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第 1 章  

社会的葛藤解決に関する研究レビューと本研究の方法論的立場  

 

子 ど も た ち は 他 の 子 ど も と の 対 立 場 面 に 際 し ， ど の よ う に 関 係 を 調 整

し て い る の だ ろ う か 。 子 ど も た ち が 集 団 生 活 を 送 る 場 で は ， 些 細 な 行 き

違 い や 周 囲 の 子 ど も や 大 人 を 巻 き 込 む 大 き な も の ま で 含 め ， い わ ゆ る い

ざ こ ざ と 呼 ば れ る 場 面 が 多 く 見 ら れ る 。 ま た ， 彼 ら が そ の 後 何 ら か の 働

き か け を 対 立 相 手 に 行 い ， 関 係 を 調 整 し よ う と し て い る よ う に 窺 わ れ る

場 面 も 少 な く な い 。  

子 ど も の け ん か ， い ざ こ ざ 等 の 社 会 的 な 葛 藤 に つ い て は ， 子 ど も の 社

会 構 造 と 関 連 さ せ た 研 究 が 盛 ん に 行 わ れ て い る （ た と え ば Strayer & 

Strayer，1976；荻 野 ，1986；斉 藤・木 下・朝 生 ，1986；  Shantz，1987；

Verbeek & de Waal ，2001；Aureli，Cords，＆  van Schaik，2002；Aureli 

＆  de Waal，2000）。そ の 結 果 ，社 会 的 葛 藤 等 が 子 ど も の 社 会 性 の 発 達 に

役 立 つ と い っ た 積 極 的 な 機 能 が あ る こ と が 示 さ れ て い る （ 荻 野 ， 1986；

斉 藤 ら ，1986；Garvey,1986； Shantz，1987；Verbeek & de Waal ，2001）。  

し か し 子 ど も 自 身 に よ る い ざ こ ざ の 自 発 的 ・ 積 極 的 な 仲 直 り や 調 整 の

行 動 ， そ の ス キ ル を 対 象 と し た 研 究 は ま だ 多 く は な い 。 ま た 起 き て し ま

っ た い ざ こ ざ を 解 消 す る の み で な く ， 深 刻 な い ざ こ ざ へ の 発 展 を 食 い 止

め た り 回 避 し た り す る と い う 行 動 も 見 ら れ る か も し れ な い が ， そ れ ら は

子 ど も の 能 動 的 な 葛 藤 解 決 行 動 と し て は 検 討 が 及 ん で い な い 。  

 

1 -1 社 会 性 発 達 に お け る 社 会 的 葛 藤 の 意 義  

従 来 子 ど も の け ん か ， い ざ こ ざ 等 の 社 会 的 な 葛 藤 は ， 主 に 攻 撃 性 と 関

連 さ せ る 形 で 否 定 的 な 側 面 に 注 目 さ れ て 研 究 が 行 わ れ て き た 。 し か し 近
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年 ， 子 ど も の 社 会 構 造 と 関 連 さ せ た 研 究 が さ か ん に 行 わ れ て お り ， そ の

結 果 ， 社 会 的 葛 藤 や 攻 撃 等 が 社 会 性 の 発 達 に 役 立 つ と い っ た 積 極 的 な 機

能 が あ る こ と が 分 か っ て い る 。 ま た 社 会 的 行 動 は 社 会 的 な 葛 藤 を 通 じ て

発 達 す る と も 考 え ら れ る よ う に な っ て き て い る（ 荻 野 ， 1986；斉 藤・木

下 ・ 朝 生 ， 1986；  Shantz， 1987； Verbeek & de Waal ， 2001）。  

斉 藤 ・ 木 下 ・ 朝 生 (1986)は ， 他 者 理 解 や 共 感 ， あ る い は 社 会 的 カ テ ゴ

リ や 規 則 の 理 解 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 と い っ た 社 会 的 ス キ ル の 発 達

に は ， 幼 児 期 の 仲 間 関 係 が 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る こ と を 指 摘 し て い

る 。 さ ら に ， こ の よ う な 社 会 的 ス キ ル は ， 仲 間 と の 相 互 交 渉 を 円 滑 に 行

う 上 で 不 可 欠 で あ る と と も に ， そ の 発 達 自 体 が 仲 間 と の 交 渉 の 中 で 育 ま

れ る 。そ し て 誤 解 や 共 感 の 欠 如 と い っ た ，問 題 の あ る 相 互 交 渉 の 経 験 が ，

他 者 理 解 や 共 感 の 発 達 を 促 す と 主 張 し て い る 。  

さ ら に 松 永 ・ 斉 藤 ・ 荻 野 (1993)も ， 子 ど も が い ざ こ ざ 場 面 に お い て ，

自 己 の 発 達 や 他 者 理 解 ， 社 会 的 ル ー ル の 理 解 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力

な ど の 様 々 な 社 会 的 能 力 や 技 能 を 発 揮 す る こ と か ら ， い ざ こ ざ 場 面 は 子

ど も の 社 会 的 能 力 の 発 達 を 捉 え る 上 で 重 要 で あ る こ と を 指 摘 し て い る 。

い ざ こ ざ を 解 決 し て い く こ と は ， 自 分 の 所 属 す る 集 団 や 関 係 を 維 持 し て

い く た め に も 必 要 な こ と で あ り ，そ の た め に は 自 分 の 行 動 を 統 制 し た り ，

自 己 主 張 し た り ， 反 対 に 相 手 の 主 張 を 受 け 入 れ た り と い っ た ， 相 互 交 渉

を し て い か な く て は な ら な い 。 そ の よ う な 行 動 に は ， 自 己 統 制 や コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 ， 社 会 的 ル ー ル の 理 解 等 ， 様 々 な 社 会 的 能 力 が 反 映 さ

れ る と い え よ う 。  

以 上 の よ う な 関 心 か ら ， 社 会 性 と 関 連 さ せ た い ざ こ ざ の 研 究 は さ か ん

に さ れ て お り（ 斎 藤・木 下・朝 生 ， 1986；松 永・斎 藤・荻 野 ， 1993；高

坂 ， 1996； 東 ・ 野 辺 地 ， 1992）， 子 ど も の い ざ こ ざ は 社 会 性 の 発 達 を 捉
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え る 上 で 豊 富 な 情 報 を 含 む と 考 え ら れ て い る 。 な か で も 近 年 の 諸 研 究 か

ら ， 子 ど も の い ざ こ ざ の 収 束 に は ， 保 育 士 等 大 人 の 介 入 以 外 に も ， 子 ど

も 自 身 に よ る 解 決 も あ げ ら れ て お り ，（ 斎 藤・木 下・朝 生 ，1986；高 坂 ，

1996）葛 藤 解 決 は 子 ど も の 能 動 的 な 行 動 と し て 注 目 で き る 相 互 交 渉 で あ

る こ と は 間 違 い な い だ ろ う 。  

 

1 -2 幼 児 期 に お け る 社 会 的 葛 藤 へ の 注 目  

斉 藤 ら (1986)は ， 他 者 理 解 や 共 感 あ る い は 社 会 的 カ テ ゴ リ や 規 則 の 理

解 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 と い っ た 社 会 的 コ ン ピ テ ン ス の 発 達 に は ，

幼 児 期 の 仲 間 関 係 が 重 要 で あ る こ と を 指 摘 し て い る 。 そ れ ら は 仲 間 と の

相 互 交 渉 を 円 滑 に 行 う う え で 不 可 欠 な 条 件 で あ る が ， そ の 発 達 自 体 が 仲

間 と の 交 渉 の 中 で は ぐ く ま れ ， 誤 解 や 共 感 の 欠 如 と い っ た 問 題 を 持 つ 相

互 交 渉 を 経 験 し ， そ れ こ そ が 他 者 理 解 や 共 感 の 発 達 を 促 す こ と に な る 。

し か し 乳 幼 児 期 初 期 の 大 人 と の 交 渉 で は 大 人 側 の 配 慮 に よ っ て あ ま り 問

題 を 経 験 す る こ と は な い 。 し か し 仲 間 間 で は 互 い に 相 手 の 内 的 特 性 を 理

解 で き ず に 問 題 を 起 こ し ， 問 題 を 含 ん だ 相 互 作 用 の 経 験 を 積 む が ， そ の

本 格 的 な 発 達 は ，多 く の 子 ど も が 家 庭 を 出 て 保 育 園 や 幼 稚 園 に 通 い 始 め ，

対 人 関 係 の 多 様 化 す る 幼 児 期 後 期 で あ る と 考 え ら れ る か ら で あ る 。  

木 下 ら（ 1986）の 研 究 で は ，３ 歳 児 に お け る い ざ こ ざ の 発 生 と 解 決 に

つ い て 縦 断 的 に 観 察 さ れ て お り ，３ 歳 児 の 集 団 の 1 年 間 を ３ 期 間 に 分 け ，

い ざ こ ざ の 原 因 と 終 結 が カ テ ゴ ラ イ ズ さ れ て い る 。 そ し て 仲 間 と の や り

と り の 中 で 相 互 交 渉 の 能 力 が 獲 得 さ れ る こ と を 指 摘 し て い る 。そ こ で は ，

各 期 の い ざ こ ざ の 原 因 の 特 徴 か ら ， い ざ こ ざ の 展 開 自 体 に 発 達 的 条 件 が

必 要 で あ り ， ３ 歳 が い ざ こ ざ を 発 生 さ せ ， 展 開 し て い く こ と が で き る よ

う に な る 時 期 で あ る こ と が 示 唆 さ れ て い る 。 幼 児 期 前 期 に お い て い ざ こ
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ざ を 展 開 し て い く こ と が で き る よ う に な っ た 子 ど も が ， そ れ を 収 束 さ せ

て い く 能 力 を ど の よ う に 発 達 さ せ る の か を 検 討 す る に は ，対 象 を 3 歳 ～

5 歳 に 広 げ ， 調 整 ・ 仲 直 り を 経 て 終 結 に い た る 過 程 を 観 察 す る 必 要 が あ

る だ ろ う 。  

 

1 -3 保 育 実 践 に お け る 葛 藤 解 決 の 意 義  

乳 幼 児 期 初 期 の 子 ど も と 大 人 と の 交 渉 で は ， 大 人 側 の 子 ど も に 対 す る

配 慮 が 働 く た め ， 社 会 的 葛 藤 が 生 じ る 場 面 に 子 ど も 自 身 が 直 面 す る こ と

は ほ と ん ど な い 。 と こ ろ が ， 保 育 園 や 幼 稚 園 に お け る 子 ど も 同 士 の 関 係

に お い て は ， 互 い に 相 手 の 考 え や 心 情 ， パ ー ソ ナ リ テ ィ を 理 解 で き な い

こ と で 社 会 的 葛 藤 が 生 じ る と と も に ， こ の よ う な 問 題 解 決 も ま た 経 験 す

る と い え よ う 。  

保 育 園 や 幼 稚 園 は ， 年 齢 の 近 い 子 ど も 同 士 の 集 団 で あ る こ と か ら ， 子

ど も た ち は 対 等 な 相 互 交 渉 を 行 う こ と が 求 め ら れ る 。そ し て ，子 ど も は ，

年 齢 の 近 い 子 ど も 同 士 の 相 互 交 渉 を 行 う こ と で ， 大 人 ほ ど 相 手 の 意 図 を

汲 み 取 る こ と に 長 け て い な い 相 手 に 対 し て 自 分 の 意 図 を 伝 え た り ， 相 手

の 意 図 を 汲 み 取 っ た り す る 努 力 を 強 い ら れ る 。 ま た ， 家 庭 と い う 家 族 間

に お け る 相 互 交 渉 の 場 か ら ， 保 育 園 や 幼 稚 園 と い う 集 団 の 相 互 交 渉 の 場

へ と 活 動 の 場 を 広 げ た 子 ど も た ち は ， 大 人 と の 交 渉 で は 得 ら れ な い 葛 藤

を 経 験 す る と と も に ， 長 期 的 に そ の 集 団 内 に お け る 人 間 関 係 を 維 持 し て

い く 必 要 に 直 面 す る 。  

さ ら に ， 就 学 前 の 子 ど も の 社 会 的 葛 藤 に は 10％ を 超 え て 当 事 者 以 外

の 子 ど も が 関 わ る こ と が 知 ら れ て い る（ e.g. Verbeek ＆  de Waal，2001）。

保 育 園 や 幼 稚 園 は ， 子 ど も が 当 事 者 と し て 直 接 関 わ る 相 互 交 渉 の み な ら

ず ， 第 三 者 同 士 が 行 っ て い る 相 互 交 渉 場 面 に 遭 遇 す る 場 所 で も あ る 。 社
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会 的 葛 藤 に つ い て い え ば ， 子 ど も が 他 児 同 士 の い ざ こ ざ を 目 撃 し た り ，

あ る い は 当 事 者 以 外 の 者 と し て 解 決 に 関 わ っ た り す る 機 会 が 得 ら れ る 。

そ の た め ， 保 育 園 や 幼 稚 園 に お け る い ざ こ ざ を 研 究 対 象 と す る こ と は ，

社 会 的 葛 藤 の 解 決 を 経 験 す る こ と が ， 子 ど も の 社 会 的 ス キ ル の 発 達 に 果

た す 役 割 を 検 討 す る 上 で 興 味 深 い 。  

ま た ,矢 田 （ 2006） に よ る と ， 保 育 者 が 介 入 す る と ， し な い 場 合 よ り

も 見 て い る 子 ど も （ ギ ャ ラ リ ー ） が 増 え る と い う 。 つ ま り 保 育 園 や 幼 稚

園 は ， 保 育 者 の 存 在 に よ っ て も ， 他 者 の い ざ こ ざ へ の 参 与 が 促 さ れ る 場

で も あ る の だ 。  

ま た ,多 く の 子 ど も に と っ て ，保 育 園 や 幼 稚 園 で の 生 活 が 大 き な 割 合 を

占 め る 幼 児 期 は ， 就 学 後 の 集 団 生 活 を 送 る た め に 必 要 な 社 会 的 ス キ ル の

基 盤 形 成 の 時 期 と し て 位 置 づ け る こ と が で き よ う 。 い ざ こ ざ を 解 決 す る

際 に は ， 自 分 の 行 動 を 統 制 し た り ， 自 己 主 張 し た り ， 反 対 に 相 手 の 主 張

を 受 け 入 れ た り と い っ た ， 相 互 交 渉 の 必 要 が 生 じ る 。 こ の よ う な 集 団 生

活 に お け る 社 会 的 な ス キ ル の 獲 得 は ， 就 学 に 向 け て の 準 備 と し て も 必 要

で あ る と い え よ う 。 し た が っ て ， 幼 児 期 に ど の よ う な 経 験 を 通 し て 子 ど

も の 集 団 生 活 に 関 す る ス キ ル を 発 達 さ せ る べ き か ， ま た 保 育 者 を 中 心 と

し た 周 囲 の 大 人 は ど の よ う な 環 境 を 用 意 し ， 援 助 す べ き か を 検 討 す る こ

と は 実 践 的 に 意 義 が あ る と い え よ う 。  

以 上 の よ う に ， 保 育 園 や 幼 稚 園 で は 子 ど も は い ざ こ ざ の 当 事 者 と し て ，

あ る い は 介 入 者 や 観 察 者 と し て ， 相 互 交 渉 の 経 験 を 積 み ， 自 分 の 位 置 取

り や 関 係 調 整 の 方 法 を 学 び 、 ス キ ル を 身 に つ け て い く の だ と い え よ う 。  

そ こ に は ， 単 に 個 体 と し て の 発 達 に 加 え て ， 集 団 と し て の 発 達 が 含 み

こ ま れ て い る と い え よ う 。 し か し ， い ざ こ ざ と い う 相 互 作 用 の デ ー タ 収

集 の 困 難 さ ゆ え に ， 幼 児 期 を 通 し て の 集 団 の 変 化 と 関 連 さ せ て 明 ら か に
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す る ま で に は 至 っ て い な い 。  

 

1 -4  身 体 的 ・ 行 動 的 葛 藤 解 決 行 動 へ の 注 目  

1-4-1 行 動 的 ・ 身 体 的 表 現   

ヒ ト の 場 合 に は 攻 撃 に 言 語 を 用 い た 心 理 的 危 害 が 含 ま れ る こ と も 多

く ， そ の 解 消 に も 言 語 が 関 係 す る こ と は 多 い と 推 測 さ れ る 。 従 来 の い ざ

こ ざ 研 究 で も ， 謝 罪 や ル ー ル の 導 入 と い っ た ， 言 語 的 な 方 略 に 焦 点 が 当

て ら れ が ち で あ っ た （ た と え ば  E i senberg  ＆  Garvey， 1981； 倉 持 ，

1992）。 し か し 高 坂 （ 1996） は ， お も ち ゃ を や り 取 り す る い ざ こ ざ 場 面

に お い て ， 子 ど も が 言 語 方 略 を 単 独 で 用 い て い る わ け で は な い こ と を 指

摘 し ， お も ち ゃ の や り と り を 対 象 に ， 行 動 方 略 に も 注 目 し て 検 討 し て い

る 。 言 語 的 な 能 力 が 未 発 達 な 幼 児 初 期 で あ れ ば 多 く の 場 面 で 身 体 的 ， 行

動 的 に 交 渉 が な さ れ る こ と も 多 い だ ろ う 。 そ の 意 味 で ， 葛 藤 場 面 に お い

て も ， 身 体 や 表 情 ， 動 き 等 の ， 非 言 語 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン で あ る 身

体 ・ 行 動 方 略 は 軽 視 で き な い 。 ま た ， 相 手 に 怒 り や 不 満 ， 逆 に 敵 意 の な

い こ と ， あ る い は 謝 意 な ど を 伝 え る 葛 藤 解 決 の た め の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン の 方 法 と し て も ， 表 情 や 姿 勢 と い っ た 身 体 的 ， 行 動 的 要 素 は 重 要 で あ

ろ う 。  

た と え ば 子 ど も の 葛 藤 場 面 で よ く み か け ら れ る 行 動 に ，「 泣 き 」 行 動

が あ る 。 従 来 の 研 究 で は 子 ど も の 「 泣 き 」 は い ざ こ ざ の 終 結 を 示 す 現 象

と と ら え ら れ て き た（ 斎 藤・木 下・朝 生 ，1986；松 永・斎 藤・荻 野 ，1993

他 ）。し か し 実 際「 泣 き 」に よ っ て い ざ こ ざ は 直 ち に 収 束 す る と は 限 ら な

い 。 例 え ば そ れ に よ っ て 大 人 の 介 入 を 促 す こ と が で き れ ば ， 大 人 を 操 作

し た と い う こ と に も な り（ Landreth，1941； Negayama，1999），子 ど も の

能 動 的 な は た ら き か け と と ら え う る 可 能 性 も あ ろ う 。「 泣 き 」は 大 人 を い
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ざ こ ざ の 交 渉 の な か に 誘 導 す る 伝 達 行 動 と も な り う る の で あ る 。  

ま た 「 泣 き 」 は 攻 撃 を 抑 制 す る 方 略 と な る 場 合 も あ る 。 相 手 に 不 満 を

伝 え る 機 能 を 果 た し た り ，「 泣 き べ そ 顔 」 や 「 瞬 き 」「 閉 目 」 と い っ た 劣

位 表 情 ， 相 手 か ら 身 を 引 い た り 身 を す く め た り 姿 勢 を 低 く し た り と い っ

た 劣 位 姿 勢 な ど ， 劣 位 性 の 表 出 は ， ヒ ト 以 外 の 霊 長 類 が 集 団 秩 序 維 持 に

し ば し ば 用 い て い る が ( e .g .  de  Waal， 1993 )， こ れ ら の 行 動 は ， 劣 位 性

を 示 す こ と で 相 手 の 攻 撃 を 抑 制 す る の に 役 立 つ 可 能 性 も あ る の だ 。  

幼 稚 園 や 保 育 園 で の 仲 間 集 団 と い っ た ， 同 年 齢 の 子 ど も で 構 成 さ れ る

集 団 の 中 で も ， 必 ず し も 対 等 な 関 係 の み が 形 成 さ れ る わ け で は な い （ 本

郷 ， 2001）。 群 れ で 生 活 す る 霊 長 類 の 多 く は ， 序 列 を 形 成 し 守 る こ と で

集 団 を 維 持 し て い る 。 人 間 の 子 ど も の 集 団 で も ， こ れ ら の 身 体 表 現 が ，

葛 藤 解 決 や ， 集 団 の 秩 序 維 持 に な ん ら か の 役 割 を 果 た し て い る 可 能 性 も

あ る の で は な い だ ろ う か 。  

以 上 の 点 か ら み て も ，「 泣 き 」 や ， 表 情 や 姿 勢 と い っ た 身 体 表 現 や 行

動 は ， 葛 藤 解 決 に 関 わ る 現 象 と し て 検 討 す る 必 要 が あ る の で は な い だ ろ

う か 。  

1-4-2 身 体 接 触  

Morris（ 1971）や Argyle（ 1988）は ，人 間 の 感 覚 や 人 間 関 係 に お い て

身 体 接 触 が 重 要 で あ る こ と を 指 摘 し て い る 。 特 に 母 子 間 で は ， 母 子 の 相

互 作 用 を 促 し 親 子 関 係 の 絆 を 形 成 す る 上 で 重 要 で あ る（ Klaus & Kennell，

1982），あ る い は 乳 幼 児 期 の 周 囲 の 人 間 か ら の 身 体 接 触 は 自 然 の 鎮 静 剤 の

役 割 を 果 た す（ 鈴 木 ， 1995）と い う 指 摘 も あ る 。そ う い っ た 身 体 接 触 の

重 要 性 へ の 着 目 か ら ， カ ン ガ ル ー ・ ケ ア や タ ッ チ ・ ケ ア と い っ た 母 子 の

発 達 を 促 す 支 援 も 行 な わ れ て い る （ 菅 野 ， 2003）。  

さ ら に ， 根 ヶ 山 (2002)は ， 母 子 間 の 身 体 接 触 が 子 に 安 心 感 を 与 え る こ



  

8 

と に 加 え ， く す ぐ り 遊 び な ど の 身 体 遊 び に 見 ら れ る 情 動 の 共 有 や ， 身 体

の 共 振 を と り あ げ ， 身 体 接 触 の 重 要 性 を 再 評 価 す る 必 要 性 を 主 張 し て い

る 。ま た 根 ヶ 山（ 2002）は ，親 子 間 の 身 体 接 触 の 重 要 性 に 加 え て ，仲 間

間 の 身 体 接 触 に つ い て も 述 べ て い る 。 特 に 身 体 遊 び を 取 上 げ ， 仲 間 間 で

身 体 接 触 を 交 え つ つ 楽 し く 遊 ぶ こ と が ， 社 会 性 の 発 達 に 重 大 な 意 味 を 持

つ と も 指 摘 し て い る 。  

実 験 的 な 検 討 に よ っ て も ， 幼 児 に お け る 身 体 接 触 の 効 果 が 明 ら か に さ

れ て い る 。山 口（ 2004）は ，保 育 園 児 の な か で ，問 題 行 動 を 起 こ す と さ

れ て い る 子 ど も に 対 し て ， 友 達 同 士 で 手 を つ な い で 輪 に な っ た り ， 大 人

が 肩 や 手 に よ く 触 れ る 遊 び を 取 り 入 れ た り す る な ど の 実 験 を 行 な っ て い

る 。 そ の 結 果 ， 実 験 群 で は 有 意 に 望 ま し く な い 行 動 が 低 減 し た こ と を 報

告 し て い る 。 接 触 の 欲 求 が 満 た さ れ る こ と で 幼 少 期 の 子 ど も の 心 が 穏 や

か に な る こ と を 主 張 し て い る の で あ る 。  

葛 藤 の 調 整 や 解 消 に 関 し て の 研 究 で は ， サ ル や 類 人 猿 の 集 団 で の 和 解

行 動 と し て 身 体 接 触 が 用 い ら れ て い る こ と を 指 摘 す る 研 究 も あ る （ e.g. 

de Waal， 1993）。 そ の な か で は 約 4 割 が 葛 藤 後 に 互 い の 身 体 を 接 触 し あ

っ て い る こ と が 報 告 さ れ て お り ， キ ス ， 抱 擁 ， 毛 繕 い ， 優 位 者 の 口 に 指

を 入 れ る と い っ た 身 体 接 触 行 動 が 調 整 の 役 割 を 果 た し て い る こ と が 示 唆

さ れ て い る （ de Waal， 1993； de Waal & Johanowicz， 1993）。  

幼 児 の 仲 間 間 葛 藤 の 平 和 的 で 協 同 的 な 解 決 に つ い て の 行 動 学 的 な 検

討 を 行 っ た Sackinと Thelen（ 1984） は 次 の よ う に 報 告 し て い る 。 就 学 前

児 の 間 で の 葛 藤 の 31%が 連 合 的・親 和 的 な 結 果 へ と つ な が っ て い た が ，そ

の 和 解 的 な 行 動 の 中 に は 玩 具 の 提 供 ， 協 同 的 提 案 ， 実 質 的 な 謝 罪 と と も

に ， 手 を つ な ぐ ， な で る ， キ ス を す る ， 抱 擁 す る と い っ た ， 友 好 的 あ る

い は 援 助 的 な 様 式 の 身 体 的 な 接 触 行 動 が 含 ま れ て い た 。 抱 擁 や グ ル ー ミ



  

9 

ン グ な ど の 身 体 接 触 は 特 に 社 会 的 な 攻 撃 性 を 緩 和 す る の に 効 果 が あ る と

指 摘 さ れ て い る 。  

し か し 一 方 で ， 身 体 的 な か か わ り と 攻 撃 と は 非 常 に 区 別 し に く い 特 性

を 持 っ て い る 。そ の よ う な 激 し い 身 体 的 な 遊 び は ，Rough and Tumble play

（ Smith,1997）と し て 扱 わ れ て き た 。実 際 ，保 育 園 等 の 子 ど も の 間 で は ，

レ ス リ ン グ や 相 撲 と い っ た ， 身 体 的 な 接 触 を 伴 う 遊 び が 多 く 見 ら れ る 。

広 瀬 （ 2005） の 観 察 で は ， い ざ こ ざ の 延 長 の よ う に 身 体 を 接 触 さ せ て 取

っ 組 み 合 い を し て い た 子 ど も た ち の や り 取 り が ， 次 第 に レ ス リ ン グ 遊 び

に 移 行 し て い く 事 例 が 報 告 さ れ て い る 。 レ ス リ ン グ な ど の 子 ど も 同 士 の

身 体 的 な 遊 び は ， 見 て い る 大 人 よ り も そ れ に 参 加 す る 子 ど も の 方 が 遊 び

で あ る か ケ ン カ で あ る か の 判 断 が 的 確 に で き る 特 徴 を 持 っ て い る 。

（ Smith，1997）。幼 児 期 の 子 ど も た ち は ，一 見 第 三 者 か ら は 攻 撃 と 判 断

さ れ る よ う な 激 し い や り と り の 中 で ， 当 事 者 同 士 で は 遊 び を 成 立 さ せ て

い る 。 小 山 （ 2003） に よ れ ば ， 当 事 者 間 で は 身 体 接 触 中 に 交 わ さ れ る 筋

肉 の 緊 張 と 弛 緩 の な か に 遊 び を 伝 え る 要 素 が あ る の だ 。  

以 上 の よ う に ， 身 体 的 ・ 行 動 的 な や り と り は ， 接 触 し ， さ れ る こ と で

身 体 を 互 い の 状 態 を 伝 え 合 う 媒 体 と す る 相 互 交 渉 で も あ る と い え よ う 。  

 

1 -5  霊 長 類 研 究 の 知 見 の 援 用  

1-5-1 葛 藤 後 行 動 へ の 注 目  

ヒ ト 以 外 の 霊 長 類 を 対 象 と し た 研 究 に お い て は ，1980 年 代 頃 か ら ，攻

撃 行 動 よ り も む し ろ 攻 撃 後 の 処 理 を 個 体 が ど の よ う に 行 う か に つ い て 焦

点 を あ て た 研 究 が 増 え て お り（ Aureli et al．，2002；Aureli ＆  de Waal，

2000；沓 掛 ，2002），従 来 の 攻 撃 行 動 重 視 の 傾 向 か ら 葛 藤 解 決 行 動 へ と 移

行 し て き て い る 。  



  

10 

ヒ ト 幼 児 の 相 互 作 用 研 究 は ， 複 雑 な 要 素 が 絡 み 合 う た め ， シ ン プ ル な

結 果 を 出 す こ と が 難 し い 。 そ の た め ， 事 例 研 究 の よ う な ， 現 象 記 述 型 の

研 究 が 多 く 行 わ れ て き た （ 沓 掛 ， 2002）。 あ る い は ， や ま だ （ 1997） の

指 摘 す る よ う な ， 複 雑 さ に 対 応 で き る 利 点 か ら ， 主 に 現 象 の カ テ ゴ ラ イ

ズ が 行 わ れ て き た 。  

一 方 で 霊 長 類 研 究 に お い て は ， 葛 藤 解 決 に つ い て ， 明 確 な コ ン ト ロ ー

ル を 行 っ た PCMC 法 と い う 観 察 デ ザ イ ン が de Waal ＆  Yoshihara(1983)

に よ っ て 開 発 さ れ て い る ( 注 １ )。 こ の 観 察 デ ザ イ ン を ヒ ト 幼 児 に も 適 用 す

る こ と で ， 明 快 な 結 果 も 提 出 さ れ て い る （ た と え ば  Butovskaya ，

Verbeek,Ljungberg,& Lunardini， 2000；  Verbeek & de Waal， 2001；

Fuj i sawa， Kutsukake  ＆  Hasegawa， 2005）。 PCMC 法 な ど の 体 系 的

な 観 察 法 も 確 立 さ れ ， 仲 直 り 行 動 と 攻 撃 行 動 の 関 係 の 確 認 だ け で な く ，

仲 直 り に 影 響 し う る 環 境 や ， 攻 撃 へ の 参 与 個 体 間 の 関 係 ， あ る い は 第 三

者 個 体 の 存 在 等 に つ い て ，検 証 が な さ れ て き て い る（ た と え ば  de  Waal

＆  Aure l i， 1996）。ま た そ れ ら の 成 果 か ら ，攻 撃 行 動 に の み 焦 点 を 当 て

る の で は な く ， 攻 撃 後 の 行 動 を 詳 細 に 見 る こ と で は じ め て 攻 撃 行 動 そ の

も の や 霊 長 類 の 社 会 性 の 理 解 が 可 能 に な る（ 沓 掛 ， 2003）こ と も 指 摘 さ

れ て い る 。  

以 上 の よ う な ， 霊 長 類 研 究 法 の ヒ ト 幼 児 研 究 へ の 適 用 や ， 霊 長 類 研 究

者 に よ る ， ヒ ト 幼 児 を 対 象 と し た 葛 藤 研 究 ， 葛 藤 後 行 動 研 究 に み ら れ る

よ う に（ e .g .  Aure l i  ＆  de  Waal，2000），葛 藤 解 決 行 動 研 究 に お い て も ，

ヒ ト 以 外 の 霊 長 類 研 究 と 人 間 研 究 と の 交 流 が 行 わ れ る よ う に な っ て き た

と 言 え よ う 。 互 い の 知 見 を 提 供 し あ う こ と で ， さ ら な る 発 見 が 期 待 で き

る 。  

1-5-2 階 層 構 造 ・ 集 団 内 順 位 枠 組 み の 導 入  
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霊 長 類 研 究 に お い て ， 仲 直 り な ど の 葛 藤 後 行 動 が ， 社 会 関 係 価 値 や 社

会 の 性 質 な ど と の 関 連 で 理 解 さ れ て い る （ 沓 掛 ， 2002）。 サ ル の 場 合 で

は ， 順 位 関 係 が 厳 し く ， 攻 撃 が 順 位 関 係 に 従 っ て 起 こ る 「 専 制 型 社 会 」

と ，攻 撃 が 双 方 向 に 起 こ る「 平 等 型 社 会 」で は ，「 平 等 型 社 会 」の サ ル の

ほ う が 高 い 頻 度 で 攻 撃 後 に 仲 直 り を す る（ Thierry，2000）よ う で あ る 。

し か し チ ン パ ン ジ ー の 雄 同 士 の 和 解 で は ， 明 瞭 な 優 劣 階 層 が あ る か ら こ

そ ， い さ か い の あ と で 仲 直 り の た め の 儀 式 的 な 行 動 が 遂 行 さ れ ， 雄 同 士

の 和 解 は し ば し ば 順 位 の 確 認 に 引 き 続 い て 起 こ る （ de  Waal， 1993） こ

と も 報 告 さ れ て い る 。 階 層 構 造 や 順 位 関 係 が 集 団 の 葛 藤 管 理 に 機 能 し て

い る こ と が 一 般 的 な 立 場 で あ る よ う だ 。  

ほ ぼ 同 等 で あ る は ず の 幼 稚 園 や 保 育 園 の 仲 間 集 団 の 中 に も ， 必 ず し も

対 等 な 関 係 が 形 成 さ れ て い る わ け で は な く （ Strayer & Strayer,1976；

本 郷 ，1998），あ る 種 の 力 関 係 が 存 在 し て い る 。た だ し そ こ に あ る ，あ る

種 の 力 関 係 は ， 場 面 や 状 況 に 依 存 す る 流 動 的 で 可 変 的 な も の で あ る 。 特

定 の 子 ど も が け ん か に 「 勝 つ 」 あ る い は 「 負 け る 」 終 わ り 方 に な る こ と

が 多 か っ た と し て も ， そ の こ と が 将 来 「 い じ め 」 に つ な が る 心 配 は な い

と 断 言 す る こ と は も ち ろ ん で き な い 。し か し こ の 時 期 に は ,固 定 的 な も の

で な け れ ば ， 必 ず し も 否 定 的 に 捉 え る 必 要 は な い の で は な い だ ろ う か 。  

ま た ， 幼 児 が 導 入 し て い る の は 絶 対 的 な 権 力 や 順 位 関 係 だ け で は な く ，

そ の 状 況 に 応 じ た 順 位 関 係 や そ の 時 点 で 導 入 し う る ル ー ル 等 で あ る 。 た

と え ば 幼 児 に 理 解 さ れ て い る と さ れ る「 先 行 所 有 尊 重 原 則 」（ Bakeman ＆

Brownlee， 1982） (注 ２ )な ど も ，そ の 時 点 で ど ち ら が 先 に 保 持 し て い た か

が 焦 点 で あ り ， 永 続 的 な も の で は な い 。 そ の 集 団 の ル ー ル に 当 て は め る

と ど ち ら が 「 そ の 時 点 で 」 有 利 で あ る か ， と い っ た 順 位 関 係 で あ る 。 そ

れ ら を 瞬 時 に 読 み 取 り 行 動 化 さ せ る と い う こ と も ， 社 会 的 状 況 の 理 解 と



  

12 

い う 意 味 で 社 会 的 な 能 力 と い う こ と に な る の で は な い だ ろ う か 。  

1-5-3 ヒ ト 幼 児 研 究 へ の 適 用 可 能 性  

も ち ろ ん ， 霊 長 類 研 究 に お け る 知 見 を 人 間 行 動 に そ の ま ま 当 て は め て

理 解 す る こ と に は 問 題 が あ る 。 霊 長 類 研 究 法 の 適 用 に よ っ て ， た と え ば

友 達 間 の 方 が 非 友 達 間 よ り も 頻 繁 に 仲 直 り す る な ど の ， 社 会 関 係 価 値 仮

説 が ， 文 化 に よ っ て は 支 持 さ れ な い な ど の 知 見 (た と え ば  Butovskaya, 

Verbeek,& Lunardini,2000； Verbeek & de Waal ， 2001 )も ま た 提 示 さ れ

て お り ， 人 間 の 行 動 に 関 し て は ， 発 達 差 や 性 差 ， 文 化 や 言 語 の 影 響 が 大

き く 関 わ る と い う こ と が 示 さ れ て い る 。 ま た ,PCMC 法 の よ う な 観 察 法 な

ど も ， ヒ ト の 幼 児 に そ の ま ま 適 用 す る こ と は 困 難 で あ る 。 し か し ， 根 ヶ

山 (2002)や 山 口 (2004)の よ う な ， 関 係 調 整 に お け る 身 体 接 触 へ の 注 目 の

必 要 性 に つ い て の 示 唆 ， そ し て 集 団 で 生 活 す る 種 に お け る 社 会 性 の 理 解

に ， 葛 藤 の 解 決 行 動 が 有 用 で あ る と い う 示 唆 は 共 有 で き る 。 ま た ， 霊 長

類 研 究 の 知 見 と ヒ ト 幼 児 の 行 動 を 比 較 す る こ と で ， 他 者 や 物 ， 文 化 や 言

語 ， 制 度 等 が 大 き く 関 与 す る で あ ろ う ヒ ト の 独 自 性 が 見 え て く る と も い

え よ う 。  

1 -6 子 ど も の 問 題 解 決 能 力 が 過 小 評 価 さ れ て い る こ と へ の 疑 問  

こ こ ま で 述 べ て き た よ う に ， 行 動 科 学 的 な 実 証 研 究 で も ， エ ス ノ グ ラ

フ ィ ッ ク な エ ピ ソ ー ド 記 述 に お い て も ,葛 藤 や 葛 藤 解 決 に つ い て は 盛 ん

に 研 究 が 行 わ れ て き た 。 し か し ， こ れ ま で の 葛 藤 解 決 研 究 に お い て は ，

葛 藤 後 に 当 事 者 同 士 が と も に い ざ こ ざ が 生 じ た 現 場 に 滞 在 し つ づ け た 場

面 に お け る ， 解 決 行 動 の 生 起 頻 度 を 検 討 す る と い っ た よ う に ， 当 事 者 が

そ の 場 に と ど ま っ た 場 合 に 生 起 す る 解 決 行 動 に の み 焦 点 が 当 て ら れ る こ

と が 多 か っ た （ 沓 掛 ， 2002） と い え よ う (た と え ば ， Hartup, Laursen, 

Stewart, & Eastenson，1988； Srayer，＆  Strayer，1976；斉 藤・木 下 ・
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朝 生 ，1986)。こ の 場 合 ，子 ど も が そ の 場 を い っ た ん 離 れ て ，再 び 接 近 し

て 解 決 を 図 っ た 場 合 の 関 頻 度 に つ い て は 過 小 評 価 し て し ま っ て い た こ と

に な る 。 ま た ， 子 ど も が 実 際 に と っ て い る 方 略 を 抽 出 し よ う と し て ， エ

ス ノ グ ラ フ ィ ッ ク な 研 究 を 行 っ た 場 合 で あ れ ば ， 子 ど も 自 身 が ， い っ た

ん 距 離 を 置 い て 緊 張 状 態 を 解 消 し よ う と す る 行 動 は 捨 象 さ れ ， 解 決 行 動

の 多 様 性 が 過 小 評 価 さ れ て し ま う こ と に な る 。 ヒ ト の 幼 児 で は ， た と え

PCMC 法（ 前 出 ，注 １ 参 照 ）を 用 い て も ，24 時 間 後 の 行 動 で あ っ て も ，対

象 と し た 場 面 の 影 響 を 受 け て し ま い ， 正 確 な コ ン ト ロ ー ル と な ら な い 可

能 性 も 指 摘 さ れ て い る（ 沓 掛 ，2002）。ヒ ト 幼 児 の 場 合 は ，い っ た ん 当 事

者 同 士 が 離 れ た と し て も ,葛 藤 は 終 わ っ た と は 限 ら な い の で あ る 。幸 い に

も ， 保 育 園 と い う 限 ら れ た 空 間 で あ れ ば ， い っ た ん 当 事 者 同 士 が 距 離 を

置 い た と し て も ， そ の 当 事 者 が そ の 後 ど う す る か を ， あ る 程 度 ま で は 観

察 す る こ と が 可 能 で あ る 。 当 事 者 が そ の 場 に と ど ま っ た 場 合 の み と い う

制 限 を は ず し て ，子 ど も の 解 決 能 力 を 過 小 評 価 し な い 態 度 が 求 め ら れ る 。 

 ま た ， 前 述 の よ う に ， Landreth（ 1941） や Negayama（ 1999） は ，「 泣

き 」 行 動 に つ い て ， 大 人 を 操 作 す る 行 動 と し て 積 極 的 な 意 味 を 見 出 し て

い る 。 し か し 従 来 の 葛 藤 解 決 研 究 に お い て は ， 泣 い た り ， 大 人 が 介 入 し

た り し た 場 合 は そ の 時 点 を 持 っ て い ざ こ ざ の 終 結 と さ れ る こ と が 多 か っ

た（ 斎 藤・木 下・朝 生 ，1986；松 永・斎 藤・荻 野 ，1993 他 ）。は た し て ，

子 ど も が 泣 い て 大 人 が 介 入 し た い ざ こ ざ の 終 結 は ， 大 人 に よ る 解 決 な の

だ ろ う か 。 そ こ に 子 ど も の 能 動 性 を 解 釈 す る 余 地 は な い の だ ろ う か 。  

 ま た ,従 来「 仲 直 り 」と い う 葛 藤 解 決 は ，親 和 的 な ，向 社 会 的 な 現 象 と

し て 研 究 が 行 わ れ て き た （ た と え ば  E i senbe rg  ＆  Garvey ， 1981 ；

Eisenberg， 1992 /1995）。 つ ま り ， 謝 罪 や 慰 め ， ル ー ル の 導 入 と い っ た

行 動 を 対 象 と す る と い う こ と で あ る 。 し か し ， は た し て 子 ど も た ち は ，
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こ の よ う な 親 和 的 な 行 動 だ け を 用 い て 解 決 を 図 っ て い る の だ ろ う か 。 前

述 し た よ う に ， 群 れ で 生 活 す る 類 人 猿 の 間 で は ， 集 団 内 順 位 の 枠 組 み を

用 い て の 葛 藤 解 決 が 図 ら れ て い る（ た と え ば  de  Waal，1989 / 1993）。ヒ

ト の 子 ど も た ち の 集 団 で ， 威 嚇 や ， 劣 位 性 を ア ピ ー ル す る こ と や ， 上 位

の も の の 権 威 を 利 用 す る と い っ た 方 法 が ， 葛 藤 解 決 や 集 団 の 秩 序 維 持 に

機 能 し て い る 可 能 性 は 完 全 に 排 除 で き る だ ろ う か 。 子 ど も た ち は ， 攻 撃

的 や り と り を 中 断 さ せ た り ， 遊 び を 再 開 し た り す る た め に ， 一 見 反 社 会

的 な 行 動 を 能 動 的 に 取 り 入 れ る こ と を ， 本 当 に し て い な い の だ ろ う か 。

そ の よ う に 限 定 的 に 見 る こ と で ， 子 ど も の 行 動 の 本 質 を 見 落 と し て し ま

っ て は い な い だ ろ う か 。  

子 ど も の 生 活 す る 場 で の 現 象 を 探 る か ら に は ， こ れ ま で 述 べ て き た よ

う な ， 子 ど も の 能 力 の 過 小 評 価 や ， 大 人 に と っ て 望 ま し い 行 動 に ば か り

焦 点 を 当 て す ぎ る 態 度 に 対 し て 意 識 的 に な る 必 要 が あ ろ う 。  

 

1 -7  本 研 究 の 方 法 論 的 立 場 と 用 語 の 整 理  

 こ れ ま で 述 べ て き た よ う な 問 題 意 識 か ら ， 本 研 究 の 立 場 と 対 象 と す る

概 念 と 用 語 を 以 下 に 明 確 に し て お き た い 。  

1-7-1 自 然 場 面 観 察 の 質 的 分 析 の 採 用  

 霊 長 類 研 究 の 行 動 観 察 手 法 に よ っ て ， 明 確 な コ ン ト ロ ー ル を し ， 貴 重

な 知 見 が 提 出 さ れ た こ と は 事 実 で あ る 。 し か し 一 方 で ， ヒ ト 幼 児 の 研 究

に お い て は ， 子 ど も が 生 き る 社 会 文 化 的 文 脈 を 抜 き に し て は 子 ど も の 有

能 さ や 発 達 過 程 を 理 解 で き な い と い う こ と に も ， 多 く の 発 達 研 究 者 た ち

は 気 づ い て い る（ 柴 山 ， 2006）。そ こ か ら ，「 解 釈 的 ア プ ロ ー チ 」と い う

認 識 論 的 立 場 や ，「 エ ス ノ グ ラ フ ィ ー 」と い う デ ー タ 収 集 法 も 発 展 し て き

た の で あ る （ 柴 山 ， 2006）。  
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や ま だ（ 1997）は ，複 雑 多 岐 の 要 因 が 連 関 す る 全 体 的・統 合 的 場 と し

