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保育者の共感 と子 ども の集団への参加過程- ラ ーニ ング ・ ス ト ーリ ーが描き出す子 ども の集団参加への状況分析

Empathy of K indergarten Teachers and Process of Child Participation in 
Groups: Analysis of Situation of Child's Group Participation as Portrayed by 
Learning Stories 
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本研究は , ニ ュ ー ジ ーラ ン ド の乳幼児 統一 カ リ キ ュ ラ ムで あ る テ ・ フ アリ キ と ラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ー を用 い る 中で , 

保育者が子 ども の活動に共感でき るよ う にな るき っかけ を明 らかにす る。 そ し て , 保育者の共感が気にな る子 どもの集団

への参加過程に どのよ う な影響 を及ぼすのか を評価す る こ と によ っ て , ラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ーを用い る有効性 を明 ら か

にす る こ と を目的 と す る。 ラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ーの有効性 と し て , 次の 2 点が明 ら かと な っ た。 ① ラ ーニ ン グ ・ ス ト ー

リ ーの採集は, 保育者に学びへ と向かう 子 ども の 「熱中す る姿」 を ]一

寧に辿 らせるこ と で , その中で見え てき た子 ども の

詳細な動き が保育者の曇 っ ていた眼 を開眼 させ, ま な ざ し を変容 さ せる き っ かけ と な っ た。 ② ラ ーニ ング ・ ス ト ーリ ーは

保育者の共感的まな ざ しが子 どもの集団への参加状況 を徐々に変容 させてい く 過程 をつぶさ に描き出す手段 と な っ た。 

This research clari fies the opportunities that enable kindergarten teachers to empathize with children's activi ties, while using 

Learning Stories and New Zealand's “To Whariki” uni fied curriculum for young children. We aim to clari fy the effectiveness 

of using Learning Stories, by evaluating the kinds of effects that kindergarten teachers' empathy has on the process of their 

concerned children's participation in groups. We found the following two points regarding the effectiveness of Learning 

Stories. ① A collection of Learning Stories makes a kindergarten teacher careful ly fol low the “enthusiastic stance” of the child 

who goes to loam, thereby opening the clouded vision of the teacher to see the detai led actions of children seen in 

acted as a trigger to transform their views. ② The Learning Story is a 
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は じ めに

保育の質が間われる中, その質 を左右す る 「評価」 と

は如何な る も のなのだ ろ う か。 評価が発達 と い う 観点か

ら見て望ま し い方向にあ るか否か を問 う も ので あ る と す

れば, 保育者の発達 を見 る価値観から中立ではあ り 得な

い。 発達と い う 観点から評価す る私たち大人は, 望むと

望ま ない と にかかわら ず , その文化におけ る価値観や社

会の慣習 に さ ら さ れ, 子 ど も を見 る目 も ま た そ う し た も

のか ら中立では ないか ら で あ る。 「発達 と い う のは , 望

遠鏡で星を観察す る よ う に, 子 ども の行為 を 『外側』 か

ら観察 (測定) するこ と で見出 さ れるこ と がら ではない。 

発達にはそれを 『見る人』 と 『見 ら れる人』 (通常は子

ども ) がい る。 発達は, その両者の相互関係 と し て立ち

現れる コ ト であ る。」 ' ) と い う 佐伯の指摘がそ れを裏付

け てい る。

佐伯が図 1 を用いて提唱す る 「発達の ド ーナ ッ ッ 論」
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this and l 

way to portray in detai l the process by which the 

empathetic view of a teacher steadily transforms the si tuation of a child's participation in groups. 

