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保育者行動における身体知の 重要性
一
幼児 の 異文化 適応の 可能性 をめ ぐっ て

一

　　　　　 具　守　珍

　　　　 （日本女子 大学院）

は じ め に

　 文 化間移動 は 現在 の 国 際化社会 の
一つ の 特徴 と も

言 え る。日本 も外 国 人労 働 者 や 留学 生 が急 増 し，もは

や 多 文化 社 会 を迎 え、教 育 現 場 に も外 国 人子 ど もへ の

対応 と い う新たな問題が もた され る。］999年の 『保育

学研究』 の テ
ー

マ が 「幼児 の 多文化教育」 で あっ た こ

と も、こ の よ うな 現状 へ の 反 映で あ る。日本 に お け る

異 文 化 研 究 は 1970年 代 以 来 、数 多 く行 な われ て き た が、

幼児 を対 象 に した研究の 歴 史 は浅 い。そ れ に保育 原 理

に基づ い て 保育実践 を考えた研究 は数少ない 、外 人 で

あ っ て も対象が 幼児で あ る 以 ヒ、同 じ保育原理 の 延長

線 上 か ら保育の あり方 を問わ なけれ ばな らい 。

　人 が あ る 社会 の も つ 独 特の 文 化 を体 得 す る に は、

臨界 期が あ る と し、箕浦 （1991） は 9歳 か ら14歳 が 文

化 文 法 体 得 の 臨 界期 で あ る こ と を明 らか に し て い る。

9歳以前 に 違 う文化圏へ 移行 した場合、行 っ た先で そ

こ の
．’
般的な行動パ ター

ン をあ ま り抵抗な く受け入れ

る。つ ま り、幼児 期 に 来 日 した 子 ど もは、あ ま り違 和

感 を もた な く 日本 の 幼稚園 に 適応 して い く こ と に な る 。

　そ う だ と する と、異文 化 に 置 か れ た 幼 児 が 抱 え る

問題 とは、幼 稚 園 の 文化 と家庭 の 文 化 が連 続 して い な

い こ と に あ る の か 。家庭 の 中で は 、成 人 して か ら文化

間移動 を した 親 に よ り自文化 （親 の ） が 生 きて い る。
一

方 ，幼稚 園で は 日本 の 文 化 が使 わ れ 、そ の 二 つ の 文

化の 狭間 に 置 か れ た 子 ど もは戸惑 い を感ずる だ ろ う。

しか し現代社会 は、省力化、自動化、食文化 ・住文化

の グ ロ ーバ ル 化 によ り．生活 の共 通 性 が拡 大 して い る

（マ ッ ク ドナ ル ドは 世界 どこで もあ る）。ま た、家庭

に お ける 構成員の 役 割行動 の 個別化
一

親 は会社 （グ ロ

ーバ ル化）、子どもは学校 （近代学校 の 共通化）
一

そ

して 情報化 （TV， パ ソ コ ン グロ
ーバ ル 化 〉 が こ の 傾

向 を加 速化 させ、人の 生 活 を均
一

化 して い く。これ は

文化 間 移動 を して ｛）住 み や す くな る意 味で も あ る e こ

うなる と．自分の 出自と して の アイ デ ンテ ィ テ ィ だ け

が 問 題 に残 る 可 能 性 を 江 淵 は指 摘 す る，

　 し か し幼 児 の 場合．アイ デ ンテ ィ テ ィ と い う問 題 は

親 の 方の 心 配 で は あ っ て も、ま だ 子 ど もが 直面する 問

題 で はな い。そ うだ とす る と．外国 人 の 子 ど もが 日本

の幼稚 園 に適応 す る の に最 大 の ネ ッ クは 言葉 とい う こ

とに な る。子 ど も は 言 語 獲得 が 早 い と 言わ れ、保 育 者

の 話で は だ い たい 3 ヶ 月 か か る とい う。で もそ れ は、

片言葉を投げる程度 の もの で 、自分の 言い た い こ とが

言え る に は 少 な く と も半年以 ヒは か か る 。で は ．幼児

の 場 合、こ と ば と い う ネ ッ クが 異 文 化 適 応 に ど の く ら

い の 障害 にな る のだ ろ うか。そ れ は 保 育の 質 と深 い 関

係をもつ の で は ない か。

　 と い う 疑問か ら本研究 で は 、日本滞在 の 外国 人 の 中で

大 き い 割合 を 占め る ア ジ ア 系子 ど もへ の 観察を通 して ．

そ れ を 検討 した い。

研究方法

　新宿区 の 区 立幼稚 園 U 園 で、来 日 した ばか りの 韓国

人 と 中国人 の 子ども を 中心 に 観察 を行 っ た．記録お こ

しや ビデ オ を 使 っ て 半 年 間、ma−一回 ペ ー
ス で 行っ た。

事例

圃
　砂場 で 焼 き 芋 を す る 日。5歳 ク ラ ス 全員 が 砂場 の 回

りで 先 生た ち が 火 を つ ける の を 見て い る。炎 を み て み

ん な が ぎゃ
一

ぎゃ
一騒 い で い る。日本 語 が 片 こ とば し

か で き な い 5歳の S男 （韓国 ） も は じめ て み た風 景 に 興

奮 して ．炎を指差 しなが ら 「オ
ー

イ、オ
ー

イ 」　 「み ん

な、オーイ、オーイ 」 と e どな りで
一一・
緒 に 見て い た U

男 が，両 手で トを 叩き な が ら 「ど
一一

ん どん 　も え ろ う、

ど一
ん ど ん 　 も え ろ う 」 を繰 り返す．す る と、S男 も

横並びで 同じ姿勢をとり．同じ動作をしながらそ の リ

ズム に 同調 し て 「ど
一ん どん　お え よ、ど一

んどん

お え よ 」 を繰 り返 す。

画
　来 日 2ヶ 月 を向か うY女 （4歳、韓国）。登 園 して ．

ロ ッ カ
ー・

に荷 物 を 入 れ た 後、保 育 室 の 中 を う ろ う ろ し

な が ら他 の 子 ど も の 様 f を見 る。すで に 保 育 室 の な か
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で は、他 の ．fど もたちが カル タ 遊びや マ マ ご と な ど で