て 現 場
フィールド

を 定 義 し ， 現 場
フィールド

研 究 に は 質 的 デ ー タ が 特 に 力 を 発 揮 す る と し て い

る 。 保 育 園 と い う 集 団 の い ざ こ ざ や そ の 収 束 は ， そ の 参 与 者 の 行 動 や 周

囲 の 人 間 や 文 化 を 含 ん だ 状 況 が 相 互 に 連 関 し な が ら 展 開 し ， 一 つ 一 つ の

行 動 を 切 り 出 し て 要 素 化 す る こ と は 困 難 で あ る と い う 点 で ， こ の 考 え 方

が 適 用 で き よ う 。  

同 年 齢 の 子 ど も ， あ る い は 同 一 児 が 参 与 す る か ど う か ， あ る い は 類 似

性 な ど に よ っ て ， 場 面 や 行 動 を 切 り 出 す こ と は 不 可 能 で は な い 。 し か し

そ れ に よ っ て 分 類 さ れ た 行 動 の そ れ ぞ れ は ， そ の 行 動 が 含 ま れ る 文 脈 に

よ っ て 決 し て 同 じ も の で は あ り え な い の で あ る 。  

子 ど も 間 の ト ラ ブ ル は ， 生 起 頻 度 で さ え も ， 状 況 に よ っ て 大 き く 変 化

す る こ と が 知 ら れ て お り （ Shantz， 1987）， 常 に 異 な る 状 況 で 生 起 し て

い る い ざ こ ざ や そ れ に 関 わ る 行 動 を ， 切 り 出 し て 頻 度 の み に よ っ て 比 較

す る こ と は ， 集 団 や 子 ど も の 葛 藤 解 決 に と っ て の 機 能 や 関 係 を 検 討 す る

に は 不 十 分 と い え よ う 。 頻 度 比 較 の た め の 数 量 デ ー タ の 抽 出 に は ， 行 動

に 影 響 を 与 え る 要 因 を そ ろ え な け れ ば な ら ず ， ま た そ の た め に は あ る 程

度 の 状 況 設 定 が 必 要 に な る 。 し か し 葛 藤 解 決 と は ， 常 状 況 の 異 な る 現 場

で 生 起 し て い る 現 象 で あ る 。 小 さ い 単 位 に 切 り 取 っ て し ま っ た た め に ，

外 形 的 に は 同 じ 行 動 に 見 え な が ら ， そ の 行 動 が 含 ま れ る 文 脈 や 他 の 子 ど

も と の 関 連 に よ っ て は ， ま っ た く 別 の 意 味 を 持 つ 行 動 の 違 い を ， 見 落 と

し て し ま う 危 険 性 も は ら ん で い る 。 そ の 危 険 を 避 け る た め に は ， そ れ ぞ

れ の 文 脈 の 中 で な に が 起 こ っ て い る の か を 詳 細 に 検 討 し ， 葛 藤 解 決 場 面

全 体 で 比 較 を 行 っ て い く こ と の 方 が ， 葛 藤 解 決 の 様 相 を 把 握 す る に は 重

要 で は な い だ ろ う か 。  

か つ て ， 事 例 研 究 な ど の 質 的 な 検 討 は ，「 一 般 化 が 目 指 さ れ て い な い
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単 な る 事 例 の 提 示 」と い う 扱 い が な さ れ て き た（ 鯨 岡 ，2005）。し か し ，

仮 説 検 証 の 実 証 研 究 が 客 観 的 で あ る と す る 客 観 主 義 の 一 般 性 ・ 普 遍 性 の

要 請 は ， 研 究 の 手 続 き に 関 す る 要 請 で あ り ， エ ピ ソ ー ド 記 述 が 目 指 す 一

般 性 は ， 手 続 き で は な く ， む し ろ 読 み 手 の 読 後 の 了 解 可 能 性 と い う 一 般

性 を 問 題 に す る （ 鯨 岡 ， 2005） の で あ る 。 一 般 性 ， 公 共 性 が 目 指 さ れ ，

多 く の 読 み 手 に 理 解 さ れ る エ ピ ソ ー ド 記 述 で あ れ ば ， 一 般 性 ， 公 共 性 に

開 か れ た エ ピ ソ ー ド た り 得 る と い え よ う 。  

近 年 で は ， 質 的 な 研 究 法 の ひ と つ で あ る エ ス ノ グ ラ フ ィ ー と い う 手 法

が ， 子 ど も の 発 達 研 究 の 手 法 と し て 本 格 的 に 導 入 さ れ て い る 。 柴 山

（ 2006） に よ る と ， 1980 年 代 の ア メ リ カ で ， 解 釈 的 ア プ ロ ー チ を 唱 導

す る 発 達 研 究 者 た ち に よ っ て ， エ ス ノ グ ラ フ ィ ー が 積 極 的 に 採 用 さ れ る

よ う に な っ た と い う 潮 流 が そ れ を 示 し て い る 。  

ま た ， こ の 流 れ は ， 心 理 学 に お い て 観 察 法 の 意 義 が 再 認 識 さ れ た こ と

に も 影 響 を 受 け て い る 。1970 年 代 後 半 に 観 察 法 が 再 評 価 さ れ た の は ，子

ど も を 日 常 生 活 か ら 抜 き 取 り ， 子 ど も の 育 ち を 要 素 還 元 し て 一 義 的 な 因

果 関 係 と し て 分 析 し て き た こ と へ の 反 省 か ら ， 子 ど も も 含 め た 人 々 を そ

の 生 態 学 的 ・ 社 会 文 化 的 な 環 境 の 中 に 戻 し て ， 具 体 的 な 場 で リ ア ル に 捉

え な け れ ば ， 複 雑 で ダ イ ナ ミ ッ ク な 人 間 の 営 み を 理 解 し 得 な い こ と に 気

づ い た か ら だ と い う （ 中 澤 ， 1997； 柴 山 ， 2006）。  

日 本 の 心 理 学 に お い て も 現 在 で は ， 子 ど も の 発 達 過 程 を 社 会 的 現 実 の

中 で 包 括 的 か つ 質 的 に 理 解 す る こ と の 重 要 性 が 指 摘 さ れ る よ う に な り ，

「 関 与 し な が ら の 観 察 」「 観 察 デ ー タ の 質 的 理 解 」「 仮 説 の 生 成 」 を 基 本

と す る 観 察 方 法 が 提 案 さ れ (山 田 ， 1986； 鯨 岡 ， 1989； や ま だ , 1997 )，

社 会 的 な 関 係 の 中 で 人 々 に と っ て 意 味 の あ る 行 為 を 捉 え よ う と す る 動 き

が 複 数 の 学 問 領 域 で 強 ま っ た (柴 山 ， 2005)こ と を 背 景 に ， 質 的 な 研 究 法
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は 心 理 学 ， 特 に 発 達 心 理 学 に お い て 積 極 的 に 活 用 さ れ て い る 。  

以 上 の よ う な 点 か ら ， 子 ど も が 生 活 す る 保 育 園 と い う 場 に お い て の 行

動 や ， そ こ で 起 こ る 現 象 の 構 造 を 研 究 す る に 当 た っ て は ， 研 究 者 も 子 ど

も の 生 活 す る 場 に 居 合 わ せ て 観 察 し ， そ こ で 得 ら れ た デ ー タ に 対 し て 間

主 観 的 （ 鯨 岡 ， 1989； 1999； 2006） に 対 峙 し ， 子 ど も の 発 話 や 行 為 の

意 味 を 直 接 的 ・ 共 感 的 に 理 解 し よ う と す る 解 釈 的 ア プ ロ ー チ ( 柴 山 ，

2001； 2006 )の 立 場 に 立 っ て 検 討 す る こ と が 有 効 で あ る と い え よ う 。  

 

1-7-2  用 語 と 概 念 の 整 理  

〈 い ざ こ ざ の 定 義 〉  

自 分 と 他 者 と の 対 立 で あ る「 い ざ こ ざ 」は ，仲 間 関 係 の 研 究 に お い て ，

対 人 的 な 対 立 で あ る と こ ろ か ら 精 神 内 の 葛 藤 に 対 し ，「 社 会 的 葛 藤

( soc ia l  con f l i c t )」 と し て 取 り 上 げ ら れ て き た（ Shantz， 1987）。 他 者 と

の 対 立 で あ る こ と に 関 し て は お そ ら く 多 く の 研 究 者 で 一 致 し て い る だ ろ

う 。  

「 い ざ こ ざ 」の 定 義 は ，大 き く 分 け て ，2 つ の 立 場 か ら な さ れ て い る 。

一 つ 目 は 不 満 の 表 出 と ， そ れ の 原 因 と な っ た 行 動 と い う 当 事 者 双 方 の 働

き か け を も っ て ，「 い ざ こ ざ 」と す る 立 場 で あ る 。こ の よ う な 立 場 を と る

研 究 で は ， い ざ こ ざ を 「 一 方 ま た は 両 方 の 行 為 に 対 し て ， 相 手 の 子 ど も

か ら 不 満 や 抗 議 ，抵 抗 な ど が 示 さ れ た 場 合（ 例 え ば Hartup et al.,1988；

Hay ＆  Ross， 1982）」 と 定 義 し て い る 。 二 つ 目 は ， 不 満 や 拒 否 の 表 出 を

条 件 と せ ず に ， ト ラ ブ ル と な り う る 行 動 の 生 起 を い ざ こ ざ の 条 件 と す る

（ 本 郷 ・ 杉 山 ・ 玉 井 ， 1991） 立 場 で あ る 。 こ の よ う な 立 場 を 取 る 研 究 で

は ， い ざ こ ざ を 「 相 手 か ら の 不 満 や 抗 議 ， 抵 抗 な ど が 示 さ れ な か っ た 場

合 で も 相 手 に と っ て 不 快 ， 不 当 な 行 為 が 生 じ た 場 合 」 と 定 義 し て い る 。  
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ま た ，「 い ざ こ ざ の 解 決 」 に つ い て も ，「 方 略 」 と い う 概 念 を 用 い て ，

そ れ ぞ れ の 研 究 目 的 に あ わ せ た さ ま ざ ま な 定 義 が な さ れ て い る 。 た と え

ば ， お も ち ゃ を め ぐ る い ざ こ ざ 場 面 を 検 討 し た 研 究 （ 高 坂 1996） で は ，

「 お も ち ゃ を 使 用 ・ 所 持 す る た め に な さ れ る 相 手 へ の 身 体 的 ・ 言 語 的 な

働 き か け 」 と さ れ て い る 。 ま た ， も の を め ぐ る い ざ こ ざ に つ い て 検 討 し

た 研 究 で は ，「 相 手 を 納 得 さ せ る た め の 具 体 的 な 手 だ て 」 と し て 扱 わ れ

て い る （ 倉 持 1992）。  

本 研 究 で は ， 当 事 者 以 外 に 向 け ら れ た 行 動 も 含 め て ， 実 際 に 幼 児 期 の

い ざ こ ざ 場 面 で ど う い っ た 働 き か け が 行 わ れ て い る の か を 検 討 す る 。 そ

こ で ， Hartup ら （ 1988） の 定 義 に 従 い ，「 不 快 な 働 き か け に 対 す る 不 満

や 拒 否 ， あ る い は 介 入 を 要 請 す る な ど の ， 周 囲 へ の 働 き か け の 表 出 」 を

も っ て 「 い ざ こ ざ 」 と と ら え る こ と と し た 。  

幼 児 に は ， 積 極 的 な 仲 直 り だ け で な く ， い ざ こ ざ が 発 展 し た り 長 引 い

て 深 刻 な い ざ こ ざ に な る の を 回 避 す る よ う な 行 動 を と る こ と が あ り ， 数

タ ー ン に わ た る 攻 撃 的 な や り 取 り が な か っ た と し て も ， 不 満 の 表 出 が 一

度 で も あ っ た 場 合 に は い ざ こ ざ と す る 。さ ら に ，第 3 者 か ら 見 て 明 ら か

に 不 快 な は た ら き か け と 判 断 で き る に も 拘 ら ず ， い ざ こ ざ が 展 開 し な い

も の に つ い て も ， い ざ こ ざ 展 開 の 能 力 と 解 決 の 能 力 と の 関 係 に つ い て 検

討 す る こ と が で き る た め ， 対 象 と し て 含 め る 。  

以 上 の よ う な 目 的 と 立 場 に 従 い ， 本 研 究 に お け る 「 い ざ こ ざ 」 は 以 下

の よ う に 定 義 さ れ る 。  

い ざ こ ざ の 定 義：一 方 ま た は 両 方 が 言 語 的・非 言 語 的 に 不 満 や

拒 否 等 の 表 明 を 行 っ た 場 合 、 そ の 原 因 と な っ た 攻 撃 や 不 快 な

働 き か け に さ か の ぼ っ て い ざ こ ざ の 開 始 と す る 。た だ し 不 満

や 拒 否 等 の 反 応 と は ， 直 接 送 り 手 に 対 す る 行 動 と は 限 ら ず ，
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例 え ば 逃 げ る ， 離 れ る 等 で あ っ て も ， 相 手 の は た ら き か け を

受 け て の 反 応 で あ れ ば 含 め る 。  

〈 調 整 ・ 仲 直 り の 定 義 〉  

仲 直 り ， い ざ こ ざ の 終 結 に つ い て も ， 研 究 者 に よ っ て 定 義 が 異 な り ，

明 確 に 統 一 さ れ た も の は な い 。 例 え ば 以 下 の よ う な 定 義 が あ げ ら れ る 。

終 結 の 形 を 検 討 す る た め に ， 和 解 や 解 決 と し て 特 に 取 り 上 げ る の で は な

く ，親 和 的 な 働 き か け が 起 こ る こ と ，「 相 手 に と っ て 不 快 な 働 き か け 」や

「 攻 撃 的 ・ 反 発 的 な 働 き か け 」 が 消 失 す る こ と を も っ て 終 結 と す る （ た

と え ば 木 下・斉 藤・朝 生 ，1986），あ る い は「 協 同 的 な 結 果 」と な る（ Sackin 

＆  Thelen， 1984）， 葛 藤 の 結 果 平 和 的 な 連 合 を 再 生 す る （ Verbeek & de 

Waal， 2001） な ど で あ る 。  

ま た ， こ れ ま で 大 人 が 介 入 し た 場 合 ， そ れ を 終 結 と と ら え ら れ る こ と

が 主 で あ っ た 。 し か し 自 分 た ち だ け で は 解 決 困 難 な 場 合 に 介 入 を 要 請 す

る と い う こ と も ，子 ど も 自 身 の 調 整 行 動 で あ る 。た と え ば「 泣 き 」は「 介

入 要 請 」 と し て 機 能 す る 場 合 も 考 え ら れ る 。 他 に も 介 入 に い た る ま で に

子 ど も 自 身 が 何 ら か の 解 決 行 動 を と っ て い る 可 能 性 も あ り ， ま た 大 人 が

そ こ に 存 在 す る こ と に よ り 解 決 行 動 が 引 き 出 さ れ る と い う こ と も 考 え ら

れ る 。  

し た が っ て 本 研 究 で は 大 人 の 介 入 を 単 に 終 結 と は と ら え ず ， 大 人 の 介

入 に い た る ま で の 子 ど も 自 身 の 行 動 ， ま た そ れ 以 降 も 続 く 相 互 交 渉 も 含

め て い ざ こ ざ の 調 整・仲 直 り の 相 互 交 渉 と 捉 え る 立 場 を 取 る こ と と す る 。

そ れ に 付 随 し て 大 人 も 巻 き 込 ん だ や り 取 り を も 含 め ， 不 快 な は た ら き か

け が 消 失 し ， 再 び 遊 び を 始 め ら れ る 状 態 に な る こ と を い ざ こ ざ の 収 束 と

す る 。 ま た そ の と き 協 同 的 な 遊 び が 始 ま ら な か っ た と し て も ， 何 ら か の

調 整 ・ 仲 直 り 行 動 が と ら れ て い れ ば そ れ も 分 析 対 象 と し て 検 討 す る 。  
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さ ら に ， 幼 児 は ， 積 極 的 な 仲 直 り だ け で な く ， い ざ こ ざ が 続 い た り 発

展 し た り し て い く の を 回 避 し よ う と し て い る か の よ う な 行 動 を と る こ と

が あ る 。 そ こ で 本 研 究 で は ， い ざ こ ざ と い う 社 会 的 葛 藤 の 解 決 ， つ ま り

対 立 的 な 交 渉 の 終 結 と 遊 び へ の 収 束 に 向 か う ， 子 ど も が 用 い る 行 動 を す

べ て 「 調 整 ・ 仲 直 り 行 動 」 と 呼 ぶ 。  

 し か し 前 述 の よ う に ， こ れ ま で の 研 究 で は 親 和 的 ， 向 社 会 的 行 動 に 限

定 し た 葛 藤 解 決 行 動 の 検 討 が 中 心 で あ り ， 一 見 反 社 会 的 に 思 わ れ る よ う

な 行 動 に お け る 葛 藤 解 決 の 要 素 が 見 落 と さ れ ， そ れ ら の 行 動 に 含 ま れ る

子 ど も の 社 会 的 能 力 が 軽 視 さ れ ， 検 討 が 不 十 分 な ま ま お か れ て い た 。 本

研 究 に お い て は ， 従 来 扱 わ れ て い た 親 和 的 ・ 向 社 会 的 行 動 の 枠 に と ら わ

れ ず ， 子 ど も が 実 際 に 行 っ て い る 行 動 の な か か ら ， 一 見 反 社 会 的 行 動 に

見 ら れ る よ う な も の で あ っ て も ， い ざ こ ざ の 収 束 に つ な が っ て い る 行 動

を 発 見 し て い く こ と に も 重 点 を 置 く 。 し た が っ て 本 研 究 に お け る 調 整 ・

仲 直 り 行 動 は ， い ざ こ ざ の 収 束 に 機 能 し て い る 子 ど も の 各 行 動 と す る 。  

〈 葛 藤 解 決 行 動 〉  

 保 育 園 や 幼 稚 園 で は ， 当 事 者 以 外 が い ざ こ ざ の 展 開 や 解 決 に 関 与 す る

こ と は 少 な く な い 。 第 三 者 が 仲 裁 を し た り ， 慰 め た り ， あ る い は そ れ 以

外 の 何 ら か の は た ら き か け を 行 っ て 緊 張 状 態 の 解 消 を は か っ た り ， 仲 直

り を は か っ た り し た 場 合 も 含 め ， そ の 集 団 の 子 ど も が い ざ こ ざ 状 態 の 収

束 に 向 か っ て と る ， 問 題 解 決 行 動 を 葛 藤 解 決 行 動 と す る 。  

〈 方 略 〉  

方 略 と は 通 常 問 題 状 況 に 直 面 し た 際 の ， 適 切 な 情 報 を 検 索 し 決 定 ， 実

行 す る 活 動 の 背 景 に あ る 規 則 性 で あ り ， そ の 問 題 状 況 の 解 決 に 向 け ら れ

た 活 動 を 指 す と 考 え ら れ る 。  

い ざ こ ざ の 展 開 や 解 決 と い う 社 会 的 行 動 の 研 究 に お い て も ， そ れ ぞ れ
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の 研 究 対 象 と し た 現 象 や 行 動 に あ わ せ ，「 ….た め の 相 手 へ の は た ら き か

け （ 高 坂 ， 1996）」，「 ….た め の 具 体 的 な 手 だ て （ 倉 持 ， 1992）」 と し て

扱 わ れ て い る 。 そ こ で 本 研 究 で は ， 結 果 と し て 攻 撃 や 怒 り を 抑 制 し た り

鎮 静 化 さ せ ， 協 同 的 な 遊 び へ の 移 行 に 役 立 っ た は た ら き か け を 調 整 ・ 仲

直 り ， ま た は 葛 藤 解 決 「 方 略 」 と す る 。 た だ し ， そ の 働 き か け と は ， 直

接 相 手 に 対 し て 行 わ れ る も の だ け に 留 ま ら ず ， 相 手 か ら 距 離 を と る こ と

や ， 大 人 や 他 の 子 ど も な ど 第 三 者 に 介 入 を 促 す と い っ た 形 で 相 手 の 行 動

に 影 響 を 及 ぼ す よ う な 行 動 も ， 相 手 の 働 き か け に 関 連 し 反 応 し た も の と

判 断 さ れ る 場 合 は 方 略 と し て 扱 う こ と と す る 。  
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第 2 章 

子どもの調整・仲直り行動の構造：保育園でのいざこざ

場面の自然観察的検討  

2-1  目的  

 い ざ こ ざ の 解 決 に つ い て は 多 く の 研 究 が な さ れ て い な が ら ， 先 に 述

べ た 相 互 交 渉 と い う 側 面 は 研 究 の 俎 上 に あ げ ら れ て い な い と い え よ う 。

ま た ， い ざ こ ざ と い う 現 象 は ， 当 事 者 と な る 子 ど も や ， そ の と き の 状 況

と い っ た 文 脈 に 依 存 し て い る と 考 え ら れ る 。  

こ の よ う に ， い ざ こ ざ と い う 現 象 の 特 質 を 踏 ま え る と ， た と え ば

Srayer，＆  Strayer（ 1976）や Hay＆  Ross（ 1982）の カ テ ゴ リ に 沿 っ て ，

行 動 の 計 数 を 行 う な ど に と ど ま ら ず ， 相 互 交 渉 の 様 相 を と ら え る こ と に

よ っ て ， は じ め て い ざ こ ざ 現 象 の 全 体 像 を と ら え る に 至 る と い え よ う 。  

そ こ で 本 研 究 は ， 特 に 場 面 を コ ン ト ロ ー ル し な い 自 然 観 察 法 に よ っ て ，

い ざ こ ざ と い う 社 会 的 葛 藤 場 面 に お け る ， 当 事 者 間 の 相 互 交 渉 の 様 相 を

明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

2 -2  方法    

2-2-1 観 察 対 象  

埼 玉 県 内 の 私 立 A 保 育 園 の 2001 年 度 か ら 2003 年 度 ま で の 3～ 6 歳 の

園 児 158 名 を 対 象 に ビ デ オ カ メ ラ に よ る 記 録 を 行 っ た 。 各 年 度 の 4 月 の

平 均 月 齢 と 男 女 別 人 数 は Table １ の と お り で あ っ た 。な お ，以 下 年 齢 に

つ い て の 表 記 は す べ て 暦 年 齢 で は な く 所 属 ク ラ ス の 年 齢 を 表 す 。 ま た ，

2002 年 度 ，2003 年 度 の 4 歳・5 歳 児 ク ラ ス の 人 数 に は 前 年 度 か ら 進 級 し

た 幼 児 が 含 ま れ て お り ， 重 複 し た デ ー タ 構 成 と な っ て い る 。  
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観 察 の 対 象 と し た A 保 育 園 は ， 集 団 で の 活 動 の 場 面 で も 子 ど も の 自 発

性 を 重 視 す る と と も に ，自 由 遊 び 時 間 を 多 く 設 定 す る 方 針 を と っ て い る 。

ま た ， け ん か 等 の 予 想 さ れ る 場 面 で も ， で き る 限 り 保 育 士 が 介 入 し な い

方 針 を と っ て い る 。 さ ら に ， 幼 児 は 年 齢 別 の 教 室 間 を 自 由 に 行 き 来 し な

が ら ， 他 年 齢 の 子 ど も と も 自 由 に 遊 ぶ こ と が で き ， 集 団 で の 一 斉 行 動 が

強 制 さ れ る 場 面 も 少 な い な ど の 特 徴 を 持 つ 。  

ま た ， 研 究 者 や 実 習 生 を 頻 繁 に 受 け 入 れ て い る た め ， 園 児 た ち も 保 育

士 や 保 護 者 以 外 の 大 人 が 園 内 に い る こ と に 比 較 的 慣 れ て い る 。 そ の た め

観 察 者 の 存 在 が 園 児 の 自 然 な 行 動 を 阻 害 す る こ と が 少 な く ， 子 ど も 自 身

の 自 発 的 な 調 整 ・ 仲 直 り 行 動 を 観 察 す る の に 適 し て い る と 考 え ， 本 研 究

 

 Table 2-1 各年度の 4月平均月齢と男女別人数 

  2001 年度 2002 年度 2003 年度 

平均月齢 41.4 ヶ月 41.6 ヶ月 42.7 ヶ月 

人数 13 名 

（男児 4 名・女児 9

名） 

22 名 

（男児 12名・女児 10 名）

20 名 

（男児 9名・女児 11名）

３
歳
児 

レンジ 36～45 ヶ月 36～47 ヶ月 36～47 ヶ月 

平均月齢 53.9 ヶ月 53.5 ヶ月 53.6 ヶ月 

人数 19 名 

(男児 11 名・女児 8

名) 

15 名 

（男児 4名・女児 11 名，

前年度 3 歳児クラスから

の進級児 13 名を含む） 

23 名 

（男児 12名・女児11名，

前年度3歳児クラスから

の進級児 22 名を含む） 

４
歳
児 

レンジ 48～59 ヶ月 48～57 ヶ月 48～59 ヶ月 

平均月齢 66.0 ヶ月 65.9 ヶ月 66.1 ヶ月 

人数 16 名 

(男児 11 名・女児 5

名) 

19 名 

（男児 11名・女児 8名，

前年度 4 歳児クラスから

の進級児 19 名を含む） 

18 名 

（男児 6名・女児 12名，

前年度4歳児クラスから

の進級児 15 名を含む） 

５
歳
児 

レンジ 60～71 ヶ月 60～71 ヶ月 60～71 ヶ月 
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の フ ィ ー ル ド と し て 依 頼 し た 。  

な お ， 保 育 時 間 中 の 観 察 と ビ デ オ 撮 影 ， ま た 公 刊 の 際 の 写 真 の 使 用 と

掲 載 に つ い て は ， 保 育 園 と 園 児 の 保 護 者 か ら 事 前 に 承 諾 を 得 た 。   

2-2-2 観 察 手 続 き  

2001 年 6 月 か ら 2003 年 10 月 に か け て ， 各 年 齢 ク ラ ス に つ き 月 1 回 ，

午 睡 後 の 午 後 3 時 15 分 か ら 5 時 の ，お や つ 場 面 お よ び 自 由 遊 び 場 面 を 観

察 し た 。総 観 察 時 間 は 3 歳 児 か ら 5 歳 児 ま で の 各 年 齢 に つ き 約 45 時 間 ず

つ で あ っ た 。  

観 察 は 筆 者 に よ っ て 行 わ れ た 。 観 察 者 は 本 観 察 に 先 立 ち 予 備 観 察 を 行

い ， そ の 間 に 顔 と 名 前 を 覚 え て 子 ど も た ち に 慣 れ る と と も に ， 保 育 士 と

も 気 軽 に 話 し 合 え る 関 係 を 構 築 し た 上 で ， 本 観 察 を 行 っ た 。  

ビ デ オ カ メ ラ に よ る 記 録 は ， 2 人 以 上 の 集 団 を 形 成 し て い る 子 ど も の

相 互 交 渉 を 中 心 に 行 い ， 必 要 に 応 じ て フ ィ ー ル ド ノ ー ト に 筆 記 記 録 を と

っ た 。 観 察 者 は 子 ど も か ら の 働 き か け を 受 け な い 限 り ， 子 ど も へ の 接 触

を ひ か え な が ら 記 録 を 行 っ た 。 原 則 と し て ， 一 集 団 に つ い て 1 回 あ た り

20 分 程 度 観 察 し た 後 ，他 の 集 団 へ と 観 察 対 象 を 移 す こ と と し た 。し か し ，

発 生 し た い ざ こ ざ の 記 録 を 行 っ て い る 状 況 に お い て は ， 一 連 の い ざ こ ざ

の 終 結 ， あ る い は 集 団 が 解 離 し て 5 分 以 上 再 接 近 し な い こ と を 対 象 児 変

更 の 基 準 と し た 。  

観 察 者 は ， 子 ど も の 表 情 を 記 録 で き る よ う 随 時 移 動 し な が ら 撮 影 を 行

っ た が ， 子 ど も の 自 由 な 行 動 を 阻 害 し な い こ と と ， 保 育 士 の 保 育 活 動 を

妨 害 し な い こ と を 優 先 し た 。  

2-2-3 分 析  

分 析 方 法  

 本 研 究 で は 3 年 に わ た っ て 同 一 園 で 観 察 を 行 っ た た め ， 同 一 児 に つ い
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て の 3 年 を 通 し た 観 察 デ ー タ も 得 ら れ た 。 た だ し 卒 園 ・ 進 級 等 で

園 児 が 入 れ 替 わ っ て い る た め ， 本 研 究 に お い て は そ れ ら を 同 一 集

団 な い し は 個 人 の 変 化 と し て は 扱 わ ず ，観 察 時 の 年 齢 で 3 歳 児・4

歳 児 ・ 5 歳 児 に 振 り 分 け ， 横 断 的 に 分 析 す る こ と と し た 。  

（ １ ）  エ ピ ソ ー ド  先 に 述 べ た と お り ， 本 研 究 で は ， Hartup ら （ 1988）

の 定 義 に 従 い ，「 不 快 な 働 き か け に 対 す る 不 満 や 拒 否 ， あ る い は

周 囲 へ の 働 き か け の 表 出 」 を も っ て 「 い ざ こ ざ 」 と と ら え た 。 そ

の う え で ， 不 満 や 拒 否 な ど の 表 出 の 原 因 と な っ た と 考 え ら れ る 行

動 に さ か の ぼ っ て ，そ の 時 点 を「 い ざ こ ざ の 開 始 」と し た 。ま た ，

子 ど も の 何 ら か の 働 き か け に よ っ て ， 敵 対 的 な や り 取 り が 消 失 し

た り ，遊 び が 再 開 さ れ た り し た 時 点 を「 い ざ こ ざ の 終 結 」と し た 。

そ し て ， 以 上 の よ う な 「 い ざ こ ざ 」 の 開 始 か ら ，「 い ざ こ ざ の 終

結 」 に 至 る 一 連 の 事 例 を ， 以 下 で は 「 エ ピ ソ ー ド 」 と 呼 ぶ こ と と

す る 。  

（ ２ ） コ ー デ ィ ン グ  収 集 さ れ た エ ピ ソ ー ド デ ー タ は ， ビ デ オ デ ー タ 質

的 分 析 支 援 ソ フ ト mivurix(荒 川 ， 2002)を 用 い て 分 析 を 行 っ た 。

mivurix に よ る 分 析 の 手 順 は 以 下 の と お り で あ る 。ま ず ，「 い ざ こ

ざ 」 の 条 件 に 当 て は ま る エ ピ ソ ー ド を ， デ ジ タ ル 化 し て コ ン ピ ュ

ー タ 内 に 蓄 積 し た 。そ の 上 で ，デ ジ タ ル 化 さ れ た 映 像 に つ い て「 カ

ッ ト ア ッ プ 」 と 呼 ば れ る ， タ グ 付 け を 行 っ た 。 こ の 作 業 を 行 な う

こ と で ， グ ラ ウ ン デ ッ ド ・ セ オ リ ー ・ ア プ ロ ー チ （ Glaser ＆  

Strauss， 1967/1996） に お け る 「 情 報 の 断 片 化 」 と 同 様 の 処 理 が

行 な わ れ た こ と に な る 。次 に 切 り 取 っ た 映 像 に 仮 の 名 前 を つ け た 。

こ の 作 業 は KJ 法 で い う と こ ろ の「 最 初 の 見 出 し 」と 同 様 の 位 置 づ

け と な る（ 荒 川 ，2005）。さ ら に ，タ グ 付 け し た 映 像 を 繰 り 返 し 視
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聴 し て 観 察 者 が 解 釈 を し つ つ ， 分 類 を し た 。  

（ ３ ） 分 類 の 観 察 者 間 信 頼 性  

全 観 察 時 間 は 約 135 時 間 （ 各 年 齢 45 時 間 ） で あ っ た 。 そ の 中 で

137 エ ピ ソ ー ド （ 3 歳 児 ： 41 事 例 ， 4 歳 児 ： 50 事 例 ， 5 歳 児 ： 46

事 例 ） が 観 察 さ れ た 。 方 略 カ テ ゴ リ へ の 分 類 に つ い て 解 釈 の 信 頼

性 を 検 討 す る た め ， 収 集 さ れ た エ ピ ソ ー ド の 映 像 デ ー タ の う ち ，

全 体 の 約 10％ に 当 た る 16 例 を ラ ン ダ ム に 選 択 し ， エ ピ ソ ー ド 単

位 の 映 像 を ， 発 達 行 動 学 専 攻 の 大 学 院 生 に mivurix 画 面 で 視 聴 さ

せ た 。 そ の 結 果 と 筆 者 の 分 類 結 果 と の 間 で コ ー エ ン の κ 係 数 を 算

出 し た と こ ろ ，一 致 率 は κ =.92 で あ っ た 。し た が っ て ，方 略 カ テ

ゴ リ へ の 分 類 の 信 頼 性 は 高 い と い え よ う 。 た だ し ， 観 察 デ ー タ 全

体 で は な く ， エ ピ ソ ー ド に 区 切 っ た 映 像 の 視 聴 に よ る も の で あ る

こ と を 追 記 し て お く 。  

2-3．結果および考察  

2-3-1 調 整 ・ 仲 直 り 方 略 の 抽 出  

mivurix に よ る 分 析 の 結 果 ， 137 例 の エ ピ ソ ー ド が 観 察 さ れ ， そ の エ

ピ ソ ー ド に は 全 部 で 426 の 行 動 が 含 ま れ て い た 。 観 察 さ れ た 方 略 と そ の

生 起 数 は Table2-2 の 通 り で あ っ た 。な お ，ひ と つ の エ ピ ソ ー ド に 複 数 の

方 略 が 見 ら れ た 場 合 ， そ れ ぞ れ を 1 回 と 計 数 し た が ， 同 一 の 方 略 が 複 数

回 見 ら れ た 場 合 は 初 回 の み を 計 数 し た 。 ま た ， 言 語 ・ 行 動 の 両 方 略 が 複

合 し て 用 い ら れ た 場 合 に も そ れ ぞ れ を 計 数 し た 。 そ の た め エ ピ ソ ー ド 数

と 行 動 の 生 起 数 は 一 致 し な い 。  

以 下 に Table 2-2 に 示 し た 方 略 に つ い て 説 明 を 加 え て い く 。 な お ， 本

研 究 で は ， 新 た な 方 略 の 発 見 も 目 的 と し て い る た め ， エ ピ ソ ー ド を 基 に

し た そ の 抽 出 過 程 か ら 詳 し く 示 し て い く 。  
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譲 歩 ： た と え ば 相 手 の 使 い た が っ て い る お も ち ゃ や 場 所 を 譲 る な ど ，

相 手 の 要 求 を 受 け 入 れ た り ， 妥 協 し て 自 分 の 要 求 を 取 り 下 げ た り す る こ

と を い う 。 こ れ に よ っ て ， 相 手 の 怒 り が と け ， さ ら に 和 解 を す る 意 思 が

あ る こ と を 相 手 に 伝 え る こ と に な る 。  

Table 2-2 調整・仲直り方略の内容と生起数 （ ）内は％

方略 内容 生起数

譲歩
「いいよ」等のことばで相手の要求を受け入れたり妥協して自
分の要求をとり下げたりする

29 (6.8)

ルールの導入 じゃんけんや順番等のルールを導入する 8 (1.9)

謝罪 「ごめん」など，謝罪をする 13 (3.1)

説明 自分の行動の理由を説明する 22 (5.2)

代償 代わりの物やおもちゃを提供したり，撫でたりする 5 (1.2)

接近・合流 積極的に近づき、同じ遊びに参加したり、作業を手伝ったりす
る

46 (10.8)

接近・合流の誘導 自分の近くにくることや同じ遊びに参加するよう誘いかける 15 (3.5)

距離取り 場所を移動していざこざの緊張状態を回避する 10 (2.3)

抗議 「いやだ」「やめて」等の発話で不満や拒否を示す 109 (25.6)

抵抗 押す、たたく等身体的に抗議する 29 (6.8)

おどけ
おどけた仕草や発話で遊びへと移行させようとする

34 (8.0)

注意の転換 積極的に話しかけたり他のものへ注意を促し，いざこざから注
意をそらす

12 (2.8)

介入要請 大人を呼ぶ等で介入を求める、求めようとする 43 (10.1)

懇願 攻撃をやめてもらうように懇願する 10 (2.3)

劣位性表出
眼をつぶったり泣きべそ顔等を見せる。身体を引いたり姿勢を
低くして劣位性を示す 41 (9.6)

計 426  
ル ー ル の 導 入 ： じ ゃ ん け ん や ， 順 番 な ど ， 普 段 そ の 集 団 内 で 用 い ら れ

て い る ル ー ル を 導 入 し て 敵 対 的 な や り 取 り を 中 止 さ せ た り ， 互 い の 不 満

を 解 消 さ せ よ う と す る も の を い う 。 た と え ば 「 じ ゃ ん け ん で 決 め よ う 」

と 言 っ た り ，「 順 番 に 使 お う 」 な ど と 提 案 し た り す る こ と を 指 し て い る 。 

謝 罪 ：「 ご め ん ね 」 な ど の 言 葉 を 用 い て 謝 罪 の 意 思 を 相 手 に 示 し て ，

相 手 の 怒 り を 解 い た り す る こ と を い う 。 こ れ は 和 解 の 意 思 が あ る こ と を

相 手 に 伝 え た り す る こ と も 意 味 し て い る 。 木 下 ・ 斉 藤 ・ 朝 生 （ 1986） が

示 し た ， 相 互 理 解 に よ る 終 結 で い う と こ ろ の ， 慣 用 的 決 定 方 法 と ほ ぼ 同

一 の も の で あ る 。  

説 明 ： 相 手 に 自 分 の 行 動 の 理 由 や 自 分 の 要 求 を 説 明 し て 誤 解 を 解 き ，
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状 況 の 整 理 を し て 相 手 の 怒 り を と こ う と す る も の を い う 。 こ れ も ， 上 記

の 相 互 理 解 が 目 指 さ れ て い る も の と 考 え ら れ る 。 以 下 に 「 説 明 」 が 含 ま

れ る エ ピ ソ ー ド 2-1 を 示 す 。 自 分 の 使 っ て い た 場 所 を ユ ミ に 侵 害 さ れ た

ユ ウ コ が ， そ の 行 為 に 対 し て 抗 議 を す る （ 下 線 部 ① ） と ， 電 気 を 点 け 直

す た め に や む を え ず ユ ウ コ の ス ペ ー ス に 入 っ て し ま っ た こ と を ユ ミ が 説

明 す る (下 線 部 ② )。 ユ ミ の 説 明 に よ り ， 納 得 し た の か ， ユ ウ コ は そ れ 以

上 の 抗 議 を し な い 。 ユ ミ が 説 明 し た こ と に よ り 相 互 理 解 が 得 ら れ ， い ざ

こ ざ は 収 束 に 向 か っ た と い え よ う 。  

 

代 償 ： 自 分 の 攻 撃 を 補 償 す る も の や 行 為 を 差 し 出 し て 相 手 の 怒 り を と

こ う と す る も の を い う 。 相 手 に お も ち ゃ を 渡 し た り ， 自 分 の 働 き か け に

よ っ て ダ メ ー ジ を 受 け た 部 分 を 撫 で て や っ た り す る な ど を 差 す 。 こ れ も

「 ル ー ル の 導 入 」「 説 明 」と 同 様 に ，相 互 理 解 に よ る 解 決 が 目 指 さ れ て い

る も の と い え よ う 。 エ ピ ソ ー ド 2-2 に あ る よ う に ， ヒ ロ キ は 自 分 の 席 を

と っ て し ま っ た ア オ イ に 対 し ， 抗 議 す る こ と で 席 を 取 り 戻 す こ と に は 成

功 し た が ， ア オ イ も ヒ ロ キ の 席 と は 知 ら ず に 座 っ た ら し く ， 激 し い 抗 議

に 泣 き 出 し て し ま っ た 。 保 育 士 や 他 の 子 ど も た ち の 介 入 に よ り ， 二 人 と

も せ き に つ く こ と は で き た が ， そ の 時 点 で ア オ イ の 機 嫌 は 回 復 し て は い

エ ピ ソ ー ド 2-1： 3 歳 10 月  

ホ ー ル の 壁 に 運 動 会 の 写 真 が 貼 っ て あ り ，3 歳 児 の グ ル ー プ が 見 て い る 。

写 真 を 見 て い る う ち に ，写 真 の シ ー ト に 壁 の ス イ ッ チ が 押 さ れ て 部 屋 の

電 気 が 消 え る 。ユ ミ が 電 気 を つ け よ う と し て ，ユ ウ コ の 使 っ て い た 遊 具

に 乗 っ て し ま う 。ユ ウ コ が「 ね え ー ，そ こ 使 っ て た ん で す け ど ！ 」① と

抗 議 す る と ， ユ ミ が ，「 電 気 消 え ち ゃ っ た か ら あ ー 」 と 言 い 返 し た ② 。

ユ ウ コ は そ れ 以 上 の 抗 議 を や め た 。  
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な か っ た よ う だ 。 ヒ ロ キ は 自 分 の 抗 議 に よ っ て ア オ イ が 予 想 外 に ダ メ ー

ジ を 受 け て い る こ と が 気 に な る の か ， ア オ イ に 話 し か け る が ア オ イ の 機

嫌 は ま だ 回 復 し な い 。 次 に ヒ ロ キ が ア オ イ の お や つ 袋 を 丁 寧 に た た み な

お し （ 下 線 部 ① ） て ア オ イ の 前 に 差 し 出 す と ， や っ と ア オ イ は ヒ ロ キ の

方 に 顔 を 向 け る 。 ヒ ロ キ が 自 分 の 与 え た ダ メ ー ジ の 代 償 と し て ， ア オ イ

の お や つ の 準 備 を 手 伝 っ た こ と で ， 二 人 で 会 話 が 始 め ら れ る 状 態 ま で 関

係 が 回 復 し た よ う だ 。 こ の よ う に ， 謝 罪 の 代 わ り に 相 手 の 作 業 を 手 伝 っ

た り 慰 撫 的 な は た ら き か け を 提 供 す る こ と で も ， 関 係 調 整 は な さ れ て い

る と い え よ う 。 こ と ば に 出 し て 謝 罪 の 意 を 伝 え な く て も ， こ の よ う な 行

為 に よ っ て そ の 意 志 を 伝 え る こ と が で き る し ， ま た そ の よ う な は た ら き

か け に よ っ て ， 相 手 は 怒 り が と け た り 慰 め ら れ た り し て 緊 張 が 緩 和 さ れ

る の で あ る 。  

エ ピ ソ ー ド 2-2： 3 歳 7 月  

お や つ の 準 備 中 ，席 を 離 れ て い た ヒ ロ キ の 席 に ，ア オ イ が 座 っ て し ま っ

た 。戻 っ て き た ヒ ロ キ は ，自 分 の 席 が な く な っ た の で 抗 議 を し ，ア オ イ

を ど か せ て 自 分 が 座 る 。ア オ イ は 泣 き 出 し ，保 育 士 が 近 づ い て く る 。保

育 士 が 他 の 子 ど も た ち に 意 見 を 求 め ，子 ど も た ち か ら は 他 の 空 い て い る

と こ ろ を 教 え た り ，つ め れ ば 座 れ る な ど の 声 が あ が る 。結 局 保 育 者 は ヒ

ロ キ の 周 囲 の 子 ど も た ち に 少 し ず つ つ め さ せ ，ヒ ロ キ の と な り に ア オ イ

の 席 を 作 る 。ア オ イ は 泣 き 止 ん だ が ，少 し う つ む い た ま ま ，お や つ の 準

備 を ゆ っ く り と 始 め る 。ヒ ロ キ は ア オ イ に 自 分 の お や つ の 皿 を み せ な が

ら ，話 し か け る が ア オ イ は あ ま り ヒ ロ キ の 方 を 見 な い 。ヒ ロ キ は ア オ イ

の お や つ 袋 を 丁 寧 に た た ん で や る ① 。 ア オ イ は ヒ ロ キ の 方 に 顔 を 向 け

た 。  
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接 近 ・ 合 流 ： 相 手 に 積 極 的 に 近 づ い て 物 理 的 な 距 離 を 縮 め た り ， 相 手

と 同 じ 遊 び を し た り す る こ と を い う 。  

接 近 ・ 合 流 の 誘 導 ： 自 分 と 一 緒 に 遊 ぶ こ と を 誘 導 す る 行 為 を い う 。 た

と え ば ， 手 招 き し た り ，「 お い で 」「 一 緒 に や ろ う 」 と 言 っ た り す る こ と

を 指 す 。 こ れ は ， 謝 罪 の 意 の 提 示 で あ る と 同 時 に ， 相 手 の 接 近 ・ 合 流 を

促 し ， 遊 び の 再 開 を 目 指 す ， 相 手 か ら の 解 決 行 動 を 引 き 出 す は た ら き か

け と も い え よ う 。  

距 離 取 り ： 攻 撃 者 と の 距 離 を と っ た り ， 別 の 場 所 へ 移 動 し た り し て い

ざ こ ざ を 中 断 さ せ る 行 為 を い う 。  

「 距 離 を 取 っ た 」 り ，「 接 近 」 し た り と ， 相 手 と の 距 離 を 調 整 す る こ

と に よ っ て 緊 張 緩 和 を 図 っ た り 関 係 調 整 を 図 っ た り と い っ た は た ら き か

け を 含 む 例 が エ ピ ソ ー ド 2-3 で あ る 。  

積 み 木 で 作 っ た お 化 け 屋 敷 を め ぐ っ て 言 い 合 い に な り ， 緊 張 状 態 が 発

生 し た 場 面 で あ る 。 3 人 か ら 抗 議 を 受 け た ケ イ タ は そ の 場 を 離 れ て 他 の

集 団 の 遊 び に 加 わ っ て い る（ 下 線 部 ① ）。い ざ こ ざ 状 態 か ら ，一 度 距 離 を

置 く と ， そ の ま ま 消 失 し て し ま う 場 合 も あ り ， 従 来 は そ の 場 に い な く な

っ た 場 合 は も の わ か れ に よ る 終 結 と し て 処 理 さ れ て き た （ た と え ば

Hurtup et al.， 1988； 斉 藤 ・ 木 下 ・ 朝 生 ， 1986）。 ま た こ の 例 で も ， 一

見 し た と こ ろ 交 渉 の 放 棄 の よ う に み え る 。 し か し ， 他 の 遊 び を し な が ら

も 相 手 を 注 視 し 続 け て お り (下 線 部 ② )， 関 心 が な く な っ た わ け で は な い

こ と が わ か る 。 再 び 距 離 を 縮 め る 機 会 を う か が っ て い る か の よ う に も み

え る 。 ま た ， 一 度 距 離 を と っ た こ と で そ の ま ま 言 い 争 い を 続 け る よ り も

緊 張 状 態 が 緩 和 さ れ て い る と も 見 る こ と が で き る 。 新 た な 遊 び が 始 ま る

と ， ケ イ タ は そ の 機 会 を 逃 さ ず ， 即 座 に 3 人 に 接 近 し ， じ ゃ ん け ん に 合
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流 し ， 再 び 同 じ 子 ど も と 遊 び 始 め て い る 。 こ の こ と か ら ， 距 離 を と っ た

