉 掛け の 場面 を ス チ ール と し て 取 り出

し、全体の 流 れ が把握 で きる よ う整 理す る こ と で 、

それ ぞれ の 場 面 の 前後で 交わ され る幼児 の 思 考過程

と保育者 の こ とばが け か らプ ロ ジ ェ ク トに 及 ぼす影

響 を読 み とる こ と が で きる と考 え られ る。

【ま と め 1
　幼児主体の 自発的な活動 を支 え るた め に 、保 育者

の 役 割 は欠 か す こ との で きない 重要な援助 とな る こ

と が 明 らで あ る 。 実践者 は 実 際の 活 動 の 中 で 幼児 が

ど の よ うに思考 し、仲間 を つ く り、モ ノ を介 して 遊

び を 発展 的に 進 め よ うと して い る の か を予測 し援助

し て い く こ とは か な り難 し い が、幼児の 活動 とモ ノ

の 動 き を 幼児 の 動線か ら継続 的に 観 察す る こ と で 、

状況 に 応 じた 関わ りが 可能 と な る こ と が分か っ た 。

　今回 の 幼児 の 思考過程 （記憶 「幼児 の 経験 」
・
認知

・こ とば ・情緒 の 相 互性） と保育者の 言葉掛け に 視

点を あ て ビ デ オ解析する こ とは保 育者 の 質 的研 究 に

大 い に 寄与す るも の と 思 わ れ る。
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