遊ん で い る。制作 テ
ーブ ル に は S女が 、”：っ た ま ま．色

紙で 何 か を 作 っ て い る。Y女 は そ の テ
ー・ブ ル に す っ と

人 り、棚か ら道具を選ぷ。紙や 色テ
ープを取 り出 して

他の
’
r一どもの 遊び に 目 を向 けた り しな が ら、制 作 をや

りは じめ る、　・
つ の 作 品 をIF　一）て か ら また ぶ らぶ らす

る n しば ら く して 「お一
か
一一た一一つ一．．け ！1 と何 人か

が 大声 で い う。それを聞 い て Y女 の 動 きが 早 くな り、

自 ら 積極 的 に 片付 け に 参加 す る。

画
　片づ け の 後、保育者 が テ

ープ レコ
ー

ダをかける と、

音楽 とお 話が 流れ る ，み ん なが そ の リ ズム に あわ せ 、

背中を 伸ば して 歩い た り、体 を縮 め て 歩 い た り．そ の

歌訓 の どお りに体 を 動か す。先ほ ど、女の 子たちの ち

ょ っ と した トラ ブ ル で 機嫌 が 悪 くな り ．ロ ッ カー
の 隅

に ずっ と 立
．
っ て い た Y女 c 先 生 がヤ女 の ア を 握 っ て 誘 う

と そ の 遊 び に 入 る 。歌 詞は 理 解で き な く て も、音楽 の

雰囲気 や周 りの 様子 で 動 き が わ か り、笑い なが らその

遊びを 楽 しむ。

事 例分析

　事例 か ら分 か る こ とは、まず、リズ ム や 体操 の よ

う に 身体 性 が 高 い 遊 び が、外 国 人 子 ど もに と
．
っ て 参 加

しや す い と い う こ とで あ る a 言葉 に して も リズム に乗

せ た こ と は か け が 同調 しや す い の は、日本 人の Fど も

に して も変 わ らな い が、こ と ば が 通 じな い 外国 人の 場

合 は な お さ らの こ と で ある n た だ 「お か た づけ 」 とい

う よ り，パ タ
ー

ン 化 さ れた リ ズム に 合わ せ て 「お一か

一
た・一つ一

け 1」 と い う ほ う が 同 調 を 起 こ し や す い の

で あ る 。事 例 1 の よ う に S男 は 「ど・一ん どん ，も え ろ

う、の言 葉 の 意 味 は理 解 で き な く て も、横並び の Y男

の 体 の 動 きや こ と ばの リズ ム に 臼 ら問 調 し、そ の 遊動

の 楽 しさ を味わ う。日本語 の 発話は 「ど一一ん どん、お

えよ」 と、す こ し間違 っ て は い る が．この 場で そ れ ば

問題 にならな い。S男 の 同調 にY男も 逆影響 され、二 人

で 顔 を合 わ せ な が ら そ れ を 繰 り 返 す．事例 3 で も、流

れ る う た の 歌詞は理解 で きな くて も，そ の うたの 雰囲

気や 周 りの 動 き に 自分の 体を同 調さ せ る こ とは で き る。

　 こ れ は、人間 の 身体 が共 通 の シ ス テ ム を もち，共 通

の 感覚 を もっ て い る からこ そ 囗∫能なこ とで ある。中村

は こ れ を共通感覚で 説明 して い る が．身体的同調性が

高 い 遊び と い う の は．人 間が持 っ て い る 共通感覚 に 注

目す る遊 び に ほか な らな い s