こ と が 緊 張 関 係 の 調 整 と し て 機 能 し た と い え よ う 。 ま た ， 接 近 し 合 流 す

る こ と で ， 仲 間 に 加 わ り た い と い う 自 分 の 意 思 を 提 示 す る こ と が で き る

し ， 新 た な 遊 び に 加 わ る こ と が で き る 。 そ し て こ の こ と は ま た ， 一 度 離

れ た か ら こ そ 接 近 す る こ と が よ り 効 果 を 持 つ も の と 見 る こ と も で き よ う 。 

エ ピ ソ ー ド 2-3（ ５ 歳 児 ･1 月 ）  

大 型 積 み 木 で 作 っ た（ 男 児 ミ ツ キ が 中 心 に 作 っ た ）お 化 け 屋 敷 を 男 児 ケ

イ タ が お 化 け 屋 敷 遊 び に 夢 中 に な り ， 壊 し て し ま っ た 。  

ミ ツ キ は「 こ ん な お 化 け 屋 敷 じ ゃ だ め だ よ ！ 」と ケ イ タ に 向 か っ て 抗 議

を し た 。  

タ カ シ と コ ウ ヘ イ は「 俺 は 壊 し て な ー い 」言 い な が ら ミ ツ キ と 手 を つ な

ぎ ケ イ タ へ の 抗 議 に 加 わ っ た 。  

ケ イ タ は「 も う ぬ け っ ぴ ！ 」と 言 い 捨 て る と ，隣 の 部 屋 の 駒 回 し に 加 わ

っ た ① 。  

ミ ツ キ ，タ カ シ ，コ ウ ヘ イ の ３ 人 も 積 み 木 の 部 屋 と は 別 の 部 屋 へ 移 動 し

て い く 。  

ケ イ タ は 駒 を 手 に し な が ら も 3 人 を 目 で 追 っ て い た ② 。  

ケ イ タ は 駒 を 回 し な が ら も ， 3 人 の 方 に 時 々 目 を や っ て い た 。 移 動 し て

か ら 約 1 分 20 秒 後 3 人 に 別 の 子 ど も た ち も 加 わ り じ ゃ ん け ん が 始 め ら れ

た 。 ケ イ タ は 駒 を 放 り 投 げ ，「 俺 も 俺 も ！ 」 と 言 い な が ら 走 っ て い き ③ ，

じ ゃ ん け ん に 加 わ っ た 。  

コ ウ ヘ イ は ケ イ タ が 入 ら な い よ う に 手 で 制 す る が ，タ カ シ が そ れ を 制 止

す る よ う に ，「 さ ー い し ょ ー は ぐ ー ！ 」 と 大 声 で 言 い ④ ， ケ イ タ を じ ゃ ん

け ん の 輪 の な か に 入 れ た 。 (6 分 53 秒 )  



  

32 

日 本 の 就 学 前 児 の 仲 間 入 り に は ，「 入 れ て 」「 い い よ 」 な ど の こ と ば で

の や り と り で 許 可 を 得 て か ら 参 入 す る と い う ， 儀 式 化 さ れ た 行 動 が あ る

こ と が 知 ら れ て い る（ 倉 持・無 藤 ，1991；倉 持 ，1994）。し か し ，こ の や

り と り は 儀 式 化 さ れ て い る だ け に ， む し ろ 子 ど も た ち の 間 で は ル ー ル と

し て 成 立 し て お り ， こ れ を 用 い る 場 合 は ， む し ろ ル ー ル を 導 入 し て の 解

決 と こ こ で は 捉 え る 。 い ざ こ ざ の 解 決 過 程 で の や り と り で は ， そ う い っ

た こ と ば の や り と り な し で ，た だ 接 近 し た り ，合 流 し た り す る だ け で も ，

双 方 に 仲 直 り の 意 思 が 共 有 さ れ て い れ ば ， 成 立 す る よ う で あ る 。 謝 罪 な

ど の 明 確 な や り と り で は な く ， 互 い に 「 お 茶 を 濁 し 」 つ つ ， 関 係 を 修 復

し 遊 び を 再 開 す る こ と に 役 立 っ て い る よ う だ 。 タ カ シ が い ざ こ ざ を 継 続

し よ う と す る コ ウ ヘ イ の 行 動 を 制 止 す る か の よ う に ， 大 声 で じ ゃ ん け ん

を 始 め よ う と し て い る 姿 か ら も ，い わ ゆ る ，「 な ん と な く 」仲 直 り す る た

め に は 有 効 で あ る の で は な い だ ろ う か 。  

 

抗 議 ： 相 手 か ら の 不 快 な は た ら き か け に 対 し て ， 不 満 で あ る こ と を 伝

え ， 相 手 が 不 当 で あ る こ と を 訴 え る こ と を い う 。  

抵 抗 ： 不 快 な 働 き か け に 対 す る 身 体 的 な 抗 議 の 反 応 を い う 。 た と え ば

相 手 が 取 ろ う と し た も の を 固 持 し た り ， 押 し 返 し た り な ど で 相 手 の し た

こ と が 自 分 に と っ て 不 快 で あ る と 伝 え る 行 為 を 指 す 。  

こ れ ら は ， い ざ こ ざ を 展 開 す る や り 取 り で あ り ， 収 束 さ せ る や り 取 り

で は な い よ う に も 見 え る 。 し か し ， は っ き り と 主 張 し な い こ と で ， よ り

深 刻 な い ざ こ ざ に 発 展 し て し ま う こ と も あ る 。 い ざ こ ざ の 相 互 交 渉 や 収

束 を 行 う た め に は ， 相 手 の 行 動 の 意 図 や 要 求 に 敏 感 に 気 づ く こ と ， 自 分

の 意 図 ，期 待 も 明 確 で そ れ を 正 し く 主 張 で き る こ と が 前 提 と な る（ 斉 藤・

木 下・朝 生 ，1986）。不 当 な 行 動 を さ れ た 場 合 に そ れ に 気 づ く こ と が で き
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な け れ ば 解 決 は 期 待 で き な い し ， 不 当 な 行 動 を 仕 掛 け た 側 も ， 自 分 の 行

動 の 意 味 を 相 手 の 反 応 か ら 受 け 取 り ， 学 ぶ こ と が で き な い か ら で あ る 。

年 少 で あ る と ， ま だ 相 手 の 情 緒 を 正 確 に 読 み 取 る こ と は 難 し く ， 相 手 の

快 ・ 不 快 状 態 を わ か ら ず に は た ら き か け て し ま う こ と も 少 な く な い 。 不

快 で あ る と 伝 え ， る こ と で ， 相 手 の 攻 撃 を 中 断 さ せ る こ と も で き る し ，

謝 罪 や 譲 歩 な ど ， 和 解 に つ な が る 行 動 を 促 す こ と に も つ な が る 。 抗 議 を

し た り 抵 抗 を し た り し て ， 自 分 の 意 図 や 要 求 を 伝 え る こ と が ， い ざ こ ざ

の 展 開 を 可 能 に す る も の で も あ る と 同 時 に ， 解 決 の 方 向 性 を 探 る た め の

重 要 な や り と り で あ り ， す で に こ の 時 点 か ら 解 決 が 始 ま っ て い る と も 考

え る こ と が で き る の で は な い だ ろ う か 。  
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お ど け ： お ど け た し ぐ さ や 発 話 に よ っ て 相 手 を 笑 わ せ ， 緊 張 状 態 を と

い て 遊 び に 移 行 さ せ よ う と す る こ と を い う 。 以 下 に 「 お ど け 」 が 含 ま れ

た エ ピ ソ ー ド を 示 す 。  

チ ヒ ロ が 泣 き べ そ 顔 を 見 せ た （ 下 線 部 ① ） こ と に 続 い て ， ケ イ タ が チ

ヒ ロ に 向 け て い た シ ャ ベ ル を 突 然 自 分 の 頭 に 振 り 下 ろ す と い う 突 飛 な 行

動 を と り ， お ど け て 見 せ る （ 下 線 部 ② ）。 チ ヒ ロ は ケ イ タ を 見 つ め る と ，

エ ピ ソ ー ド 2-4（ ４ 歳 児 ・ ６ 月  す べ て 男 児 ）  

砂 場 で 遊 ん で い た と こ ろ ，ケ イ タ が シ ャ ベ ル を 振 り 回 し な が ら チ ヒ ロ を

追 い か け 始 め た 。  

ケ イ タ ：「 ふ に ぃ ， ふ に ぃ ， ふ に ぃ ， ふ に ぃ ．．．（ 笑 い な が ら ）」  

チ ヒ ロ は 「 嫌 だ ！ N（ 他 の 子 ど も ） 狙 っ て ！ 」 懇 願 し な が ら 砂 場 の 周 囲

を 逃 げ 回 る 。  

ケ イ タ が 落 と し た シ ャ ベ ル が チ ヒ ロ の 足 に あ た っ た 。  

チ ヒ ロ は「 痛 い よ ー っ ！ 」と 高 い 声 を あ げ ，顔 を ゆ が め 泣 き べ そ を か く 。

ケ イ タ は 追 い か け 続 け ，自 分 よ り も 背 の 低 い チ ヒ ロ に 向 け て シ ャ ベ ル を

振 り 上 げ 「 た た く よ ！ 」 と 叫 ん だ 。  

チ ヒ ロ は 立 ち 止 ま っ て 姿 勢 を 低 く し ，顔 を ゆ が め て 泣 き べ そ 顔 を ケ イ タ

に 向 け た （ 約 1 秒 間 ） ① 。  

ケ イ タ は 振 り 上 げ て い た シ ャ ベ ル の 向 き を 変 え ， 自 分 の 頭 に 振 り 下 ろ

し ，自 分 の 頭 を 叩 き ，「 い っ て え ー（ 笑 い な が ら ）」と 言 っ た 。②

チ ヒ ロ は 泣 き べ そ 顔 を や め ，自 分 が 持 っ て い た ス コ ッ プ で 自 分 の 頭 を 叩

い た （ 約 1 秒 後 ）。  

チ ヒ ロ ：「 た た く よ ， い っ て え ー 」 (笑 い な が ら ) ③  

二 人 と も 笑 い ， 再 び 砂 遊 び に 戻 っ た 。  

（ 約 47 秒 間 ）  
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続 い て 泣 き べ そ 顔 を や め ， さ ら に ケ イ タ の 真 似 を し ，（ 下 線 部 ③ ） 笑 う 。

こ の お ど け あ う や り と り に よ っ て ， 緊 張 状 態 が 解 消 さ れ て い る 。 そ の 後

二 人 と も 笑 い 合 い ，再 び 砂 遊 び に 戻 っ て い る こ と か ら ，「 お ど け 」行 動 が

関 係 の 調 整 に 機 能 し た と 考 え ら れ る 。 こ の よ う に 「 お ど け 」 行 動 に は ，

い ざ こ ざ で 生 じ た 緊 張 状 態 を 緩 和 す る 機 能 が あ る と 考 え ら れ る 。  

注 意 の 転 換 ： 積 極 的 に 相 手 に 話 し か け た り ， い ざ こ ざ と は 無 関 係 な も

の や 方 向 を 指 差 し た り す る こ と に よ っ て 相 手 の 注 意 を 他 の も の へ と 向 け

よ う と す る 行 為 を い う 「 お ど け 」 の よ う に ， 常 に 相 手 を 笑 わ せ る こ と が

目 指 さ れ て い る わ け で は な い が ， 相 手 の 注 意 を 目 前 の い ざ こ ざ や ， 自 分

へ の 攻 撃 か ら そ ら す こ と が で き ， そ れ に よ っ て 緊 張 状 態 が 解 消 さ れ る 。

ま た ， 新 た な 遊 び の 材 料 と な り 得 る も の に 注 意 を 向 け る こ と で ， い ざ こ

ざ の や り と り か ら ， 遊 び の や り と り へ と 移 行 さ せ る こ と が で き る 。  

介 入 要 請 ： 相 手 の 不 快 な 働 き か け に つ い て 大 人 に 言 語 的 に 訴 え た り ，

あ る い は 大 人 の 手 を 引 い て 連 れ て き た り ， 泣 き 声 を あ げ る こ と に よ っ て

大 人 の 注 意 を 引 く こ と で ， 相 手 の 攻 撃 を 止 め さ せ る こ と や ， 調 停 を 依 頼

す る 方 略 が 抽 出 さ れ た 。  

「 泣 き 」 が 見 ら れ た 全 ２ ６ 事 例 の う ち ， ２ １ 例 に つ い て 大 人 の 介 入 が

な さ れ て い る 。 大 人 の 援 助 を 引 き 出 す こ と に 成 功 し て い る と い え よ う 。

ま た ， 介 入 で の 終 結 は ， 一 見 ， 大 人 の 介 入 に よ る 受 動 的 な 終 結 の よ う に

み え る 。 ま た ， 当 事 者 の 子 ど も が 自 発 的 に 先 生 に 自 分 た ち の い ざ こ ざ の

収 拾 を 依 頼 す る こ と は 少 な く ， 3 歳 児 で は 大 人 の 力 を 借 り て 解 消 す る な

ど ， 自 分 た ち の い ざ こ ざ を 客 観 化 し た 視 点 は 取 り え な い （ 木 下 ・ 斎 藤 ・

朝 生 ， 1986)と の 指 摘 も あ る 。 し か し ， 本 研 究 で は ， Table2-2 に 示 さ れ

た よ う に ， 少 な く は な い 。 ま た ， 3 歳 児 が 3 歳 児 全 体 の 18％ ， 4 歳 児 が

11%，5 歳 児 が 5%と ，3 歳 児 が 介 入 要 請 を し に く い わ け で も な い 。も ち ろ



  

36 

ん ， 条 件 統 制 さ れ た 比 較 で は な い の で ， 頻 度 に 大 き な 意 味 が あ る わ け で

は な い 。 そ こ で ， 介 入 要 請 が な さ れ た エ ピ ソ ー ド で ， そ こ に 子 ど も の 積

極 性 ， 能 動 性 を 読 み 取 る こ と が で き る の か を 検 討 し た い 。  

 

エ ピ ソ ー ド 2-5 3 歳 10 月  

シ ョ ウ タ に 口 真 似 を さ れ ，モ モ コ が「 な ん で 真 似 す る の ！ 」と 抗 議 す る 。

シ ョ ウ タ が さ ら に 口 真 似 を し て 「 な ん で 真 似 す る の ！ 」 と か ら か う 。 モ

モ コ は 次 第 に 地 団 太 を 踏 み 始 め ，「 な ん で 真 似 す る の よ ！ 」と シ ョ ウ タ を

た た く よ う な し ぐ さ も し な が ら 繰 り 返 す 。 し か し シ ョ ウ タ も た た く 身 振

り を 加 え ，「 真 似 し ち ゃ い け な い ん だ よ 」と 言 い 返 し な が ら ，や め よ う と

し な い 。 モ モ コ は 泣 き べ そ を か き な が ら ， 同 じ 部 屋 の 中 に い た R 保 育 者

の も と に 行 く 。 シ ョ ウ タ は モ モ コ を 途 中 ま で 追 い か け な が ら さ ら に 口 真

似 を す る 。「 ね え ね え ， R ち ゃ ん ！ 」と 訴 え る 。 保 育 者 は 他 の 子 ど も の 着

替 え を 手 伝 っ て お り ， す ぐ に シ ョ ウ タ の 方 に は 向 か わ な い が ， シ ョ ウ タ

は モ モ コ と 保 育 者 の 方 を 見 る と ， 口 真 似 を や め た 。  

 

エ ピ ソ ー ド 2-6 4 歳 7 月  



  

37 

ケ イ タ ， ナ オ キ ， ミ ツ キ ， レ ナ が 砂 を 使 っ て ま ま ご と を し て い る 。 ナ

オ キ の 向 か い 側 に 座 っ て い た ケ イ タ が ナ オ キ の 使 っ て い た 器 を 取 り ，

自 分 の 方 に 持 っ て い き ，地 面 に ひ っ く り 返 し た (プ リ ン の 型 を は ず す よ

う に )。 ナ オ キ は 泣 き べ そ を か き な が ら ，「 だ め え え え え え え え 」 と 抗

議 し た 。 ケ イ タ は 「 違 う よ ， ア イ ス 作 っ て る ん だ よ 」 と 言 い 返 す が ，

ナ オ キ は 「 壊 し ち ゃ だ め ぇ ぇ 」 と 繰 り 返 し た 。 ケ イ タ は 強 い 口 調 で ，

「 壊 す っ て わ け じ ゃ な い ん だ よ ！ 」 と 言 い 返 し た 。 ナ オ キ は 周 囲 を 見

回 し ， そ ば で 観 察 し て い た 観 察 者 に 気 づ く と ① ， 観 察 者 の 方 に 近 づ い

た 。 ケ イ タ ， ミ ツ キ ， レ ナ は ナ オ キ と 観 察 者 の 方 を 見 た ② 。 ナ オ キ は

「 ね え ， ケ イ タ が 壊 し た 」 と 訴 え た 。  

レ ナ は 視 線 を ケ イ タ に 戻 し ，「 こ う や っ て 」と ケ イ タ が 持 っ て い た 器

を ，元 に 戻 す よ う に う な が し た 。ケ イ タ が 元 に 戻 し た こ と に 気 づ く と ，

ナ オ キ は 元 の 場 所 で は な く ，ケ イ タ の 隣 に し ゃ が み ，「 ね え ，こ れ ど う

な っ て ん の ？ 」 と 話 し か け た 。  

下 線 部 ① の よ う に ， 周 囲 に 視 線 を め ぐ ら せ て い る こ と か ら ， ナ オ キ は

誰 か 解 決 し て く れ そ う な 大 人 の 存 在 を 周 囲 に 探 し て い る と 解 釈 で き る 。

意 図 的 に 他 者 の 介 入 を 促 そ う と し て い た と い う こ と が わ か る 。 も し も 周

囲 に 大 人 が い な か っ た な ら ， 訴 え る こ と は せ ず に ， 自 分 だ け で 抗 議 し 続

け た か も し れ な い 。ま た ，訴 え た 場 面 を 3 人 と も 注 視 し て い る (下 線 部 ② )。

そ の 結 果 レ ナ が ケ イ タ に 元 に 戻 す よ う 促 す と い う 行 動 が 起 こ り ， ケ イ タ

も そ れ に 従 い ， 元 に 戻 し て い る 。 実 際 に は 観 察 者 は そ の や り と り に 参 加

す る こ と は し な か っ た が ， 大 人 に 介 入 を 要 請 す る と い う 行 為 と ， 知 覚 に

い る 大 人 の 存 在 に よ っ て ，ほ か の 子 ど も た ち が 操 作 さ れ て い る の で あ る 。 

こ の よ う な 「 泣 き 」 行 動 は ， 子 ど も が 大 人 を 巻 き 込 む こ と に よ る 積 極

的 な 調 整 ・ 仲 直 り と 捉 え る こ と も で き よ う 。 こ れ ま で も ， 大 人 が 介 入 し



  

38 

た り ， 介 入 を 子 ど も が 要 請 し た り す る こ と が 見 ら れ る と い う こ と は 記 録

さ れ て い た 。 し か し ， そ こ に 子 ど も の 能 動 性 や ， 積 極 的 な 意 味 を 見 出 し

て は こ な か っ た の で は な い だ ろ う か 。「 泣 き 」行 動 は 大 人 を 操 作 す る 機 能

を 持 っ て い る と い わ れ る （ Landreth， 1941； Negayama， 1999）。 つ ま り ，

子 ど も が 大 人 を 「 介 入 さ せ 」 手 い る と も い え よ う 。  

劣 位 性 表 出 ： 相 手 の 攻 撃 や ， 発 生 し た 緊 張 状 態 に 対 し て 「 腰 が 引 け 」

た 姿 勢 を と っ た り ， 顔 を ゆ が め た り す る こ と を 「 劣 位 性 表 出 」 と カ テ ゴ

ラ イ ズ し た 。 い わ ゆ る 「 泣 き べ そ 顔 」 を 見 せ て ， 攻 撃 を 抑 制 す る 行 動 を

指 す 。「 劣 位 性 表 出 」 を 含 む エ ピ ソ ー ド が エ ピ ソ ー ド 2-7 で あ る 。  
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雷 を 恐 が っ て 散 歩 に で な か っ た 子 ど も 達 が ， 保 育 室 内 で 遊 ん で い る 場

面 で あ る 。 子 ど も 達 は 雷 が な る と ， 雷 を 話 題 に は し な が ら も さ ほ ど 恐 が

エ ピ ソ ー ド 2-7（ ５ 歳 児 ・ ７ 月 ）  

雷 を 怖 が り 他 の 子 ど も と 散 歩 に 行 か な か っ た セ イ イ チ ，ヤ ス ト ，リ

ョ ウ タ が 窓 の そ ば で 遊 ん で い た 。  

ヤ ス ト ：「 光 っ た よ 。」  

セ イ イ チ が 窓 に 上 っ て 外 を 覗 く と ，ヤ ス ト が 笑 い な が ら 窓 の 前 に お

い て あ る テ ー ブ ル に 上 っ て セ イ イ チ の 尻 を 押 し た 。セ イ イ チ は 体 勢 を

崩 し ， 窓 か ら 落 ち そ う に な っ た 。  

ヤ ス ト は す ぐ に 後 ず さ り し ， 腰 が 引 け た 姿 勢 を と っ た ① （ 写 真 ① ，

約 1 秒 間 ）。  

セ イ イ チ は 体 勢 を 立 て 直 す と ， 振 り 返 り 「 や め て よ ！ 危 な い な ！ 」

② （ ヤ ス ト を に ら み つ け な が ら ） と 叫 ん だ 。  

ヤ ス ト は 即 座 に 「 ご め ん ね 」（ 口 ご も り な が ら ） ③ と 謝 っ た （ 後 ろ

向 き に テ ー ブ ル か ら 下 り な が ら （ 写 真 ② ））。  

ヤ ス ト は テ ー ブ ル に 片 足 を 残 し ， 低 い 姿 勢 の ま ま 静 止 し て い る 。  
セ イ イ チ は ヤ ス ト を 睨 み つ け る の を 中 断 し た (写 真 ② ’ ～ ③ ’ )。  

セ イ イ チ は 声 の ト ー ン を 少 し 落 と し ，「 許 さ な い 」（ ヤ ス ト か ら 眼 を

そ ら し な が ら ） と 言 っ た 。  

窓 の 外 で 雷 が な る 。  

セ イ イ チ：「 鳴 っ た ！ 」（ 耳 を ふ さ い で 大 げ さ に 怖 が っ て 見 せ（ 写 真

④ ） る ）。  

ヤ ス ト は 「 セ イ イ チ が 許 さ な い な ん て 言 う か ら だ よ 」 と 言 う 。  

セ イ イ チ は ，手 を 大 き く 振 り 回 し て「 逃 げ ろ ！ 」と 叫 び な が ら 一 度

別 の 部 屋 へ と 移 動 し た（ 写 真 ⑤ ）。そ れ ま で も 雷 は 鳴 っ て い る が ，3 人

は 怖 が る 様 子 は 見 せ て い な い 。  

ヤ ス ト は 足 を テ ー ブ ル か ら 下 ろ し ， リ ョ ウ タ と 顔 を 見 合 わ せ た 。  

セ イ イ チ は そ の 約 1 分 後 ， 部 屋 に 戻 っ て き て ヤ ス ト に 話 し か け た 。 

「 ○ ○ ち ゃ ん （ 保 育 士 ）， 雷 怖 く な い ん だ っ て 。」  

セ イ イ チ は 雷 の 話 題 を 続 け な が ら ヤ ス ト と リ ョ ウ タ の 輪 の 中 に 加

わ り ， ヤ ス ト も 雷 の 話 題 に 加 わ っ た 。  

 Y 児  の 姿 勢 と S 児 の 視 線 の 変 化  
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っ て い る 様 子 は 見 せ て い な い 。 そ の と き ， 窓 に 上 っ て 外 を 覗 い た 子 ど も

を ， も う 一 人 が い た ず ら で 押 し て し ま い ， 窓 か ら 落 ち そ う に な っ た こ と

を き っ か け に い ざ こ ざ が 生 じ た 。 い た ず ら を し た 子 ど も は ， 相 手 が 窓 か

ら 落 ち そ う に な っ た 瞬 間 に ， す ぐ に 謝 罪 を す る と と も に 腰 が 引 け た 姿 勢

見 せ て い る 。 自 分 が し た い た ず ら の 影 響 の 大 き さ に ， 自 分 で も 驚 い た よ

う だ 。 セ イ イ チ は ， 振 り 返 り に ら み つ け な が ら 厳 し く 抗 議 す る も の の ，

ヤ ス ト の 顔 や 姿 勢 を 見 る と ， す ぐ に 凝 視 を 中 止 し て い る 。 ヤ ス ト の 姿 勢

と 謝 罪 が ， 相 手 の 怒 り を 解 き ， 怒 り の 表 出 と し て の 凝 視 を 中 断 さ せ る こ

と に つ な が っ て い る と 解 釈 で き る 。 ま た ， そ れ に 続 い て ， そ れ ま で 恐 が

っ て い な か っ た 雷 を ， 大 げ さ に 恐 が る と い う 「 お ど け 」 行 動 が 起 き て い

る 。 自 分 の 劣 位 を ア ピ ー ル し た こ と が 相 手 の 行 動 を 抑 制 し ， い ざ こ ざ の

発 展 を 食 い 止 め る こ と に つ な が っ て い る 。  

こ の よ う な 事 例 は ３ 歳 児 で は「 劣 位 性 表 出 」を 含 む 事 例 の う ち ２ 例 が ，

４ 歳 児 で は １ ５ 例 中 ９ 例 が ， ５ 歳 児 で は １ ８ 例 中 １ ７ 例 が ， 劣 位 性 表 出

に 続 い て 「 お ど け 」 や 「 謝 罪 」 と い っ た 反 応 に つ な が っ て い た 。 当 事 者

間 で そ れ ら の 反 応 に つ な が ら な か っ た 例 で も ， 他 児 の 介 入 が 見 ら れ る な

ど ， 相 手 や 周 囲 を 操 作 す る こ と に つ な が っ て お り ， い ざ こ ざ の 解 決 に 機

能 し て い た と い え よ う 。  

懇 願 ： 攻 撃 を や め る よ う に 依 頼 す る こ と を い う 。 こ と ば で の は た ら き

か け で ， 抗 議 や 抵 抗 の よ う に ， 攻 撃 の 中 止 を 要 請 し た り ， 自 分 が 不 快 で

あ る こ と を 伝 え る こ と で も あ る が ， 上 記 の よ う に ， 自 分 の 劣 位 性 も 同 時

に ア ピ ー ル し つ つ ， 相 手 の 行 動 を 抑 制 す る も の で も あ る 。  

2 -3 -2 調 整 ・ 仲 直 り 行 動 の い ざ こ ざ 終 結 に お け る 機 能  

本 研 究 で は ， 子 ど も が い ざ こ ざ と い う 社 会 的 葛 藤 を 終 結 さ せ る た め に

ど の よ う な 行 動 を し て い る の か を 検 討 す る た め ， 子 ど も が 用 い る 方 略 を
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抽 出 し た 。 mivurix に よ っ て 映 像 片 を 繰 り 返 し 比 較 し ， さ ら に 上 位 の カ

テ ゴ リ ー が 導 出 さ れ た 。 こ れ ら の カ テ ゴ リ を ， い ざ こ ざ の 中 で 果 た す 機

能 別 に 以 下 に 考 察 し て い く 。 ま た ， そ の 機 能 に 注 目 し て 導 き 出 し た ， い

ざ こ ざ 終 結 の 構 造 を Figure2-1， 2-2 に 示 す 。  

① 和 解 の 意 思 を 提 示 す る ： 譲 歩 ， ル ー ル の 導 入 ， 謝 罪 ， 説 明 ， 代 償 ，

接 近 ・ 合 流 ， 接 近 ・ 合 流 の 誘 導  

こ れ ら の 方 略 は ， 相 手 へ の 和 解 の 意 思 を 提 示 す る と い う 意 味 も 持 つ と

考 え ら れ る 。「 謝 罪 」で あ れ ば ，言 語 的 に 和 解 の 意 思 を 相 手 に 示 す こ と に

な る 。ま た ，「 代 償 」や「 接 近・合 流 」で あ れ ば ，非 言 語 的 に そ の 意 思 を

提 示 し て い る と 考 え ら れ る 。 こ れ ら の 方 略 は ， 相 手 の 怒 り を 解 い た り ，

相 手 か ら の 調 整 ・ 仲 直 り 行 動 を 引 き 出 し た り す る 機 能 が あ る と い え る だ

ろ う 。し た が っ て ，先 行 研 究（ た と え ば  斉 藤 ら ，1986；Verbeek ＆  De Waal，

2001） に お い て 示 さ れ て い る よ う に ， こ れ ら の 方 略 は 子 ど も の 調 整 ・ 仲

直 り に お い て 効 果 的 に 機 能 す る ，重 要 な 行 動 で あ る と 考 え ら れ る 。な お ，

81 例 の エ ピ ソ ー ド に こ の パ タ ー ン が 見 ら れ た 。  

② 調 整 ・ 仲 直 り 行 動 を 引 き 出 す ： 抗 議 ， 抵 抗  

「 抗 議 」「 抵 抗 」 は ， 相 手 か ら の 不 快 な 働 き か け に 対 す る 反 応 の 一 部

で も あ る た め ， 一 見 し た と こ ろ 単 な る い ざ こ ざ の 相 互 交 渉 の よ う に み え

る 。 し か し ， は っ き り と し た 抗 議 を 攻 撃 者 に 発 す る こ と で ， 相 手 の 攻 撃

が 中 断 さ れ た り 弱 ま っ た り す る 場 合 も あ る 。 実 際 ， エ ピ ソ ー ド 2-7 に お

い て は ，セ イ イ チ の 抗 議 (下 線 部 ② )に よ っ て ，ヤ ス ト は「 ご め ん ね 」 (下

線 部 ③ )と ， 謝 罪 を 提 示 し て い る 。 な お ， 91 例 の エ ピ ソ ー ド に こ の パ タ

ー ン が 見 ら れ た 。  

い ざ こ ざ の 相 互 交 渉 を 開 始 し ， 展 開 し 解 決 し て い く に は ， 自 己 の 行 動

を 統 制 し ， 自 己 を 主 張 し な が ら も 他 者 の 考 え や 気 持 ち を 受 け 入 れ ， 社 会
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的 な ル ー ル を 利 用 し た り 互 い に 譲 歩 ・ 妥 協 し た り し な が ら 相 互 の 意 見 を

調 整 し て い か な け れ ば な ら な い (松 永 ， 1993)。 自 己 主 張 や コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 能 力 は そ れ に 必 要 な 社 会 的 能 力 で あ る 。 こ の よ う に ， 自 己 主 張 で

も あ る 「 抗 議 」「 抵 抗 」 方 略 は ， 相 手 に そ の 不 当 な 行 動 に つ い て 知 ら せ ，

相 手 か ら の 仲 直 り 行 動 を 引 き 出 す こ と で ， い ざ こ ざ を 終 結 さ せ 仲 直 り へ

の 移 行 を 促 し て い る と い え よ う 。  

③ 緊 張 状 態 を 緩 和 し ， 遊 び へ と 移 行 さ せ る ： お ど け ， 注 意 の 転 換 ， 距 離

取 り   

笑 い を 含 む と い う 意 味 で ， 類 似 の 概 念 の ユ ー モ ア に つ い て 研 究 し た

Mcghee（ 1979/1999）は ，子 ど も が ふ ざ け る の は 仲 間 と の 親 和 的 欲 求 の 充

足 の た め で あ る と し て い る 。 ま た 文 脈 か ら 外 れ た 事 象 を 含 む 不 調 和 な 関

係 の 知 覚 が ， す べ て の ユ ー モ ア 経 験 の 基 礎 と な る と 主 張 し て い る 。  

エ ピ ソ ー ド 2-4 で ケ イ タ が チ ヒ ロ に 向 け て シ ャ ベ ル を 振 り 下 ろ そ う と

し て い る と い う 攻 撃 的 な 文 脈 の な か で ， 突 然 自 分 の 頭 を 叩 く と い う ， 突

飛 な 行 動 に よ っ て 二 人 の 間 の 緊 張 状 態 を 解 消 が さ れ て い る 。 ま た チ ヒ ロ

も 引 き 続 い て 同 じ よ う に 真 似 て 自 分 の 頭 を 叩 き ，遊 び が 再 開 さ れ て い る 。

「 お ど け 」 行 動 は ， 緊 張 緩 和 と と も に ， い ざ こ ざ の 文 脈 か ら 一 気 に 笑 い

や 遊 び の 文 脈 へ と 転 換 す る こ と に 役 立 ち ， そ の 後 の 親 和 的 な 状 態 や 当 事

者 同 士 の 遊 び へ と つ な が っ て い る 。 こ の よ う に ， こ れ ら の 「 お ど け 」 行

動 は 緊 張 状 態 を 解 消 し た り ， 遊 び の 文 脈 へ と 移 行 さ せ た り す る 機 能 を 果

た す 行 動 と い え よ う 。  

さ ら に ，「 距 離 取 り 」 は ， 一 見 交 渉 の 放 棄 の よ う で も あ る 。 し か し エ

ピ ソ ー ド 2-3 下 線 部 ① の よ う に ， 他 の 遊 び を し な が ら も 相 手 を 注 視 し 続

け て お り ， 関 心 が な く な っ た と は い え な い こ と が わ か る 。 そ の ま ま 同 じ

場 所 に い て は 緊 張 状 態 が 続 い て し ま っ た か も し れ な い が ， 距 離 を と っ た
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こ と で 緊 張 状 態 が 緩 和 さ れ ， 再 接 近 し て 遊 び に 合 流 し 再 開 す る こ と に 成

功 し て い る 。 距 離 を 取 る と い う ， 自 分 自 身 は 相 手 と は 異 な る 方 向 に 向 か

っ て い く こ と が ， 実 は 相 手 に 対 し ， ま た 相 手 と の 関 係 に 対 し て は た ら き

か け て い る こ と に な る 。な お ，32 例 の エ ピ ソ ー ド に こ の パ タ ー ン が 見 ら

れ た 。  

④ 他 者 を 操 作 す る ： 介 入 要 請 ， 劣 位 性 表 出 ， 懇 願  

「 泣 き 」に は 第 三 者 の 援 助 を 引 き 出 し た り（ Landreth，1941；Negayama，

1999），取 り 合 い に な っ た お も ち ゃ な ど を 保 持 す る た め に 機 能 す る こ と が

あ る（ 高 坂 ，1996）。子 ど も 達 も こ の 機 能 を 導 入 し て 解 決 を 図 っ て い る の

だ ろ う 。 ま た ， 山 本 （ 2000） に よ る と 「 泣 く 」 と い う 手 段 が ， 1 歳 代 で

は 相 手 へ の 直 接 的 な は た ら き か け と し て は ， 攻 撃 を か え っ て エ ス カ レ ー

ト さ せ る な ど で ， 効 果 的 で は な い が ， 先 生 を 事 態 に 巻 き 込 む こ と で ， 当

事 者 と 裁 定 者 を 含 む 三 極 構 造 へ の 構 造 変 化 を 起 こ さ せ る は た ら き が あ る

こ と を 指 摘 し て い る 。そ の 場 で は ，圧 倒 的 に 自 分 が 下 位 で あ っ た 場 合 に ，

順 位 が 上 の も の を 構 造 に 組 み 込 む こ と で ， 自 分 の 相 対 的 な 順 位 を 変 化 さ

せ る こ と に も な り う る の で あ る 。 こ の 方 略 を 用 い る こ と で ， い ざ こ ざ の

構 造 を 操 作 し て い る と も い え よ う 。  

ま た ， 東 ・ 野 辺 地 (1992)は ， 母 親 な ど の 第 三 者 に 解 決 を 求 め る こ と で

の い ざ こ ざ の 解 決 行 動 と ， 協 調 性 の 高 さ と の 相 関 を 指 摘 し て い る 。 当 事

者 だ け で は 解 決 不 可 能 な 場 合 に は ， 他 者 を 巻 き 込 ん で 解 決 を 求 め る こ と

も 社 会 的 な ス キ ル で あ り ， い ざ こ ざ 解 決 の た め の 行 動 で あ る と 推 察 で き

る 。   

さ ら に ， 行 動 学 的 な 観 点 か ら み る と ， 類 人 猿 の 集 団 の 平 和 維 持 に は 集

団 内 の 序 列 が 重 要 な シ ス テ ム と し て 機 能 し て い る 。「 劣 位 性 表 出 」と い っ

た ， 表 情 や 姿 勢 で 弱 み を 見 せ る 行 動 は ， そ の 優 劣 序 列 の 機 構 に 沿 っ た も
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の と 考 え ら れ る 。  

de Waal（ 1989/1993） は ， 社 会 性 の 高 い 類 人 猿 に お い て 表 情 や 姿 勢 に

よ る 劣 位 の 表 出 に よ る ， い わ ゆ る 優 劣 順 位 を 用 い た 仲 直 り の 例 を 数 多 く

報 告 し て い る 。 そ の 中 で 類 人 猿 の 知 見 を 人 間 の 子 ど も に 援 用 す る 可 能 性

に つ い て も 論 じ て い る 。 ま た ， 山 本 （ 1991； 2000） に よ る と ， 子 ど も た

ち は ，2 歳 代 に な る と ，「 泣 き 」に よ っ て 相 手 が ひ る む 場 合 が 出 始 め ，こ

れ 以 降 ， 相 手 を 泣 か せ て は な ら な い と い う 暗 黙 の 了 解 が 子 ど も た ち の 間

に 共 有 さ れ て い き ， 自 分 の 立 場 が 危 う く な っ た と き に 「 泣 く 」 こ と で 勝

つ 子 が 出 始 め る と い う 。 子 ど も た ち は そ ば で 見 守 る 大 人 た ち の 視 線 を 強

く 意 識 し ， 大 人 の 意 向 に 従 う 能 力 を 育 て て い る た め ， 子 ど も が 大 人 の 視

線 を 利 用 し 始 め る の で あ る 。 自 分 の 劣 位 性 を ア ピ ー ル し つ つ ， そ の 実 相

手 の 行 動 を 抑 制 し ，自 分 の 順 位 を あ げ る 方 略 で も あ る 。大 人 か ら 見 る と ，

小 ざ か し い ， か わ い げ の な い 方 略 の よ う で も あ る し ， 大 人 は 子 ど も た ち

の 集 団 に 順 位 な ど 想 定 し た が ら な い か も し れ な い が ， 皮 肉 に も 大 人 の 意

向 を 取 り 込 ん だ 結 果 獲 得 さ れ た 方 略 で も あ る と い え よ う 。  

ま た 類 人 猿 の 群 れ の 特 性 か ら 見 る と ， 社 会 性 の 高 い 種 ほ ど 優 劣 順 位 が

明 確 で あ り ， う ま く 集 団 の 秩 序 維 持 が な さ れ て い る と い う （ de Waal，

1989/1993）。 子 ど も た ち が こ れ ら を 用 い て 関 係 調 整 を 行 な っ て い る と い

う こ と は ， 社 会 的 な 集 団 を 維 持 す る と い う こ と へ の 志 向 性 の 表 れ で あ る

と も い え よ う 。  

ま た ， こ れ ら の 行 動 は ， こ れ 以 上 攻 撃 を し て は い け な い と い う 圧 力 に

も な る が ， 自 分 の 劣 位 を 示 し 相 手 の 優 位 を 認 め る こ と で ， 相 手 の 怒 り を

緩 和 す る こ と に つ な が り う る 。な お ，こ の パ タ ー ン は 70 例 の エ ピ ソ ー ド

に 見 ら れ た 。  

 



  

45 

 2-4-2 本 研 究 の 意 義  

本 研 究 で は ， 幼 児 期 の 子 ど も が い ざ こ ざ の 終 結 に む け て ど の よ う な 調

整・仲 直 り 行 動 を 行 っ て い る の か が 映 像 分 析 支 援 ソ フ ト mivur ix を 用 い

て の カ テ ゴ リ 分 類 に よ っ て 検 討 さ れ た 。 本 研 究 の 意 義 を あ げ る と ， 以 下

の よ う に な る 。  

ま ず ， 一 度 離 れ て 距 離 を 調 整 す る 行 動 や ， ユ ー モ ア を 含 ん だ 行 動 に よ

っ て ， 緊 張 状 態 を 解 消 し た り ， 自 分 の 劣 位 性 を 示 し て 他 者 を 操 作 し た り

す る な ど ， こ れ ま で い ざ こ ざ の 解 決 の 行 動 と し て は 扱 わ れ て こ な か っ た

方 略 に 焦 点 が 当 て ら れ た 。  

ま た ，い ざ こ ざ の 解 決 は た だ 1 つ の 行 動 の み で な さ れ る わ け で は な い 。

あ る 行 動 が ， 当 事 者 や 第 三 者 の あ る 行 動 を 引 き 出 し ， い ざ こ ざ の 終 結 へ

と 向 か っ て い る 。 当 事 者 同 士 だ け で な く ， 大 人 や 周 囲 の 子 ど も た ち と も

 

調整・仲直り 

 

他児・ 
 

大人 

 
当事者 A 

・和解の意思提示

・調整・仲直り行

動を引き出す 
・他者を操作する

他者操作：直接的には当

事者へのはたらきかけ

ではないが，間接的に相

手を操作する 

他児・ 
 

大人 

他者操作：周囲

の人間を操作

し，介入させる 

緊張を緩和する：自分自

身の距離を調整しなが

ら，離れる方向にいきつ

つも実は相手や，当事者

間の関係にはたらきか

けたり，緊張関係を緩和 
 
当事者 B 

Figure 2-1 子どもの調整・仲直り行動の多方向モデル 
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作 用 し 合 い ， あ る い は 当 事 者 で も 大 人 で も 他 児 で も な く ， ま っ た く 違 う

方 向 に 行 動 を 向 け る こ と が ， 当 事 者 間 の 関 係 に 作 用 す る よ う な ， 多 方 向

に 方 向 性 を 持 っ た や り 取 り が な さ れ て い る と い え る 。 こ れ ら の 調 整 ・ 仲

直 り の 持 つ 特 徴 を 構 造 化 す る と Figure2 -1 に 示 し た よ う に な る 。 当 事 者

間 で は 直 接 的 間 接 的 に ， さ ら な る 調 整 ・ 仲 直 り 行 動 が 引 き 出 さ れ ， ま た

周 囲 の 大 人 や 子 ど も た ち を 操 作 し 巻 き 込 ん で い ざ こ ざ の 構 造 が 相 互 に 作

用 し あ っ て ， い ざ こ ざ の 終 結 へ と 機 能 し て い る の で あ る 。 子 ど も 自 身 が

相 互 に 交 渉 す る 能 力 を 理 解 し て い ざ こ ざ の 展 開 や 解 決 を 見 守 り つ つ 関 ら

な く て は な ら な い だ ろ う 。 ま た ， Figure2 -2 に 示 し た よ う に ， 子 ど も た

ち が と る 行 動 は ， い ざ こ ざ の 収 束 に 留 ま ら ず ， 一 息 に 遊 び の 開 始 に ま で

つ な が っ て い く も の も あ る 。 ま た ， 順 位 枠 組 を 導 入 し て 攻 撃 を 抑 制 し た

り 他 者 を 操 作 す る や り 方 は ， 攻 撃 の 抑 制 や ， 構 造 変 化 を 起 こ さ せ る こ と

に 機 能 し て お り ， 子 ど も た ち な り に 規 範 と し て 取 り 込 み ， 解 決 に 向 か っ

て い る の で あ る 。 親 和 的 向 社 会 的 行 動 に は み え な い も の も ， 向 か っ て い

る 方 向 や 着 地 点 は さ ま ざ ま だ が ， 葛 藤 状 態 の 解 決 に 向 け て 子 ど も た ち の

な か で 使 用 さ れ て い る 方 略 と い え よ う 。  
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し か し 本 研 究 の 問 題 点 を あ げ る と ， い ざ こ ざ を お こ し や す い 子 ど も の

事 例 が 多 く 収 集 さ れ る な ど 事 例 が 不 均 質 で あ る こ と は 否 め な い 。 近 年 で

は PCMC 法 （ 注 1 ） の ヒ ト 幼 児 へ の 適 用 （ Butovskaya ，  Verbeek, 

Ljungberg,& Lunardini,2000；Verbeek & de Waal， 2001） が 行 な わ れ た

り ， フ ィ ー ル ド ノ ー ト や 映 像 デ ー タ と い っ た 質 的 デ ー タ の 検 討 方 法 の 整

備 が 進 め ら れ て い る （ た と え ば Flick， 1995/2002； 無 藤 ・ や ま だ ・ 南 ・

麻 生 ・ サ ト ウ ， 2004） 。 今 後 さ ら に 検 討 を 重 ね ， 本 モ デ ル の 精 緻 化 を は

か る こ と が 求 め ら れ る 。  

 

 

 Figure 2-2 子どもの調整・仲直り行動の方向と着地点のバラエティ 
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第 3章   

子どものいざこざの調整・仲直り行動の縦断的変化  

3 -1  目的  

 本 研 究 で は ， 保 育 園 に お け る 幼 児 ク ラ ス の 子 ど も た ち の ， い ざ こ ざ

解 決 方 略 の 使 用 の 変 化 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。 そ の た め ， 保