によれは; 子ども ( I) 
が発達 し てい く た

め には , YOU 的

関わり を も っ て く

れる他者 と の出会

いが不可欠であり , 
こ の YOU 的関わ

り をす る大人は子

ど も の身に な っ て 図 1 

,
第一接面

発違のドーナッッ (佐伯, 2007より) 
く れる人で あ り , 親 し く 思 っ て く れる人で なけ ればな ら

ない。 し かも , こ の他者は親 し く 子 ども と 関わっ て世話

す る一方で , 自 らが実際に活動 し てい る社会 ・ 文化の実

践世界 (THEY 世界) を垣間見 ら れるよ う に関わっ てい

く 必要があ る。 子 どもはそ う し た大人への共感によ っ て, 

THEY 世界を垣間見 るこ と で発達 し てい く 。 と こ ろが, 
Yo U 的かかわり のでき る親や保育者が非常に少な く な つ
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てお り , 子 どもは世間で望ま し い と さ れる子 ども 像 を押

し つけ ら れてい る 2)。
子 ども がこ う な っ てほ し い と 願う 保育者のま な ざ し に

さ ら さ れたあげ く , その子の変容 を強い る事態 さ え引 き

起こ し てい る。 それを教え て く れたのが, 刑部に よ る保

育園におけ る 4 歳児の 「 ち よ つと 気に な る子 ど も」 の長

期にわた る集団への参加過程 を関係論的に分析 し た論文

であ る。 刑部は, 当該の子 ども を取り 巻 く 園内のさ ま さ 

ま な環境な どのかかわり で , 「気にな る」 こ と が可視化

さ れる事態か ら , 「気 に な ら ない」 存在に な っ てい く 過

程 を描き出 し てい る 3)。
こ のよ う に保育者が大人の概念の枠に子 ども を填め込

ま ない ために も , 「子 ど も た ち がその子 な り の工夫 を し

て , 課題に挑戦 し , 身の周り の世界 を理解 し よ う と し て

い る姿への共感から出発」 し なけ ればな ら ない。 「『個対
・ ・

個』 の視点に立 っ て , 個々の子 ども の活動場面に, 保育
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
者自身が 『私』 と な っ て身 をおき , 子 ども が し てい る行