　言葉 が 通 じな い 了
一
ど も に と っ て 自 由 遊 びの 時 間 は

居場所が さがせ な く、う ろ うろ す る こ とが よ く見 られ

る。しか し、毎回 繰 りか え し て 行わ れ る活 動 に 対 して

は．行 動 予 測 が 可 能な の で 参 加 しや す くな る。た と え

ば、お 片 づ け や お 弁 当時間な どが 代表的で ある （亊例

3 ）。規則性．習 慣性．生 活 感 覚 の延長線 ヒで 遊び の

場 を つ くる こ とが r一ども の 異文 化 適応 を促 す。

製作 コ ー
ナ
ー

がもつ 有効性

　異文化保育の
一・

つ の 可能性 と し て も う
一
つ 考 え ら

れ る の は、小 川 の い う 製作 コ
ー

ナ
ー

で ある。言葉が通

じな い 外国人 の 了
L
ど もは、保育者が直接関わ らな い と、

遊びグル
ー

プに 入 るの は な か なか む ず か しい e こ の 場

合 ．外 国 人 の 子 ど もが 番 人 りや す い と こ ろ は 制作 コ

ー
ナ
ー

で ある （事例 2 ）。そ の 理 由は 、言葉 が 要 らな

く、人 間関係 を 結 ばな くて も済 む か らで あ る。もち ろ

ん 保 育者や 他 の 子 ど もた ち と の 関 わ りも あ る が．そ れ

は 副次 的な 問題 で 、基本的 に は
．一
人 で もの と向か う場

で あ る。そ して ．勝 手 が 分 か る よ う に 道 具が 置 か れ て

い て 臼分の イメ
ー

ジで 作業がで きる か らで あ る。

　 小 川 は そ こ に 保育者が座 る こ と に よ っ て、保 育 者

に は 自分の 拠点 と して 、こ ども に は 安定を求め る 場 と

して 制作 コ
ー

ナーの 意 味 を強 調 して い る。こ の 論 は外

国 人 こ ど も の 保 育 に お い て も有効性 を も つ と 思 う。事

例 3 の よ う に ，自分 の 居 場 所 が 探 せ な い 自 由遊 び の 時

間．先生の い る 製作 コ ーナ
ー

で、もの と関 わ りな が ら

また、保育者や 他の 子 ども との 関わ りを もちな が ら安

定が 求め られ る。そ の 場 で も の を 媒 介 に しイ メー・ジ を

共 有 した 中で 出て くる こ と ば を習得 して い くこ と も考

え られ る。そ して 、そ こ か ら ま た 他 の 遊び へ 広が る こ

とが 考 え られ る。

結び

　 以 上、日 本，借が 通 じ な い 幼 児 の 異文 化 適 応 の ［∫能

性 と して、身体 的 同調 性 や 応答 性 が 高い 保 育、そ して

規則 性の あ る 生活 感覚 の 保育が 求 め られ るc その 具体

的な実践 と して 製作 コ ーナ
ー

は 有効 性 を もっ 。こ と ば

中 心 で はな く、環 境 中 心 の 幼 児 教 育 の 基 本 原 埋 に基 づ

い た 保 育 を行 う こ と こ そ．外国 人 予 ど もが 参加 しや す

い ．よ り早 く安定感 を 取 り戻 す保 育に 繋が る だ ろ う。
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