育 園 に お け る ，同 一 集 団 の 自 由 遊 び 場 面 を 3 年 間 に わ た り 縦 断 的 に 観 察

し た 結 果 ，得 ら れ た デ ー タ を も と に ，用 い ら れ る 方 略 の 変 化 を 検 討 す る 。

さ ら に ， あ る 女 児 を 中 心 と し た エ ピ ソ ー ド を 時 期 に 沿 っ て 追 っ て い く こ

と で ， 集 団 の 中 で の 社 会 的 ス キ ル の 変 化 を 検 討 す る 。  

3 -2 方法  

3 -2 -1 観 察 対 象  

 埼 玉 県 内 の 私 立 A 保 育 園 の 園 児 の う ち ，2001 年 に 3 歳 児 だ っ た ク ラ ス

に つ い て ，2001 年 6 月 ～ 2003 年 10 月 の 28 ヶ 月 間 ，原 則 と し て ，1 ヶ 月

に 1 度 の 頻 度 で 約 90 分 間 ず つ ，3 年 間 に わ た っ て 縦 断 的 に 観 察 を 行 っ た

（ 3 歳 児 期：12 名 ，4 歳 児 期：15 名 ，5 歳 児 期：18 名 ）。各 年 齢 に つ い て ，

各 年 度 の 観 察 開 始 時 の 平 均 月 齢 は 3 歳 児 ： 41.4 ヶ 月 (レ ン ジ ： 36～ 45 ヶ

月 )， 4 歳 児： 53.5 ヶ 月 (レ ン ジ： 48～ 57 ヶ 月 )，5 歳 児： 66.1 ヶ 月 (レ ン

ジ：60～ 71 ヶ 月 )で あ っ た 。全 観 察 時 間 は 約 30 時 間（ 3 歳（ 2001 年 度 ）：

660 分 ，4 歳（ 2002 年 度 ）：720 分 ，5 歳（ 2003 年 度 ）：420 分 ）で あ っ た 。

観 察 手 続 き ， コ ー デ ィ ン グ に つ い て は 第 2 章 に 準 ず る 。  

3 -2 -2 観 察 者 間 信 頼 性  

各 行 動 の コ ー ド 化 と 分 類 に つ い て ， 収 集 さ れ た エ ピ ソ ー ド か ら ， 全 体

の 約 25％ に あ た る 10 例 の エ ピ ソ ー ド を ラ ン ダ ム に 選 択 し ， エ ピ ソ ー ド

エ ピ ソ ー ド 全 体 の 映 像 を 視 聴 し ， 筆 者 を 含 む 2 名 の 間 で 方 略 カ テ ゴ リ の

分 類 に つ い て コ ー エ ン の κ 係 数 に よ り 一 致 率 を 求 め た 。 そ の 結 果 一 致 率



  

49 

は κ =.98 で あ っ た 。  

3-2-3 エ ピ ソ ー ド 記 述 の 分 析  

第 1 章 で 示 し た 立 場 に 従 い ， い ざ こ ざ の エ ピ ソ ー ド 映 像 と フ ィ ー ル ド

ノ ー ト に ， 積 極 的 に 解 釈 を 加 え な が ら 現 象 を 記 述 し た 。  

 

3 -3 結果および考察  

3 -3 -1 い ざ こ ざ 解 決 方 略 の 使 用 の 変 化  

37 エ ピ ソ ー ド （ 3 歳 児 ： 11， 4 歳 児 ： 14， 5 歳 児 ： 12） が 観 察 さ れ ，

各 エ ピ ソ ー ド に つ い て い ざ こ ざ 解 決 行 動 を 抽 出 し た 。 抽 出 さ れ た い ざ こ

ざ 解 決 行 動 を 広 瀬（ 2006）の カ テ ゴ リ に 基 づ い て 分 類 し た 結 果 ，方 略 ご

と の 発 現 度 数 は Table 3 -１ の と お り で あ っ た 。 な お ， 同 一 エ ピ ソ ー ド 内

に 複 数 種 の 行 動 が 見 ら れ た 場 合 を そ れ ぞ れ 1 回 と 数 え た 。そ の た め ，方

略 の 発 現 数 と エ ピ ソ ー ド 数 は 必 ず し も 一 致 し な い 。 ま た 同 一 児 が 同 じ 文

脈 の 中 で 同 じ 方 略 を 繰 り 返 し 用 い た 場 合 に は 初 回 の み を 計 数 し た 。  

発 現 す る 割 合 に い く つ か 特 徴 的 な 違 い が 見 ら れ た 。 第 1 に ，「 接 近 ・

合 流 」 と 「 接 近 ・ 合 流 の 誘 導 」 に つ い て 検 討 し た と こ ろ ，「 接 近 ・ 合 流 」

は 4 歳 児 で 低 く ，「 接 近 ・ 合 流 の 誘 導 」 は 3 歳 児 と 5 歳 児 で 低 い こ と が

示 さ れ た 。 3 歳 で は ま だ 明 確 な 仲 直 り へ の 志 向 性 を 持 っ て 働 き か け る こ

と が 難 し く ， 4 歳 に な る と 明 確 に 仲 直 り の 意 図 を 伝 え な が ら 働 き か け る

こ と が で き る よ う に な る た め ，た だ 接 近 す る よ り も ，「 お い で 」，「 一 緒 に

や ろ う 」な ど の 声 か け が で き る よ う に な る と い え よ う 。さ ら に 5 歳 児 に

な る と ， 接 近 し た り ， 作 業 を 手 伝 う だ け で も ， 相 手 の 意 図 や 仲 直 り へ の

志 向 性 を 読 み 取 る こ と が で き る よ う に な り ， 仲 直 り に つ な が る と 考 え ら

れ る 。  

第 2 に ，「 介 入 要 請 」は ， 4 歳 児 に お い て 特 に 多 く 観 察 さ れ た 。 4 歳 に
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な る と ， 大 人 の 力 を 借 り な が ら も 問 題 解 決 を 図 ろ う と い う 志 向 性 が で て

く る と い え よ う 。さ ら に ，「 介 入 要 請 」に は 大 人 や 他 者 の 援 助 に よ る 問 題

の 解 決 と ， 大 人 や 他 者 の 力 を 借 り た 行 動 抑 制 の 二 つ の 意 味 が あ る と 思 わ

れ る 。 ５ 歳 児 で 観 察 さ れ た 「 介 入 要 請 」 は ， う そ 泣 き を し て 攻 撃 者 の こ

と を 訴 え る ふ り を す る な ど ，「 介 入 要 請 」す る ふ り に よ っ て 相 手 の 攻 撃 を

抑 制 し て い る も の で あ っ た 。 ４ 歳 児 以 前 の 「 介 入 要 請 」 事 例 の す べ て に

見 ら れ た よ う な ， 大 人 に 直 接 の 問 題 解 決 の 援 助 を 求 め る も の と は 異 な っ

て い た 。 問 題 解 決 の 仕 方 が ， 実 際 の 大 人 の 力 を 借 り て そ の 場 の 構 造 を 変

化 さ せ る の で は な く ， 大 人 の 権 威 を 借 り る こ と で ， 自 分 の 順 位 を あ げ る

Table 3-1 調整・仲直り方略の内容と生起数 （ ）内は％

方略 内容 3歳期 4歳期 ５歳期 生起数

譲歩
「いいよ」等のことばで相手の要求を受け入れた

り妥協して自分の要求をとり下げたりする
2 5 3 10 (8.1)

ルールの導入 じゃんけんや順番等のルールを導入する 0 0 0 0 (0.0)

謝罪 「ごめん」など，謝罪をする 1 2 2 5 (4.0)

説明 自分の行動の理由を説明する 1 3 2 6 (4.8)

代償
代わりの物やおもちゃを提供したり，撫でたりす

る
0 1 0 1 (0.8)

接近・合流
積極的に近づき、同じ遊びに参加したり、作業を

手伝ったりする
6 6 7 19 (15.3)

接近・合流の

誘導

自分の近くにくることや同じ遊びに参加するよう

誘いかける
0 5 0 5 (4.0)

抗議
「いやだ」「やめて」等の発話で不満や拒否を示

す
11 10 9 30 (24.2)

抵抗 押す、たたく等身体的に抗議する 2 5 1 8 (6.5)

おどけ
おどけた仕草や発話で遊びへと移行させようと

する
0 6 2 8 (6.5)

注意の転換
積極的に話しかけたり他のものへ注意を促し，い

ざこざから注意をそらす
0 3 0 3 (2.4)

距離取り 場所を移動していざこざの緊張状態を回避する 2 1 3 6 (4.8)

介入要請 大人を呼ぶ等で介入を求める、求めようとする 2 7 2 11 (8.9)

懇願 攻撃をやめてもらうように懇願する 1 1 1 3 (2.4)

劣位性表出
眼をつぶったり泣きべそ顔等を見せる。身体を引

いたり姿勢を低くして劣位性を示す
1 4 4 9 (7.3)

計 124
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と い う も の に 変 化 す る と い え よ う 。  

第 3 に ，「 お ど け 」や「 注 意 の 転 換 」は ，4 歳 児 に お い て 多 く 見 ら れ た 。

「 お ど け 」 に は ， 緊 張 を 解 消 し ， 遊 び を 再 開 さ せ る 効 果 が あ る と 考 え ら

れ る が ， 協 同 遊 び を 成 立 さ せ る た め に は ， 相 手 の 意 図 を 読 み 取 る 能 力 が

関 連 し て い る 。「 ふ り 」 や 「 意 図 」 の 理 解 に つ い て 扱 っ た 「 心 の 理 論

（ Premack ,1978）」 研 究 で は ， 心 の 理 解 が 成 立 す る の は ， 4 歳 以 降 で あ

る（ Wimmer，＆  Perner，1983）。と い わ れ る 。4 歳 児 で「 お ど け 」や「 注

意 の 転 換 」 が 増 え 始 め る の は ， こ の よ う な ， 相 手 の 意 図 に 関 す る 知 的 な

発 達 が 影 響 し て い る と 考 え ら れ る 。し か し ，4 歳 児 で「 お ど け 」「 注 意 の

転 換 」は 増 加 す る も の の ,５ 歳 児 で 再 び 減 少 し て い る 。こ の 点 に 関 連 し て ，

木 下 (1998)は ，子 ど も の「 ふ り 」遊 び に つ い て ，「 ふ り 」へ の 反 応 が ，即

興 性 を 示 す 情 動 的 同 調 の モ ー ド か ら ， そ れ に 付 随 す る 意 図 の 理 解 を 図 る

作 業 に よ っ て ， 反 応 が 鈍 く な る 認 知 的 な 読 み 取 り の モ ー ド へ の 変 化 を 示

す こ と を 指 摘 し て い る 。 い ざ こ ざ の 解 決 に つ い て も ， こ の よ う な 発 達 に

伴 う モ ー ド の 変 化 が あ る と 考 え ら れ る 。 す な わ ち ， い ざ こ ざ の 解 決 の 中

に 導 入 さ れ た 「 お ど け 」 や 「 注 意 の 転 換 」 に つ い て は ， 4 歳 児 か ら 5 歳

児 に か け て の 間 に ， モ ー ド の 変 換 の 時 期 が あ る と 考 え ら れ る 。 つ ま り ，

4 歳 児 で は 「 お ど け 」 の 持 つ プ レ イ フ ル な 表 情 や 仕 草 そ の も の に 反 応 性

が 高 く ， そ れ を 用 い た 遊 び の 要 素 を 調 整 ・ 仲 直 り に 導 入 で き る よ う に な

る が ， 5 歳 児 に な る と さ ら に 相 手 の 遊 び へ の 意 図 の 読 み 取 り 作 業 を 慎 重

に 行 う 段 階 へ の 移 行 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た と い え よ う 。  

以 上 の 結 果 か ら ， ３ 歳 児 か ら ５ 歳 児 に 至 る ま で の い ざ こ ざ 解 決 方 略 の

使 用 の 発 達 的 変 化 に つ い て ， 以 下 の よ う な こ と が 示 唆 さ れ よ う 。 す な わ

ち ， 3 歳 か ら 4 歳 に か け て ， 多 様 な 方 略 を 用 い な が ら い ざ こ ざ の 解 決 を

図 る こ と が で き る よ う に な り ，方 略 の 種 類 が 増 え る 。さ ら に 5 歳 児 に な



  

52 

る と ， 相 手 の 意 図 や 心 情 を 読 み 取 る こ と が で き る よ う に な っ た り ， 読 み

取 ろ う と す る 志 向 性 が 表 れ ， 言 語 化 さ れ な い 意 図 の や り 取 り が で き る よ

う に な っ た り ， 逆 に 慎 重 に そ れ を 行 う た め に 「 お ど け 」 な ど の 相 手 の 働

き か け に 即 座 に は の せ ら れ な い と い う ， 反 応 の 鈍 さ が 表 れ て く る と 考 え

ら れ る 。  

3 -3 -2 い ざ こ ざ 解 決 へ の 関 わ り 方 の 変 化 ： 事 例 の 分 析  

次 に ， 集 団 の 中 で の 社 会 的 ス キ ル の 変 化 を 検 討 す る 。 具 体 的 に は 一 人

の 女 児 カ ナ コ （ 以 下 幼 児 名 は 仮 名 ） が 参 与 す る エ ピ ソ ー ド を も と に ， 子

ど も た ち の い ざ こ ざ へ の 関 わ り 方 の 変 化 を 検 討 す る 。 こ の 女 児 を じ れ い

と し て 取 り 上 げ る の は 以 下 の 理 由 に よ る 。 す な わ ち ， 対 象 と し た カ ナ コ

は 入 園 時 期 が 早 か っ た た め ， 3 歳 児 で 3 例 ， 4 歳 児 で 6 例 ， 5 歳 児 で 2

例 と ， ３ 年 間 通 し て コ ン ス タ ン ト に 当 事 者 や 第 三 者 と し て 参 与 す る い ざ

こ ざ エ ピ ソ ー ド が 抽 出 で き た 。 そ の た め 比 較 が し や す く 変 化 を 示 し や す

い 事 例 を 提 示 で き る と 考 え ら れ た か ら で あ る 。  

（ １ ） 事 例 の 提 示 と 解 釈  

・  す ぐ に 注 意 が そ れ る  

３ 歳 ２ 月 の エ ピ ソ ー ド 3-1 を 以 下 に 示 す 。 リ オ の 泣 き に 保 育 士 が 反 応

し ， カ ナ コ を 連 れ て リ オ の そ ば に 行 っ た 。 カ ナ コ は 連 れ て い か れ た ま ま

で ， リ オ に 身 体 を 向 け ず ， 机 の 上 の 絵 を 見 て い た 。 保 育 士 が リ オ に し た

の と 同 じ よ う に カ ナ コ も リ オ の 涙 を 拭 い て や り (下 線 部 ② )， リ オ は 一 度

泣 き 止 ん だ 。 カ ナ コ は 再 び 机 の 絵 を 見 た り ， 他 の 子 ど も に 話 し か け た り

し て い た 。 ま た ， リ オ は 大 声 で 泣 き 喚 い て い る が ， 他 の 子 ど も た ち は 関

心 を 示 さ ず ， 近 く で 遊 ん で い た り 保 育 士 に 話 し か け た り し て い た （ 下 線

部 ① ③ ）。  
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カ ナ コ は 保 育 士 と 同 じ よ う に 涙 を 拭 い て や っ た り は し て い る が ， す ぐ

に 他 の も の に 関 心 が 移 っ て し ま っ て い る 。ま た リ オ に 対 し ，「 血 い で た ？ 」

と 自 分 が 加 害 者 で な い か の よ う に 尋 ね て お り ， 一 見 共 感 的 に 振 る 舞 っ て

い る よ う で あ り な が ら ， リ オ の 気 持 ち を 予 測 し な が ら 慰 め て い る と は 読

み 取 り に く い 。  

ま た ， 幼 児 期 の い ざ こ ざ で は ， 年 長 に な る に つ れ よ り 頻 繁 に 他 児 が 介

入 す る 傾 向 に あ る （ 広 瀬 ， 2004） が ， こ の 事 例 で は ， 当 事 者 の 当 該 い ざ

こ ざ に 対 す る 関 心 の 低 さ と と も に ， 周 囲 の 子 ど も た ち に も ， 自 分 に 派 生

す る そ の い ざ こ ざ の 影 響 を 予 測 す る よ う な 様 子 も ま だ 見 ら れ な い 。ま た ，

リ オ の 主 張 も 泣 き 行 動 が 主 で ， カ ナ コ が 顔 を 拭 い た と き に 一 度 泣 き 止 む

エ ピ ソ ー ド 3-1（ ３ 歳 ２ 月 ）  

女 児 カ ナ コ が コ ト ミ と ヨ シ キ と 一 緒 に テ ー ブ ル の 周 囲 を ，近 く の モ ノ を

軽 く 叩 き な が ら 走 り 回 っ て い た 。一 緒 に や り た か っ た た め か ，走 っ て い

る カ ナ コ を リ オ が 叩 い た 。リ オ を カ ナ コ が 叩 き 返 す と ，リ オ は 泣 き 始 め

た 。 保 育 士 が 気 づ き ，「 あ れ ？ リ オ ち ゃ ん ど う し た の ？ 」 と 声 を か け る

が ，リ オ は 答 え ず に 泣 き 続 け た 。す る と カ ナ コ は「 カ ナ コ が 叩 い た ，リ

オ が カ ナ コ の こ と 叩 い た か ら 」 と 言 っ た 。 保 育 士 は カ ナ コ の 手 を 引 き ，

リ オ の そ ば に 近 づ い た が ，カ ナ コ は す ぐ に 机 の 上 の 絵 に 関 心 が 向 き ，絵

を 描 い て い た 子 ど も と 話 し 始 め ，リ オ の 方 に は 顔 を 向 け な か っ た 。泣 き

続 け て い る リ オ の 顔 を 保 育 士 が 拭 い て や っ て い る と ，コ ト ミ が 保 育 士 の

名 前 を 何 度 も 呼 ん だ 。タ カ シ が 保 育 士 の 膝 に よ じ 登 っ た 。①  カ ナ コ は

リ オ の 方 へ 身 体 を 向 け ，「 血 で た ？ 」 と 聞 い た 。 カ ナ コ は 保 育 士 の 手 か

ら テ ィ ッ シ ュ を 取 る と ， リ オ の 顔 を 拭 い た 。 ②  リ オ は 一 度 泣 き 止 み ，

再 び 泣 き 始 め た 。保 育 士 が リ オ を 慰 め る 間 ，コ ト ミ と ヨ シ キ は リ オ の そ

ば で 遊 び 続 け て い た 。 ③  
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が ， す ぐ に 泣 き 出 し て お り ， カ ナ コ に 対 し て な に か を 求 め る と い う よ り

は 保 育 士 に よ る 慰 め を 求 め て い る と 考 え ら れ る 。  

・  大 人 の 目 を 気 に す る  

次 に 被 攻 撃 児 に 対 し て の カ ナ コ の 慰 め 行 動 が 見 ら れ る ，4 歳 児 10 月 の

エ ピ ソ ー ド 3-2 を 示 す 。 リ ツ コ が 観 察 者 の 方 を 見 な が ら 泣 い て い る こ と

か ら（ 下 線 部 ① ），介 入 を 求 め て の 泣 き 行 動 で あ る こ と が わ か る 。カ ナ コ

と リ オ は タ カ シ に 謝 罪 を 要 求 し た り ，攻 撃 を 受 け た リ ツ コ を 撫 で る な ど ，

慰 め 行 動 が 見 ら れ た 。 ま た ， タ カ シ が 訴 え た 際 に そ の 場 に い た 全 員 が ，

観 察 者 に 視 線 を 向 け (下 線 部 ② )て い る 。 カ ナ コ は タ カ シ が 大 人 に 訴 え に

い っ て い る 様 子 を 見 て お り ， 大 人 の 存 在 を 意 識 し ， そ こ で 展 開 さ れ て い

る い ざ こ ざ が ， 自 分 に 波 及 す る こ と の 予 測 を し ， そ の た め 慰 め や 調 停 を

し て い る と 推 察 さ れ る 。  

大 人 の 表 情 や 意 図 ， 評 価 を 参 照 す る 社 会 的 参 照 行 動 は ， 1 歳 代 か ら で

も 開 始 さ れ て い る（ Sorce，1985）し ，2 歳 か ら 3 歳 で も ，大 人 の 評 価 ，

大 人 の 論 理 を 自 分 た ち の 行 動 に 取 り 込 ん で い る（ 麻 生・伊 藤 ， 2000；山

本 ， 2000）。 し か し ， 前 項 の エ ピ ソ ー ド 3-1 の よ う に ， リ オ が た だ 泣 く

だ け で ， 明 確 に 自 分 の 行 動 を 非 難 し て い る わ け で は な く ， 他 の 子 ど も た

ち も 関 心 を 示 さ ず に 遊 び 続 け て い る よ う な 状 況 で あ る と ， 傍 か ら 見 れ ば

カ ナ コ は 当 事 者 で あ る に も 拘 ら ず ， こ の い ざ こ ざ が ， そ の 後 ど の よ う に

波 及 し ， 自 分 に ど の よ う な 評 価 が く だ さ れ る の か に つ い て 予 測 し ， そ れ

に 応 じ た 振 る 舞 い を す る こ と は 難 し い の か も し れ な い 。  

し か し こ こ で は ， 当 事 者 で は な い に も 拘 ら ず ， 一 見 ， タ カ シ よ り も ダ

メ ー ジ を 受 け て い る リ ツ コ の 味 方 に つ く と い う 客 観 的 視 点 を 持 ち （ 斉

藤 ・木 下・朝 生 ， 1986）な が ら 事 態 を 判 断 し て い る 。ま た ，観 察 者 の カ

メ ラ を 気 に し な が ら ， リ ツ コ に 加 勢 し て タ カ シ を 非 難 す る な ど ， 自 分 へ  
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の 影 響 を 予 測 し ， ま た さ ら に タ カ シ に 謝 罪 を 要 求 し ， 自 分 の た だ し さ

を 観 察 者 の 目 に ア ピ ー ル し て い る か の よ う で も あ る 。 し か し リ ツ コ の 顔

を 見 る な ど は 観 察 さ れ ず ， ダ メ ー ジ を 受 け て い る （ と 見 え る ） リ ツ コ に

対 す る 共 感 は ま だ 高 く は な い よ う に 見 え る 。 ま た ， 観 察 を し て い る と 先

に 不 当 な は た ら き か け を し た の は タ カ シ の 場 所 か ら 砂 を と っ て い っ た リ

ツ コ で あ る と も 見 る こ と が で き る し ， リ ツ コ は 普 段 か ら う そ 泣 き に 近 い

形 で 相 手 の 攻 撃 を 抑 制 し た り ， 他 の 子 ど も や 保 育 士 の 援 助 を 求 め た り す

エ ピ ソ ー ド 3-2（ ４ 歳 児 年 度 10 月 ）  

カ ナ コ が 園 庭 で 女 児 リ ツ コ ・ イ ズ ミ ・ リ オ ・ ア ヤ ネ と テ ー ブ ル を 囲 ん で

ま ま ご と を し て い た 。 男 児 タ カ シ が 砂 遊 び を し て い た と こ ろ か ら ， リ ツ

コ が 砂 を と っ て い っ た 。タ カ シ は リ ツ コ た ち に 近 づ き ，腰 に 手 を あ て「 ち

ょ お っ と ー ！ 」と 抗 議 し た 。リ ツ コ た ち は タ カ シ を 無 視 し ，「 今 度 か ら タ

カ シ と 遊 ば な い よ う に し よ う 」 と ま わ り に 言 っ た 。 再 度 タ カ シ が 近 づ こ

う と す る と ， リ オ が タ カ シ を 押 し た 。 タ カ シ が 再 び 近 づ く と ， リ ツ コ は

「 あ ， タ カ シ ！ 入 る な ！ 」 と タ カ シ を 押 し の け た 。 タ カ シ が リ ツ コ を 突

き 飛 ば し ， リ ツ コ は し り も ち を つ い て 泣 き 出 し た 。 リ ツ コ は 観 察 者 （ 一

番 近 く に い る 大 人 ） の 方 を 見 な が ら 泣 き 続 け た 。 ① タ カ シ が 観 察 者 に 近

づ き ，「 リ ツ コ が ね ，い た ず ら し た か ら い や だ っ た の 」と 訴 え る と ，カ ナ

コ を 含 め 全 員 が タ カ シ と 観 察 者 の 方 を 見 た 。 ② リ オ が タ カ シ を 追 い か け

て き て 「 ご め ん ね 言 え ！ 」 と 言 い な が ら 身 体 を 引 っ 張 っ て リ ツ コ の と こ

ろ に つ れ て い っ た 。カ ナ コ は 観 察 者 の 方 を 見 な が ら リ ツ コ の 頭 を 撫 で た 。

③ タ カ シ が も と い た 場 所 に 戻 る と ， カ ナ コ が 「 ご め ん ね い い な ！ 」 と 叫

ん だ 。 リ ツ コ は 立 ち 上 が り ， 再 び タ カ シ の と こ ろ か ら 砂 を と っ た 。 タ カ

シ が 「 だ め ー ！ 」 と 言 い な が ら シ ャ ベ ル を 振 り 上 げ る と ， 保 育 士 に 止 め

ら れ ， そ の 間 に リ ツ コ は 元 の 場 所 に 戻 っ た 。  
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る こ と が 多 か っ た が ， 外 形 的 に ダ メ ー ジ を 受 け て い る と 見 え る リ ツ コ の

方 に 味 方 す る に 留 ま っ て い る 。  

 

・  相 手 の 顔 を 覗 き こ み な が ら 和 解 を 提 示 す る  

次 の エ ピ ソ ー ド 3-3 の ４ 歳 1 月 の 例 で は ， ま ま ご と の 役 割 で も め ， 泣

き 出 し て し ま っ た 女 児 マ リ エ に 対 し ， 何 度 も カ ナ コ が 接 近 し 和 解 を 試 み

る 例 が 示 さ れ て い る 。 マ リ エ が 泣 き 出 す と ， カ ナ コ が 「 マ リ エ ち ゃ ん の

や り た い の で い い よ 」 (下 線 部 ① )と 言 い ， そ の 場 を 離 れ た 。 1 分 ほ ど で

再 度 接 近 し ，決 ま っ た か を 訊 ね る が マ リ エ が も じ も じ す る だ け で 答 え ず ，

振 り 返 り な が ら 部 屋 に 戻 る 。そ の 後 を マ リ エ が ゆ っ く り と つ い て い っ た 。

マ リ エ は カ ナ コ と フ ウ カ の そ ば で も じ も じ し な が ら 立 っ て い る 。 フ ウ カ

は 他 の 子 ど も と 遊 び 始 め ， カ ナ コ も 園 庭 に で て い き ， マ リ エ は 靴 を ゆ っ

く り と 履 き ，寄 り 道 を し な が ら 後 を 追 っ て い く 。カ ナ コ が 気 づ き ，「 マ リ

エ ， 来 い ！ 」 と マ リ エ に 駆 け 寄 っ た 。 カ ナ コ が 「 お ど け 」 な が ら 手 招 き

す る と マ リ エ も カ ナ コ に 向 か っ て 走 り 出 し た 。  

「 慰 め 」 行 動 な ど は エ ピ ソ ー ド 3-2 の 段 階 か ら 見 ら れ て い た が ， 単 に

外 形 的 な 行 動 と し て 和 解 行 動 を と る の で は な く ， こ こ で は い ざ こ ざ 相 手

の マ リ エ の 顔 を 覗 き 込 み（ 下 線 部 ② ），反 応 を 見 な が ら 和 解 の 意 思 を 提 示

し て い る 。 相 手 の 状 態 を 探 り ， 自 分 の は た ら き か け が 相 手 の 意 向 に 添 え

て い る か を 確 認 し て い る か の よ う で あ る 。 ま た ， こ と ば で も 「 マ リ エ ち

ゃ ん の や り た い の で い い よ 」，「 決 ま っ た ら 来 て ね 」（ 下 線 部 ① ） な ど と ，

和 解 を 提 案 し て い る 。  

エ ピ ソ ー ド 3-3（ 4 歳 1 月 ）  

縁 側 で カ ナ コ と フ ウ カ ，マ リ エ が ま ま ご と の 役 割 で も め て い た 。マ リ エ
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は 自 分 の や り た い 役 が で き ず に 泣 き べ そ を か い た 。カ ナ コ は マ リ エ の 顔

を 覗 き 込 み な が ら ，「 何 で も い い よ ， マ リ ち ゃ ん の や り た い の で 。 決 ま

っ た ら カ ナ コ（ 自 分 ）た ち は 部 屋 に い る か ら ，い つ で も 来 て ね ① 」と 言

い ，部 屋 に 入 っ た 。フ ウ カ も マ リ エ の 方 を 振 り 返 り な が ら 部 屋 に 入 っ た 。

マ リ エ は 指 を し ゃ ぶ り ， も じ も じ し な が ら 二 人 を 見 送 っ た 。 1 分 ほ ど で

カ ナ コ は マ リ エ の と こ ろ に 戻 り ，顔 を 覗 き 込 み な が ら「 決 ま っ た ー ？ 決

ま っ た ー ？ 」 と 訊 ね た 。 ② マ リ エ が も じ も じ し た ま ま 答 え ず に い る と ，

「 決 ま っ て な い み た い ね 」と 再 び 部 屋 に 戻 っ た 。マ リ エ は も じ も じ し な

が ら 二 人 の 後 を ゆ っ く り と つ い て い き ，何 も 言 わ ず に 二 人 か ら 2 メ ー ト

ル ほ ど の と こ ろ に 立 っ て い た 。  

 カ ナ コ は 園 庭 で の 遊 び に 加 わ ろ う と ，靴 を 履 き 始 め た が ，マ リ エ は 再

び 黙 っ て カ ナ コ の そ ば に 近 づ い た 。マ リ エ を 見 な が ら カ ナ コ は 靴 を 履 い

て い た が ，そ の ま ま 別 の 集 団 に 入 っ て い っ た 。マ リ エ も 靴 を 履 き ，寄 り

道 を し な が ら 少 し ず つ カ ナ コ た ち に 近 づ い て い っ た 。カ ナ コ は マ リ エ に

気 づ く と ，「 マ リ ， 来 い ！ カ モ ン ， ベ イ ベ ー ！ 」 と ふ ざ け な が ら マ リ エ

に 近 づ き ③ ， マ リ エ の 手 を 引 い て 集 団 の 方 へ 連 れ て い っ た 。  

さ ら に ， 遊 び が 始 ま っ た 際 に は フ ウ カ が 他 の 集 団 に 入 っ て お り ， 三 者

関 係 が 解 体 さ れ ， 仲 間 に 入 れ や す く な っ た た め か ， 近 づ い て き た マ リ エ

を 積 極 的 に 遊 び の 中 に 誘 い 入 れ る が ， そ の 際 に 「 カ モ ン ， ベ イ ベ ー 」 な

ど と ， お ど け な が ら (下 線 部 ③ )誘 い 入 れ て い る 。 ま た マ リ エ の 方 は ， 指

を し ゃ ぶ っ た り 手 を 後 ろ に 組 ん だ り と ， も じ も じ し な が ら 何 度 も カ ナ コ

へ の 接 近 を 試 み ， 仲 間 に 入 り た い 気 持 ち を ア ピ ー ル し て い た が ， そ の マ

リ エ の 態 度 か ら マ リ エ の 意 図 や 感 情 を 読 み 取 り ， 誘 い 入 れ る 行 動 を と っ

て い た と い え よ う 。  

・  う そ 泣 き を 非 難 す る  
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エ ピ ソ ー ド 3-4（ 5 歳 5 月 ）  

絵 を リ ツ コ が 覗 き こ ん だ の を タ カ シ が 嫌 が り ， リ ツ コ の 腕 を つ ね っ た 。

リ ツ コ は し ゃ が み こ ん で 泣 き 出 す ま ね を し た 。 通 り か か っ た ク ミ が 「 タ

カ シ 何 や っ た の ？ 」 と 抗 議 す る と ， リ ツ コ が 「 タ カ シ が リ ツ コ （ 自 分 ）

何 も や っ て な い の に つ ね っ た ー 。 あ ー あ ， タ カ シ の せ い で 爪 が つ い ち ゃ

っ た 」と 腕 を ま わ り に 見 せ た 。そ ば で お や つ の 準 備 を し て い た カ ナ コ は ，

リ ツ コ を 一 瞥 し 「 人 の せ い に す ん な 」 と 言 っ た 。 ①  リ ツ コ は 泣 き 止 ん

だ 。お や つ 袋 が カ ナ コ の 足 の 上 に 落 ち ，お ど け た 仕 草 を し な が ら「 い て ，

い て え ー よ ー ，と っ て く だ さ ー い 」と ，そ ば に い た タ カ シ に 話 し か け た 。

② タ カ シ が 拾 っ て カ ナ コ に 渡 す と 「 あ り が と 」 と 言 っ た 。  

次 に 示 す ５ 歳 ５ 月 の エ ピ ソ ー ド 3-4 は ， カ ナ コ の 近 く で 起 き た リ ツ コ

と タ カ シ と の い ざ こ ざ に 対 し ， カ ナ コ が 介 入 し た 事 例 で あ る 。 タ カ シ に

つ ね ら れ た リ ツ コ が し ゃ が み こ ん で 「 タ カ シ が リ ツ コ (自 分 )何 も や っ て

な い の に つ ね っ た ー 」 と 周 囲 に 訴 え た 。 そ ば に い た 一 人 の 子 ど も は タ カ

シ に 抗 議 す る が ，カ ナ コ は「 人 の せ い に す ん な ！ 」（ 下 線 部 ① ）と い う 発

話 で 「 泣 き 」 を 非 難 し た 。 リ ツ コ も タ カ シ を 非 難 す る の を 中 止 し た 。  

実 際 に は タ カ シ の 絵 を リ ツ コ が 覗 き 込 み ， か ら か っ た た め に タ カ シ が

反 撃 し て リ ツ コ を つ ね っ た の だ が ，リ ツ コ は 自 分 が 被 害 者 で あ る と い う ，

正 当 性 を ア ピ ー ル す る か の よ う に 周 囲 に 訴 え て い る 。エ ピ ソ ー ド ２ で は ，

タ カ シ に 突 き 飛 ば さ れ た リ ツ コ に 「 慰 め 」 行 動 を と っ て い た が ， こ こ で

は 過 度 に タ カ シ を 責 め た リ ツ コ の 方 を 「 人 の せ い に す ん な 」 (下 線 部 ① )

と 制 止 し ，公 平 に 扱 お う と し て い る よ う に 見 え る 。ま た 子 ど も 同 士 で も ，

公 平 性 を 志 向 し た 行 動 が と ら れ て い た と い え よ う 。  

 （ ２ ） 事 例 か ら 読 み 取 ら れ た 発 達 的 変 化  

・ 共 感 性 の 変 化  
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エ ピ ソ ー ド 2-1 の よ う に ， 自 分 が 攻 撃 し た 相 手 に 対 し て ， 保 育 士 と 同

じ よ う に 涙 を 拭 い た り 撫 で た り と い う 形 で 慰 め 行 動 が 表 れ る の は ， 自 分

が そ の 葛 藤 に 深 く 関 与 し て い る 意 識 が 低 い た め で は な い だ ろ う か 。 保 育

士 が た ず ね た と き に も 堂 々 と 「 カ ナ コ （ 自 分 ） が 叩 い た 」 と 悪 び れ も せ

ず に 答 え て い る 。 発 話 だ け を 見 る と 自 分 の し た こ と と リ オ の 泣 き と の 関

係 は 認 識 し て い る よ う で は あ る 。 た だ し ， す ぐ に 他 の 事 象 に 注 意 が 向 く

な ど ，自 分 が 当 事 者 で あ り 非 難 の 対 象 と な る 可 能 性 に 関 す る 予 測 が な く ，

そ れ が リ オ に と っ て 泣 く ほ ど 深 刻 な 攻 撃 と な っ た と い う 認 識 や リ オ の 感

情 に 対 す る 共 感 が ま だ 低 い た め か も 知 れ な い 。 ま た ， 周 囲 に い た ほ か の

子 ど も た ち も ， そ ば で リ オ が 泣 い て い る こ と に は 関 心 を 示 さ ず に 保 育 士

に ま と わ り つ い て い る だ け で あ る 。  

一 方 で ４ 歳 10 月 の エ ピ ソ ー ド 3-2 で は ， 攻 撃 を 受 け て 転 ん だ リ ツ コ

に 対 し て 頭 を 撫 で ， 慰 め 行 動 が 見 ら れ た 。 ま た カ ナ コ も リ オ も リ ツ コ を

か ば っ て 攻 撃 を し た タ カ シ に リ ツ コ へ の 謝 罪 を 求 め た り し て お り ， リ ツ

コ に 対 す る 共 感 が 表 れ て き て い る と 考 え ら れ る 。 た だ し タ カ シ が 観 察 者

に 訴 え る 姿 を 全 員 が 注 視 し て お り ，大 人 の 権 威 を 意 識 し た 行 動 と も と れ ，

リ ツ コ に 対 し て の 共 感 の み で 開 発 さ れ た 行 動 と も い い き れ な い 。 ま た リ

ツ コ へ の 慰 め な ど に 参 与 す る の は ， そ の 場 に い た 子 ど も の 中 で は カ ナ コ

と リ オ の み で あ る 。  

次 の ４ 歳 １ 月 の エ ピ ソ ー ド 3-3 で は ， 泣 い て し ま っ た マ リ エ に 対 し ，

何 度 か 自 分 か ら 和 解 を 持 ち か け て い る 。 そ の 際 に マ リ エ の 顔 を 覗 き こ む

よ う な 仕 草 が 何 度 も 見 ら れ ， マ リ エ の 意 図 や 心 情 を 読 も う と し て い る よ

う で も あ る 。「 心 の 理 論 （ Premack & Woodruff,1978）」 は ， も と も と は 共

感 性 に つ い て 論 じ た 理 論 だ が ， 4 歳 ご ろ に 成 立 し 始 め た 心 の 理 論 は ， 仲

直 り の 場 面 で も 発 揮 さ れ る よ う に な り つ つ あ る と い え よ う 。 ま た す ぐ に
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仲 間 に 入 れ な い マ リ エ に 対 し ， 何 度 も 接 近 し ， 共 同 遊 び へ の 参 加 を 促 す

な ど も 見 ら れ ， 相 手 に 対 す る 共 感 が さ ら に 進 ん で い る と 考 え ら れ る 。  

矢 田（ 2006）に よ る と ，他 児 が 介 入 す る 際 に ，新 入 園 時 の 4 歳 の 4 月

で は 言 動 ば か り で あ っ た も の が ， 9 月 以 降 に は そ の 裏 に あ る 思 考 や 心 情

に ま で 関 心 を 示 す よ う に な る と い う 。こ の 事 例 の カ ナ コ の 場 合 も 4 歳 児

の 学 年 も 後 半 に 入 り ， マ リ エ の 心 情 に ま で 関 心 を 示 す よ う に な り ， 共 感

性 を 持 つ こ と が で き る よ う に な っ て き た こ と の 表 れ で あ る と 考 え ら れ る 。 

 

・ 社 会 的 カ テ ゴ リ ， 順 位 枠 組 み の 理 解  

エ ピ ソ ー ド 3-1 の ３ 歳 1 月 の 例 で は ， カ ナ コ は 自 分 が 泣 か せ た 相 手 に

対 し て 「 血 い で た ？ 」 と 話 し か け た り ， 保 育 士 を 模 倣 し て 慰 め 行 動 を 行

っ た り し て い る 。 ヒ ト 以 外 の 霊 長 類 の 群 れ で は ， 当 事 者 に よ る 慰 め 行 動

は 行 わ れ な い (de  Waal  &  Aure l i， 1996)。 攻 撃 個 体 に 接 近 す る と ， 再 度

攻 撃 を 受 け る 恐 れ が あ る か ら で あ る (沓 掛 ， 2002)。 い ざ こ ざ 相 手 に 再 度

接 近 し ， 攻 撃 を 受 け る 可 能 性 や ， 自 分 が 加 害 者 と し て 扱 わ れ る 可 能 性 に

つ い て の 予 測 が さ れ て い る 様 子 は 見 ら れ ず ， 自 分 の 位 置 取 り に つ い て の

認 識 が 未 発 達 な 様 子 が 伺 わ れ た 。 ま た リ オ が 大 声 で 泣 い て い る に も 拘 ら

ず ， そ ば に い た ほ か の 子 ど も た ち は リ オ に 対 し て 関 心 を 示 さ ず ， 保 育 士

に ま と わ り つ い て い た り ， す ぐ そ ば で 他 の 遊 び に 熱 中 し て い た り と い っ

た 様 子 が 見 ら れ た 。し か し エ ピ ソ ー ド 3-2（ ４ 歳 10 月 ）で は ，そ こ で 一

緒 に 遊 ん で い た 全 員 が 観 察 者 の 方 を 注 視 し て お り ， 大 人 の 権 威 に 対 す る

認 識 と ， そ の 自 分 た ち の 交 渉 に 対 す る 影 響 を 予 測 す る 様 子 が 窺 わ れ る 。  

大 人 の 目 を 意 識 し て の 慰 め や 調 整 行 動 は ， そ の 被 害 児 に 対 し て の 共 感

性 と い う よ り も ，「 大 人 に 怒 ら れ る か ら 」と い う こ と に 誘 発 さ れ た も の で ，

相 手 に 対 し て の 共 感 性 は 低 い と 考 え ら れ る 。 し か し ， 大 人 の 存 在 を 意 識
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し た 対 応 が と ら れ る と い う こ と は ， 大 人 の 権 威 を 理 解 し ， 社 会 的 な 特 性

や 順 位 の 枠 組 み を 自 分 た ち の 関 係 調 整 の 中 に 導 入 で き る よ う に な っ て い

る と も い え よ う 。 ま た ， そ れ ら を 利 用 し て で も 集 団 の 秩 序 を 維 持 し よ う

と す る こ と へ の 志 向 性 が 彼 ら の な か に み ら れ る と 捉 え ら れ よ う 。  

 

・ 公 平 性 へ の 理 解 ： 社 会 的 規 則 の 理 解  

「 泣 き 」 は 第 三 者 の 援 助 を 引 き 出 す 手 段 と も な り （ Landreth， 1941；

Negayama，1999），ま た ，幼 児 期 の 相 互 交 渉 に お い て も ，大 人 の 援 助 を 誘

導 し た り ， 相 手 の 攻 撃 を 抑 制 し た り す る 機 能 を 持 つ 有 効 な 調 整 行 動 で あ

る （ 広 瀬 ， 2006）。 し か し 幼 児 期 後 期 に な る と ， 保 育 園 な ど で す ぐ に 泣

く こ と は 赤 ち ゃ ん の 特 性 と し て 語 ら れ ， 赤 ち ゃ ん 扱 い さ れ る こ と は 子 ど

も た ち の 間 で は 評 価 が 低 い（ 柴 坂・倉 持 ，2003）。こ れ は ,学 年 が あ が り ，

仲 間 関 係 が 継 続 さ れ て く る と ，「 泣 き 」が 子 ど も た ち に と っ て 有 効 な 手 段

で は な く な る た め で あ る と 考 え ら れ る 。  

エ ピ ソ ー ド 3-4 で カ ナ コ は ， し ゃ が み こ ん で 泣 い て い る リ ツ コ の 味 方

に は つ か ず ， リ ツ コ が 「 泣 き 」 を 用 い て 過 度 に タ カ シ を 責 め た こ と を 非

難 し て い る 。 カ ナ コ は タ カ シ が と っ た 行 動 を ， リ ツ コ へ の 報 復 と し て 許

容 し て お り ， そ の 意 味 で リ ツ コ の 側 に も 原 因 が あ っ た こ と を 理 解 し ， 一

方 的 に 泣 い て い る リ ツ コ の 見 方 に つ く こ と は し な か っ た の で は な い だ ろ

う か 。 ま た リ ツ コ の 「 泣 き 」 が ， 援 助 を 引 き 出 す た め の う そ 泣 き で あ る

こ と も カ ナ コ に は わ か っ て い る よ う だ 。 リ ツ コ と の 関 係 も 発 達 し ， リ ツ

コ の そ う し た 内 的 特 性 を 理 解 し （ 松 永 ， 1995） た た め か ，「 う そ 泣 き 」

を 見 破 る よ う に な っ て い る と い え よ う 。 さ ら に ，「 心 の 理 論 （ Premack & 

Woodruff,1978）」 が 成 立 す る こ と で ， 泣 く 「 ふ り 」 を 瞬 時 に 看 破 す る こ

と が で き る よ う に も な っ た の だ ろ う し ， そ の よ う な 手 段 で 援 助 を 引 き 出
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そ う と す る こ と は ， カ ナ コ に と っ て は 不 正 な や り 方 だ と 評 価 さ れ る よ う