為 を , 自分の過去の記憶や創造力 を手がかり に し て追体

験 ・ 感情移入」 (傍点 : 原文 ) す る こ と によ っ て, 「子 ど

も た ちの行為の意味 ・ 動機が 『了解 さ れ』 , 課題が見え

て く る」 4)。 と こ ろが , 「子 ども と い つ し よに喜ぶこ と が

で き る , 子 ど も と い つし よに悲 し むこ と がで き る , 驚 く

こ と がで き る な どと い う , 子 ども の気持 ち に な る こ と」

は , 実は大変難 し いのであ る 5)。

三谷は佐伯の ド ーナ ッ ツ論から保育者の役割 を捉え直

し , 子 ど も ( I) が文化的実践 に参加 し て い く こ と

(THEY 世界に生き るこ と ) を YOU 的他者と し て共感

的に援助 し , 専門性 を高めてい く 過程 を明 ら かに し てい

る。 保育者の専門性は, 経験によ っ てあ る程度上達す る

「技」 や 「腕」 に加え, 日々の保育を省察する中で高ま っ

てい く 。 そのためには, 多様な他者 (子 ども , 同僚, 保

護者, 研究者な ど) と の対話を通 し た 「学び合い」 が必

要なのだが, 実際にはそ う な っ てい ない と 指摘す る。 新

任保育者が育 っ てい く 過程におい て , 新任 と 子 ども , 先

輩保育者と新任 と の関係は 「 どう やればよいか (正解)」
を伝え よ う と する こ と になり , 一方的な助言や援助で変

え よ う と す る段階があ る。 こ う し た段階では, 子 ども も

新任 も , 先輩で さ え も が躍起に な っ て正解 を追い求める

ため, どれだけ 「身につけ さ せる」 , 「身につけ る」 こ と

ができ たか, すなわち 「結果」 のみで個人の力量が評価、

判断 さ れる こ と にな る。 と こ ろが, 新任が先輩と の間で

話 し合う 内容が 「 どう かかわるべき か」 から 「何が起き

てい るか」 へと変わる こ と で , 具体的な子 ども の姿や状

況に自然に日が向 く よ う になり , 具体的な出来事 を も と

に自分たちの子 ども に対す る援助のあり 方 を問い直す姿

がみら れるのをき っ かけ に, 子 ども と保育者, 保育者間

に学び合う 関係が築かれてい く と い う 6)。
そ こ で本研究では , ニ ュ ー ジーラ ン ドの乳幼児統一 カ

10 

リ キ ユラ ムで あ る テ ・ フ アリ キ と ラ ーニ ン グ ・ ス ト ー リ ー

を用いる中で , 子 どもの活動場面に, 保育者自身が 「私」

と な っ て身 を置 く こ と , つま り 共感でき る よ う になるき っ

かけ を明 ら かにす る。 そ し て , 保育者の共感が気に な る

子 ども の集団参加に どのよ う な影響 を及ぼすのかを評価

す る こ と に よ っ て , ラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ーの有効性 を

明 ら かにす る こ と を目的 と す る。 

1 . 保育者のまな ざ しの変容

こ こ では , 人 と のかかわり や周 り のも のへの扱い方 , 

学級の活動への参加の様子な ど, 職貝間の話 し合いで話

題に上がるこ と の多 い 5 歳児、 K 児 を取り 上げてお く 。 

こ う し た子 ど も の場合 , 「子 ど も の欠点 をあげつ ら っ た

り , そ れを矯正 し よ う と す るよ り も , 良い と こ ろ を伸ば

し てい こ う と す る」 7) 考えが どう し て も後回 し にな る傾

向があ る。 し かも , 保育者自身が YOU 的かかわり を持

て ない傾向に気づ かない ま ま , 「 どう かかわるべ き か」

に囚われる と い う 点に重大な落 と し 穴があ る。 

(1 ) K 児の特徴と保育者のま な ざ し

K 児が 3 歳児, 4 歳児の時の記録から K 児の特徴を明

らかに し ておこ う 。 まず, 3 歳児の時点では, 興味 を も っ

たこ と には集中 し て取り 組むが, ''i i 手意識が強 く 「で き

ない」 こ と にはす ぐに諦めて し ま う 傾向が記 さ れてい る。 

例え ば, 與味 を持 っ た泥遊びでは, 土山での工事 ごっ こ

に加わり , ス コ ッ プで土 を掘 っ た り 水 を流 し た り し て泥

んこ に な っ て遊ぶが, 持 ち物の整理な ど身の回 り のこ と

は, 進んで し よ う と い う 意欲が 3 学期まで見 ら れなかっ

た と い っ た具合で あ る。

4 歳児 ク ラ スでは, 一人で過 ごすこ と が多 かっ た K 児

も , 2 学期にな る と 少 し ずつ学級内のイ中間 と かかわる姿

が増え てい っ た。 3 学期には学級の仲間 と 鬼 ごっ こ を し

て遊ぶよ う に な っ た。 し か し , 腹が立つ こ と や思いが通

ら ない こ と があ る と物 を投げた り , 大き な声で怒鳴 っ た

り , 手や足 を出 し て怒り を顕わにす る こ と が続いた。 持

ち物の整理な ど身の回 り のこ と は, 保育者が傍で見守 っ

た り , 一緒に行 う こ と で , や っ てみよ う と 始めるがなか

なか進ま ない な ど, 気分に よ る ムラ が見 ら れた。

4 歳児 5 月下旬の 「水遊び」 の事例から , 保育者間の

K 児理解の有り 様を見ておこ う 。 保育者はK 児が何度も

ジ ョ ウロ に水 を入れて流 し た り , 水が流れる様子 を じ っ

と 見た り , 
じ てお り , 

持ち を持つ

ジ ャ ン プ を繰 り 返す姿か ら , 水の面白 さ を感

K 児はその面白 さ を誰かに伝え たい と い う 気

てい るのだ と 記録か ら解釈 し てい た。 

K 児が水遊びの場に行 く と , すでに水道の蛇口から

ト イ がイ申び, ト イ の中を水が流れてい る。 K 児は ジ ョ

ウロ を持 っ て来 て ジ ョ ウロ に水 を入れ, ト イ の上か ら

流す。 水が流れてい る様子 を じ っ と 見 る。 ジ ョ ウロ の
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水がな く な る と , ト イ の先から流れ出 る水 を ジ ョ ウロ