に な っ た の で は な い だ ろ う か 。  

同 じ 組 み 合 わ せ で 展 開 さ れ た エ ピ ソ ー ド 3-2 で は ， リ ツ コ が 泣 き で ア

ピ ー ル し た 際 に は 即 座 に リ ツ コ の 味 方 に つ き ， 慰 め る 行 動 を と っ て い た

の と 対 照 的 で あ る 。 リ ツ コ の 泣 き が 「 ふ り 」 で あ る と 認 識 さ れ た 以 上 ，

も は や カ ナ コ に と っ て リ ツ コ は 被 攻 撃 児 で は な い 。 公 平 性 と い う 社 会 的

な 規 則 に 対 す る カ ナ コ の 理 解 が ま た 一 段 階 進 ん で い る あ ら わ れ と い え よ

う 。 い ざ こ ざ の や り と り を 通 し て も ， 子 ど も た ち は そ の よ う な 力 を 発 達

さ せ て い る と い え よ う 。  

・ 集 団 に 準 じ た 個 人 の 変 化  

エ ピ ソ ー ド 3-1 の ３ 歳 の 例 で は ， 他 児 の い ざ こ ざ へ の 関 心 が 見 ら れ な

か っ た が ， エ ピ ソ ー ド 3-2 の ４ 歳 児 期 の 例 に な る と そ の 場 に い る 全 員 が

大 人 に 訴 え た 方 向 を 注 視 し ， 謝 罪 を 求 め る な ど が 見 ら れ た 。 い ざ こ ざ や

そ の 調 整 ・ 仲 直 り に 当 事 者 以 外 が 参 与 す る よ う に な る こ と で ， い ざ こ ざ

の 展 開 や 収 束 が さ ま ざ ま な 方 向 性 を 示 す よ う に な っ て い く 。 他 児 か ら の

働 き か け や 反 応 も ま た 当 事 者 同 士 の 交 渉 に 及 ぼ す 影 響 も 大 き く な り ， ま

た そ れ に 対 処 す る 新 た な 課 題 に 対 処 す る 経 験 を 積 む こ と と な る 。  

た と え ば 「 泣 き 」 行 動 は そ れ を 保 育 士 や 周 囲 の 子 ど も た ち が ど う 捉 え

る か に よ っ て 子 ど も た ち が 問 題 解 決 の 手 段 と し て 用 い る か ど う か が 大 き

く 影 響 す る（ 柴 坂・倉 持 ，2003）。初 期 に は「 泣 き 」行 動 が 周 囲 の 援 助 を

引 き 出 し た り ， 相 手 の 攻 撃 を 抑 制 し た り す る こ と に 役 立 つ も の と し て 子

ど も た ち の 間 で 用 い ら れ て い た 。 リ オ も リ ツ コ も し ば し ば そ れ を 用 い て

い て お り ， 周 囲 も そ れ に 対 し て 慰 め な ど の 援 助 を 与 え る と い う 対 応 を と

っ て い た 。 リ ツ コ の 関 わ っ た い ざ こ ざ の １ ８ 例 中 ８ 例 は 「 泣 き 」 に よ っ

て 解 決 を 図 っ た 例 で あ り ， 大 人 か ら は 「 う そ 泣 き 」 と 見 ら れ る よ う な や
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り 方 を し ば し ば 導 入 し て い た 。し か し エ ピ ソ ー ド 3-4 に 見 ら れ た よ う に ，

カ ナ コ が リ ツ コ の 泣 き に 対 し て の 態 度 の 変 化 が あ っ た 。 ５ 歳 児 期 に お い

て は ，「 泣 き 」 に よ る 「 介 入 要 請 」 は 発 現 し て お ら ず ， こ の 時 期 3 ヶ 月

間 の 観 察 で ， け が な ど の 身 体 的 ダ メ ー ジ を 負 っ た 場 合 以 外 で ， 泣 き で 解

決 を 図 ろ う と し た の は リ ツ コ 以 外 に は 観 察 さ れ な か っ た 。 ま た リ ツ コ も

そ の 後 の 半 年 間 泣 き や う そ 泣 き に よ る 問 題 解 決 は 観 察 さ れ て い な か っ た 。

保 育 士 ら の 対 応 や 自 分 た ち の 中 で の 評 価 の 変 化 な ど の 影 響 か ら ， 子 ど も

た ち が 持 つ 集 団 規 範 が 発 達 し ， そ れ に 準 じ て 子 ど も た ち の 方 略 の 選 択 も

変 化 し て い っ た と い え よ う 。  

ま た ，「 泣 き 」 に つ い て の 評 価 が 変 わ っ て き た だ け で な く ， リ ツ コ が

よ く 「 泣 き 」 や 「 う そ 泣 き 」 で 問 題 解 決 を 図 ろ う と す る と い う ， 他 者 の

内 的 特 性 の 推 測 に 基 づ い た 行 動 予 測 （ 松 永 ， 1995） が こ の 集 団 の 中 で な

さ れ る よ う に な っ て き た と 見 る こ と も で き る だ ろ う 。  

こ の よ う に ， 子 ど も た ち は ， 集 団 の 中 の 実 践 の な か で 他 者 の 心 を 読 み

取 る 能 力 を 鍛 え ， ま た 自 分 た ち な り の 集 団 規 範 を 作 り 上 げ 発 達 さ せ ， そ

の 集 団 規 範 に 準 じ て 個 々 の 社 会 的 ス キ ル を 発 達 さ せ て い く と い え よ う 。

幼 児 期 の 子 ど も た ち は ， 相 互 交 渉 の 経 験 を 積 み ， 関 係 を 維 持 し 継 続 さ せ

て い く な か で ，他 者 の 特 性 を 理 解 し 評 価 し ，ま た 自 分 も そ の 評 価 を 受 け ，

社 会 的 規 則 や 自 分 の 役 割 を 獲 得 し ， 個 々 に 量 的 な 発 達 的 変 化 を 示 す と い

う よ り ， 集 団 に 準 じ た 発 達 的 変 化 を 示 し て い く と い っ た 方 が い い の で は

な い だ ろ う か 。  

（ ３ ） ま と め   

本 研 究 の 結 果 明 ら か に な っ た ， い ざ こ ざ 解 決 方 略 の 使 用 の 発 達 的 変 化

は 以 下 の と お り で あ る 。  

ま ず ， 3 歳 児 か ら 4 歳 児 に か け て ， 使 用 す る 方 略 の 種 類 が 増 え ， 大 人
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の 力 を 借 り な が ら も 解 決 を 図 る こ と が で き る よ う に な る こ と が 示 唆 さ れ

た 。  

い ざ こ ざ の 交 渉 の 開 始 や 収 束 に は ， 相 手 に 不 当 な 行 動 を さ れ た こ と に

気 づ く こ と ， そ の 不 当 さ を 正 し く 主 張 で き ， ま た 相 手 の 行 動 の 意 図 や 要

求 に 敏 感 に 気 づ く こ と が 前 提 と な る（ 斉 藤・木 下・朝 生 ，1986）。3 歳 の

事 例 で は ， ま だ 自 分 が 受 け た 不 当 な 行 為 に つ い て 正 し く 訴 え る こ と が 難

し い し ， そ の た め そ の は た ら き か け を 行 っ た 側 も ， 自 分 の 行 動 の 意 味 を

理 解 し ， 相 手 の 要 求 を 受 け 取 り に く い 。 し か し い ざ こ ざ を 展 開 で き る よ

う に な り ， 自 分 と そ こ で 起 き て い る い ざ こ ざ と の 関 係 を 認 識 し ， そ の 後

の 派 生 の 可 能 性 を 予 測 で き る よ う に な り ， 葛 藤 解 決 を 通 し て 交 渉 ス キ ル

を 獲 得 し 始 め る と ， 相 手 の 意 図 や 心 の 理 解 に 基 づ い た 共 感 性 や ， 順 位 枠

組 な ど 社 会 的 カ テ ゴ リ の 理 解 や 利 用 ， 集 団 の 秩 序 維 持 へ の 志 向 性 と い っ

た 社 会 的 ス キ ル を 発 達 さ せ る よ う に な る 。 た だ そ の 場 の 関 係 を 修 復 す る

と い う 解 決 だ け で は な く ， お ど け や ふ ざ け と い っ た ， 遊 び の 要 素 を 巧 妙

に 文 脈 の 中 に 組 み 入 れ ， 遊 び の 再 開 ま で 目 指 さ れ て い る か の よ う な 解 決

方 法 も 導 入 さ れ る よ う に な っ て い く 。 ま た ， そ れ ら は 集 団 に お け る 相 互

交 渉 の 中 で ， 意 図 の 読 み 取 り 能 力 の 発 達 に 従 い ， 周 囲 の 意 向 や 評 価 を 取

り 込 み (山 本 ， 2000 )な が ら 発 達 し ， ま た 意 図 や 意 向 ， 評 価 を 取 り 込 む 対

象 は ， 大 人 か ら 仲 間 へ と 次 第 に 移 行 し な が ら も ， 子 ど も た ち の 中 で の 集

団 規 範 が 形 成 さ れ て い く 。 個 々 の 子 ど も た ち は 自 分 が 所 属 す る 集 団 の そ

の 時 々 の 規 範 に 従 い 行 動 を 変 化 さ せ て い き ， ま た 個 々 の 子 ど も た ち の そ

う し た 発 達 は ， さ ら に 集 団 規 範 に も 影 響 を 与 え ， 新 し い 集 団 規 範 へ と 修

正 さ れ て い く の だ ろ う 。 最 後 に ， 本 研 究 の 限 界 お よ び 今 後 に 向 け た 課 題

に つ い て 述 べ て お き た い 。 十 分 な 例 数 が 得 ら れ た と は い い が た く ， ま た

3 年 間 に わ た っ て 同 じ 集 団 に 接 し 続 け る こ と で ， 観 察 者 と フ ィ ー ル ド と
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の 関 係 も 変 わ っ て く る た め ， 均 質 な デ ー タ が 取 れ た と は い い が た い 。 し

か し そ の 現 場 に 対 す る 理 解 は 深 ま り ， よ り 妥 当 な 解 釈 が で き た と 考 え ら

れ る 。ま た ビ デ オ カ メ ラ を 用 い る こ と で ，子 ど も の 姿 勢 や 視 線 の 動 き や ，

他 の 子 ど も の 動 き な ど ， そ の 場 面 に 関 わ る よ り 多 く の 情 報 を 含 め て 検 討

す る こ と が 可 能 と な っ た 。 も ち ろ ん 日 常 の 保 育 の 中 に ビ デ オ カ メ ラ を 持

ち 込 む こ と は ， 保 育 の 流 れ を 乱 す こ と に つ な が る し ， あ く ま で も フ レ ー

ム に 切 り 取 ら れ た (箕 浦 ， 1999)現 象 で あ る こ と も 認 識 し て お か な く て は

な ら な い 。 し か し い ざ こ ざ と そ の 解 決 は ， 保 育 園 な ど の 集 団 内 で 生 じ る

複 雑 な 要 因 を 含 み ， か つ そ れ ら が 相 互 に 作 用 し あ う 構 造 を 持 っ て い る た

め ， 繰 り 返 し そ の 場 面 を 振 り 返 り ， 表 情 や 姿 勢 ， 視 線 の 微 細 な 動 き ま で

見 て い か な く て は ， 迫 り き れ な い 現 象 で あ る の で は な い だ ろ う か 。  

ま た ， こ こ で の 結 果 は あ く ま で も あ る 一 つ の 保 育 園 で の デ ー タ か ら 解

釈 さ れ た 発 達 的 変 化 で あ る 。 他 の 環 境 に あ っ て も 同 じ よ う な こ と が 読 み

取 ら れ る の か に つ い て は ， こ の 段 階 で は ほ と ん ど 保 証 さ れ て い な い 。 そ

の 部 分 を 補 え る よ う な 観 察 を 積 み 重 ね て い く 必 要 が あ ろ う 。  
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第 4 章 

幼児の社会化における身体接触の意味 

 
4 -1 問 題 と 目 的  

社 会 的 葛 藤 解 決 に お い て ， 身 体 的 な 相 互 交 渉 が 見 ら れ る こ と は ， 第 2

章 ， 第 3章 で も 指 摘 さ れ た 。 そ れ で は ， そ の 社 会 化 の 過 程 で ， 身 体 接 触

は ど の よ う な 役 割 ， ま た は 発 達 的 変 化 を 示 し て い る の だ ろ う か 。  

Morris（ 1971） や Argyle（ 1988） は ， 人 間 の 感 覚 や 人 間 関 係 に お い て

身 体 接 触 が 重 要 で あ る こ と を 指 摘 し て い る 。 特 に 母 子 間 で は ， 母 子 の 相

互 作 用 を 促 し 親 子 関 係 の 絆 を 形 成 す る 上 で 重 要 で あ る（ Klaus & Kennell，

1982），あ る い は 乳 幼 児 期 の 周 囲 の 人 間 か ら の 身 体 接 触 は 自 然 の 鎮 静 剤 の

役 割 を 果 た す（ 鈴 木 ， 1995）と い う 指 摘 も あ る 。そ う い っ た 身 体 接 触 の

重 要 性 へ の 着 目 か ら ， カ ン ガ ル ー ・ ケ ア や タ ッ チ ・ ケ ア と い っ た 母 子 の

発 達 を 促 す 支 援 も 行 な わ れ て い る （ 菅 野 ， 2003）。  

さ ら に ， 根 ヶ 山 (2002)は ， 母 子 間 の 身 体 接 触 が 子 に 安 心 感 を 与 え る こ

と に 加 え ， く す ぐ り 遊 び な ど の 身 体 遊 び に 見 ら れ る 情 動 の 共 有 や ， 身 体

の 共 振 を と り あ げ ， 身 体 接 触 の 重 要 性 を 再 評 価 す る 必 要 性 を 主 張 し て い

る 。ま た 根 ヶ 山（ 2002）は ，親 子 間 の 身 体 接 触 の 重 要 性 に 加 え て ，仲 間

間 の 身 体 接 触 に つ い て も 述 べ て い る 。 特 に 身 体 遊 び を 取 上 げ ， 仲 間 間 で

身 体 接 触 を 交 え つ つ 楽 し く 遊 ぶ こ と が ， 社 会 性 の 発 達 に 重 大 な 意 味 を 持

つ と も 述 べ て い る 。  

幼 児 期 の 仲 間 関 係 で は ， 無 藤 （ 1997） が 述 べ て い る よ う に ， こ と ば だ

け で や り と り す る こ と は 少 な く ， 身 体 が こ と ば の 代 わ り や 補 足 と し て 機

能 し て い る 。  

一 方 で ， 第 1 章 で も 述 べ た よ う に ， 身 体 的 か か わ り に は 攻 撃 的 要 素 が
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含 ま れ る こ と も 少 な く な い 。 保 育 場 面 に お け る 身 体 接 触 は ， い ざ こ ざ を

含 む 遊 び の 場 面 で 最 も 多 く 発 生 し て い る （ 塚 崎 ・ 無 藤 ， 2004）。 子 ど も

の 遊 び に は ， レ ス リ ン グ の よ う な 身 体 遊 び が 含 ま れ る こ と が 多 い た め だ

ろ う 。  

根 ヶ 山 (2002)も ま た ， く す ぐ り に 含 ま れ る 接 触 の 快 と 不 快 の コ ン フ リ

ク ト が ， 遊 び を 実 現 さ せ る と し て ， 単 に 快 感 を 与 え る の み で な い 接 触 の

感 覚 の 意 味 に つ い て 述 べ て い る 。 以 上 の よ う に ， 身 体 接 触 に は ， 個 体 の

気 持 ち に 慰 撫 的 に 働 く だ け で な く ， 相 手 の 怒 り の 状 態 を 計 っ た り ， ま た

そ の 状 態 に よ っ て は そ の 接 触 自 体 を 遊 び に し た り ， ま た 遊 び へ の 移 行 す

る こ と に 利 用 す る 側 面 も あ る の か も し れ な い 。  

以 上 の よ う に ，多 様 な 意 味 を 含 ん で い る と 考 え ら れ る 幼 児 の 身 体 接

触 が ，幼 児 の 社 会 的 な 相 互 作 用 の 中 で ど の よ う に 現 れ ，ど の よ う に 機

能 し て い る の か を 検 討 す る こ と を 本 研 究 の 目 的 と す る 。そ こ で ，幼 児

の 社 会 化 を 示 す 行 動 特 徴 の 一 つ と し て ,葛 藤 解 決 行 動 に お け る 身 体 接

触 の 様 相 に 注 目 し ， 自 然 観 察 的 研 究 法 で 検 討 す る 。 3 歳 ～ 5 歳 の 幼 児

を 対 象 に 自 由 遊 び 時 間 の ビ デ オ 撮 影 と フ ィ ー ル ド ノ ー ト に よ る 自 然

観 察 か ら ， 横 断 的 比 較 検 討 と 各 エ ピ ソ ー ド 記 述 の 質 的 検 討 を 行 う 。  

 

4 -2方 法  

4-2-1 観 察 期 間：2004 年 5 月 ～ 2005 年 3 月 ま で の 間（ 合 計 観 察 時 間 約 49.5

時 間 ）。  

4-2-2 観 察 対 象：T 市 内 の A 保 育 園 の 3 歳 ～ ５ 歳 児 ク ラ ス の 園 児 65 名（ 男

児 32 名 ， 女 児 33 名 ）。  

4-2-3 観 察 手 続 き ： A 保 育 園 で は ， 自 由 遊 び 場 面 や お や つ 場 面 を 中 心 に

降 園 ま で デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ で 記 録 し た 。 対 象 ク ラ ス 内 で 2 名 以 上 の
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集 団 を 形 成 し て い る 子 ど も の 相 互 交 渉 を 中 心 に ， い ざ こ ざ の 発 生 か ら 終

結 ま で の 記 録 を 行 な っ た 。 原 則 と し て 同 一 対 象 の 観 察 は 1 回 あ た り 20

分 程 度 と す る が ， い ざ こ ざ を 記 録 し て い る 状 況 で は ， 一 連 の い ざ こ ざ 収

束 を 対 象 児 変 更 の 基 準 と し た 。  

分 析 手 順 ： ビ デ オ デ ー タ の 分 析 手 順 に つ い て は ， 第 2 章 に 準 ず る 。  

 方 略 に つ い て は ， 同 じ 子 ど も が 同 じ エ ピ ソ ー ド の な か で 繰 り 返 し 同 じ

働 き か け を 行 な っ た 場 合 に は ， ま と め て タ グ 付 け し た が ， 別 の 働 き か け

を 行 な っ た 場 合 に は そ れ ぞ れ に つ い て タ グ を つ け た 。 た と え ば ， 同 じ 子

ど も が 肩 に 手 を 置 い た 後 ， 頭 を 撫 で る な ど し た 場 合 に は ， そ れ ぞ れ に つ

い て タ グ を つ け た 。  

  

4 -3 結 果 お よ び 考 察  

4-3-1 接 触 の 形 態  

観 察 の 結 果 ， ３ 歳 児 で は い ざ こ ざ が ２ 3 例 ， ４ 歳 児 で は １ ３ 例 ， ５ 歳

児 で は １ ４ 例 観 察 さ れ た 。 そ の う ち ， 仲 直 り や 関 係 調 整 に 身 体 接 触 が 用

い ら れ た も の は Table 4 -１ の よ う に な っ た 。 た だ し ， い ざ こ ざ を 開 始 し

た 当 事 者 間 で の 身 体 接 触 と ， 直 接 利 害 に か か わ ら な い ， 他 児 か ら の 身 体

接 触 の 両 方 が 含 ま れ る 事 例 に つ い て は ， 重 複 し て 計 数 さ れ て い る 。  
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次 に ，身 体 接 触 の 実 際 の 行 動 を Table4 -2 に 示 し た 。こ れ も ，同 じ 子 ど

も が 異 な る 身 体 接 触 で 働 き か け た 場 合 に は ， そ れ ぞ れ を 計 数 し て い る 。

Tab le4 -１ を 見 る と ，ど の 年 齢 で も 当 事 者 間 ，他 児 か ら の も の と 両 方 の 身

体 接 触 が 発 現 し て い る 。さ ら に ，Table4 -2 を 見 る と ，撫 で た り ，身 体 の

一 部 に 手 を 置 い た り と い っ た 慰 撫 的 な 働 き か け が 第 三 者 で あ る 他 児 か ら

多 く な さ れ て い る 。 先 行 研 究 に お い て 述 べ ら れ て い る ， 鎮 静 的 ， 親 和 的

な 機 能 を 持 つ も の と し て ， 比 較 的 冷 静 で あ る 他 児 が ， 当 事 者 達 の 攻 撃 を

鎮 め た り 関 係 を 調 整 し た り す る こ と に 身 体 接 触 が 利 用 さ れ て い る の だ ろ

う 。  

他 児 か ら の 身 体 接 触 的 な 働 き か け が ， 実 際 に ど の よ う に 用 い ら れ ， ど

の よ う な 機 能 を 果 た し て い る の か を ， 次 の エ ピ ソ ー ド 4-1 を 示 し ， 説 明

す る 。  

エ ピ ソ ー ド 4-1（ 5 歳 児 ）  

お や つ の テ ー ブ ル の 下 で ， 男 児 カ ズ が 足 を 伸 ば し ， コ ウ キ の 足 に ぶ つ か

っ た 。 コ ウ キ は 泣 き な が ら 足 を 押 し 返 し た 。 カ ズ も 立 ち 上 が っ て 泣 き 出

Table4-1 調整や仲直りで身体接触が見られた例数
３歳児 ４歳児 ５歳児

当事者間 3 3 3
他児 4 2 4
いざこざの数 23 13 14

　Table4-2 身体接触の種類と例数
３歳児 ４歳児 ５歳児

当事者間 撫でる 1 0 2
手を置く 1 1 1
手をつなぐ 0 1 0
軽打 2 1 1

他児 撫でる 2 2 4
手を置く 1 1 3
手を引く（誘導） 1 0 0
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し た 。 同 じ テ ー ブ ル で 食 べ て い た 女 児 マ ヒ ロ が 立 ち あ が り ， 二 人 の 間 に

立 ち ， コ ウ キ に 話 し か け た 。 さ ら に ， 別 の テ ー ブ ル に い た 女 児 マ イ が 近

づ き ， コ ウ キ の 肩 に 手 を 置 き 頭 を 撫 で な が ら ① ， 理 由 を 尋 ね る と ， コ ウ

キ は 「 カ ズ が 足 を こ う （ 押 し 出 し な が ら ） や っ た か ら 嫌 だ っ た の ！ 」 と

泣 き な が ら 言 っ た 。 泣 き 止 ん だ カ ズ は 椅 子 に 座 っ て う つ む い た 。 マ イ は

コ ウ キ に「 謝 っ て 」と 言 う が ，「 だ っ て カ ズ が 」と 泣 き 続 け た 。マ イ は カ

ズ の ひ ざ に 手 を 置 き ，ひ ざ を 撫 で な が ら ② ，「 コ ウ キ に 謝 っ て 」と 言 う と ，

カ ズ は う つ む い た ま ま 「 ご め ん 」 と 謝 っ た 。 そ の 後 ， カ ズ は コ ウ キ の 方

を 見 な が ら お や つ の 席 を 離 れ ， 園 庭 に 遊 び に 出 た が ， し ば ら く す る と 部

屋 に 戻 っ て き て ロ ッ カ ー の 前 に 座 っ た 。 コ ウ キ が お や つ を 終 え ， お や つ

道 具 を 片 付 け に ロ ッ カ ー に 近 づ く と ， カ ズ は コ ウ キ の 頭 と 肩 に 触 れ ③ ，

「 外 行 く よ 」 と 誘 い ， コ ウ キ も つ い て い っ た 。  

い ざ こ ざ に は 直 接 関 係 の な か っ た 女 児 マ イ が ， 二 人 の 身 体 に 接 触 し な

が ら （ 下 線 部 ① ） 原 因 を 聞 き だ し ， さ ら に ， 身 体 を 撫 で な が ら 謝 罪 を 促

し（ 下 線 部 ② ），当 事 者 で あ る カ ズ か ら 謝 罪 の こ と ば を 引 き 出 す こ と に 成

功 し て い る 。 マ イ の 働 き か け に よ っ て 怒 り が 沈 静 化 さ れ ， 謝 罪 す る こ と

が で き た よ う だ 。 そ れ だ け で は 二 人 で 遊 び 始 め ら れ る ほ ど に は 回 復 は し

て い な い が ， 当 事 者 の カ ズ も ま た コ ウ キ に 対 し て 身 体 に 触 れ な が ら 遊 び

へ の 誘 導 （ 下 線 部 ③ ） を す る こ と で 和 解 が 成 立 し て い る 。 マ イ の 接 触 が

カ ズ を 落 ち 着 か せ ， 親 和 的 な 行 動 を と る 事 に つ な が っ た の で は な い だ ろ

う か 。  

こ の よ う に ， マ イ は た だ 口 で 謝 罪 を 促 す だ け で な く ， 盛 ん に 身 体 に 触

れ ， な だ め る よ う に 撫 で な が ら 和 解 を 促 し て い る 。 マ イ は 単 に ダ メ ー ジ

を 受 け た 子 ど も を 慰 め て い る の で は な く ， 身 体 接 触 を 調 停 に 利 用 し て い

る と み る こ と も で き よ う 。  
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ま た ， 3 歳 児 で も 4 歳 児 で も 他 児 が 泣 い た り ， 攻 撃 を 受 け て う つ む い

た り し て い る 当 事 者 に 対 し て 慰 め る よ う に 撫 で た り 身 体 に 手 を 置 い た り

す る 例 は 見 ら れ て い る 。 し か し ， 観 察 さ れ た の は 全 て ど ち ら か 一 方 に 対

し て 接 触 し た も の で あ っ た 。 エ ピ ソ ー ド 4-1 の マ イ の よ う に ， 双 方 に 接

触 し な が ら な だ め ， 和 解 を 促 す 例 は 見 ら れ な か っ た 。 5 歳 児 の 他 の 例 で

も ， 接 触 は 一 方 で あ る も の の ， 他 方 に 対 し て も な だ め る こ と ば か け を し

て い る 例 が 1 例 ，興 奮 し て 叫 ん で い る 方 の 子 ど も を 撫 で て 抗 議 を や め さ

せ る 例 が 1 例 見 ら れ た 。 低 年 齢 の う ち は ， 他 児 か ら の 接 触 は ，被 攻 撃 児

を 慰 撫 す る と い う 意 味 が 大 き い の か も し れ な い 。  

 

4-3-2 当 事 者 間 の 「 慰 撫 的 な 接 触 」 行 動 の 意 味  

霊 長 類 の 関 係 調 整 行 動 研 究 の ヒ ト へ の 応 用 可 能 性 に つ い て 論 じ た 沓

掛（ 2002）に よ る と ，第 三 者 個 体 が 葛 藤 解 決 に 参 与 す る 唯 一 の 類 人 猿 で

あ る チ ン パ ン ジ ー で は ，当 事 者 間 で は 慰 め 行 動 は 見 ら れ な い 。「 慰 め 行 動 」

は 被 攻 撃 個 体 と 第 三 者 個 体 の 間 の 社 会 交 渉 な の で あ る た め ， 葛 藤 解 決 行

動 と は 分 け て と ら え ら れ て い る の で あ る 。 実 際 本 研 究 で 観 察 さ れ た 例 の

な か に も ， 第 三 者 で あ る 他 児 が ， た と え ば 身 体 的 攻 撃 を う け た り ， 泣 い

た り し て い る な ど ，ダ メ ー ジ を 受 け た と 思 わ れ る 被 攻 撃 児 に 対 し て ，「 撫

で る 」と い う 慰 撫 的 働 き か け を 行 な っ て い る 例 が あ る 。と こ ろ が 同 時 に ，

ど の 年 齢 で も 半 数 程 度 は ， 当 事 者 間 で も 「 撫 で る 」 と い う 慰 撫 的 な 働 き

か け が と ら れ て い る 。 こ こ で 取 ら れ て い る 当 事 者 間 の 「 撫 で る 」 と い う

慰 撫 的 な 接 触 行 動 の 意 味 を 考 え る た め に ， 次 の エ ピ ソ ー ド 4-2 を 提 示 す

る 。  
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ド ッ ジ ボ ー ル が 白 熱 し ， 後 に い た ケ イ に 気 付 か ず に ， タ ク は ケ イ を 倒

し て し ま っ た 。 す る と す ぐ に タ ク は ケ イ を 助 け 起 こ そ う と し て い る し ，

盛 ん に 砂 を 払 っ て や っ た り 背 中 を 撫 で た り し て い る （ 下 線 部 ① ） 他 児 も

近 づ き ， ケ イ の 背 中 を 撫 で る （ 下 線 部 ② ） が ， ケ イ は 泣 い て 抗 議 す る こ

と を や め な い 。 泣 い て 訴 え る ケ イ に ， ゲ ー ム だ か ら 仕 方 が な い と ケ イ を

な だ め つ つ も ， 保 育 士 は タ ク に も 謝 罪 を 促 す 。 保 育 士 に 謝 罪 を し た か ど

う か を 問 わ れ た タ ク は ， こ と ば で は 答 え ず に 保 育 士 の 顔 を 見 な が ら ケ イ

の 身 体 を さ ら に さ す っ て い る（ 下 線 部 ③ ）。謝 罪 と し て ケ イ を さ す っ て い

る と 訴 え た の だ と 思 わ れ る 。 つ ま り ， 相 手 の 体 を さ す る こ と は タ ク に と

っ て は 謝 罪 の 意 味 を 持 つ の だ ろ う 。  

エ ピ ソ ー ド 4-2（ 5 歳 児 ）  

ド ッ ジ ボ ー ル を し て い た 男 児 タ ク が ，ボ ー ル を よ け よ う と し て 男 児

ケ イ に ぶ つ か り ，男 児 ケ イ が し り も ち を つ い た 。タ ク は 振 り 返 っ て ケ

イ を 助 け 起 こ そ う と し た が ，「 痛 い よ ！ 」 と ケ イ が タ ク の 手 を 振 り 払

っ た 。ケ イ は 立 ち 上 が り 泣 き べ そ を か き 始 め た 。タ ク は 近 づ き ，ケ イ

の 背 中 を 撫 で た り ，ズ ボ ン に つ い た 砂 を 払 っ た り し た ① 。女 児 ア オ バ

や ア オ イ が 近 づ き ，「 ど う し た の ？ 」 と い い な が ら ケ イ の 背 中 に 手 を

置 き ，撫 で た ② 。ケ イ が「 タ ク が 後 も み な い で さ が っ た ん だ よ ！ 」と

泣 き 止 ま ず に い る と 保 育 士 が 近 づ い て く る 。タ ク は ケ イ の 背 中 を さ す

り 続 け て い る 。ゲ ー ム な の で 仕 方 が な い と 保 育 士 は ケ イ を な だ め ，タ

ク に は ，謝 罪 し た の か ど う か を 訊 ね る と ，タ ク は 保 育 士 の 顔 を 見 な が

ら さ ら に ケ イ の 背 中 を 撫 で た ③ 。さ ら に 保 育 士 が「 ご め ん は ？ 」と 訊

ね る と タ ク は ケ イ を さ す り な が ら「 ご め ん 」と 言 っ た 。そ の 後 ，二 人

と も ボ ー ル を 当 て ら れ て 外 野 に 出 た が ，タ ク は 自 分 が と っ た ボ ー ル を

ケ イ に 渡 し て 投 げ さ せ ， ケ イ は 内 野 に 戻 る こ と が で き た 。  
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こ の 例 に み ら れ る よ う に ， 当 事 者 間 の 慰 撫 的 な 身 体 接 触 は ， 攻 撃 児 か

ら 被 攻 撃 児 に 対 し て の ， 謝 意 や 和 解 の 意 思 を 提 示 す る も の と し て 用 い ら

れ て い る と 考 え ら れ る 。 あ る い は ， 周 囲 に 対 し 自 分 の 関 係 調 整 の 意 思 や

正 当 性 を ア ピ ー ル す る 手 段 と し て も 用 い ら れ て い る よ う だ 。 か つ て 自 分

が 身 体 接 触 に よ っ て 鎮 静 化 さ せ ら れ た 経 験 や ， 握 手 や 撫 で る ， 肩 を 抱 く

と い っ た ， 文 化 的 に 親 和 性 を も つ 交 渉 と い う 認 識 か ら ， こ う い っ た 行 動

を 方 略 的 に 用 い て い る の か も し れ な い 。  

こ の よ う な 当 事 者 間 の 慰 撫 的 な 身 体 接 触 の 働 き か け は ， 3 歳 児 の 間 で

も 見 ら れ て い る 。 以 下 に ３ 歳 女 児 同 士 の エ ピ ソ ー ド 4-3 を 示 す 。  

エ ピ ソ ー ド 4-3（ ３ 歳 児 ）  

机 と 跳 び 箱 が テ ラ ス に 並 べ て お い て あ り ， 女 児 ミ チ コ と カ ホ が 机 の 上 で

「 お う ち ご っ こ 」 を し て い た 。 仲 間 に 入 り た が っ て い る リ ナ が そ ば に 立

っ て い た 。跳 び 箱 の 上 に は 上 ら な い よ う に 保 育 士 か ら 指 示 さ れ て い る が ，

カ ホ が 跳 び 箱 の 上 に 上 っ て 座 っ た 。 リ ナ が カ ホ に 向 か っ て 「 乗 っ ち ゃ い

け な い ん だ よ ！ 」 と 叫 ん だ 。 カ ホ は 顔 を ゆ が め ， す ぐ に 飛 び 箱 か ら 机 に

移 動 し た 。 さ ら に 手 前 に い た ミ チ コ の 前 を 跨 ぎ ， リ ナ か ら 離 れ た 机 の 端

ま で 移 動 し た 。リ ナ は 机 に 上 る と ，カ ホ に 近 づ き ，カ ホ の 腕 を 握 っ た ① 。

さ ら に ， カ ホ の 隣 に 座 り ， 肩 を 抱 く よ う に 手 を 置 き ， 撫 で た ② 。 さ ら に

リ ナ は ，カ ホ の 背 中 を 3 回 軽 く ト ン ト ン と た た い た ③ 。カ ホ の 表 情 が 緩

み ，「 お う ち ご っ こ 」 が 再 開 さ れ た 。  

リ ナ は ， 自 分 が 攻 撃 し た 当 事 者 で あ り な が ら ， 自 分 の 強 い 抗 議 に よ っ

て 顔 を ゆ が め て 劣 位 性 を 示 し た カ ホ を 見 る と ， 即 座 に カ ホ に 近 づ き カ ホ

の 腕 に 触 れ て い る 。 さ ら に 肩 を 抱 く よ う に カ ホ の 肩 に 触 れ る と い う 働 き

か け を 行 な っ て い る 。リ ナ の 抗 議 を 受 け て リ ナ か ら 一 度 待 避 し た カ ホ も ，

リ ナ の 働 き か け を 受 け る と 表 情 を 弛 緩 さ せ ， ま た 一 緒 に 遊 ぶ こ と が で き
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る よ う に な っ て い る 。 リ ナ は ダ メ ー ジ を 与 え す ぎ た こ と を 償 う た め に 親

和 的 に 接 触 し ， カ ホ は ， そ れ を 和 解 の 提 案 と し て 受 け 取 り ， 仲 直 り が 成

立 し た と 考 え ら れ る 。  

こ の よ う に ， ど の 年 齢 で も 当 事 者 間 の 慰 撫 的 な 接 触 は 見 ら れ る 。 た だ

し ， 低 年 齢 児 の 仲 直 り の 接 触 は ， リ ナ の よ う に ， 単 に 一 緒 に 遊 び た い か

ら 接 近 し ， 接 触 し て い る の か も し れ な い 。 エ ピ ソ ー ド 4-2 の タ ク が 保 育

士 に 示 し た よ う に ， 自 分 の 謝 意 や ， 正 当 性 を ア ピ ー ル す る と い う 機 能 は

含 ま れ て い な い よ う だ 。  

 

4-3-3 状 態 を 測 る 接 触  

当 事 者 間 の 接 触 で は ，「 撫 で る 」 の 他 に ， 身 体 の 一 部 に 「 手 を 置 く 」

も の や ， 痛 み を 感 じ な い よ う な 強 さ で 「 軽 打 」 す る も の が 見 ら れ た 。 た

だ 抗 議 を し た り ， こ と ば で 何 か を 促 す だ け で な く ， 相 手 の 身 体 に 接 触 し

た り ， 軽 く 叩 き な が ら 働 き か け る こ と で ， 相 手 の 攻 撃 を 中 断 さ せ た り ，

要 求 を 通 す こ と に 成 功 し た 例 が ど の 年 齢 に も 見 ら れ た 。 そ れ ら の 接 触 を

含 む エ ピ ソ ー ド を 以 下 に 示 す 。  

エ ピ ソ ー ド 4-4（ ３ 歳 児 ）  

男 児 ナ オ ト が 車 の お も ち ゃ を 独 り 占 め し て 放 さ な か っ た 。 男 児 シ ュ ン が

何 度 も 「 ね え ， ナ ー オ ー ト ー 」 と 呼 び か け な が ら お も ち ゃ を 渡 す よ う に

頼 む が ， シ ュ ン を か わ し な が ら ナ オ ト は 逃 げ 続 け る 。 シ ュ ン は ナ オ ト の

正 面 に 立 ち ， ナ オ ト の 肩 を 2 回 ポ ン ポ ン と 叩 き な が ら ， 再 度 「 ね え ， ナ

オ ト ー 」 と 言 う と ， ナ オ ト は ， 持 っ て い た 車 の 1 台 を シ ュ ン に 渡 し た 。

シ ュ ン は そ れ を 持 っ て そ こ で 遊 び 始 め た 。  

ナ オ ト は 初 め の う ち ， シ ュ ン の 要 求 を の ら り く ら り と か わ し て い た が ，

シ ュ ン が 正 面 に 立 ち ， 肩 を 叩 き な が ら 抗 議 す る と ， お も ち ゃ を 渡 し て い
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る 。 シ ュ ン は 身 体 を 接 触 し て 刺 激 す る こ と で ， 注 意 を 自 分 の 方 に 向 け ，

ナ オ ト に 話 を 聞 か せ る こ と に 成 功 し て い る 。  

エ ピ ソ ー ド 4-5（ ４ 歳 児 ）   

男 児 コ ウ タ は ， 男 児 ヒ カ リ と ホ ー ル で 遊 ぶ 約 束 を し て い た が ， ヒ カ リ は

他 の 子 ど も と 4 歳 児 ク ラ ス の 部 屋 で 遊 ん で 動 こ う と せ ず に い た 。コ ウ タ

が ホ ー ル か ら 部 屋 に 戻 り ， コ ウ タ は ヒ カ リ の 頭 を 軽 く 叩 き な が ら ① 「 ホ

ー ル 行 け ー 」と 話 し か け る が ，ヒ カ リ は 動 か ず ，一 緒 に い た リ ュ ウ か ら ，

「 こ れ を （ ブ ロ ッ ク ） ホ ー ル で や る ん だ よ ！ ， 俺 が ， 作 っ て か ら ！ 」 と

言 い 返 さ れ る 。 コ ウ タ は 再 び ヒ カ リ の 頭 と 肩 を ， ゆ す っ た り 軽 く 叩 き な

が ら ② ，「 早 く ー 」と 言 う と ，ヒ カ リ は「 今 考 え て る ん だ よ 」と 言 い な が

ら ， 立 ち 上 が り ， ホ ー ル の 方 に 移 動 し た 。  

次 の 例 で も ， 初 め の う ち 真 剣 に 取 り 合 っ て い な か っ た ヒ カ リ は ， コ ウ

タ が 自 分 の 身 体 に 接 触 し な が ら 抗 議 し 始 め た （ 下 線 部 ① ② ） こ と で ， 自

分 の 行 動 を 説 明 し 始 め た り ， 立 ち 上 が っ て コ ウ タ の 要 求 ど お り に 動 き 始

め て い る 。こ こ で も 接 触 刺 激 に よ っ て ，注 意 を 促 す こ と に 成 功 し て い る 。  

同 時 に ， シ ュ ン や コ ウ タ は ， 自 分 の 状 態 や 相 手 の 状 態 を 伝 え 合 っ て い

る こ と に も な る の で は な い だ ろ う か 。 接 触 す る こ と は 相 手 に 接 触 す る だ

け で な く ， 相 手 か ら も 触 れ ら れ て い る と い う 双 方 向 性 を 持 つ （ 根 ヶ 山 ，

2002）。 二 人 は ， 接 触 し て 相 手 に 刺 激 を 一 方 的 に 与 え だ け で な く ， 相 手

の 状 態 を 受 け 取 り ， 同 時 に 自 分 の 怒 り や ， お も ち ゃ や 遊 び と い っ た そ の

と き の 問 題 へ の 真 剣 さ を 伝 え て い る 。 同 時 に ナ オ ト や ヒ カ リ は ， 身 体 で

シ ュ ン や コ ウ タ の 手 に 触 れ ， 自 分 達 の 状 態 を 伝 え ， 同 じ よ う に 相 手 の 深

刻 さ を 受 け 取 っ て い る の で は な い だ ろ う か 。 そ の 情 報 の や り と り が 機 能

し て ， こ と ば 以 上 に 意 思 や 意 図 が 伝 わ り ， 関 係 調 整 に 成 功 し て い る の で

は な い だ ろ う か 。 チ ン パ ン ジ ー は ， 自 分 の 指 や 手 を ， 自 分 よ り 優 位 で あ
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る か も し れ な い 相 手 の 歯 の 間 に 差 し 込 む 習 性 が あ る が ， こ れ は 相 手 の 興

奮 状 態 を 測 っ て い る の で あ り ， 優 劣 や 葛 藤 関 係 が あ い ま い な 状 況 で よ く

用 い ら れ る （ de  Waal， 1986 /1993）。 身 体 接 触 に は そ の よ う な ， 状 態 を

測 っ た り 伝 え た り と い っ た 機 能 も 含 ま れ て い る の だ ろ う 。  

レ ス リ ン グ な ど の 子 ど も 同 士 の 身 体 的 な 遊 び は ， 見 て い る 大 人 よ り も

そ れ に 参 加 す る 子 ど も の 方 が 遊 び で あ る か ケ ン カ で あ る か の 判 断 が 的 確

に で き る 特 徴 を 持 っ て い る （ Smith， 1997）。 小 山 （ 2003） に よ れ ば ，

子 ど も 同 士 は 接 近 し 接 触 し な が ら ， 相 手 の 表 情 や 筋 肉 の 弛 緩 に よ っ て 識

別 し な が ら 遊 ん で い る の で あ る 。 子 ど も 同 士 に は ， 接 触 し な が ら そ の 圧

の 強 さ や ， 相 手 の 弛 緩 の 程 度 を 情 報 と し て や り と り し あ う ， 交 渉 の 戦 略

が あ る の か も し れ な い 。  

と こ ろ で ， ３ 歳 児 ， ４ 歳 児 と も ， ２ 例 ず つ ， レ ス リ ン グ や こ づ き あ い

な ど の 身 体 遊 び が ，エ ス カ レ ー ト し て い ざ こ ざ に 発 展 し た 例 が 見 ら れ た 。

し か し ５ 歳 児 で は ， 身 体 遊 び か ら い ざ こ ざ に 発 展 し た 例 は 見 ら れ な か っ

た 。 か と い っ て ， ５ 歳 児 が 身 体 遊 び を し て い な い わ け で は な く ， 男 児 は

レ ス リ ン グ 遊 び や ヒ ー ロ ー ご っ こ な ど を 頻 繁 に 行 な い ， 女 児 同 士 で 手 を

つ な い だ り 身 体 の 一 部 を 接 触 さ せ た り し な が ら 遊 ぶ 様 子 は よ く 見 ら れ た 。 

前 述 し た よ う に ， 子 ど も は ， 身 体 を 接 触 さ せ な が ら ， 相 手 の 怒 り の 状

態 を 認 識 し あ っ て い る （ た と え ば 小 山 ， 2003）。 さ ら に ， 社 会 的 な 関 係

形 成 の 苦 手 な 子 ど も ほ ど ，い ざ こ ざ か 遊 び か の 判 断 も 苦 手 で あ る（ Smith，

1997）。相 手 の 身 体 に 接 触 し ，そ の 感 触 で 相 手 の 状 態 を 判 断 し た り ，力 の

加 減 を し た り す る こ と が ， 幼 児 期 の 前 半 で は ， ま だ 難 し く ， 失 敗 す る こ

と も あ る が ， ５ 歳 児 に な る と よ り 的 確 に で き る よ う に な る の か も し れ な

い 。 そ の た め ， い ざ こ ざ に な ら ず に ， 適 度 に 調 整 し な が ら 激 し い 身 体 遊

び を す る こ と が で き て い る の か も し れ な い 。  
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4 -4 ま と め  

幼 児 同 士 の ， 特 に い ざ こ ざ が 解 決 さ れ る 調 整 ・ 仲 直 り と い う 社 会 的 な

場 面 に お い て 見 ら れ る 幼 児 同 士 の 身 体 接 触 が ど の よ う な も の で あ る の か

を 検 討 し た 。 自 然 場 面 の 観 察 で は ， 頻 度 に よ っ て 特 性 を 検 討 す る 事 例 数

は 得 に く い た め ， 主 に エ ピ ソ ー ド の 中 で の 身 体 接 触 の 意 味 や ， 年 齢 に よ

る 違 い を 検 討 し た 。  

そ の 結 果 ， 幼 児 同 士 の 身 体 接 触 に は ， い ざ こ ざ 状 態 を 沈 静 化 す る た め

に ， た だ 慰 撫 的 で あ る だ け で な く ， そ れ に よ っ て 謝 意 を ア ピ ー ル す る こ

と で 関 係 調 整 に 用 い ら れ て い る こ と が 推 察 さ れ た 。ま た ，年 長 に な る と ，

第 三 者 で あ る 他 児 が ， 当 事 者 双 方 に 接 触 し な が ら 関 係 を 調 整 し よ う と す

る こ と が で き る よ う に な る こ と が わ か っ た 。  

さ ら に ， 身 体 接 触 に は ， 慰 撫 的 な 役 割 だ け で な く ， 刺 激 を 与 え て 注 意

を 促 し た り ， 怒 り や 深 刻 さ と い っ た 相 手 の 状 態 を 伝 え 合 っ た り 測 り あ っ

た り す る 情 報 を や り と り す る 媒 体 と し て も ， 関 係 調 整 の 中 に 導 入 さ れ て

い る 様 子 が う か が わ れ た 。 ま た こ の 情 報 の や り と り は ， 年 長 に な る ほ ど

的 確 に で き る よ う に な る よ う だ 。 さ ら に 身 体 接 触 や 身 体 遊 び の 場 面 に つ

い て の デ ー タ を 追 加 し ， 詳 細 に 検 討 し て い か な く て は な ら な い 。  

以 上 の よ う に ， 幼 児 同 士 の 社 会 的 な 交 渉 の 中 に は 身 体 接 触 が 多 様 な 意

味 を 持 ち つ つ ， ま た 重 要 な 機 能 を 果 た し な が ら 導 入 さ れ て い る と い う こ

と が 示 唆 さ れ た 。 ま だ こ と ば だ け で の や り と り で は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

が 成 立 し に く い 幼 児 期 に こ そ ， こ の 行 動 の 意 味 や 機 能 に つ い て よ り 詳 細

な 検 討 が 求 め ら れ る 。  
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第 5 章  

子どものおどけ行動と順位枠組みの葛藤解決方略への適

用可能性  
5 -1 は じ め に  

仲 間 関 係 を 検 討 す る 際 ， い ざ こ ざ は ， 発 達 的 に 意 味 の あ る も の と し て

取 り 上 げ ら れ る こ と が 多 い （ た と え ば 斉 藤 ・ 木 下 ・ 朝 生 ， 1986； 倉 持 ，

1992）。 特 に 乳 幼 児 は 仲 間 と の 相 互 交 渉 を 通 し て 仲 間 関 係 に 関 す る ス キ

ル を 発 達 さ せ る 期 間 で あ る（ Corsaro，1985）と い わ れ て い る 。さ ら に ，

近 年 で は い ざ こ ざ 自 体 の 生 起 よ り も ， 子 ど も が 能 動 的 に 行 う 仲 直 り と い

っ た ， 社 会 的 葛 藤 の 解 決 行 動 に 焦 点 が 移 っ て き て い る （ 沓 掛 ， 2002）。  

 第 2 章 で は ，そ の 葛 藤 解 決 場 面 に お い て 子 ど も が お ど け て 葛 藤 の 緊 張

状 態 を 解 消 す る 方 略 を 取 っ て い る こ と が 報 告 さ れ た 。 葛 藤 解 決 場 面 に 限

ら ず ， 幼 稚 園 や 保 育 園 で 子 ど も の 遊 び 場 面 を 観 察 し て い る と ， 意 図 的 で

あ る か 無 意 図 的 で あ る か は 判 断 が つ き に く い が ， お ど け た り ふ ざ け た り

し た 行 動 を と っ て 相 手 を 笑 わ せ た り ， 互 い に 笑 い あ う 場 面 が 見 ら れ る 。

お ど け と は ， 子 ど も た ち に と っ て い っ た い 何 だ ろ う か 。  

 ま た ， 同 様 に ， 霊 長 類 研 究 の 知 見 や ， 第 2 章 で の 結 果 か ら ， 姿 勢 や 表

情 で 自 分 の 劣 位 性 を 表 出 す る こ と で 相 手 の 攻 撃 を 抑 制 し た り ， ま た は 介

入 要 請 を し て ， 大 人 の 権 威 を 借 り て 解 決 を 図 る と い う こ と も 葛 藤 場 面 で

見 ら れ る と い う こ と が わ か っ て い る 。  

こ れ ら の 行 動 は ， 子 ど も た ち が 能 動 的 に 用 い て い る 方 略 と し て は ， こ

れ ま で あ ま り 注 目 を さ れ て こ な か っ た と い え よ う 。 笑 い に つ い て の 研 究

は 少 な く な い が ， 遊 び 研 究 の な か で 周 辺 的 に 扱 わ れ る 以 外 に は ， お ど け

行 動 や ふ ざ け 行 動 に 子 ど も 同 士 の 関 係 調 整 に お け る 積 極 的 な 意 味 を 見 出

し て い る 研 究 は 少 な い 。 ま た 同 様 に ， 葛 藤 場 面 に お け る 順 位 枠 組 み の 導
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入 は ， そ の 葛 藤 の 勝 敗 と 関 連 さ せ て 語 ら れ て き た （ た と え ば Strayer  & 

Strayer， 1976）。  

こ れ ら は ， 子 ど も た ち に と っ て ， 葛 藤 と い う 問 題 解 決 の 方 略 と な り 得

な い の だ ろ う か 。  

 

5 -2 お ど け 行 動 の 葛 藤 解 決 方 略 へ の 適 用 可 能 性  

岡 林（ 1997）は ，お ど け や 冗 談 を ，と も に 子 ど も が 自 ら 意 図 的 に 笑 い

を 引 き 起 こ そ う と す る 言 動 で あ る こ と か ら ，「 笑 い を 引 き 起 こ す た め の 非

常 識 的 言 動 」 で あ る と 定 義 し て い る 。   

笑 い に 関 連 し た 概 念 で あ る ユ ー モ ア に つ い て ， McGee（ 1979）は ，不

適 切 な ， 文 脈 か ら 外 れ た 事 象 を 含 む 不 調 和 な 関 係 の 知 覚 が ， ユ ー モ ア の

基 礎 と な る と 定 義 し て い る 。 ま た ， そ の 中 で ， 子 ど も が ふ ざ け る の は ，

仲 間 と の 親 和 的 な 欲 求 の 充 足 の た め で あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。 つ ま

り ， お ど け た り ふ ざ け た り し て 笑 い を 共 有 す る こ と は ， 仲 間 関 係 と 強 く

関 連 し た 現 象 で あ る と い え よ う 。 自 閉 症 や ダ ウ ン 症 な ど ， い わ ゆ る 社 会

的 関 係 ス キ ル に 困 難 を 抱 え る 障 害 を 持 つ 子 ど も は ， 他 者 と ユ ー モ ア を 共

有 し に く い こ と が 指 摘 さ れ て い る（ Reddy，2002）。ユ ー モ ア の 理 解 や 使

用 は ， 社 会 的 交 渉 ス キ ル や そ の 発 達 を 反 映 し て い る と い え よ う 。  

し か し ， 子 ど も の ふ ざ け は ， 役 に 立 ち そ う に な い 行 動 と 大 人 に よ っ て

み な さ れ て き た（ 平 井 ・ 山 田 1989； 中 野 ， 1996）。ま た ，お ど け や ふ ざ

け に は ， オ シ リ な ど の ， 身 体 に 関 す る タ ブ ー と さ れ る ， 大 人 が 望 ま し く

な い と す る 言 葉 が 含 ま れ る こ と が 多 い （ 友 定 ， 1993）。 そ の た め か ， 幼

児 期 の 子 ど も の お ど け や ふ ざ け 行 動 に つ い て は ， こ れ ま で 遊 び 研 究 の 中

で 周 辺 的 に 扱 わ れ て き た （ 堀 越 ・ 無 藤 ， 2000）。 し か し ， 幼 児 期 の ふ ざ

け 行 動・タ ブ ー を 探 っ た 堀 越・無 藤（ 2000）に よ る と ，子 ど も の タ ブ ー
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行 動 に は ， 仲 間 と の 関 係 を 調 整 す る 機 能 が あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。

ま た ， い ざ こ ざ 場 面 で は ， タ ブ ー が ， い ざ こ ざ を エ ス カ レ ー ト さ せ る の

を 回 避 す る 手 段 と し て 使 用 さ れ て い る こ と も 報 告 さ れ て い る（ Corsaro，

1985）。 子 ど も た ち の 仲 間 関 係 に お い て 何 ら か の 機 能 を 果 た す と 考 え ら

れ な が ら ， 子 ど も の お ど け や ふ ざ け に 積 極 的 な 機 能 を 見 出 そ う と し た 研

究 は 多 く は な い 。 ま た ， 遊 び に つ い て の 研 究 は 膨 大 に あ り な が ら ， 遊 び

の 一 部 と し て し か 注 目 さ れ て い な い 。 し か し ，子 ど も た ち は 遊 び の 場 面

で 常 に 笑 っ て い る わ け で は な い 。と こ ろ が ，前 述 し た よ う に ，お ど け は ，

「 相 手 を 笑 わ せ よ う と す る 」 行 動 で あ る 。 時 に 相 手 を 笑 わ せ る こ と に 失

敗 す る こ と も あ る だ ろ う が ， 遊 び と は 異 な り ， 常 に 笑 い を 伴 う 行 動 で あ

る 。  

そ れ で は ，「 笑 い 」 に つ い て の 研 究 は ど う だ ろ う か 。 乳 児 の 笑 い に つ

い て は ， 発 達 心 理 学 の 分 野 で も ， 特 に 60 年 代 か ら 盛 ん に 研 究 が さ れ て

き た（ 友 定 ，1993）。友 定 に よ る と ，乳 児 は 言 語 を 持 た な い の で ，微 笑 ，

笑 顔 が 認 知 や 理 解 の 指 標 と さ れ た り ， そ れ が 周 囲 の 人 間 関 係 に 大 き く 左

右 さ れ る こ と か ら ，「 社 会 性 」の 発 達 の 指 標 と も な っ て き た の で あ る 。つ

ま り ， 主 に 個 体 の 発 達 の 指 標 と し て 利 用 さ れ て き た の で あ り ， 友 定

（ 1983）や 岡 林（ 1997）の 事 例 研 究 の よ う に ，人 間 関 係 の な か で の 機 能

が 検 討 さ れ て き た わ け で は な い と い え よ う 。  

笑 い に つ い て は 古 典 的 に は 主 に 哲 学 の 分 野 で 論 じ ら れ ，「 機 械 的 な こ

わ ば り （ Bergson， 1900 /1938）」，「 優 越 感 」 (Pagnol ， 1943/1953)， あ

る い は「 価 値 低 下 」（ 梅 原 ，1983）と い っ た よ う に ，お か し さ ，な ぜ お か

し い の か に つ い て の 議 論 が 中 心 で あ っ た 。 つ ま り ， 笑 う 側 が 何 に つ い て

笑 う の か に つ い て 言 及 さ れ た も の で あ り ，「 笑 わ せ る 」側 の ユ ー モ ア の 社

会 的 性 質 に つ い て は 言 及 さ れ つ く し て は い な い 。  
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し か し ，「 笑 う 」 行 動 に つ い て の 研 究 は ，「 笑 わ せ る 」 行 動 の 意 味 を 探

索 す る に 当 た っ て ， 多 く の ヒ ン ト を 与 え て く れ る 。 McGee（ 1979） は ，

ユ ー モ ア の 経 験 の 複 雑 さ に 注 目 す る こ と を 提 唱 し て い る 。そ れ に よ る と ，

「 笑 う 」対 象 と 類 似 し た ，「 文 脈 か ら 外 れ た 事 象 を 含 む 不 適 合 性 」は ，す

べ て の ユ ー モ ア の 基 礎 と な る が ， 必 要 条 件 で あ っ て ， 十 分 条 件 で は な い

と 述 べ て い る 。友 定 (1993 )に よ れ ば ，0 歳 や 1 歳 の 観 察 で は ，「 お か し さ 」

に 基 づ く 笑 い は ほ と ん ど 見 ら れ ず ， 年 齢 が 進 む に つ れ て 「 お か し さ 」 に

基 づ く 笑 い が 増 え て い く と い う 。ど う や ら ，乳 幼 児 の ユ ー モ ア や 笑 い は ，

「 お か し さ 」だ け で は 理 解 し に く い よ う だ 。ま た ，友 定（ 1993）に よ る

と ，年 長 児 に な る と「 他 人 」を 笑 う よ う に な り ，「 笑 い 」を ，子 ど も 自 身

が 意 図 的 に 人 間 関 係 に 利 用 す る よ う に 変 化 し て い く と い う 。 幼 児 後 期 で

は ，「 笑 い 」が 人 間 関 係 に 利 用 さ れ ，ま た タ ブ ー な ど の ふ ざ け 行 動 が 仲 間

と の 関 係 を 調 整 す る 機 能 が あ る（ 堀 越・無 藤 2000）と い う こ と は ，葛 藤

場 面 に お い て も 関 係 調 整 に 役 立 つ と い う こ と を 意 味 し て い る の で は な い

だ ろ う か 。  

そ こ で ， こ れ ら の 「 笑 い 」 や 「 お か し さ 」 に つ い て の 知 見 を 参 考 に ，

「 笑 わ せ る 」 お ど け 行 動 の 葛 藤 解 決 に お け る 意 味 に つ い て ， お ど け 行 動

の 含 ま れ た ３ つ の 事 例 を 基 に 材 料 に 考 え て み た い 。  

な お ， 第 2 章 の 観 察 事 例 か ら は ， Table5 -1 に 示 す よ う に ， 3 歳 児 ： 41

事 例 中 2 例 ，4 歳 児：50 事 例 中 10 例 ，5 歳 児：46 事 例 中 7 例 に お ど け 行

動 が み ら れ た 。4 歳 と 5 歳 の 間 で お ど け 事 例 の 割 合 に 差 は な か っ た が ，3

年齢　　　　　月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

3歳児 1 1 2

4歳児 1 1 1 2 2 1 1 1 10

5歳児 2 3 1 1 7

計 0 1 1 3 3 5 2 1 1 1 0 1 19

Table5-1　おどけ事例の観察回数
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歳 よ り 4 歳 の 方 が お ど け 事 例 の 割 合 が 高 か っ た （ χ 2=3.28  ｄ ｆ =1 

p=.07）。  

 

5-2-1 幼 児 の 葛 藤 解 決 場 面 に お け る 意 味 に つ い て   

 

 

エ ピ ソ ー ド 5-1（ ４ 歳 児 年 度 ・ ６ 月 ）  

砂 場 で 遊 ん で い た と こ ろ ， K が シ ャ ベ ル を 振 り 回 し な が ら C を 追 い か け

始 め た 。  

ケ イ タ ：「 ふ に ぃ ， ふ に ぃ ， ふ に ぃ ， ふ に ぃ ．．．（ 笑 い な が ら ）」  

チ ヒ ロ は 「 嫌 だ ！ N（ 他 の 子 ど も ） 狙 っ て ！ 」 懇 願 し な が ら 砂 場 の 周 囲

を 逃 げ 回 る 。  

ケ イ タ が 落 と し た シ ャ ベ ル が チ ヒ ロ の 足 に あ た っ た 。  

チ ヒ ロ は 「 痛 い よ ー ！ 」 泣 き べ そ を か く 。  

ケ イ タ は さ ら に 追 い か け 続 け ，自 分 よ り も 背 の 低 い チ ヒ ロ に 向 け て シ ャ

ベ ル を 振 り 上 げ 「 た た く よ ！ 」 と 叫 ん だ 。  

チ ヒ ロ は 立 ち 止 ま っ て 姿 勢 を 低 く し ，顔 を ゆ が め て 泣 き べ そ 顔 を ケ イ タ

に 向 け た （ 約 1 秒 間 ） ① 。  

ケ イ タ は 振 り 上 げ て い た シ ャ ベ ル の 向 き を 変 え ， 自 分 の 頭 に 振 り 下 ろ

し ， 自 分 の 頭 を 叩 き ，「 い っ て え ー （ 笑 い な が ら ）」 と 言 っ た 。 ②  

チ ヒ ロ は 泣 き べ そ 顔 を や め ，自 分 が 持 っ て い た ス コ ッ プ で 自 分 の 頭 を 叩

い た （ 約 1 秒 後 ）。  

チ ヒ ロ ：「 た た く よ ， い っ て え ー 」 (笑 い な が ら ) ③  

二 人 と も 笑 い ， 再 び 砂 遊 び に 戻 っ た 。  
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① 何 を 「 笑 わ せ 」 た の か  

エ ピ ソ ー ド 5-１（ 第 2 章 か ら 再 掲 ）は ，シ ャ ベ ル を 振 り 回 し な が ら 追

い 掛 け 回 し ， 相 手 に 泣 き べ そ を か か せ て し ま っ た い ざ こ ざ で あ る 。 攻 撃

を し よ う と し て い た ケ イ タ は 相 手 の 泣 き べ そ 顔 を （ 5-1 下 線 部 ① ） 見 る

と 相 手 に 振 り 下 ろ そ う と し て い た シ ャ ベ ル を ， 突 然 自 分 の 頭 に 振 り 下 ろ

し ， お ど け て み せ （ 5-1 下 線 部 ② ） て 相 手 を 笑 わ せ て い る 。  

ま た ， 次 の エ ピ ソ ー ド 5-2 で は ， 攻 撃 し よ う と 相 手 に む か っ て 走 っ て い

き な が ら ， 相 手 が 叫 び 声 を あ げ る と ， 突 然 ぶ つ か る 相 手 を 別 の 子 ど も に

変 更 し （ 5-2 下 線 部 ② ）， 文 脈 の ズ レ を 作 り 出 し て 笑 わ せ て い る 。  

 

エ ピ ソ ー ド 5-2（ 5 歳 児 年 度 ・ 9 月  す べ て 男 児 ）  

観 察 者 の カ メ ラ に カ イ が 手 を か ざ す と ， シ ン が 「 写 真 の 邪 魔 す る な ！ 」

と 抗 議 し た 。 カ イ が シ ン を 蹴 飛 ば す し ぐ さ を す る と ，「 お ま え ！ 」 と シ

ン が 言 い 返 し た 。 カ イ は さ ら に シ ン に 向 か っ て 「 な ん だ と ， こ ら あ ！ 」

と 向 か っ て い く 。シ ン も「 な ん だ と こ ら あ ！ 」と 言 い 返 し な が ら ，カ イ

の 足 を つ か み ，足 を つ か ま れ た カ イ は 転 ん で し ま う 。シ ン の 手 か ら 逃 れ

て 立 ち 上 が り ，５ ｍ ほ ど 後 退 っ た カ イ が ，シ ン に 向 か っ て い こ う と す る

と ，シ ン が ，カ イ を に ら み つ け な が ら ，「 来 る な ら お 前 を つ ぶ し て や る ！ 」

と す ご み ， カ イ に 向 か っ て 走 り 出 す 。 カ イ は 顔 を ゆ が め て 「 や あ だ ！ 」

と 高 い 声 で 叫 ぶ 。①  次 の 瞬 間 ，シ ン は カ イ の 脇 を す り 抜 け ，カ イ の 斜

め 後 ろ に 座 っ て い た 別 の 男 児 に し が み つ い た 。②  カ イ は 一 瞬 驚 い た よ

う な 表 情 を 見 せ た（ 約 2 秒 間 ）あ と ，笑 い な が ら ③ シ ン と 男 児 の レ ス リ

ン グ に 加 わ っ た 。  
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エ ピ ソ ー ド 5-3 で も ，お お げ さ な 叫 び 声 を あ げ た り（ 5-3 下 線 部 ① ），突

然 関 係 の な い ポ ー ズ を と っ た り せ り ふ を 言 っ た り (5 -3 下 線 部 ② )し て 相

手 を 笑 わ せ て い る 。  

Be lgson (1900 /1938)は ，他 人 が 転 ぶ こ と が な ぜ お か し い の か に つ い て ，

し な や か で あ る べ き 生 命 体 に ， 機 械 的 な 動 き ， つ ま り こ わ ば り が 加 わ っ

た こ と に よ る お か し さ に よ る の だ と 説 明 し て い る 。 こ の 事 例 で い え ば ，

本 来 自 分 の 頭 に 振 り 下 ろ さ れ る は ず だ っ た シ ャ ベ ル が ， 相 手 の 頭 に 振 り

下 ろ さ れ た と い う 「 こ わ ば り 」 を ， チ ヒ ロ は 笑 っ て い る の で あ る 。  

 ま た ，Pagno l（ 1943/1953)は ，「 優 越 感 」で 笑 い が 生 じ る と し て い る 。

こ の 例 で 言 え ば ， ケ イ タ の 意 図 的 な 行 動 の 結 果 で は あ る が ， 頭 に シ ャ ベ

ル が 当 た っ て し ま っ た ケ イ タ に 対 し て ， あ た ら な か っ た チ ヒ ロ が 優 越 感

エ ピ ソ ー ド 5-3（ 4 歳 児 年 度 ・ 7 月  ）  

男 児 カ ズ と コ ウ キ が 砂 遊 び を し て い る 。 コ ウ キ が カ ズ の 前 の 砂 を 取 り ，

カ ズ に「 俺 の 使 っ た で し ょ ！ 使 う な ！ と 抗 議 さ れ る 。コ ウ キ は 泣 き べ そ

を か き な が ら カ ズ に つ か み か か る 。そ ば で 遊 ん で い た 女 児 ミ キ が「 コ ウ

キ ，だ め ー ！ わ け っ こ し て あ げ る か ら ！ 」と コ ウ キ を 押 さ え な が ら 止 め

に 入 る 。コ ウ キ は ，攻 撃 を 中 止 し ，自 分 の 遊 び を 始 め る 。カ ズ が コ ウ キ

の 顔 を 覗 き 込 み な が ら「 あ げ よ っ か 」な ど と 話 し か け る が ，コ ウ キ は 始

め は 反 応 し な い 。カ ズ が 話 し か け 続 け て い る と ，コ ウ キ は カ ズ の 入 れ 物

に ，砂 を 入 れ て や る 。カ ズ の 入 れ 物 か ら 砂 が あ ふ れ ，カ ズ は お お げ さ に

身 振 り を つ け な が ら「 う わ あ ー ！ 」と 叫 び 声 を あ げ る 。①  カ ズ が 次 に

自 分 の 前 に あ っ た 砂 を コ ウ キ の 入 れ 物 に 分 け て や る と ，コ ウ キ が ポ ー ズ

を つ け な が ら ， 大 声 で 「 フ ァ イ ヤ ー ， ブ レ ー ス ！ 」 と 叫 ぶ 。 ②  

カ ズ が ， 笑 い な が ら ，「 な ん で フ ァ イ ヤ ー ブ レ ス な の お ！ 」 と 言 い 返 す

③ と コ ウ キ も 笑 い 出 し た 。 ④  
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を 感 じ て 笑 っ て い る と 解 釈 で き る 。 ケ イ タ が ， チ ヒ ロ に 優 越 感 を 「 感 じ

さ せ る 」 こ と に 成 功 し て い る の で あ る 。 つ ま り ， 自 分 の 劣 位 性 を ア ピ ー

ル す る こ と に 成 功 し て い る の で あ る 。 梅 原 （ 1983） は ， 価 値 低 下 の 現 象

が 笑 い を 生 じ さ せ る と 説 明 し て い る 。 ふ だ ん お か し な こ と を し な い は ず

の 先 生 や ， 気 取 っ た 紳 士 や 着 飾 っ た 娘 な ど ， 一 見 価 値 を 見 せ び ら か し た

人 間 で あ る ほ ど ， 価 値 低 下 が 大 き く ， 滑 稽 感 が 強 く な る と い う 。 そ う だ

と す る と ， 葛 藤 場 面 で お ど け が 用 い ら れ る と い う の は 相 手 を 笑 わ せ る に

は 効 果 が 大 き い と い う こ と に な ら な い だ ろ う か 。 葛 藤 状 態 に お い て ， 真

剣 に 怒 り や 緊 張 を 表 明 し て い る 相 手 が ， 突 然 お ど け た 行 動 を と る と ， 葛

藤 で な い 場 面 で よ り も 大 き な 価 値 低 下 が 起 こ る と い え る の で は な い だ ろ

う か 。  

 堀 越・最 勝（ 2005）は ，間 接 的 な 謝 罪 と し て ふ ざ け 行 動 を 分 類 し て い

る 。 お ど け て 「 笑 わ せ 」 よ う と し て い る ケ イ タ は ， 攻 撃 相 手 の 泣 き べ そ

顔 に 刺 激 さ れ ， 一 種 の 謝 罪 と し て 自 身 の 価 値 低 下 を 示 し ， 相 手 に 優 越 感

を 感 じ さ せ ，「 笑 い 」 と い う 快 を 提 供 し て い る の で は な い だ ろ う か 。  

②  両 者 の 間 で 「 わ か る 」「 腑 に 落 ち る 」 こ と で の お ど け の 成 立  

人 を 笑 わ せ る と き に は ， 何 ら か の 形 で ず れ を 作 れ ば い い の だ が ， う ま

く 笑 わ せ る の は 年 長 に な ら な い と 難 し い （ 友 定 ， 1993）。 子 ど も た ち は ， 

作 り 出 さ れ た 「 お か し さ 」 だ け で 笑 っ て い る の で は な い の で は な い だ

ろ う か 。 次 の エ ピ ソ ー ド 5-2 で も ， 突 然 攻 撃 す る 相 手 を 変 更 し ， 文 脈 の

ズ レ を 作 り 出 し て い る が ， そ の 後 笑 い 出 す ま で に 数 秒 間 の 間 が 開 い て い

る 。  

友 定 （ 1993） は ， 1 ,2 歳 児 が ， シ ー ル 貼 り な ど の 作 業 の や り 方 が わ か

っ た と き や ， 中 学 生 が 計 算 問 題 の や り 方 が わ か っ た と き に 見 せ る 笑 い に

つ い て ， 触 れ ， 我 々 が 何 か を 理 解 し た と き ， 腑 に 落 ち た と き に 見 せ る 笑
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い の 存 在 を 指 摘 し て い る 。 こ の エ ピ ソ ー ド で は ， カ イ が 単 に シ ン の と っ

た 行 動 の ズ レ を 笑 っ た の で は な く ，攻 撃 先 を ず ら す こ と で 示 さ れ た ，「 も

う 攻 撃 は や め て ， 遊 び を 始 め る よ 」 と い う 意 図 が 「 わ か っ た 」 か ら 笑 み

を も ら し た の だ ろ う 。 そ し て ， シ ン の 意 図 に 従 い ， 自 分 も レ ス リ ン グ に

加 わ っ て い く の で あ る 。 ま た エ ピ ソ ー ド 5-1 に お い て も ， ケ イ タ の 機 械

的 な 動 き で 作 ら れ た こ わ ば り を 笑 い ， ケ イ タ の 価 値 低 下 に 優 越 感 を 感 じ

た だ け で は な く ，「 相 手 の 優 越 性 を 認 め る 」と い う お ど け の 意 図 を 理 解 し

た か ら 笑 い ， チ ヒ ロ も 同 じ よ う に お ど け て み せ た の で は な い だ ろ う か 。

た だ し ， 意 図 を わ か っ て 笑 っ て も ら う た め に は ， 相 手 に も 心 の 理 論

（ Premack ,1978）が 成 立 し て い な い と 成 功 し な い 。心 の 理 論 が 成 立 す る

の は ， 4 歳 以 降 で あ る （ Wimmer， ＆  Perner， 1983）。 3 歳 児 に な る と 知

的 理 解 力 の 獲 得 を 背 景 に ， 予 測 で き な い 動 き や ， 異 質 感 を 楽 し む よ う に

は な る が ，他 者 と の 関 係 に 利 用 し 始 め る の は 4 歳 児 以 降 で あ る と い う（ 友

定 ，1993）。葛 藤 場 面 で の お ど け も ，3 歳 児 で は ま だ 少 な い 。こ の こ と は ，

互 い の 意 図 が 「 わ か る 」 こ と が ， お ど け の や り と り を 成 立 さ せ て い る こ

と を 意 味 し て い る の で は な い だ ろ う か 。  

 

③ 共 謀 の 笑 い  

友 定（ 1993）は ，子 ど も た ち の 間 に あ る ，何 か 悪 い こ と を す る と き に ，

複 数 の 子 ど も た ち の 間 に 他 者 と の 合 意 を 笑 い に よ っ て 成 立 さ せ る ，「 共 謀

の 笑 い 」 が 存 在 す る こ と も 指 摘 し て い る 。 前 項 で 述 べ た よ う に ， 相 手 の

意 図 が わ か る こ と に よ っ て も 笑 い は 生 じ る と 考 え ら れ る が ， そ の 意 図 に

合 意 し ， 共 謀 す る 意 思 を 提 示 す る 役 割 も 果 た し て い る の で は な い だ ろ う

か 。  

ま た ， 岡 林 （ 1997） も ， お ど け や 冗 談 ， タ ブ ー 語 に は 自 己 顕 示 と ， 他
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児 と 共 犯 意 識 を 持 ち た い と い う ア ピ ー ル が 含 ま れ て い る と い う 。 エ ピ ソ

ー ド 5-1 下 線 部 ③ ， 5-2 下 線 部 ③ の 笑 い は ， そ れ に 引 き 続 い て 模 倣 し た

り 参 加 し た り す る 同 調 行 動 が 起 き て い る こ と か ら ，「 遊 び に 転 換 す る 」と

い う ， 共 謀 へ の 誘 い か け に 対 す る 合 意 を 示 す 「 共 謀 の 笑 い 」 の 意 味 も 同

時 に 有 し て い る の で は な い だ ろ う か 。  

 

5-2-2 お ど け を 生 じ さ せ る 要 因  

エ ピ ソ ー ド 5-3 の お ど け（ 下 線 部 ② ③ ）は ，漫 才 の ボ ケ -突 っ 込 み の よ

う な や り と り で あ る 。 文 脈 と 関 係 の な い お お げ さ な し ぐ さ と 発 話 で ， 文

脈 の ズ レ ， こ わ ば り を 作 り 出 し た コ ウ キ に た い し て ， カ ズ が 「 な ん で ○

○ な の ！ 」と ツ ッ 込 ん で い る の で あ る 。岡 林（ 1995）は ，幼 児 の「 ボ ケ

-ツ ッ コ ミ 」的 対 話 が 成 立 す る 要 因 と し て ，当 た り 前 か ら の 逸 脱 や 物 事 の

意 外 性 を 楽 し む 傾 向 が あ る こ と と ， 遊 び や 会 話 中 に 何 ら か の 恐 怖 や 不 安

を 感 じ ， そ れ を 冗 談 め か し て 緩 和 し よ う と す る と き で あ る こ と を あ げ て

い る 。 ま た ， お ど け や 冗 談 を 行 う 子 ど も の 意 識 の 中 に は ， 状 況 （ 気 ま ず

い 雰 囲 気 や 自 分 の 不 安 ） を 転 換 し た い 気 持 ち が 含 ま れ て い る と い う （ 岡

林 ， 1997）葛 藤 場 面 で の お ど け は ，ま さ に こ れ に 当 て は ま る の で は な い

だ ろ う か 。 葛 藤 状 態 は 関 係 の 緊 張 状 態 で あ り ， そ れ を 緩 和 し た い と 思 う

こ と で ， 子 ど も は お ど け を 行 動 に 移 し ， 逸 脱 し た り こ わ ば っ た 行 動 に よ

っ て 「 ボ ケ 」 て ， 劣 位 を 示 し ， 相 手 の 笑 い を 引 き 出 し て い る の で あ る 。

葛 藤 を な ん と か 解 決 し た い と 思 う か ら ， お ど け る の で あ り ， 彼 ら に と っ

て の 解 決 法 略 で あ る と 考 え て よ い の で は な い だ ろ う か 。  

 

5-2-3 お ど け が 成 立 す る 関 係  

志 水 ・ 角 辻 ・ 中 村 は （ 1994）， 緊 張 緩 和 が あ っ た と き に 笑 い が 起 こ る
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と 述 べ ， 弱 い 緊 張 緩 和 の 例 と し て ， く す ぐ り の 笑 い を と り あ げ て い る 。

く す ぐ り の 笑 い で は ， 弱 い 緊 張 が ま ず あ り ， そ れ が 緩 和 し た と き に 起 こ

る の だ と 述 べ て い る 。 自 分 で く す ぐ っ た と き に は ， 緊 張 さ え 起 こ ら な い

た め ， 笑 い に つ な が ら な い 。 ま た ， ま っ た く 見 知 ら ぬ 相 手 か ら く す ぐ ら

れ た の で あ れ ば ，不 安 と 驚 き で 強 く 緊 張 し す ぎ ，緩 和 が 起 こ ら な い た め ，

笑 い が 起 こ ら な い と い う の で あ る 。 つ ま り ， 適 度 に 親 し い 間 柄 で あ る か

ら ， 相 手 へ の 信 頼 の た め に 適 度 に 弛 緩 す る の だ と い う 。 お ど け て 笑 い を

生 じ さ せ る に は ， 適 度 に 親 密 な 関 係 で あ る 必 要 が あ る 。  

ま た ， 日 本 の 幼 児 は ， 友 達 同 士 で あ る ほ う が ， 友 達 で な い 相 手 と よ り

も 頻 繁 に 仲 直 り す る（ Fuj i sawa，Kutsukake  ＆  Hasegawa，2005）。緊

張 状 態 を 解 消 し 仲 直 り を し た い と い う 気 持 ち か ら お ど け を す る の で あ る

が ， そ れ が 成 立 す る た め に は ， 仲 直 り を し た い 関 係 で な け れ ば な ら ず ，

ま た お ど け て 相 手 を 笑 わ せ る に は ，適 度 に 親 密 な 関 係 で あ る 必 要 が あ る 。

保 育 園 で の 葛 藤 場 面 で お ど け が 起 こ る の は ， 長 期 間 維 持 さ れ て い る 適 度

な 親 密 関 係 が 成 立 し て い る た め で あ る と 考 え ら れ る 。Table 6 -1 に あ る よ

う に ，年 度 始 め の ４ -6 月 に は お ど け 事 例 が 少 な い の は ，関 係 の 成 熟 度 に

よ る た め で は な い だ ろ う か 。  

 

5 -3 順 位 枠 組 み 導 入 行 動 の 葛 藤 解 決 方 略 へ の 適 用 可 能 性  

本 研 究 で は 劣 位 性 の 表 出 や 介 入 要 請 に 順 位 枠 組 が 導 入 さ れ た 方 略 と

し て 扱 っ て き た が ， 順 位 枠 組 で け ん か や も の の 取 り 合 い の 結 果 の 予 測 を

試 み る Vaughn  & Waters (1980； 1981 )や Straye r  &  Strayer (1976 )， 山

本（ 1991）以 外 に は ，子 ど も の 問 題 解 決 場 面 で の 順 位 枠 組 み の 導 入 に つ

い て は ， こ れ ま で あ ま り 取 り 上 げ ら れ て は こ な か っ た 。  

こ れ ま で 保 育 や 幼 児 教 育 の 視 点 で は ， 葛 藤 解 決 ， 和 解 ， 仲 直 り と い っ
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た 相 互 作 用 は ， 思 い や り を 含 ん だ ， 親 和 的 な 向 社 会 的 行 動 と し て 扱 わ れ

る こ と が 多 く （ た と え ば Eisenberg， 1992 / 1995）， 順 位 枠 組 と い う ， 平

等 性 を 否 定 す る よ う な 様 式 は ， 幼 い 子 ど も の 関 係 調 整 に お け る 意 味 が あ

ま り 見 出 さ れ て こ な か っ た か ら で あ ろ う 。 大 人 は 幼 い 子 ど も た ち に は ，

思 い や り を 持 っ て ほ し い と 望 む も の だ ろ う し ， 建 前 と し て は ， す べ て の

幼 い 子 ど も た ち が 平 等 で 公 平 で あ っ て ほ し い と 望 む だ ろ う 。 競 い 合 い ，

順 位 付 け は よ く な い と ， 小 学 校 や 幼 稚 園 の 運 動 会 か ら 競 争 競 技 が 排 除 さ

れ つ つ あ る の も ， 大 人 の そ う し た 幻 想 の 影 響 を 受 け て い る と い え よ う 。  

果 た し て そ う し た 大 人 の 態 度 は ， 子 ど も の 本 当 の 姿 を 見 て い る こ と に

な る の だ ろ う か 。 子 ど も の 力 を 過 小 評 価 し て い る こ と に は な ら な い の だ

ろ う か 。  

5-3-1 介 入 し て い る の か ， 介 入 さ せ て い る の か  

Negayam a(1998)は ，乳 幼 児 の 予 防 接 種 場 面 の 母 子 を 観 察 し て い る が ，

子 ど も は 幼 い う ち は さ ほ ど 激 し く は 泣 か ず ， ２ ， ３ 歳 の 子 ど も が 最 も 強

く 泣 い て い た こ と が 報 告 さ れ て い る 。 Negayama に よ れ ば ， そ の 泣 き は

単 に 場 面 へ の 不 快 や 抵 抗 を 示 す ば か り で な く ， 大 げ さ に 泣 い て 見 せ る こ

と で ， 周 囲 の 大 人 に 自 分 の 窮 状 を 訴 え ， 大 人 や そ の 状 況 を 操 作 し よ う と

す る も の で あ る と い う 。  

第 2 章 で と り あ げ た エ ピ ソ ー ド 2-6 で は ， 不 当 な は た ら き か け を 受 け

た と 泣 き べ そ で 相 手 に 抗 議 し た ナ オ キ は ， い っ た ん 泣 く の を や め ， 周 囲

を 見 回 し ， 観 察 者 に 気 づ く や 否 や 泣 き べ そ を 再 開 し 観 察 者 に 近 づ き 状 況

を 訴 え て い る 。 ナ オ キ が 泣 き 止 み 周 囲 を 見 回 す こ の 「 間 」 は ， 自 分 た ち

の や り と り に 巻 き 込 む べ き 大 人 を 探 し ， そ の 大 人 を 操 作 し よ う と い う 能

動 性 の 表 れ と み る こ と が で き よ う 。  

泣 く こ と は 大 人 や 他 児 の 介 入 を 促 し ， そ れ に よ っ て そ こ で の 構 造 を 変
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化 さ せ る こ と に つ な が る 。 優 位 な 相 手 と 不 利 ， 劣 位 な 自 分 と い う ２ 者 の

順 位 関 係 に あ っ た も の が ， 泣 く こ と に よ っ て 介 入 に つ な が れ ば ， 順 位 構

造 を 作 り 出 す こ と が で き る の で あ る 。 Negayama （ 1998 ） や

Landreth (1941)が 主 張 す る よ う に ，泣 き に は 他 者 を 操 作 す る 機 能 が あ り ，

エ ピ ソ ー ド 2-6 に み ら れ る よ う な ， 操 作 す る べ き 相 手 が 見 つ か る ま で は

泣 か な い と い う 子 ど も の 姿 に も 表 れ て い る よ う に ， 子 ど も が 他 者 を 操 作

し て 介 入 を「 さ せ て 」い る 方 略 と み る こ と が で き る の で は な い だ ろ う か 。  

 

5 -3 -2 順 位 枠 組 は 有 効 か  

第 2 章 で は ， エ ピ ソ ー ド 2-4 や 2-7 の よ う に ， 類 人 猿 で い う と こ ろ の

グ リ マ ス （ de  Waal， 1986 /1993） 表 情 で 泣 き べ そ 顔 を 相 手 に 示 し た り ，

ま た 姿 勢 を 低 く す る な ど で 自 分 の 劣 位 性 を ア ピ ー ル す る こ と で ， 相 手 の

攻 撃 を 抑 制 し た り ， 相 手 か ら の 仲 直 り 行 動 を 引 き 出 し て い る 例 が 報 告 さ

れ た 。 霊 長 類 学 的 ま た は 行 動 生 物 学 的 に は ， こ の ， 自 分 の 劣 位 性 を 提 示

し 相 手 の 優 位 性 を 認 め る や り と り は ， 攻 撃 の 抑 制 や 仲 直 り に は 有 効 で あ

る と 考 え ら れ て い る (de  Waal， 1986 /1993)。 群 れ で 生 活 す る 種 で は ， い

さ か い の 後 に も マ ウ ン テ ィ ン グ を 行 い 優 劣 関 係 を 確 認 し あ っ た り ， い さ

か い を し た ２ 個 体 で 共 同 し て 別 の 個 体 を 攻 撃 し 劣 位 に 追 い や り 自 分 た ち

の 順 位 構 造 を 操 作 す る な ど ， 優 劣 順 位 枠 組 が 関 係 調 整 に し ば し ば 用 い ら

れ る 。de  Waal（ 1986 /1993）に よ れ ば ，明 瞭 な 優 劣 関 係 が あ る か ら こ そ ，

仲 直 り に 向 け た 儀 式 が 遂 行 さ れ ， そ れ が 仲 直 り に 役 立 つ の で あ る 。  

ま た ， 山 本 (2000)は ， ２ 歳 代 に な る と ， 泣 く と い う 行 動 が ， 相 手 を ひ

る ま せ る 効 果 を 発 揮 し 始 め る こ と を 指 摘 し て い る 。 山 本 に よ れ ば ， 大 人

の 意 向 を 取 り 込 ん だ ， 相 手 を 泣 か せ て は な ら な い と い う 暗 黙 の 了 解 が 子

ど も た ち の 間 に 共 有 さ れ 始 め る と ， そ れ を 利 用 し ， 一 見 劣 位 を 示 し て い
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る よ う で あ り な が ら ， 泣 く こ と に よ っ て 勝 利 を 手 に で き る 有 効 な 手 段 を

な っ て い く の で あ る 。  

5-3-3 順 位 枠 組 は 忌 む べ き も の か  

前 節 で 述 べ た よ う に チ ン パ ン ジ ー の 葛 藤 場 面 で は ， し ば し ば 順 位 関 係

の 確 認 の 儀 式 が 行 わ れ る が ， そ れ は 仲 直 り の た め で あ る と い わ れ る 。 明

瞭 な 優 劣 関 係 が あ る か ら こ そ ， い さ か い の あ と で 仲 直 り の た め の 儀 式 的

な 行 動 が 遂 行 さ れ る（ de  Waal， 1986 /1993）の で あ る 。つ ま り ，優 劣 順

位 枠 組 は ， 仲 直 り や 秩 序 維 持 に 役 立 っ て い る の で あ る 。  

そ れ で は ヒ ト の 場 合 は ど う だ ろ う か 。 Strayer  &  Strayer（ 1976） に

よ る と ， 3 歳 か ら 5 歳 ま で の 幼 児 を ， 身 体 的 攻 撃 ・ 威 嚇 行 動 ・ 物 や 場 所

の 取 り 合 い に つ い て 観 察 し た と こ ろ ， 上 位 の 個 体 は 常 に 下 位 の 個 体 に 勝

つ と い う ， 強 度 も ， 優 劣 の 順 番 は 直 線 的 に 並 ぶ （ A→ B→ C， つ ま り A→

C）と い う 直 線 性 も 高 い 値 を 示 し た 。と こ ろ が ，Vaughn  & Waters (1980 )

が 4 歳 か ら 5 歳 の 集 団 を 観 察 し た と こ ろ ， け ん か の 結 果 に よ る 順 位 は ，

物 や 場 所 の 取 り 合 い の 順 位 ， 注 目 の 構 造 （ 他 の 個 体 か ら 向 け ら れ る 注 目

の 頻 度 に 基 づ く ） 上 の 順 位 ， ソ シ オ メ ト リ ッ ク テ ス ト に よ る 順 位 と の 間

に ， 高 い 相 関 は み ら れ な か っ た と い う 。 ま た ， 山 本 (1991)は ， 物 の 使 用

と 獲 得 を め ぐ る 相 互 作 用 の 結 果 に よ る 順 位 と 保 育 者 の 評 定 に よ る 順 位 に

つ い て 検 討 し て い る が ， 年 少 児 に つ い て は 強 度 も 直 線 性 も 高 く な く ， 年

長 児 に つ い て も ， 直 線 性 は 高 い も の の ， 最 下 位 に 近 い も の が 最 上 位 の 子

ど も に 対 し て 優 位 に な る な ど の ， 優 劣 関 係 が 円 環 を な し て い る よ う な 様

相 を 示 し て い る こ と を 報 告 し て い る 。 使 用 ・ 獲 得 を め ぐ る 相 互 作 用 の 帰

結 に よ る 順 位 は ， 普 遍 的 な 順 位 枠 組 に よ っ て 規 定 さ れ る と い う よ り も ，

そ の 瞬 間 そ こ で 構 成 さ れ て い る ， Bakeman ら (1982)や 山 本 が 提 唱 す る

「 先 占 の 尊 重 」 原 則 が 子 ど も た ち の 間 で は 重 要 視 さ れ る と い う こ と で あ
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る 。  

こ の こ と は ， 順 位 枠 組 が 有 効 で は な い と い う こ と を 意 味 し て い る の で

は な い と 思 わ れ る 。 ヒ ト の 子 ど も た ち の 間 で は ， 力 の 強 さ や リ ー ダ ー と

い っ た ， 固 定 的 な 順 位 関 係 が 力 を 発 揮 す る の で は な く ， た と え ば 「 先 占

の 尊 重 原 則 」 の よ う な ， そ の 場 ， そ の 瞬 間 で の 順 位 制 が 働 い て い る と 考

え る こ と が で き る の で は な い だ ろ う か 。  

 ま た ， 劣 位 を ア ピ ー ル し て 勝 利 を 得 る や り 方 は ， 子 ど も た ち の 間 に ，

劣 位 者 を こ れ 以 上 攻 撃 し て は い け な い と い う 大 人 の 意 向 が と り こ ま れ た

も の で あ る（ 山 本 ，2000）。大 人 の 評 価 に 注 意 を 向 け ，子 ど も た ち が「 自

発 的 に 」 大 人 の 意 向 に 従 お う と し た 結 果 で も あ る 。  

 

5-3-4 大 人 の 力 を 借 り る 姿 か ら 順 位 枠 組 の 巧 妙 な 利 用 へ  

大 人 の 介 入 を 促 し ， 構 造 を 変 化 さ せ る と い う ， 子 ど も な り の 順 位 枠 組

の 利 用 に つ い て も 述 べ た が ， 子 ど も た ち は ， 実 際 に は 大 人 が 行 う 中 立 的

な 介 入 ば か り を 望 ん で い る と は 限 ら な い （ 斉 藤 ・ 木 下 ・ 朝 生 ， 1986）。

大 人 は し ば し ば 中 立 的 に 介 入 す る の で ， 大 人 の 介 入 は 自 分 の 勝 利 に つ な

が ら な い 。 う そ 泣 き を し た り ， 介 入 を 促 し て い る 「 ふ り 」 を す る こ と で

相 手 の 行 動 を 抑 制 し ， 操 作 す る こ と の 方 が ， 自 分 に と っ て 望 ま し い 結 果

に つ な が っ て い く か ら で あ る 。 本 研 究 の フ ィ ー ル ド で あ る 園 で も ， ふ だ

ん は 保 育 士 を 「 ○ ○ ち ゃ ん 」 と 呼 ぶ 習 慣 が あ る に も か か わ ら ず ， 相 手 の

行 動 を 抑 制 し た い 場 合 に は ， 保 育 士 が す ぐ に は 来 ら れ な い と こ ろ に 位 置

し て い る 状 態 で ， 4 歳 児 や 5 歳 児 が 「 せ ん せ ー い ， ■ ■ が 順 番 ぬ か し し

た ー 」 と 叫 び ， い わ ゆ る 「 虎 の 威 を 借 る 」 や り 方 で ， 自 分 の 順 位 を 上 げ

よ う と し て い る 。 斉 藤 ・ 木 下 ・ 朝 生 (1986 )で も ， 3 歳 児 で も 「 お 姉 ち ゃ

ん に い い つ け る ぞ 」「 う ち の お 兄 ち ゃ ん は も う 6 年 生 で 強 い ん だ ぞ 」 な
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ど の 言 動 で ， 仮 想 的 な 加 勢 状 態 を 作 り 出 す こ と が 報 告 さ れ て い る 。  