に入れる。 水が溜ま るた びに ト イ の上から水 を流す。

K 児は 「今日 も水遊びし て も いい ? ス ーパー早 く

用意 し て , 水遊びす るねん」 と 言い ながら登園す る よ

う に な る。 K 児はス モ ッ ク に着替え る と , 水が溜めて

あ る タ ラ イ に ジ ャ ン プ し て入 る。 その拍子に タ ラ イ の

水が跳ね上がり 、 水 しぶきができ る。 K 児はその水 し

ぶき を見て笑う 。 そ し て一人で何度 も ジ ャ ン プ し , 水

しぶきが上がるたびに声 を出 し て笑う 。 保育者が近づ

く と 「見てて」 と 言 っ て ジ ャ ンプ し , 水 し ぶき が上が

る と 「す ごい」 と自慢げに言う 。 「す ごいね。 水が ジヤ

ブ ンっ てい つばい飛 んだね」 と保育者が言う と 、 K 児

は 「 ジ ヤブ ン ジ ヤブ ン」 と 言い , ジ ャ ン プ し なが ら 笑

う その後 も笑いながら 「 ジヤブ ンジ ヤブ ン」 と 言い ,0 

何度 も ジ ャ ン プ を繰 り 返す。 

すの を見 て興味 を持 つた K 児は ト イ にぺ ツ ト ボ ト ルの蓋

を流 し始める。 流れる蓋 を見て歓声 をあげ, 蓋が ト イ の

途中で止ま る と 再び水道の蛇口付近から蓋 を流す。 蛇口

付近から蓋 を流す こ と が何度 も繰り 返 さ れる。

K 児の繰り 返す行動の意図が理解でき ない担任は 「 ど

う かかわるべき か」 に囚われ, 正解 を探 し求める。 そ し

て , 「何 を し たいのだ ろ う 」 と 考え あ ぐ ねた保育者は , 
蓋の流れる距離に興味 を持 っ て欲 し い と 思い

ド ルの盖が止ま る場所に線 を引 き , 「 な んで

, ぺ ツ ト ボ

(同 じ場所

に止ま るの) やろ う ね」 と K 児に問いかけ てみる。 K 児

はそう した担任の問いには答えず, 畫を流 し続けてい る。 

K 児が 「また (止ま る と こ ろが) 一緒や」 と つぶやき , 
遠 く まで盖 を流そ う と手で水 を動かし たり , 蓋の後ろに

水 を流 し たり し てい く のだが, K 児が感 じ てい る面白 さ

に気づけ ない。 だか ら , 「盖 を流 し てい る だけ」 , 「何 を

し たいのか分から ない」 , 「声 を掛け たが反応がないので

どう し た らいいのか」 と 迷い続け る。 担任は自分の思う

よ う な結果が得 ら れない こ と で無力感 を抱き , 次第に水

を好 き 放題使 っ て遊 び続け る K 児の遊 びを止め さ せたい

と 思 う よ う に な っ た。 

こ の記録から も わかるよ う に, 保育者の言葉は水が、溜

ま っ た タ ラ イ に水 し ぶき を跳ね上げて飛 び込むこ と を認

め, その面白 さ を伝え たい気持ちに応え てい る。 しかし , 
水の感触 を楽 し んでい る K 児に次 な る学びへの環境整備

がで き ない ま ま 5 歳児 ク ラ スに配属 さ せた。

5 歳の担任は K 児が一人で園内 を転々と し て過 ご し , 
興味 を持 っ た仲間の遊 びに加わっ ては自分の思い を前面

に出そう と し , 納得で き ない と 苛立ち を顕わにす る傾向

に苦慮 し た。 担任 も他児 も苛立ちの原因が分から ず, ト

ラ ブルは多発す る。 K 児 も そ う し た雰囲気が息苦 しいの

か, 「学級の活動」 時間 を保育室で みんな と 過 ごす こ と

も少なかっ た。 5 歳児の担任が当初 K 児に向け ていたま

な ざ し を 「 ト イ 遊び」 の事例から見てお こ う 。 

事例 1 「 ト イ 遊び」 ( 5 月22 日) 
K 児は, 水道の周 り で タ ラ イ に入 っ て遊んでい る。 

Z 児は運動場に置い てあ る タ ラ イ まで水 を流す方法 を

考え ながら ト イ をつなげてい く 。 K 児は Z 児がつなげ

た ト イ にぺ ツ ト ボ ト ルの盖 を流 し始め る。 盖が流れる

様子 を見て K 児は 「 う わあ~ 」 と 歓声 をあげる。 蓋が

ト イ の途中で流れな く なる。 K 児は蓋を取り , 再び蛇

口付近から流す。 盖は ト イ の途中で止ま る。 保育者が

「 こ こ まで」 と 蓋が止ま っ てい る場所に線 を引 く 。 何

度や っ て も同 じ場所で蓋は止ま り , 流れない。 「 な ん

で なんやろ う ね」 と保育者はK 君に尋ねるが返事はな

い。 「 ま た (止ま る と こ ろが) 一緒や」 と 言い なが ら

K 児は何度も流 し続け る。 K 児は蓋を線よ り も遠 く に

流そ う と , 手で水 を動か し たり , 盖の後ろに新たに水

を流 し たり す る。 蓋は数セ ンチ進むと ま た止ま っ て し

ま う 。 止ま る と 蓋 を取 り , 蛇口付近から流 し始める こ

と を繰り 返す。 

K 児は水道の周 り で水遊びを始める。 歓声 を上げなが

ら タ ラ イ の中に入 っ たり , 出たり し てい る。 保育者はそ

の姿 に戸惑い , 「何 を し たいのだ ろ う か」 , 「 こ の水遊 び

に どう 関わればいいのだ ろ う か」 と 傍で見るこ と し かで

き ない。 たまたま Z 児が水道から つなげた ト イ に水 を流
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(2) 観察的まなざ し からの脱却

事例 1 の保育者のま な ざ しは, 佐値が 「観察す るま な

ざ し」 と呼んだ も のに近い。 担任自身は 「本人と かかわ

ろ う と い う こ と は全 く な く , た だ , 外からの 『評価者』

と し て, その子を THEY 的 (三人称世界での, ONE OF 
THEM と し て) 見 る」 8) つ も り な ど な か っ た と 考 え ら