こ う し て ， 大 人 の 存 在 を 意 識 し ， 大 人 の 力 を 借 り て 構 造 変 化 や 解 決 を

図 っ て い た 姿 か ら ， 実 際 の 力 で は な く ， さ ら に は 「 先 生 」 や 年 長 の き ょ

う だ い と い っ た 明 瞭 に 優 位 の 者 の 権 威 を 借 り る ， 順 位 枠 組 の 利 用 と い う

姿 へ と 変 化 し て い く と い え よ う 。  

 

5 -4  ま と め  

葛 藤 解 決 場 面 に お け る 「 お ど け 」 行 動 は ， 葛 藤 相 手 を 「 笑 わ せ 」， 状

況 を 転 換 し 」， 遊 び を 再 開 さ せ る 行 動 で あ る 。 た だ し ，「 笑 わ せ て 」 い る

の は ， お ど け 行 動 の 単 な る 「 お か し さ 」 だ け で は な い 。 お ど け て 謝 罪 の

意 を 示 す こ と や ， 相 手 が 意 図 を わ か る こ と ， ま た 状 況 を 転 換 し 遊 び を 開

始 す る こ と に 合 意 し て 共 謀 し て く れ る こ と に よ っ て ，「 お ど け -笑 い 」 の

や り と り が 成 立 し て い る の で あ る 。  

「 緊 張 状 態 を 解 消 し よ う と ， 相 手 を 「 笑 わ せ る 」 お ど け 行 動 が 生 じ る

こ と か ら ， 子 ど も た ち の 間 で は 「 お ど け 」 が 葛 藤 解 決 方 略 と し て 用 い ら

れ て い る 捉 え う る 可 能 性 は あ る 。ま た ，「 笑 い は 武 装 を 解 除 す る 」と も 言

わ れ る 。自 分 を 笑 わ せ た 相 手 は ，自 分 の 優 越 性 を 認 め た こ と に な る た め ，

そ の 相 手 に 加 え よ う と し た 打 撃 を 差 し 控 え る の だ と い う 。第 2 章 で も 述

べ た よ う に ， 葛 藤 場 面 に お け る 「 お ど け 」 は 緊 張 状 態 を 緩 和 し ， 遊 び を

再 開 す る こ と に 役 立 っ て い る 。 大 人 に と っ て は 役 に 立 ち そ う に な い 行 動

で あ る か も し れ な い が ， 子 ど も の 間 で は ， 葛 藤 解 決 の 方 略 と し て 機 能 し

て い る と 捉 え る こ と が で き る の で は な い だ ろ う か 。 し か し ， そ れ が 方 略

と し て 機 能 す る た め に は ， 適 度 に 親 密 で あ る な ど ， 子 ど も た ち の 関 係 に

条 件 が 必 要 で あ る 。 ま た ， ど の く ら い の 年 齢 か ら こ れ ら の 方 略 が よ り 成

功 す る よ う に な り ， 効 果 を 持 つ の か な ど は ま だ わ か っ て い な い 。 笑 い や
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ユ ー モ ア に つ い て の 研 究 で は ， 実 験 材 料 に よ っ て 実 験 者 の 意 図 が わ か っ

て し ま う た め ， 実 験 に よ る 検 討 は ふ さ わ し く な い と さ れ る が （ McGe e，

1979）， よ り 一 般 性 の 高 い 結 論 を 引 き 出 す こ と で ， 葛 藤 解 決 法 略 へ の 適

用 可 能 性 は さ ら に 高 ま る と い え よ う 。  

笑 い は「 武 装 を 解 除 し（ Pagno l ,1938 /1953）」，遊 び を 始 め る こ と に つ

な が る が ，順 位 枠 組 の 利 用 は ど う だ ろ う か 。「 泣 き 」に よ る 行 動 抑 制 や 威

嚇 ， あ る い は 大 人 の 権 威 を 利 用 す る こ と は ， 向 社 会 的 と は 捉 え に く く ，

小 ざ か し い や り 方 の よ う で も あ る 。 し か し ， 幼 児 の 集 団 の 場 合 ， そ れ は

固 定 的 持 続 的 な も の で は な い し ， ヒ ト の 子 ど も に と っ て 劣 位 性 の ア ピ ー

ル は ， 皮 肉 に も 大 人 の 意 向 を 取 り 込 ん だ 結 果 で も あ る 。 ま た 大 人 の 力 や

権 威 を 借 り て 構 造 を 変 化 さ せ る こ と の で き る シ ス テ ム で も あ る 。 そ の シ

ス テ ム に よ っ て 子 ど も た ち は ， 劣 位 に 陥 っ た 場 合 に 自 分 の 順 位 を 変 化 さ

せ う る 可 能 性 を 持 つ し ， 劣 位 に 陥 っ た 自 分 を 守 る 手 段 で も あ り ， ま た 反

対 に 劣 位 の も の を 攻 撃 し て は な ら な い と い う 大 人 の 意 向 に 従 う こ と は ，

さ ら に 上 位 者 で あ る 大 人 の 評 価 か ら ， 子 ど も た ち が 自 分 を 守 る 手 段 と も

い え よ う 。 順 位 枠 組 は ， 子 ど も た ち が そ う し て 「 武 装 」 し て 葛 藤 か ら 守

る 武 器 と み る こ と が で き る か も し れ ず ， エ ピ ソ ー ド の 中 で ， 大 人 を 探 し

て か ら 泣 き 始 め る と い う よ う に ， 子 ど も た ち が 意 図 的 に 用 い て い る な ら

ば ， 方 略 と し て の 意 味 を 見 出 す こ と が で き る の で は な い だ ろ う か 。  

 

 



  

95 

第６章  

保 育 環 境 に よ る 保 育 園 児 の 葛 藤 解 決 行 動 の 違 い に

関する予備的研究  

 

6 -1 問 題 と 目 的  

こ れ ま で の 章 で ， 幼 児 た ち が 多 様 な 方 略 を 用 い ， 当 事 者 以 外 の 方 向 に

も は た ら き か け な が ら 解 決 を 図 っ て い る と い う こ と が 示 さ れ た 。 ま た そ

の 解 決 は ， 大 人 の 権 威 を 借 り た り ， そ の 瞬 間 の 順 位 制 に 応 じ た や り と り

で あ っ た り と ， 順 位 枠 組 み と い う 集 団 秩 序 や ， 大 人 や 周 囲 の 子 ど も と い

っ た ， 自 分 の 所 属 す る 集 団 の 反 応 を 取 り 込 み ， 自 分 た ち の 集 団 規 範 を 作

り ， 変 化 さ せ ， そ れ に 準 じ た 解 決 へ と 発 達 し て い く と い う こ と が 主 張 さ

れ て き た 。 そ れ で は ， そ れ ら は 集 団 の あ り 方 が 異 な れ ば ま た 違 っ た 様 相

を 示 す の だ ろ う か 。 保 育 環 境 や ， 保 育 の 仕 方 が 異 な れ ば ， ま た 異 な る 集

団 規 範 が 形 成 さ れ る の だ ろ う か 。 保 育 比 較 を す る 意 味 が あ る の か に つ い

て ， 本 研 究 の フ ィ ー ル ド と は 別 の フ ィ ー ル ド の 保 育 に つ い て ， 予 備 的 に

検 討 し て み た い 。  

 

日 英 比 較 を す る こ と に つ い て  

現 在 日 本 で は ， 少 子 化 の 進 行 や 家 庭 や 地 域 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化 を 背

景 に ， 就 学 前 の 子 ど も の 教 育 ・ 保 育 に 対 す る ニ ー ズ が 多 様 化 し て い る 。

そ の こ と か ら ， 総 合 施 設 化 に 向 け て モ デ ル 事 業 の 実 施 や 法 案 提 出 な ど ，

整 備 が 進 め ら れ て い る 。 日 本 で は 保 育 園 に お い て も ， 満 3歳 以 上 の 幼 児

に 対 し て は ， 幼 稚 園 教 育 要 領 を 基 本 と し て 幼 児 教 育 が 行 な わ れ て い る 。

日 本 で は ほ ぼ 100％ 近 く の 子 ど も が 幼 稚 園 や 保 育 園 で 就 学 前 教 育 を 受 け

て い る 状 態 に あ り ， そ の こ と が 日 本 の 就 学 後 の 学 習 や 教 育 を ス ム ー ズ に
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し て い る と も 考 え ら れ る 。 し か し 現 在 ， 小 学 校 で の 教 科 教 育 へ の 移 行 の

問 題 ， あ る い は 保 育 園 に 子 ど も を 通 わ せ る 親 の 中 で の 幼 児 教 育 に 対 す る

要 望 の 高 ま り か ら ， 就 学 前 教 育 の あ り 方 が 検 討 さ れ る こ と が 求 め ら れ て

い る 。  

一 方 で 英 国 で は ， 5歳 に な る と 学 校 に 行 き 始 め る た め ， 日 本 よ り も 1年

早 い 就 学 シ ス テ ム の 下 で 教 科 教 育 が 行 な わ れ て い る 。 こ の こ と は ， 日 本

で は ま だ 幼 児 と し て 扱 わ れ る 時 期 に ， 集 団 で の 学 び の 活 動 が な さ れ る と

同 時 に ， そ の 前 段 階 で は 集 団 で の 学 び の 活 動 へ の 準 備 が な さ れ る と い う

こ と に も な る 。  

そ の 就 学 前 児 教 育 は ，英 国 で は 以 下 の よ う に な っ て い る （ 注 １ ）。保 育 サ

ー ビ ス に は ， デ イ ナ ー サ リ ー ， プ レ イ グ ル ー プ ， チ ャ イ ル ド マ イ ン デ ィ

ン グ や 託 児 所 （ c re
`

che） な ど が あ る 。 幼 児 教 育 の サ ー ビ ス は ， ナ ー サ リ

ー ス ク ー ル ， ナ ー サ リ ー ク ラ ス ， レ セ プ シ ョ ン ク ラ ス と 呼 ば れ る 施 設 に

よ っ て 担 わ れ て い る 。 ナ ー サ リ ー ス ク ー ル で は ， 教 師 と ， 保 育 士 資 格 を

持 つ ナ ー サ リ ー ア シ ス タ ン ト が 配 置 さ れ て お り ， 子 育 て 支 援 な ど は 視 野

に 入 れ ら れ て い な い が ， 保 育 形 態 と し て は ， 日 本 に お い て 現 在 モ デ ル 事

業 と し て 行 な わ れ て い る 幼 保 園 に 近 い 形 態 を と っ て い る の で は な い だ ろ

う か 。  

こ の よ う な 状 況 に あ る 現 在 ， 日 本 が ど の よ う に 保 育 ・ 幼 児 教 育 を 整 備

し て い く こ と が で き る の か を 探 る た め に も ， 他 の 形 態 を と っ て い る 文 化

に つ い て 知 る こ と は 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  

ま た ， 欧 米 の よ う に ， キ ス や 抱 擁 と い っ た 身 体 接 触 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン が ， 日 常 的 に 行 な わ れ る 文 化 の 中 で は ， 子 ど も 達 の 関 係 調 整 に も

そ れ が 頻 繁 に 導 入 さ れ る の だ ろ う か 。  

ま た 一 方 で 英 国 は ， マ ナ ー を 重 ん じ ， 教 育 に 熱 心 な 文 化 で も あ る 。 さ
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ら に ， 個 人 主 義 的 な 文 化 で あ る と 同 時 に ， 児 童 中 心 主 義 に 基 づ い た ， よ

り 自 由 な 交 渉 を 奨 励 す る 保 育 活 動 が な さ れ て い る と も 推 察 さ れ る 。  

他 方 ， 日 本 は ， 集 団 主 義 的 で あ る と 同 時 に ， い ざ こ ざ に つ い て は ， 社

会 性 発 達 に 役 立 つ （ た と え ば 荻 野 ， 1986；  Shantz， 1987） な ど の 考 え

方 に 基 づ い て ， 保 育 園 な ど で は あ る 程 度 奨 励 さ れ る よ う な 状 況 で あ る 。

ま た ， 日 本 の 幼 児 は ， 友 達 同 士 で あ れ ば ， 子 ど も が 自 分 た ち で も 仲 直 り

を し ， さ ら に そ の 頻 度 は 年 齢 に よ っ て 増 す （ Fuj i sawa， Kutsukake，

Hasegawa： 2005） と い う 報 告 も あ る 。 こ れ ら の 影 響 が ， 保 育 や ， そ こ

で の 子 ど も 達 の 行 動 に は ど の よ う に 表 れ る の だ ろ う か 。  

し か し ， よ り 自 然 な 状 態 で の 葛 藤 場 面 を 対 象 と す る 場 合 ， 日 本 で の 観

察 と 厳 密 な 比 較 が で き る ほ ど の デ ー タ 収 集 は 現 段 階 で は 難 し い 。そ こ で ，

本 研 究 で は ， 英 国 の 保 育 園 で の 観 察 を 予 備 的 な 観 察 と 位 置 づ け ， そ こ か

ら 違 い を 探 索 し ， 今 後 比 較 検 討 し て い く べ き 問 題 を 生 成 す る こ と を 目 的

と し た い 。  

 

6 -2  方 法  

6-2-1 観 察 期 間 ：  

英 国 ： 2005 年 8 月 19 日 ， 22～ 24 日 （ 合 計 観 察 時 間 :約 6 時 間 ）  

日 本 ： 2001 年 6 月 ～ 2004 年 3 月 ま で の 間 （ 合 計 観 察 時 間 約 90 時 間 ）。  

6-2-2 観 察 対 象 ：  

英 国：E 市 内 の G ナ ー サ リ ー ス ク ー ル に 通 園 す る ３ ～ ５ 歳 の 合 同 ク ラ ス

の 園 児 12 名 （ 男 児 7 名 ， 女 児 5 名 ）。 上 記 の 観 察 時 間 に 加 え て ， C 

ナ ー サ リ ー ス ク ー ル に つ い て は ， 保 育 の 特 徴 を 抽 出 す る た め ， 2 名

の 保 育 士 フ ォ ー カ ル の 観 察 を 行 な っ た （ 2005 年 8 月 11 日 ， 12 日 ，

合 計 観 察 時 間 ： 約 7 時 間 ）。  
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日 本：T 市 内 の A 保 育 園 の 3 歳 児 ク ラ ス と 4 歳 児 ク ラ ス の 園 児 112 名（ 男

児 52 名 ， 女 児 60 名 ， 3 年 間 に わ た っ て 観 察 を 行 な っ た た め ， 4 歳

児 ク ラ ス に は ， 前 年 度 3 歳 児 ク ラ ス か ら の 進 級 児 35 名 が 含 ま れ ，

一 部 重 複 し て 計 数 さ れ て い る ）。  

6-2-3 観 察 手 続 き ： C ナ ー サ リ ー ス ク ー ル に つ い て は ， 2 名 の 保 育 者 が

子 ど も と 関 わ る 場 面 を デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ で 記 録 し た 。 G ナ ー サ リ ー

ス ク ー ル と A 保 育 園 で は ， 自 由 遊 び 場 面 や お や つ 場 面 を 中 心 に 降 園 ま で

デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ で 記 録 し た 。 対 象 ク ラ ス 内 で 2 名 以 上 の 集 団 を 形

成 し て い る 子 ど も の 相 互 交 渉 を 中 心 に ， い ざ こ ざ の 発 生 か ら 終 結 ま で の

記 録 を 行 な っ た 。 原 則 と し て 同 一 対 象 の 観 察 は 1 回 あ た り 20 分 程 度 と

す る が ， い ざ こ ざ を 記 録 し て い る 状 況 で は ， 一 連 の い ざ こ ざ 収 束 を 対 象

児 変 更 の 基 準 と し た 。  

6-2-4 分 析 手 順 ：  

 ま ず ， 分 析 １ で は 英 国 の G， C２ 園 の 観 察 か ら 得 ら れ た 映 像 デ ー タ に

よ っ て ，英 国 の 保 育 活 動 の 特 徴 を 抽 出 し た 。分 析 ２ で は G ナ ー サ リ ー ス

ク ー ル の 園 児 か ら 得 ら れ た い ざ こ ざ を 含 む エ ピ ソ ー ド の 映 像 デ ー タ か

ら ，調 整・仲 直 り 行 動 を 分 類 し ，広 瀬（ 2006）に よ る 日 本 の 園 児 の 結 果

と 比 較 し た 。 さ ら に い ざ こ ざ の 収 束 の 様 相 を 両 国 か ら 得 ら れ た エ ピ ソ ー

ド に よ っ て 比 較 し た 。 収 集 さ れ た 映 像 デ ー タ は ， ビ デ オ デ ー タ 質 的 分 析

支 援 ソ フ ト mivurix(荒 川 ， 2002)を 用 い て 分 析 を 行 っ た 。 mivurix に よ

る 分 析 の 手 順 は 以 下 の と お り で あ る 。 ま ず ， 対 象 と す る 映 像 を ， デ ジ タ

ル 化 し て コ ン ピ ュ ー タ 内 に 蓄 積 し た 。 そ の 上 で ， デ ジ タ ル 化 さ れ た 映 像

に つ い て 「 カ ッ ト ア ッ プ 」 と 呼 ば れ る ， タ グ 付 け を 行 っ た 。 こ の 作 業 を

行 な う こ と で ， グ ラ ウ ン デ ッ ド ・ セ オ リ ー ・ ア プ ロ ー チ （ Glaser ＆  

Strauss， 1967/1996） に お け る 「 情 報 の 断 片 化 」 と 同 様 の 処 理 が 行 な わ
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れ た こ と に な る 。 次 に 切 り 取 っ た 映 像 に 仮 の 名 前 を つ け た 。 こ の 作 業 は

KJ 法 で い う と こ ろ の 「 最 初 の 見 出 し 」 と 同 様 の 位 置 づ け と な る （ 荒 川 ，

2005）。 さ ら に ， タ グ 付 け し た 映 像 を 繰 り 返 し 視 聴 し て 分 類 を し た 。  

 本 研 究 に お い て は ， 保 育 士 が 子 ど も に 働 き か け て い る 映 像 及 び ， い ざ

こ ざ が 含 ま れ る 映 像 を 一 度 断 片 化 し て 名 前 を つ け ， 調 整 ・ 仲 直 り 行 動 に

つ い て は ， 広 瀬 （ 2006） で 生 成 さ れ た カ テ ゴ リ を 用 い て 映 像 の 分 類 を 行

っ た 。  

 な お ， こ の 研 究 計 画 に つ い て は ， 早 稲 田 大 学 人 間 科 学 学 術 院 倫 理 委 員

会 の 承 認 を 得 て い る 。  

6-3 結 果 と 考 察  

 英 国 の G ナ ー サ リ ー ス ク ー ル の 映 像 か ら は ，19 例 の い ざ こ ざ と そ の

終 結 場 面 が 観 察 さ れ ，日 本 の A 保 育 園 の 映 像 か ら は ，90 例 の い ざ こ ざ

と 終 結 場 面 が 観 察 さ れ た 。  

6-3-1〈 分 析 １ 〉  

ま ず ， 英 国 の ２ 園 の 保 育 活 動 の 観 察 か ら 得 ら れ た 映 像 を ， mivurix に

よ っ て タ グ 付 け を 行 っ た 結 果 ， １ ６ 種 類 の 場 面 に タ グ が つ け ら れ た 。 さ

ら に ま と め る と ，２ 園 に 共 通 し た 特 徴 が Figure１ の よ う に 浮 か び あ が っ

た 。  

幼 児 の 保 育 室 内 は ，「 Doctor corner」 や 「 School corner」，「 Brick 

corner」 な ど と ， プ レ ー ト が か け ら れ ， パ ー テ ー シ ョ ン で 囲 わ れ た ス ペ

ー ス が あ ら か じ め 作 ら れ て お り ， ど こ で ど ん な 活 動 を す る べ き か が 明 確

に 示 さ れ て い る 。 子 ど も た ち は ， お 医 者 さ ん ご っ こ を し た い と き に は

「 Doctor corner」 に 行 き ， そ の 囲 い の 中 で 遊 ぶ の で あ る 。 日 本 で 観 察

し た A 保 育 園 で は ， 大 型 の ま ま ご と 道 具 が 設 置 し て あ る 場 合 な ど に ， あ

る 程 度 の ル ー ル は あ る も の の ， そ の 遊 び を す る の に ふ さ わ し い 場 所 を 自
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分 た ち で 選 び ， ダ ン ボ ー ル や 積 み 木 を 使 っ て 囲 い を 作 り ， 遊 び を 展 開 し

て い く 。 さ ら に ， 英 国 の ナ ー サ リ ー で は そ の プ レ ー ト に 「 For three 

people」 な ど と ， 制 限 人 数 が 明 記 さ れ て あ る 。 A 保 育 園 で は そ の ス ペ ー

ス を 侵 害 す る 事 態 が 起 こ る と ， ト ラ ブ ル に 発 展 す る こ と も あ る が ，「 入

れ て 」「 い い よ 」 や ， お う ち ご っ こ な ど の 場 合 「 ピ ン ポ ー ン 」「 ど う ぞ 」

な ど の ， 子 ど も た ち の 間 で ル ー ル 化 さ れ た や り と り で ト ラ ブ ル を 回 避 し

た り ， ま た 葛 藤 状 態 を 解 決 す る こ と が で き る 。 山 本 （ 2000） は こ の や り

と り を 日 本 独 特 の 「 よ せ て （ 入 れ て ） 儀 式 」 と 呼 び ， こ れ に よ っ て 集 団

の 境 界 が 意 識 化 さ れ ， 境 界 を 操 作 す る 手 続 き が 子 ど も た ち の 間 に 獲 得 さ

れ て い く こ と を 指 摘 し て い る 。 そ の や り と り を 経 て ， 境 界 が 子 ど も た ち

に よ っ て 調 整 さ れ ， と き に は 囲 い の 大 き さ を 変 え ， ス ペ ー ス の 大 き さ や
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形 も 変 化 し ， と き に は 移 動 も し て い く 。 A 保 育 園 で は 「 ○ ○ コ ー ナ ー 」

の 場 所 や 大 き さ ， 人 数 な ど を ど う 制 限 す る か は ， 子 ど も た ち に 任 せ ら れ

て い る が ， 英 国 の ナ ー サ リ ー で は ， あ ら か じ め 用 意 さ れ た 場 所 に 子 ど も

の 方 が 移 動 し ， 用 意 さ れ た ル ー ル に 従 っ て ト ラ ブ ル を 回 避 し な が ら 遊 び

を 展 開 し て い く 仕 組 み に な っ て い る と い え よ う 。  

ま た ， お や つ の 時 間 に な る と ， 英 国 の ナ ー サ リ ー の 子 ど も た ち は 籠 の

な か か ら 自 分 の ネ ー ム プ レ ー ト を 取 り ， ク ラ ス の 3 分 の １ 程 度 が 座 る こ

と の で き る お や つ コ ー ナ ー に 持 っ て 行 き ， そ れ を テ ー ブ ル に 置 く こ と で

保 育 者 か ら お や つ が 配 ら れ る 。 ネ ー ム プ レ ー ト を 持 っ て こ な い 場 合 は 席

に 着 く こ と が 許 さ れ ず ， ま た 早 く お や つ を 食 べ よ う と ， 用 意 さ れ た 椅 子

以 外 に 自 分 で 運 ん で き た 椅 子 を 追 加 し て 座 る こ と も 許 さ れ な い 。 最 初 に

席 に 着 か な か っ た 子 ど も は ， 誰 か が 食 べ 終 わ り ， 席 が あ く ま で お や つ を

食 べ る こ と が で き な い 。 日 本 の よ う に ，「 た だ き ま す 」 と い う 挨 拶 を き

っ か け に 全 員 が そ ろ っ て 食 べ 始 め る の と は ，ま た 様 相 が 異 な る 。し か し ，

こ の よ う な や り 方 を 取 る こ と で ， 子 ど も た ち は 順 番 や ， 制 限 人 数 を 超 え

な い よ う に 気 を 配 る な ど の ル ー ル を 身 に つ け や す く な り ， ト ラ ブ ル の も

と と な る も の や 場 所 の 取 り 合 い を 回 避 で き る こ と が ， こ の ナ ー サ リ ー の

保 育 で は 目 指 さ れ て い る の だ ろ う 。  

ま た ，英 国 の 保 育 者 は し ゃ が ん で 子 ど も た ち と と も に 遊 ぶ こ と を し な

い 。 Fig .6 -2 に 示 さ れ た よ う な 場 所 に ほ と ん ど の 時 間 位 置 取 り し ， と き

ど き 保 育 室 内 ， あ る い は 園 庭 を 巡 回 す る 。 よ く 見 渡 せ る 位 置 に い て ， 子

ど も よ り も 高 い 位 置 か ら 見 守 る こ と で ， ト ラ ブ ル に は 早 い 段 階 で 気 づ く

こ と が で き る よ う だ 。 そ の た め ， 目 の 届 く 範 囲 内 で は 身 体 的 な 相 互 交 渉

が 発 生 し た り 継 続 し た り し に く い 環 境 に あ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 子 ど

も は 遊 ぶ が 大 人 は 遊 ば な い と い う や り 方 を 通 す こ と で ， A 保 育 園 よ り も
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大 人 と 子 ど も と の 区 別 が は っ き り と 認 識 さ れ て い る と 見 る こ と が で き

る 。 し か し ， 保 育 者 の 死 角 で 発 生 し た い ざ こ ざ で は ， 砂 を か け た り ， 身

体 を 押 し 合 っ た り と い っ た 激 し い や り 取 り も 観 察 さ れ て い る 。  

泣 い た り ぐ ず っ た り す る 子 ど も に 対 し て は ， 抱 き か か え た り ， 撫 で た

り す る な ど ， 慰 撫 的 な 身 体 接 触 を 施 し て お り ， 保 育 者 と 子 ど も の 間 で の

身 体 接 触 に つ い て 特 に 制 限 す る 様 子 は 見 ら れ な か っ た 。  

し か し ，大 人 の 介 入 す る 事 例 は ，英 国 の 園 に お い て 頻 繁 に 見 ら れ た（ χ

2=3.68 ｄ ｆ =1 p=.06）。 幼 児 同 士 の 相 互 交 渉 に 対 し て は ， 保 育 者 の 目

の 届 く 範 囲 で 発 生 し た い ざ こ ざ に つ い て は ， 身 体 的 な 攻 撃 が 見 ら れ る 以

前 に ， 保 育 者 が 一 方 の 手 を 引 い て 連 れ て 行 く な ど ， 当 事 者 同 士 を 物 理 的

 

固 定 遊 具  

 

工 作

ナ

大 型 積 み 木  

コ ー ナ ー  

（ 制 限 人 数 3人）  

スナックコーナー

(制 限 人 数 6人 ）

絵 画  

ルーム

パズルコーナ

ー（制 限 人 数

2人 ） 

水

槽

テラス  
引

き

出

し ストーリー

コーナー  

トイレ  調 理 室

キ
ッ
チ
ン 

：保 育 者 の定 位 置  ：保 育 者 介 入 のトラブル  
F i g .6 -2  Cナーサリーの保 育 室 の構 成 と保 育 者 の位 置 取 り  



  

103 

に 引 き 離 す 介 入 方 法 を と っ て い た 。 日 本 の 保 育 園 で は 攻 撃 行 動 が み ら れ

た 場 合 に 保 育 士 の 介 入 が 多 く な る （ 朝 生 ・ 斉 藤 ・ 荻 野 ， 1991） こ と と 比

較 し て 特 徴 的 で あ る 。 つ ま り ， Fig.6-1 の 右 端 に ま と め た よ う に ， ① ト

ラ ブ ル を 起 き に く く す る シ ス テ ム が あ り ， ② ト ラ ブ ル が 統 制 さ れ や す い

文 化 的 背 景 が あ り ， ③ ト ラ ブ ル が 継 続 し た り 発 展 し た り し に く い 環 境 で

保 育 が 行 な わ れ て い る こ と が わ か っ た が ， そ の な か で も ④ 大 人 と 子 ど も

の 区 別 は 明 確 に し つ つ も ， 親 し み を 持 っ て 接 し て い る こ と も 同 時 に 特 徴

と し て あ げ ら れ た 。  

 

6-3-2〈 分 析 ２ 〉  

１ ． 当 事 者 同 士 の 調 整 ・ 仲 直 り  

 G ナ ー サ リ ー ス ク ー ル の 観 察 か ら は 19 例 の エ ピ ソ ー ド が 収 集 さ れ た 。

こ の エ ピ ソ ー ド の 映 像 を ， mivurix(荒 川 ， 2002)を 用 い て 切 り 取 り ， 広

瀬（ 2006）の 調 整・仲 直 り 方 略 カ テ ゴ リ を 元 に 分 類 を お こ な っ た と こ ろ ，

Table6-1 の よ う に な っ た 。各 方 略 に つ い て は ，同 一 エ ピ ソ ー ド 内 に あ っ

て も ， 異 な る 方 略 が 生 起 し た 場 合 に は そ れ ぞ れ を 計 数 し た た め ， 行 動 の

生 起 数 と エ ピ ソ ー ド 数 は 一 致 し な い 。 英 国 の ナ ー サ リ ー で は ， い ざ こ ざ

が 発 生 し た 場 合 ， 早 い 段 階 で 保 育 士 が 介 入 す る 体 制 に あ る た め ， い ざ こ

ざ 後 に 子 ど も が 自 発 的 に 相 手 の 子 ど も に 働 き か け る 機 会 が 少 な く ， い ざ

こ ざ 自 体 が 観 察 さ れ に く か っ た と 思 わ れ る 。  
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Table6-１　両園の調整・仲直り方略の分類

譲歩 9 (11) 19 (7)
ルールの導入 0 (0) 4 (2)
謝罪 2 (3) 6 (2)
説明 0 (0) 15 (6)
代償 5 (6) 2 (1)
接近・合流 10 (13) 27 (10)
接近・合流の誘導 0 (0) 0 (0)
抗議 17 (22) 71 (27)
抵抗 11 (14) 20 (8)
おどけ 7 (9) 23 (9)
注意の転換 1 (1) 9 (3)
距離取り 4 (5) 5 (2)
介入要請 5 (6) 36 (14)
懇願 0 (0) 5 (2)
劣位性表出 8 (10) 23 (9)
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し か し ， 以 下 に 示 す エ ピ ソ ー ド 6-1 の よ う な ， 保 育 士 の 介 入 に よ っ て

引 き 離 さ れ た 後 も ， 当 事 者 同 士 が 働 き か け て 協 同 的 な 遊 び が 開 始 さ れ た

例 も 見 ら れ た 。  

エ ピ ソ ー ド 6-1（ G ナ ー サ リ ー ス ク ー ル  ４ 歳 児 ）  

女 児 F が 使 っ て い た ダ ン ボ ー ル に 男 児 J が 入 っ た 。 一 度 ふ た を 閉 め ，

開 け る と J が “ Ｗ ｈ － ｙ ，（ did ） you open?！ （ ど う し て 開 け ち ゃ う

の ？ ） …（ 聞 き 取 れ ず ）” と 言 っ た が ， J は 箱 か ら は 出 ず ， F は 一 度 箱

か ら 離 れ た 。 戻 っ て き た F は 一 旦 J の 頭 の 上 に ふ た を 閉 め る が ， す ぐ

に 開 け て ，J に 外 に 出 る よ う に 手 で 促 し た 。J は 箱 の 中 で ，ふ た を し め

ら れ た と き と 同 じ 姿 勢 で か が ん で い る 。 F が 泣 き べ そ を か き 始 め る と ，

J が 箱 か ら 出 て ， F を 箱 の 中 に い れ ， ふ た を 閉 め た 。 F は 泣 き べ そ を か

き 続 け て い た 。 保 育 者 が J に 声 を か け た “ J！ F doesn ’t like to do so

（ F は 嫌 み た い よ ）”。 箱 の 中 で F が 叫 び ， J は ふ た を 開 け ， F の 顔 を の

ぞ き こ み な が ら ， 顔 に 頬 を 寄 せ た 。 手 を F の 肩 に 伸 ば し か け た と こ ろ

で 保 育 者 が“ Excuse me！ Don ’t（ ダ メ よ ）”と 声 を か け な が ら 近 づ く と ，
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J は 手 を 引 っ 込 め た 。保 育 士 が F の 手 を 引 き ，箱 か ら 出 し た 。J は F の

方 を 見 な が ら ， お 迎 え に つ い て き た 年 長 の 男 児 に 近 づ い て い っ た 。  F

は う つ む き な が ら 別 の 段 ボ ー ル 箱 を 蹴 飛 ば し た り ， 箱 の 周 り を 走 っ た

り し て い た が ， 約 15 秒 後 ， 滑 り 台 の 上 の J に 近 づ き ， J の 腹 に 後 ろ 向

き で 自 分 の 背 中 を 押 し 付 け 密 着 さ せ た 。F は 滑 り 台 を 一 度 駆 け 下 り ，再

び J の と こ ろ に 駆 け 上 が っ た 。J と F は 顔 を 見 合 わ せ て 笑 い ，一 緒 に 滑

り 台 で 遊 び 始 め た 。  

 こ の 日 ， 園 庭 に は 子 ど も が 入 れ る 程 度 の 大 き さ の 段 ボ ー ル 箱 が 置 い て

あ り ， そ の 中 に 入 っ て 遊 ぶ こ と が こ の 数 日 間 子 ど も 達 の あ い だ で 人 気 が

あ る よ う だ っ た 。 そ の た め か ， 他 に も こ の ダ ン ボ ー ル 箱 を 巡 る い ざ こ ざ

が 1 例 起 こ っ て い た 。 上 記 の エ ピ ソ ー ド で は ， 段 ボ ー ル 箱 の 使 用 を め ぐ

っ て い ざ こ ざ が 発 生 し ， 箱 を め ぐ っ て の や り 取 り は 保 育 者 の 介 入 に よ っ

て 中 断 さ れ た 。 さ ら に J の 注 意 が 他 の 子 ど も に 向 き ， 二 人 の 間 の や り と

り は 一 旦 消 失 し た 。し か し F は そ の 後 も 他 の 段 ボ ー ル 箱 を 蹴 飛 ば し 続 け ，

や り 取 り に 納 得 し て い な い 様 子 だ っ た 。 と こ ろ が ひ と し き り 段 ボ ー ル 箱

に 八 つ 当 た り を し て ， 納 得 し た の か ， F が J に 近 づ き ， 身 体 を 一 度 密 着

さ せ た （ 下 線 部 ） 後 に は ， 微 笑 み 合 っ た り ， 一 緒 に 同 じ 遊 び を し た り で

き る よ う に な っ て い る 。 一 度 距 離 が 取 ら れ た こ と で ， 緊 張 が 緩 和 さ れ た

こ と も 機 能 し て い る で あ ろ う が ， F が 接 近 し ， 接 触 し た こ と が 効 果 を 発

揮 し た と 考 え ら れ る 。  

 次 に ， A 保 育 園 で の 4 歳 児 同 士 の エ ピ ソ ー ド 5-2 を 示 す 。 大 縄 跳 び を

し て い る 際 に 起 き た い ざ こ ざ と ， そ の 解 決 の 過 程 が 含 ま れ て い る 。  

エ ピ ソ ー ド 6-2（ A 保 育 園  4 歳 児 ）  

大 縄 跳 び に 並 ぶ 列 で ，女 児 B 子 が 女 児 A 子 と 手 を つ な ご う と し て い る が ，
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A 子 は 手 を 振 り ほ ど い た 。 し か し B 子 は 再 度 A 子 の 手 を と り ， A 子 は 不

満 げ な 顔 を し て ， さ れ る ま ま に な っ て い た 。 縄 を 飛 ぼ う と す る A 子 に ，

B 子 が 身 体 を 寄 せ て つ い て い き ， 手 を 持 っ て 一 緒 に 飛 ぼ う と し た 。 A 子

は 「 や め て 」 と 言 い な が ら 逃 げ 回 っ た が ， B 子 は 執 拗 に 追 い 回 し た 。 A

子 は 「 や あ だ ！  一 緒 に や り た く な い の ー 」 と 言 い ， ス カ ー ト を 握 り 締

め な が ら 泣 き べ そ を か い た 。縄 を ま わ し て い た 保 育 士 が「 B 子 ，や だ っ

て 。一 回 は さ ー ，自 分 ひ と り で や り た い ん だ っ て 。 B 子 は も う い っ ぱ い

一 人 で 飛 ん だ け ど ，A 子 は 今 来 た ん だ か ら ，い っ ぱ い 飛 ん で か ら 一 緒 に

や れ ば い い じ ゃ ん 」 と 言 っ た 。 B 子 は 「 じ ゃ あ 一 回 だ け ね 」 と 言 い ， A

子 か ら 離 れ た 。①  B 子 が 先 に 縄 を 飛 び ，続 い て A 子 が 一 人 で 飛 ん だ 。 A

子 は 飛 び 終 わ る と ， 列 の 最 後 尾 に 並 ん で い た B 子 の と こ ろ に 歩 い て 行

き ，B 子 と 手 を つ な い だ 。そ の 後 二 人 は 手 を つ な い だ ま ま 列 に 並 ん で い

た 。 ②  

 こ の エ ピ ソ ー ド は ， A 子 と B 子 の 間 の ， 意 図 と 要 求 の ズ レ で 生 じ た い

ざ こ ざ で あ る 。 大 縄 跳 び の 順 番 待 ち の 列 で ， 一 人 で 跳 ぼ う と 思 っ て い た

A 子 の 手 を ，B 子 が 執 拗 に と ろ う と し て い た こ と に よ っ て ，A 子 に 不 満 が

残 り ， そ の 不 満 を 泣 き べ そ で 表 現 し た 。 英 国 の 例 と 同 様 に ， 保 育 士 が A

子 の 気 持 ち を 代 弁 し ， 解 決 法 を 提 案 し た 。  B 子 が 譲 歩 し た （ 下 線 部 ① ）

こ と で 一 旦 や り と り は 中 断 さ れ た 。 A 子 も 自 分 の 希 望 通 り に ， 一 人 で 飛

ぶ こ と が で き た た め か ， B 子 に 対 す る 怒 り は 緩 和 さ れ た よ う で あ る 。 さ

ら に B 子 に 接 近 し て 自 分 か ら 手 を つ な ぐ こ と で ，仲 直 り を 提 案 し て い る 。

B 子 も ， そ の 後 も 手 を つ な ぎ 続 け て い る こ と か ら ， A 子 の 提 案 を 受 け 入

れ た よ う で あ る 。  

 以 上 の よ う に ， 両 エ ピ ソ ー ド と も ， 保 育 士 の 介 入 に よ っ て 攻 撃 的 な や

り と り は 中 断 さ れ て い る が ， そ の 後 の 一 緒 に 遊 ぶ こ と に つ い て は ， 子 ど
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も の 能 動 的 な 働 き か け に よ っ て 開 始 さ れ て い る 。 ど ち ら の 園 の 子 ど も も ，

接 近 し 接 触 す る こ と を ， 仲 直 り の 提 案 と し て 受 け 入 れ ， 関 係 調 整 が さ れ

て い る と 考 え ら れ る 。  

 

２ ． 他 児 介 入 の 調 整 ・ 仲 直 り  

 次 に ， 当 事 者 以 外 の 子 ど も の か か わ り 方 の 違 い を エ ピ ソ ー ド で 比 較 す

る 。 他 児 が 介 入 す る 割 合 は 両 園 に 違 い は 見 ら れ な か っ た 。 し か し 介 入 の

仕 方 に 違 い が 見 ら れ た た め ， 以 下 に 同 じ よ う に 4 歳 児 の 男 女 の 組 み 合 わ

せ で 起 こ っ た 日 本 の 介 入 の エ ピ ソ ー ド 5-3， 2-6（ 第 2 章 か ら 再 掲 ）， 英

国 の 介 入 の エ ピ ソ ー ド 5-4 を 示 す 。  

エ ピ ソ ー ド 5-3（ A 保 育 園  4 歳 児 ）  

園 庭 で 砂 遊 び を し て い る と ，女 児 リ ツ コ が 男 児 タ カ シ の 遊 ん で い た と こ

ろ か ら 砂 を 取 り ，タ カ シ が「 リ ツ コ ！ 」と 抗 議 し た 。リ ツ コ は「 一 緒 に

遊 ん で い た カ ナ コ と リ オ に「 も う タ カ シ と 遊 ば な い よ う に し よ う 」と 言

っ た 。リ ツ コ は 再 び タ カ シ の い る と こ ろ か ら 砂 を と っ た 。タ カ シ は 腰 に

手 を あ て て （ 怒 っ て い る ポ ー ズ ）， 再 度 リ ツ コ と 他 の 女 児 二 人 が 遊 ん で

い る 場 所 に 近 づ い た 。 タ カ シ が 近 づ い た の に 気 づ く と リ ツ コ は ，「 は い

る な ！ 」と 叫 ん だ 。た か し は リ ツ コ を 突 き 飛 ば し ，リ ツ コ が 地 面 に し り

も ち を つ い た 。リ ツ コ は し り も ち を つ い た ま ま 泣 き だ し た 。リ オ は リ ツ

コ の 顔 を 覗 き こ み ，カ ナ コ は リ ツ コ の 頭 を 撫 で た 。① カ ナ コ は タ カ シ の

と こ ろ へ 向 か っ て 走 り な が ら 強 い 口 調 で 、「 ご め ん ね 言 い な よ ！ 」 と 言

っ た 。②「 リ ツ コ が ね ，い た ず ら し た の が や だ っ た の 」と 言 い な が ら タ

カ シ は 観 察 者 に 近 づ い て き た 。タ カ シ が 観 察 者 に 訴 え た こ と に 気 づ い た

の か ，リ オ と カ ナ コ は 観 察 者 の 方 に 視 線 を 送 る 。リ オ が タ カ シ の 手 を 引
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っ 張 り ，「 ご め ん ね 言 い な よ 」 と リ ツ コ の と こ ろ に ひ っ ぱ っ て い き ， 謝

ら せ た 。 ③  

 

エ ピ ソ ー ド 2-6 4 歳 7 月  

ケ イ タ ， ナ オ キ ， ミ ツ キ ， レ ナ が 砂 を 使 っ て ま ま ご と を し て い る 。 ナ

オ キ の 向 か い 側 に 座 っ て い た ケ イ タ が ナ オ キ の 使 っ て い た 器 を 取 り ，

自 分 の 方 に 持 っ て い き ，地 面 に ひ っ く り 返 し た (プ リ ン の 型 を は ず す よ

う に )。 ナ オ キ は 泣 き べ そ を か き な が ら ，「 だ め え え え え え え え 」 と 抗

議 し た 。 ケ イ タ は 「 違 う よ ， ア イ ス 作 っ て る ん だ よ 」 と 言 い 返 す が ，

ナ オ キ は 「 壊 し ち ゃ だ め ぇ ぇ 」 と 繰 り 返 し た 。 ケ イ タ は 強 い 口 調 で ，

「 壊 す っ て わ け じ ゃ な い ん だ よ ！ 」 と 言 い 返 し た 。 ナ オ キ は 周 囲 を 見

回 し ， そ ば で 観 察 し て い た 観 察 者 に 気 づ く と ① ，

観 察 者 の 方 に 近 づ い た 。ケ イ タ ，ミ ツ キ ，レ ナ は

ナ オ キ と 観 察 者 の 方 を 見 た ② 。 ナ オ キ は 「 ね え ，

ケ イ タ が 壊 し た 」 と 訴 え た 。  

レ ナ は 視 線 を ケ イ タ に 戻 し ，「 こ う や っ て 」と ケ イ タ が 持 っ て い た 器

を ， 元 に 戻 す よ う に う な が し た 。 ③ ケ イ タ が 元 に 戻 し た こ と に 気 づ く

と ，ナ オ キ は 元 の 場 所 で は な く ，ケ イ タ の 隣 に し ゃ が み ，「 ね え ，こ れ

ど う な っ て ん の ？ 」 と 話 し か け た 。  

 

 

エ ピ ソ ー ド 5-4（ G ナ ー サ リ ー ス ク ー ル  4 歳 児 ）  

ま ま ご と コ ー ナ ー （ 人 数 が 決 め ら れ て い る た め ， も う 一 人 入 る と 人 数

オ ー バ ー に な っ て し ま う ） に 入 ろ う と し た 女 児 F を 男 児 B が ， F の 耳
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元 で 鈴 を 鳴 ら し な が ら 追 い か け た 。 逃 げ 回 り な が ら F が 泣 き だ し た 。

保 育 士 が“ What’ s happening？（ ど う し た の ？ ）”と 声 を か け る と ， F

は 泣 き な が ら B を 指 差 し ，“ B tell me waaaaa.......（ 泣 き 出 し ，

言 葉 に な ら な く な る ）” と 泣 き 続 け た （ そ ば で 男 児 J が 二 人 を 見 て い

る ）。 保 育 士 が “ B， tell her “ Please”  （ F に 「 ど う ぞ 」 っ て 言

い な さ い ）.”と 声 を か け た（ F は 泣 き 続 け て い る ）。J は B に 向 か っ て

“ Say “ Sorry”（ 謝 っ て ）”と 言 っ た .①  B は F に 近 づ き ，顔 の 近 く で

小 さ な 声 で “ Sorry” と 言 っ た 。 J は B の 肩 を 抱 き 、“ Hug her（ F を 抱

き し め て ）” と 促 し た 。 ② B は F に 近 づ き ， 肩 を 抱 く と ， F は 泣 き 止 ん

だ 。さ ら に J は“ And， kiss her！（ F に キ ス し て ）”と 言 い ， B は 再

度 F の 肩 を 抱 き ， 顔 を 近 づ け た 。 さ ら に 、 J が 両 手 を 広 げ て F と B に

近 づ く と F は J の 方 に 近 づ い た 。J は F を 抱 き し め た 。③  続 い て J は

F か ら 離 れ ，B に 近 づ き ，肩 を 抱 い た 。④  笑 い な が ら J が B の 肩 を 抱

く と B も 笑 っ た 。 二 人 を 見 て F も 笑 い 始 め た 。  

エ ピ ソ ー ド 5-3 で は ，当 事 者 で な い リ オ と カ ナ コ が リ ツ コ を 慰 め た り ，

タ カ シ に 謝 罪 を さ せ た り す る こ と で い ざ こ ざ の 解 決 に 介 入 し て い る 。 た

だ し ， 撫 で て 慰 め る （ 下 線 部 ① ） の は 一 方 の み で あ り ， 謝 罪 を 要 求 す る

(下 線 部 ② ， ③ )の も ， タ カ シ 一 方 に の み で あ る 。 身 体 接 触 を ， 関 係 調 整

と い う よ り は ， 自 分 が 味 方 す る ， あ る い は ダ メ ー ジ を 受 け た と 思 わ れ る

一 方 に 対 し て の 慰 撫 と し て 用 い て い る 。ま た 介 入 の 仕 方 も ，一 方 を 慰 め ，

他 方 を 非 難 す る と い う ， 一 方 的 な 介 入 方 法 を と っ て い る 。  

ま た ， エ ピ ソ ー ド 2-6 で も ， レ ナ が ， 元 に 戻 す よ う に （ 下 線 部 ③ ） と

は た ら き か け る の は ， ナ オ キ を 泣 か せ る 行 為 を し た ケ イ タ に の み で あ る 。 

一 方 で ， 英 国 で 見 ら れ た エ ピ ソ ー ド 5-4 で は ， 葛 藤 解 決 に 介 入 し た J

は ， 中 立 的 で あ る 。 F と B の い ざ こ ざ を そ ば で 見 て い た J は ， B に 対 し
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て “ Say “ Sorry”（ 下 線 部 ① ）” と 謝 罪 を 要 求 す る 内 容 の 発 話 を し な が

ら も ， エ ピ ソ ー ド 5-3 の よ う な ， も う 一 方 を 攻 撃 す る よ う な 立 ち 位 置 は

と っ て い な い 。 B に 対 し て ハ グ や キ ス を 促 し （ 下 線 部 ② ） つ つ ， 自 分 も

双 方 を ハ グ し （ 下 線 部 ③ ， ④ ）， 双 方 の 笑 い を 引 き 出 す な ど ， 中 立 的 で

あ る 。 つ ま り ， 身 体 接 触 を 解 決 の き っ か け と し て 提 案 す る と と も に ， 自

分 自 身 も 双 方 に 提 供 し ， 双 方 の 気 持 ち を 沈 静 化 す る こ と に 用 い て い る の

で あ る 。  

 い ざ こ ざ の 当 事 者 と は 異 な り ，周 辺 や ま っ た く 利 害 の な い 立 場 に い

る 第 三 者 は ， 客 観 的 ， 中 立 的 観 点 を よ り 早 く か ら 取 れ る （ 斉 藤 ・ 木 下 ・

朝 生 ， 1986）。 木 下 ら に よ れ ば ， ど ち ら か の 味 方 と し て 加 勢 す る 場 合 で

も ， 一 方 へ の 不 正 な 行 動 へ の 非 難 は ， 他 方 へ の 中 立 的 共 感 か ら 生 じ て い

る も の で あ り ， 当 事 者 よ り 客 観 的 で あ る と い う 。 そ の 観 点 か ら 見 れ ば ，

ど ち ら も 第 三 者 は 客 観 的 な 視 点 を 持 て て い る と い う こ と に な る 。 英 国 の

園 児 の 場 合 に は さ ら に 中 立 的 な 態 度 の よ う で あ っ た 。 前 述 し た よ う に ，

英 国 で は 大 人 が 積 極 的 に 園 児 の い ざ こ ざ に 介 入 し ， 解 決 方 法 を 指 示 す る

こ と が 多 か っ た 。 こ の こ と は ， 園 児 達 が ， 大 人 の 望 む 解 決 方 法 を 学 ぶ 機

会 や ， ま た 大 人 の 取 る 解 決 場 面 を 観 察 す る 機 会 が 増 え る こ と を 意 味 す る 。

そ の 結 果 ， 自 分 に 利 害 が 直 接 及 ば な い 冷 静 な 立 場 に あ る 場 面 で は 大 人 の

用 い る 方 略 を 導 入 で き る よ う に な っ て い る の か も し れ な い 。  

日 本 で は ， い ざ こ ざ や そ の 解 決 が 社 会 性 の 解 決 に 役 立 つ と い う 考 え 方

が 広 ま り ， ス キ ル 訓 練 の 場 が 与 え ら れ ， 仲 間 同 士 で 鍛 え あ う 環 境 が 整 っ

て き て い る 。 た だ し そ の 結 果 ， 鍛 え あ う 相 手 も ， 観 察 す る 相 手 も 年 齢 の

近 い 子 ど も で あ る 場 合 が 多 い 。 一 方 で 英 国 の ナ ー サ リ ー ス ク ー ル で は ，

大 人 が 積 極 的 に 介 入 す る こ と で ， 子 ど も 同 士 で ス キ ル を 鍛 え あ う 機 会 は

少 な い な が ら ， 大 人 の や り 方 を 観 察 す る 機 会 は 多 く 与 え ら れ て い る 。 ま
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た ， 英 国 の ナ ー サ リ ー ス ク ー ル で は 大 人 と 子 ど も の 区 別 が 明 確 で あ る た

め ， 日 本 の 保 育 園 よ り も ， 大 人 に は 従 う べ き ， 大 人 の や り 方 は 見 習 う べ

き と い う 態 度 が ， 子 ど も の 間 で 獲 得 さ れ て い る と 予 測 で き る 。 し か し 一

方 で こ の こ と は ， 大 人 が 絶 対 的 な 存 在 で あ る た め に ， 自 分 た ち で 開 発 し

た 規 範 と い う よ り も ， 単 に 大 人 を 模 倣 し て い る に す ぎ な い と の 見 方 も で

き る の で は な い だ ろ う か 。  

一 方 で 日 本 の 保 育 園 の 例 で は ， 一 方 的 な 介 入 の よ う で は あ り な が ら ，

自 分 た ち な り に ダ メ ー ジ を 受 け た と 思 わ れ る リ ツ コ を 慰 め ， リ ツ コ に と

っ て 不 当 な 行 為 を し た と 思 わ れ る タ カ シ を 攻 撃 し ， よ り ダ メ ー ジ を 受 け

た と 思 わ れ る 方 に 加 勢 し て バ ラ ン ス を 保 と う と し て い る か の よ う で も

あ る 。  

さ ら に ， エ ピ ソ ー ド 2-6 の よ う に ， 第 三 者 で あ っ た レ ナ は ， 観 察 者 の

視 線 を 感 じ な が ら ， ケ イ タ に 謝 罪 を 促 し て ナ オ キ の 機 嫌 を 直 さ せ よ う と

す る よ り も ， ケ イ タ に 砂 を 元 に 戻 す よ う に 促 し ， 原 因 と な っ た 事 象 を 取

り 除 こ う と し て い る 。 た だ な だ め る よ り も ， 根 本 的 な 問 題 解 決 を 図 っ て

い る と 見 る こ と も で き る 。  

し か し ，日 本 の A 保 育 園 で は 子 ど も 自 身 で 鍛 え あ う 機 会 を 与 え る と は

述 べ た も の の ， 第 2 章 ， 第 3 章 ， 第 5 章 で も 述 べ て き た よ う に ， 大 人 の

権 威 を 借 り た り ， 保 育 者 や 保 護 者 ， 観 察 者 の 視 線 を 感 じ な が ら 解 決 を 図

る な ど ， 日 本 の 園 に お い て も 大 人 は ま っ た く 子 ど も た ち と 同 じ 立 場 と は

い え な い し ， 子 ど も た ち 同 士 の や り と り の な か で も ， 大 人 の 存 在 は 小 さ

く は な い 。 エ ピ ソ ー ド 5-3， 2-6 に お い て も ， 観 察 者 と い う 大 人 の 存 在

が ， 彼 ら の 行 動 に は 取 り 込 ま れ て い る の で あ る 。 英 国 の ナ ー サ リ ー の よ

う に ， 直 接 的 に 指 示 し た り モ デ ル を 見 せ る わ け で は な い が ， 大 人 が そ ば

に 存 在 す る こ と に よ っ て ， 日 本 の 保 育 園 の 子 ど も た ち も 大 人 の 視 点 ， 期
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待 を 意 識 し ， 大 人 が 与 え た 論 理 を 自 分 た ち の 行 動 に 取 り 込 ん で い る （ 山

本 ， 1990； 2000） の だ と 捉 え る こ と も で き よ う 。  

6-3-3 ま と め  

 本 研 究 で は ， 保 育 環 境 が 異 な る こ と に よ っ て ， 子 ど も た ち の 葛 藤 解 決

行 動 に 違 い は あ る の か に つ い て ， 英 国 の あ る ナ ー サ リ ー ス ク ー ル の 園 児

と 保 育 者 を 自 然 状 態 で 観 察 し ， 保 育 活 動 の 特 徴 と 葛 藤 場 面 の 特 徴 を 抽 出

す る こ と で 探 索 さ れ た 。  

観 察 を 行 な っ た 英 国 の ナ ー サ リ ー で は ， 大 人 と 子 ど も と の 区 別 を 明 確

に し た り ， 細 か い ル ー ル を 設 定 し た り す る な ど で ト ラ ブ ル を 防 止 す る 体

制 を と っ て い た 。 そ の た め 大 人 の 統 制 に よ り ， 子 ど も 達 自 身 の 積 極 的 な

調 整 や 身 体 的 な か か わ り は 発 生 し に く い 環 境 で あ っ た と い え よ う 。 し か

し ， 両 園 と も ， 大 人 が 介 入 し た あ と で も ， 手 を つ な い だ り 身 体 を 密 着 さ

せ た り と ， 子 ど も 自 身 が な ん ら か の 解 決 行 動 を と り ， 当 事 者 間 の 葛 藤 解

決 に は 明 確 な 違 い は 見 ら れ な か っ た 。  

し か し ， 当 事 者 以 外 の 子 ど も が い ざ こ ざ の 解 決 に 介 入 す る 場 合 に は ，

エ ピ ソ ー ド を 比 較 す る と 様 相 が 異 な る こ と が 推 察 さ れ た 。 日 本 の 保 育 園

児 の 他 児 介 入 エ ピ ソ ー ド で は ， ど ち ら か 一 方 の 味 方 に つ く よ う な 介 入 の

仕 方 で あ っ た 。 一 方 ， 同 年 齢 の 英 国 の 園 児 の エ ピ ソ ー ド で は ， 双 方 を 慰

め る と い う ， 中 立 的 で あ り ， 大 人 び た 介 入 方 法 で あ っ た 。 大 人 の 介 入 頻

度 の 高 さ や ， ト ラ ブ ル に 対 す る 保 育 者 の 考 え 方 ， 対 処 の 仕 方 の 違 い に よ

っ て ，こ の よ う な 違 い が 生 じ て い る 可 能 性 が 指 摘 さ れ た 。し か し 同 時 に ，

日 本 の 園 に お い て も ， 大 人 の 存 在 が 大 き く 影 響 し ， 子 ど も た ち が そ の 集

団 の 中 で の 順 位 枠 組 み を 取 り 込 ん で 行 動 化 し て い る こ と も ， 子 ど も た ち

の 行 動 の 中 に 見 る こ と が で き る 。  

限 ら れ た 園 の 観 察 か ら 得 ら れ た デ ー タ で は ，保 育 の 違 い に よ っ て ど れ
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ほ ど 葛 藤 解 決 に 影 響 を 与 え て い る の か は 明 ら か で は な い 。 ま た ， こ の よ

う な 葛 藤 解 決 の 違 い が ， そ の 後 ど の よ う に 発 達 し て い く の か に つ い て も

明 ら か で は な い 。 大 人 が 積 極 的 に 解 決 方 法 を 示 し て い た 英 国 の 子 ど も の

ほ う が ， 一 見 成 熟 し た 解 決 の 仕 方 を 見 せ て い た 。 し か し ， 大 人 の 視 点 を

取 り 込 み つ つ ， 子 ど も 同 士 で ス キ ル を 鍛 え あ い 自 分 た ち な り の ル ー ル を

形 成 し て い く 経 験 を 積 ん だ 子 ど も た ち と ， 大 人 か ら 学 習 し た 子 ど も た ち

が ， そ の 後 ど の よ う に 解 決 ス キ ル を 発 達 さ せ て い く の か も ま だ わ か っ て

い な い 。 幼 児 教 育 の ス タ イ ル や 大 人 の か か わ り の 違 い が ， 子 ど も た ち の

社 会 的 な ス キ ル に ど う 影 響 す る の か ， そ の 影 響 の 大 き さ や ， そ の 後 の 解

決 ス キ ル 発 達 に つ い て は ， 統 制 さ れ た 大 量 の デ ー タ で 比 較 を 行 う こ と が

有 効 で あ る か も し れ な い し ， 再 度 焦 点 を 絞 っ て 両 文 化 の 保 育 を 観 察 す る

必 要 も あ る 。 子 ど も の 発 達 に 必 要 な 援 助 は し つ つ も ， 自 由 な 育 ち や 学 び

の 機 会 は 奪 わ な い 良 好 な 環 境 を 提 供 す る た め に も ， 今 後 さ ら に 子 ど も の

社 会 的 行 動 や ス キ ル に か か わ る 検 討 が 求 め ら れ る 。  
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第７章  

総合論議  
本 研 究 の 目 的 は ， 自 然 場 面 に け る 子 ど も の い ざ こ ざ と い う 社 会 的 葛 藤

が ， 子 ど も に よ っ て ど の よ う に 収 束 さ れ て い く の か に つ い て ， 子 ど も た

ち が と る 行 動 の 機 能 を 考 え る こ と で 葛 藤 解 決 の 構 造 を 示 す こ と で あ っ た 。

ま た ， 子 ど も た ち が そ れ ら の 行 動 を ど の よ う に 獲 得 し て い く の か に つ い

て 検 討 す る こ と を も う ひ と つ の 目 的 と し て い た 。  

そ の た め ， 子 ど も が 実 際 に 葛 藤 を 経 験 し 発 達 さ せ る 現 場 で あ る ， 保 育

園 に 通 い ， 筆 者 も 複 数 年 に わ た っ て 同 じ 場 に 身 を 置 き ， フ ィ ー ル ド ワ ー

ク に よ っ て デ ー タ を 収 集 し ， 従 来 か ら 和 解 に つ い て イ メ ー ジ さ れ る 向 社

会 的 行 動 の 枠 組 に と ら わ れ ず に ， 実 際 に 起 き て い る 現 象 の 観 察 を 通 じ て

理 解 す る こ と を 目 指 し た 。以 下 に 得 ら れ た 結 果 を ま と め ，議 論 し て い く 。  

 

７ － １  葛 藤 解 決 行 動 の 多 様 性  

第 ２ 章 に お い て ， い ざ こ ざ の 調 整 ・ 仲 直 り 方 略 の 発 見 ， 抽 出 に よ る 葛

藤 解 決 の 構 造 化 を 行 っ た 結 果 以 下 の こ と が 示 唆 さ れ た 。 ひ と つ に は 子 ど

も が い ざ こ ざ の 収 束 へ と 向 け て 用 い て い る 方 略 に は ， 謝 罪 や ル ー ル の 導

入 と い っ た ， 向 社 会 的 行 動 の 枠 に は 収 ま り き ら な い 多 様 な 方 略 が あ る と

い う こ と で あ る 。  

ま ず ， 言 語 的 な 働 き か け の み で な く ， 行 動 的 身 体 的 な 働 き か け が 調

整 ・ 仲 直 り に 導 入 さ れ る こ と が 少 な く な い と い う こ と で あ る 。 幼 児 は ，

言 語 的 な 方 略 単 独 で は た ら き か け る わ け で は な い (高 坂 ， 1996)こ と が 指

摘 さ れ て い る が ， 身 体 的 に 抵 抗 し て 相 手 の 攻 撃 を 中 断 さ せ た り ， 泣 き べ

そ 顔 や 低 姿 勢 を 相 手 に 見 せ ， 自 分 の 「 劣 位 性 を 表 出 」 す る こ と で 相 手 の

行 動 を 抑 制 し た り ， 相 手 か ら の 調 整 ・ 仲 直 り 行 動 を 引 き 出 し た り と す る
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と い っ た 方 略 も 用 い ら れ て い た 。 ま た ， こ れ ま で 身 体 接 触 に は 慰 撫 的 ，

鎮 静 的 な 役 割 が あ る こ と が 指 摘 さ れ て き た が ，第 4 章 で は ，子 ど も の 葛

藤 解 決 場 面 に お け る 身 体 接 触 の 意 味 に つ い て 検 討 さ れ た 。 握 手 を し た り

肩 を 抱 い た り ， 相 手 の 身 体 の 一 部 を 撫 で た り と い っ た 慰 撫 的 な は た ら き

か け が 葛 藤 解 決 の 場 面 で 用 い ら れ て い た が ， そ こ で は ， 身 体 接 触 に よ る

慰 撫 行 為 そ の も の と い う よ り も ， そ の 行 為 を 葛 藤 相 手 に 提 供 し ， 仲 直 り

の 意 思 表 示 を し た り ， 手 を つ な ぎ つ づ け る こ と で お 互 い の 意 思 を 確 認 し

あ っ た り す る 意 味 合 い の 方 が ， 強 い の で は な い だ ろ う か 。 ま た ， 身 体 接

触 の 持 つ 意 味 は ， 子 ど も の 社 会 的 な 相 互 作 用 の 場 面 で は ， 慰 撫 的 な 意 味

の み を 持 つ の で は な く ， 身 体 接 触 を し な が ら ， 接 触 す る こ と で 相 手 の 状

態 を 計 り つ つ 緩 急 ， 強 弱 の コ ン ト ロ ー ル を し ， 遊 び を 展 開 す る こ と に 役

立 て て い る と い う こ と も 指 摘 さ れ た 。  

ま た ，2 章 に お い て ，「 お ど け 」行 動 が 仲 直 り の 場 面 で 用 い ら れ て い る

こ と が 指 摘 さ れ た 。 子 ど も が お ど け た り ふ ざ け た り す る 際 に は ， 叱 っ て

や め さ せ る 両 親 が 多 く ， ま た 一 斉 活 動 中 の 子 ど も の お ど け ・ ふ ざ け 行 動

に 頭 を 悩 ま す 保 育 者 も 少 な く な い （ 平 井 ・ 山 田 ， 1989）。 し か し ， 大 人

か ら す る と 望 ま し く な い 行 動 も ， 自 己 顕 示 や 自 発 性 の 表 れ で あ り ， 子 ど

も に と っ て 意 味 の あ る も の だ と 主 張 さ れ て い る （ 平 井 ・ 山 田 ， 1989）。

子 ど も の 葛 藤 解 決 に お い て ， そ れ ら は 意 味 の な い 行 動 な の だ ろ う か 。 ま

た ， 霊 長 類 研 究 ， 行 動 生 物 学 研 究 で は 当 た り 前 の よ う に 扱 わ れ て き た 順

位 枠 組 の ， 幼 児 に お け る 意 味 に つ い て も 検 討 さ れ た 。 大 人 の 権 威 を 借 り

た り ， 劣 位 を ア ピ ー ル し て 相 手 の 行 動 を コ ン ト ロ ー ル す る こ と は ， 親 和

的 な 行 動 と は 呼 び に く い だ ろ う 。 し か し そ れ ら は 本 当 に 意 味 が な く ， あ

る い は 排 除 す べ き 行 動 な の だ ろ う か 。 し か し ， お ど け や ふ ざ け は ， 緊 張

を 解 き ， 相 手 を 笑 わ せ ， 遊 び を 再 開 す る こ と に 役 立 つ し ， と き に 相 手 に
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優 越 感 を 与 え て そ の 場 の 順 位 構 造 を 変 化 さ せ た り ， 瞬 時 に 相 手 と 意 図 の

や り と り を す る 機 会 を 与 え る 。 ま た ， 大 人 を 巻 き 込 ん だ り 劣 位 性 の ア ピ

ー ル で 相 手 の 攻 撃 を 抑 制 す る こ と は ， 順 位 枠 組 み を 利 用 し た ， 解 決 行 動

で あ る 。 順 位 枠 組 を 利 用 す る こ と は ， 大 人 や い ざ こ ざ 相 手 の 行 動 を 操 作

し ， そ の 場 の 構 造 を 変 化 さ せ る 能 動 的 な 戦 略 で あ る し ， 大 人 の 論 理 に 準

拠 し つ つ ， 自 分 た ち な り に そ れ を 利 用 し て 自 分 を 守 っ た り ， 秩 序 を 維 持

し た り す る こ と に も 役 立 つ 。 幼 い 子 ど も た ち に は 平 等 で あ っ て ほ し い と

大 人 は 望 む か も し れ な い が ， 平 等 性 を 失 う よ り 深 刻 な ， 葛 藤 の エ ス カ レ

ー ト を 防 ぐ た め に ， 子 ど も た ち な り に 開 発 し た 解 決 ス キ ル で あ る と 考 え

ら れ る 。  

以 上 の よ う に ， 一 見 葛 藤 解 決 に は 関 連 が な い よ う な ， 役 に 立 ち そ う に

な い 行 動 も ， 緊 張 を 解 消 し た り ， 深 刻 な い ざ こ ざ へ と 発 展 す る こ と を 防

い だ り と ， 葛 藤 解 決 に 機 能 し て い る こ と が 示 さ れ た 。  

子 ど も た ち の 葛 藤 を 解 決 す る 行 動 と い う の は ， 謝 罪 や 話 し 合 い の よ う

に ， 大 人 に 認 知 さ れ や す い 行 動 ば か り で は な く ， そ れ 以 外 に も 表 情 や 姿

勢 な ど ， 身 体 全 体 を 使 っ て 交 渉 す る や り と り で あ る 。 ま た ， 親 和 的 ・ 向

社 会 的 行 動 に の み く く ら れ る も の で は な く ， も っ と 多 様 な も の で あ り ，

大 人 が 望 ま し い と 考 え る 行 動 の み で は な い 。 山 本 (2000 )が 指 摘 す る よ う

に ， 実 は 大 人 の 意 図 を 取 り 込 み ， 利 用 し た 方 略 ま で 作 り 出 し て い る の で

あ る 。 大 人 が 望 ま し い と 考 え る 行 動 の み に 注 目 し て い た の で は ， 子 ど も

の 力 を 過 小 評 価 し ， 本 質 を 見 失 う こ と に な り か ね な い の で は な い だ ろ う

か 。  

  

７ － ２  葛 藤 解 決 行 動 の 多 方 向 性  

い ざ こ ざ や ， そ の 解 決 は 従 来 当 事 者 間 の 直 接 的 な 相 互 作 用 に 焦 点 を 絞
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ら れ て 研 究 が 行 わ れ て き た（ た と え ば  Hartup et al.,1988；Hay ＆  Ross，

1982）。あ る い は ，そ こ に 援 助 し 介 入 す る 保 育 者 の は た ら き か け や そ れ に

対 す る 反 応 が 注 目 さ れ て き た （ た と え ば  本 郷 ・ 杉 山 ・ 玉 井 ， 1991）。 し

か し ，葛 藤 解 決 の 行 動 は ，相 手 に 直 接 的 に 働 き か け る も の ば か り で な く ，

ま た 当 事 者 間 の み で や り と り さ れ る 行 動 の み に よ っ て 解 決 が は か ら れ る

わ け で は な い と い う こ と が 第 2 章 の 結 果 か ら 示 さ れ た 。 た と え ば ， 第 2

章 で あ げ ら れ た よ う に ，相 手 に 向 か っ て 直 接 は た ら き か け る の で は な く ，

自 分 自 身 の 距 離 を 調 整 す る と い う 方 向 の 方 略 も 指 摘 さ れ た 。 い っ た ん 距

離 を と っ て ,緊 張 緩 和 を 図 り ，ま た 離 れ る こ と で ，再 接 近 し て 一 緒 に 遊 び

た い と い う 意 思 を 示 す と い っ た ， 関 係 調 整 も 行 わ れ て い る こ と が 示 さ れ

た 。  

ま た ，「 泣 き 」 行 動 や 「 大 人 の 介 入 」 は い ざ こ ざ の 終 結 を 示 す 現 象 と

さ れ て き た ( e .g .斉 藤 他 ， 1986 )が ， い ざ こ ざ の 収 束 に お い て ， そ れ ら の

も つ 新 た な 機 能 が 指 摘 さ れ た 。 つ ま り ， 子 ど も た ち は 相 手 で は な く 大 人

に は た ら き か け て ，大 人 を 操 作 し ，「 介 入 さ せ 」て ，解 決 を 図 ろ う と し て

い る と い う こ と だ 。 大 人 や ， 周 囲 の 子 ど も た ち に 向 け て は た ら き か け ら

れ ，彼 ら を 操 作 す る こ と で 解 決 が 図 ら れ て い る の で あ る 。さ ら に ，「 介 入

要 請 」 は ， 実 際 に は 大 人 の 介 入 を 望 ん で い な く て も ， 行 わ れ る 場 合 が あ

る 。大 人 に 対 し て の み 効 果 を 発 揮 す る の で は な く ，大 人 の 権 威 を 借 り て ，

「 介 入 要 請 」 す る 「 ふ り 」 に よ っ て 相 手 の 攻 撃 を 抑 制 し た り ， 仲 直 り 行

動 を 引 き 出 し た り す る ，間 接 的 な 操 作 機 能 が あ る と い え よ う 。従 っ て「 大

人 の 介 入 」 も ま た ， い ざ こ ざ の 終 結 点 で は な い し ， は た ら き か け は い ざ

こ ざ 相 手 の み に む け て 行 わ れ る わ け で は な い の だ 。 以 上 の よ う に ， 従 来

い ざ こ ざ 研 究 で 扱 わ れ て い た 行 動 （ た と え ば Sackin＆  Thelen， 1984；

斉 藤 他 ， 1986） 以 外 に も 多 く の 行 動 を 駆 使 し な が ら 子 ど も が い ざ こ ざ を
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収 束 さ せ て い る こ と が 示 さ れ た と い え よ う 。  

ま た ， そ れ ぞ れ の 方 略 が ， 単 一 の 機 能 を 果 た し て い る の で は な い 。 直

接 的 に は 当 事 者 同 士 の 働 き か け で あ り な が ら ， 周 囲 の 子 ど も や 大 人 を 操

作 す る よ う な 機 能 を 持 っ て い た り ， あ る い は 逆 に 大 人 へ の 働 き か け で あ

り な が ら ， 当 事 者 や 他 児 へ の 操 作 の 機 能 を 果 た し て い る な ど ， 多 方 向 性

を 示 し て い る 。 ま た ， お ど け や ふ ざ け ， あ る い は 注 意 の 転 換 の よ う に ，

い ざ こ ざ を 収 束 さ せ る に 留 ま ら ず ， 一 気 に 遊 び の 文 脈 ま で 移 行 さ せ て し

ま う 方 略 も あ り ， 当 事 者 間 ， あ る い は 保 育 者 か ら の 介 入 に 注 目 す る よ り

も ， そ こ で 展 開 し て い る 葛 藤 解 決 の 構 造 全 体 ， 文 脈 全 体 を 捉 え よ う と す

る 必 要 が あ る の で は な い だ ろ う か 。  

 

７ － ３  調 整 ・ 仲 直 り 行 動 の 発 達  

第 3 章 に お い て ， 年 少 期 に は そ ば で い ざ こ ざ が 発 生 し て い て も ， 周 囲

の 子 ど も が 関 心 を 示 さ な い が ， 年 中 ， 年 長 に な っ て く る と 被 害 児 を 慰 め

た り 調 停 を し た り と ， 当 事 者 で な い 子 ど も が 参 与 す る よ う に な る こ と が

示 さ れ た 。役 割 取 得 や 視 点 取 得（ Selman，19971）の 発 達 の 兆 し が み ら れ

る と と も に ， 年 齢 の 上 昇 や 集 団 生 活 の 経 験 が 積 ま れ た こ と に よ り ， 自 分

が 所 属 す る 集 団 内 で 起 き て い る い ざ こ ざ か ら 自 分 に 波 及 す る 影 響 を 予 測

す る よ う に な り ， 集 団 の 維 持 に 関 す る 意 識 が 高 ま っ て く る と い え よ う 。  

ま た ， 年 中 期 以 降 に な ら な い と 発 現 し に く い 方 略 が 第 2 章 ， 第 3 章 ，

第 6 章 に お い て 指 摘 さ れ た 。「 お ど け 」や「 注 意 の 転 換 」な ど ，文 脈 を ズ

レ さ せ た り し て 相 手 を 笑 わ せ る 行 動 は ， 3 歳 児 で は あ ま り 見 ら れ な か っ

た 。 Reddy ら (2002 )に よ れ ば ， 自 閉 症 や ダ ウ ン 症 等 の 社 会 的 交 渉 が 困 難

な 障 害 を 持 つ 子 ど も で は ， ユ ー モ ア や ふ ざ け ， お ど け な ど が 他 者 と 共 有

さ れ に く い 。 ユ ー モ ア に 対 す る 理 解 は ， 子 ど も の 社 会 的 ス キ ル 発 達 を 反
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映 し て い る と い え よ う 。  

ま た ， 友 定 （ 1993） も 指 摘 し て い る よ う に ，「 お か し さ 」 を 人 間 関 係

の 調 整 に 子 ど も た ち が 利 用 す る よ う に な る の は ， 4 歳 児 以 降 で あ る 。 第

5 章 に お い て ，4 歳 児 か ら お ど け が 用 い ら れ る よ う に な る こ と が 示 さ れ ，

ま た そ れ に は 「 心 の 理 論 （ Premack ,1978）」 に 基 づ い た 相 手 の 「 意 図 」

の 理 解 が 必 要 で あ る こ と が 指 摘 さ れ た 。 相 手 の 意 図 を 読 み 取 る 能 力 は ，

幼 児 期 ，特 に 心 の 理 論 が 成 立 す る 4 歳 こ ろ（ Wimmer  ＆  Perner,1983  に

発 達 を 示 す と 考 え ら れ る 。 こ の 年 齢 は ， 日 本 で は 多 く の 子 ど も が 集 団 生

活 を あ る 程 度 積 ん で い る 年 齢 で あ る 。 大 人 の 意 図 や 評 価 を 確 認 し よ う と

す る 社 会 的 参 照 行 動 は ，1 歳 前 後 か ら 成 立 し 始 め る（ Sorce，1985）こ と

が 知 ら れ て い る が ， 集 団 生 活 の 経 験 を 積 ん だ 子 ど も た ち は ， 親 や 先 生 に

留 ま ら ず ，自 分 が 属 す る 集 団 の 子 ど も た ち を も 参 照 す る こ と を 強 い ら れ ，

読 み 取 り 能 力 が 鍛 え ら れ て い く の だ ろ う 。 周 囲 の い ざ こ ざ に 関 心 を 示 さ

な か っ た 子 ど も が ， 相 手 の 顔 を 覗 き 込 み ， 相 手 の 意 図 や 状 態 を 読 み 取 ろ

う と し て い る か の よ う な 働 き か け を し 始 め る よ う に ， 周 囲 の 意 図 に 対 す

る 関 心 の 高 ま り と い う 発 達 も う か が わ れ る 。  

「 ふ り 」 や 「 ご っ こ 」 の 成 立 に は ，「 心 の 理 論 」 と 同 様 に ， そ の 状 態

が 遊 び で あ る こ と を 伝 え ，受 け 取 る メ タ・コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン（ Bateson，

1973/2000）が 必 要 と な る 。こ の や り と り が 共 有 で き る よ う に な る こ と が

い ざ こ ざ に な ら ず に う ま く 遊 ぶ こ と に つ な が る 。 レ ス リ ン グ ご っ ご で あ

っ た り ， ス リ ル を 楽 し ん だ り ふ ざ け あ っ た り と ， 子 ど も の 遊 び に は い ざ

こ ざ と 似 通 っ た 部 分 が 多 く ， メ タ ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の ズ レ が い ざ こ

ざ に 発 展 す る こ と に つ な が り ， 反 対 に そ れ が 共 有 で き る こ と が い ざ こ ざ

を 遊 び へ と 転 換 さ せ る こ と に 役 立 つ 。 こ の 異 な る 文 脈 の 間 を 頻 繁 に 行 き

来 し な が ら 仲 間 関 係 を 営 ん で い る の が 幼 児 期 の 特 徴 で あ り ， そ こ に か か
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わ る メ タ ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 能 力 が ， 幼 児 期 か ら 児 童 期 に か け て の

い ざ こ ざ や ， 時 に は お ど け を 使 っ て の そ の 解 決 を 含 ん だ 集 団 の 経 験 の な

か で 発 達 し て い く と い え よ う 。  

さ ら に ， 社 会 的 カ テ ゴ リ の 理 解 に 基 づ い た 集 団 の 秩 序 維 持 や 公 平 性 の

認 識 が 見 ら れ る よ う に な っ て 来 る こ と が 示 さ れ た 。 第 3 章 の 事 例 で ， 対

象 児 は ，4 歳 で は 一 方 的 な 介 入 を 行 っ て い た が ，5 歳 に な る と ，公 平 な 対

応 を す る よ う に な っ て い た 。第 4 章 で も ，当 事 者 で は な い 5 歳 の 女 児 が ，

当 事 者 双 方 に 身 体 接 触 に よ る 慰 撫 を 行 っ て い る こ と が 示 さ れ た 。 子 ど も

た ち は ， 大 人 の 意 図 や 視 点 を 取 り 込 み な が ら ， よ り ダ メ ー ジ を 受 け た と

思 わ れ る 方 に 加 勢 し ， 自 分 が ダ メ ー ジ を 与 え て し ま っ た と 大 人 に 評 価 さ

れ な い よ う に 取 り 繕 っ た り も す る 。 大 人 の 意 向 を 取 り 込 ん だ 集 団 規 範 を

自 分 た ち で 作 り 上 げ ， 利 用 で き る よ う に な る と ， 次 に は 自 分 の 行 動 が 相

手 や ， 仲 間 た ち に ど の よ う に 評 価 さ れ る の か に 関 心 を 払 い ， 対 処 す る よ

う に な る 。 た だ 外 形 的 「 泣 い て い る 仲 間 ─ 泣 か せ て し ま う よ う な 悪 い こ

と を し た 自 分 」 と い う 構 図 に つ い て の 大 人 の 評 価 と い う よ り も ， 自 分 の

行 動 は 仲 間 の 意 向 に 添 え て い る の か ， 相 手 の 意 図 や 状 態 を 確 認 す る か の

よ う に は た ら き か け る よ う に な る 。 さ ら に 年 長 に な る と ， 関 心 は 大 人 の

評 価 よ り も 集 団 の 中 で の ， 仲 間 か ら の 自 分 に 対 す る 評 価 の 方 に 移 っ て 行

く よ う だ 。 仲 間 関 係 が 成 熟 す る と ， 単 に 意 図 を 読 み 取 り 共 感 す る だ け で

は な く ， 仲 間 の 内 的 特 性 に つ い て の 理 解 も 進 み ， 幼 児 期 に な っ て 成 立 し

始 め た「 心 の 理 論 」が 仲 間 関 係 で も 存 分 に 発 揮 さ れ ，「 う そ 泣 き 」が 見 破

ら れ ， そ れ ま で の 方 略 が 方 略 と し て の 効 果 を 発 揮 し な く な る 。 ま た ， 仲

間 か ら の 評 価 も 気 に な り ，「 泣 き 虫 」や「 う そ 泣 き 」と い っ た 評 価 の 低 い

方 略 は 効 果 を 失 っ て い き ， そ れ と と も に 子 ど も た ち も 方 略 と し て 利 用 し

な く な っ て い く 。 子 ど も た ち は ， 集 団 経 験 を 積 む こ と で 集 団 と 自 分 と の
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関 係 も 発 達 さ せ ， そ れ に 応 じ た 自 分 た ち の 集 団 規 範 を 作 り 出 し て い く の

だ と い え よ う 。  

 

７ － 4 ま と め  結 論 と 研 究 方 法 論 的 限 界  

こ れ ま で ， 子 ど も の 葛 藤 解 決 は ， 過 小 評 価 さ れ て き た が ， 生 活 の 場 で

の 彼 ら は も っ と タ フ で ， 用 い ら れ る 方 略 も 多 様 で ， そ の 構 造 は ， 多 方 向

に 作 用 し あ う ダ イ ナ ミ ッ ク な 構 造 で あ る 。 こ れ ら は 頻 度 比 較 に よ っ て 発

見 さ れ た も の で は な く ，文 脈 の 中 に 組 み 込 ま れ て い る 視 線 や 姿 勢 の 動 き ，

あ る い は 周 囲 に い る 当 事 者 以 外 の 子 ど も の 動 き ， あ る い は 個 々 の 行 動 を

見 る の で は な く ， そ の 後 何 が 起 き る か な ど ， そ の 文 脈 の 中 で の 意 味 を 考

え る こ と で 初 め て 捉 え ら れ た と い え よ う 。  

周 囲 の 大 人 た ち は ， 一 見 反 社 会 的 な 行 動 で あ る か ら と い っ て ， 一 方 を

断 罪 し て は な ら な い し ， ま た 子 ど も た ち 自 身 が な ん ら か の 解 決 を は か ろ

う と し て い る こ と を 見 落 と し た ま ま ， 安 易 に 「 け ん か 両 成 敗 」 を し て 謝

罪 を 強 要 し て し ま っ て も な ら な い だ ろ う 。  

ま た ， 積 極 的 に 大 人 が 指 示 を 出 し ， 過 度 に 介 入 し て 解 決 行 動 を 誘 導 し

な く と も ， 子 ど も た ち は 大 人 の 評 価 や 意 図 を 自 分 た ち の や り と り の 中 に

取 り 込 み ， 利 用 さ え す る こ と が で き る 。 一 見 望 ま し く な い よ う な ， 大 人

の 権 威 を 利 用 し た り ， 自 分 の 劣 位 を ア ピ ー ル し て 攻 撃 抑 制 を す る よ う な

行 動 は ， 大 人 の 意 向 や 論 理 が 子 ど も た ち の な か に 取 り 込 ま れ ， 子 ど も た

ち な り に 自 分 た ち の 集 団 規 範 を 作 っ て い く 。 そ の 規 範 の 基 準 に な る も の

は ， 初 め は 大 人 の 意 向 や 評 価 で あ っ た も の が ， 次 第 に 基 準 を 仲 間 へ と 映

し て い く 。 そ の 集 団 規 範 に 準 じ て 行 動 を 変 化 さ せ て い く し ， 行 動 が 変 化

し た 子 ど も た ち に よ っ て ， 集 団 規 範 は ま た さ ら に 調 整 さ れ て い く 。  

葛 藤 解 決 行 動 の 発 達 は 単 に 個 々 人 の 発 達 で は な く ， 集 団 に 準 拠 し た
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個 々 の 発 達 で あ り ， 当 然 の ご と く ， 個 々 の 発 達 を 受 け ， 集 団 内 の 相 互 作

用 も ま た 発 達 的 変 化 を 遂 げ て い く の で あ る 。 こ れ は 行 動 を 細 か い 単 位 に

切 り 出 し て そ の 頻 度 変 化 を 見 る だ け で な く ， 文 脈 全 体 で 検 討 す べ く ， ダ

イ ナ ミ ッ ク な 変 化 と し て 捉 え た 結 果 で あ る と い え る こ と か ら ， 子 ど も 集

団 の 中 の 現 象 を 検 討 す る に は ， 今 後 も こ う し た 観 点 か ら 検 討 す る こ と が

求 め ら れ よ う 。  

も ち ろ ん ， 個 人 個 人 に つ い て 十 分 な デ ー タ が 得 ら れ た と は 言 い が た い 。

本 研 究 で も ， 複 数 年 に わ た っ て 同 じ フ ィ ー ル ド に 通 い 続 け て も ， 偶 然 起

こ る 現 象 を 待 ち 続 け る や り 方 で は ， こ の デ ー タ 量 が 限 界 で あ る 。 ま た ，

子 ど も た ち に と っ て の 園 生 活 は 重 要 な 部 分 を 占 め る の は 確 か だ が ， も う

ひ と つ の 生 活 の 場 で あ る 家 庭 環 境 や ， 家 族 の 影 響 も も ち ろ ん こ れ ら の 変

化 に は 含 ま れ て い る は ず で あ る 。 家 庭 や 家 族 に つ い て は ， 実 際 に 観 察 に

行 か な く と も デ ー タ を 収 集 す る 方 法 は あ る 。 ま た ， 統 制 し た 場 面 設 定 を

用 い て 検 討 し ， 複 数 の カ メ ラ を 現 場 に 入 れ て よ り 正 確 な デ ー タ を 収 集 す

る こ と で 解 決 さ れ る 問 題 も あ る か も し れ な い 。 し か し ， そ れ で は 最 低 限

日 常 の 保 育 を 乱 さ ず に 子 ど も た ち や 保 育 者 の 営 み を 研 究 す る こ と が 成 立

し な く な っ て し ま う 。 も ち ろ ん ， 観 察 者 が 保 育 の 場 に 入 る こ と で 子 ど も

た ち や 保 育 者 の 行 動 に 何 ら か の 影 響 を 及 ぼ し て し ま う こ と も 認 識 し て お

か な く て は な ら な い 。 ビ デ オ カ メ ラ を 持 ち 込 ん だ 観 察 者 は ， そ の フ ィ ー

ル ド に お い て は 異 物 で あ る (宮 崎 ， 2001)こ と は 間 違 い な い 。 し か し ， 異

物 と し て の 観 察 者 が そ の 場 に 入 る こ と で ，た と え ば 大 人 の 視 線 を 意 識 し ，

自 分 た ち の 行 動 や 規 範 に 取 り 込 も う と す る 「 子 ど も た ち の 視 線 」 を 映 像

に 納 め る こ と が で き た の だ と 見 る こ と も で き よ う 。   
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注  

１ ． PCMC 法  

de Waal ＆  Yoshihara（ 1983） に よ り 開 発 さ れ た 観 察 デ ザ イ ン で ， ア

カ ゲ ザ ル の 攻 撃 後 の 行 動 を 研 究 す る の に 用 い ら れ た 。攻 撃 交 渉 直 後 の 10

～ 20 分 の 行 動 （ Post-Conflict を 略 し PC） と ， コ ン ト ロ ー ル と し て 24

時 間 後 の 観 察 個 体 の 行 動 （ Matched Control を 略 し MC） を 観 察 し ， PC と

MC に よ る 行 動 の 比 較 を す る 観 察 方 法 。ヒ ト 以 外 の 霊 長 類 の 葛 藤 後 の 行 動

の 研 究 で は 標 準 的 に 用 い ら れ る よ う に な っ て い る 。 ヒ ト の 幼 児 に お い て

は ，仲 直 り 行 動 の 長 期 的 な 影 響 の 可 能 性 や ，文 化 や 言 語 等 の 影 響 が あ り ，

MC が 完 全 な コ ン ト ロ ー ル に な ら な い 恐 れ が あ り ，導 入 が 難 し い が ，整 備

が 進 め ら れ つ つ あ る 。  

 

２ ．「 先 占 の 尊 重 」 原 則  

 幼 児 期 の 物 な ど の 所 有 制 度 に 関 す る 原 則 で ， Bakeman ＆ Brownlee

（ 1982） が ， 1 歳 児 と 3 歳 児 の い ざ こ ざ 場 面 の 観 察 に お い て ， 3 歳 児 で

は お も ち ゃ を 先 に 使 っ て い た 子 ど も に は そ の 使 用 の 権 利 が あ る こ と を

理 解 し て い る こ と を 「 先 行 所 有 の 規 則 」 と 名 づ け た 。 日 本 の 幼 児 に お い

て も 山 本 (1991)に よ り 検 証 さ れ て い る 。 物 の 使 用 や 獲 得 を め ぐ る 相 互 作

用 に お い て は ， 先 占 児 の 対 象 物 へ の 意 図 を 非 先 占 児 が 尊 重 し ， 先 占 児 の

意 志 に 働 き か け る と い う 原 則 が 優 勢 な も の と し て 存 在 し ， し か も 力 の 強

さ や 集 団 内 で の 順 位 に よ っ て 威 圧 的 に 相 手 に 対 象 物 を 差 し 出 さ せ る も

の で は な い と い う 原 則 の 存 在 を 提 示 し た 。 結 果 は 一 致 し て は い な い が ，

他 に も 物 の や り と り に つ い て ， こ の 先 占 の 尊 重 の 原 則 を 導 入 し て 検 討 し

て い る 研 究 が あ る （ た と え ば 遠 藤 ， 1986； 倉 持 ， 1992； 高 坂 ， 1996）。  
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