れる。 し かし , K 児は担任が設定 し た尺度にあてはめら

れず , 共感す るに も なすすべがなかっ たので あ る。

共感 と は , 佐伯 によ れば 「自分 にはわか ら ないけ れど, 

『こ の人は どう も こ う い う こ と を考え てい るのではない

か』, 『こ う いう 側面に注目 し てい るのではないか』, 『こ

う い つた こ と を大事 だ と 思 っ てい るのでは ない か』 と い

う よ う に, 相手の意図や目的 , 相手の置かれてい る制約

条件 な ど を 『理解』 し て , その人の思い を共に し よ う と

する」 9) こ と で あ る。 さ ら に , 三谷が指摘す る よ う に , 

こ う し た共感によ る子 ども と保育者, 保育者間の育ちが

得 ら れるのは , 「 どう かかわるべき か」 から 「何が起こ っ

てい るか」 への変換が不可欠である。 保育者が 「周囲の

目を意識 し て保育する と き には, その周囲の 『評価の目』

に応え る こ と が優先課題と なり , 子 ども が 『 どう い っ た

状況に置かれてい るのか』 『何 を求めてい るのか』 『何が

必要なのか』 と い つたこ と について考え る余裕がな く な」

る と , 子 ど も だけ で な く , 保育者間におい て も , Yo U 
的かかわり が持 て な く な る '°)。 保育者があ るべき正解 を

探 り 求め る保育か ら解放 さ れる には , 「子 ど も の姿や状

況, 背後にあ る文脈な ど」 を他の保育者や研究者ら と と

も に味 わい , 「 その状況に即 し た援助 を探究 し始めてい



橋

く なかで自分に何がで き るか」 に思い を巡らすこ と が間

われて く る ' ')。

三谷の指摘に よ る な ら , 「個々の保育者が保育者 と し

て成長 し てい く ために必要な知 と の出会いは , 目の前の

かかわっ てい る子 ども や出来事に埋め込ま れてお り , そ

れら に自分の身 を ゆだ ねる こ と に よ っ て発見す る こ と が

でき る」 '2) のであり , 保育者の身の委ね方が問題と なる。 

で は , ラ

どのよ う

事例 2 
見落と し

ー ニ ン グ ・ 

な効果 を も

は記録を描

ス ト ー リ ーは

た ら すのだ ろ

こ う し た身の置き方に

、
一

つ

き続け る中で , 
か。

改めて映像を確認 し

ていた部分 を書き足 し た も のであ る。 傍点 を付

し た部分が事例 1 に加筆 さ れたものであ る。 下線と波線

部分は筆者と担任が話 し合う 中で , 浮上 し てき た省察部

分であ る。 まず, 傍点部分はラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ーに

よ る学びの視点の一つであ る 「熱中す る姿」 から K 児に

「何が起こ っ てい るか」 を辿 る中で , 見え てき た細かな

動き であ る。 K 児は水の流れを手 を使 っ て感 じ取 り , 蓋

の動き を追いかけ て確認す る こ と を繰り 返 し行 う こ と で

納得 し てい く 。 保育者は歓声や, 流れる蓋に沿 っ て歩

のは水の流れへの強い関心から ではないか。 K 

返

ど

し業益 を流 し , 一緒に歩 く のは水の流れ, 速 さ

を , 

と い う

が

る

で

身体 を使 っ て

よ う に , その

よ

・ 

K 児はいっ

た一緒や」 と い

事例 2 

児が繰 

距離

感 じ取 ろ う と し てい たのではない

意図や目的 を想像 し てみ

K 児の活動に共感 し , 
う に な っ た事柄であ

自

る

らの身 を置 く こ と

る。 保育

で想像で 

盖に沿っ て一緒に歩 く

も同 じ場所で止ま る こ と に気付 く 。 

う 言葉は, 保育者が引いた線によ つ

「 ト イ 遊び」

K 児は, 水道の周り で

タ ラ イ に入 っ て遊 んで い

る。 Z 児は運動場に置い

てあ る タ ラ イ まで水 を流

す方法 を考え ながら ト イ

をつ なげてい く 。 K 児は
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
タ ラ イ か ら Z 児のつ なげ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
た ト イ に手 を入 れ, 流れ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
る水 を触っ てい る。 

・ ・ 

( 5 月22 日) 

こr

て

く

り

な

か

者

き

と

ま

そ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
タ ライ から出た K 児は, Z 児がつ

なげた ト イ にぺ ツ ト ボ ト ルジ ョ ウロ の盖 を流 し始め る。 

盖が流れる様子 を見て K 児は 「 う わあ~ 」 と 歓声 をあ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

げ, 流れる蓋に沿 っ て歩いてい く 。 蓋が ト イ の途中で

流れな く な る。 K 児は盖 を取り , 再び蛇口付近から流

す。 蓋は ト イ の途中で止ま る。 保育者が 「 こ こ まで」

と 蓋が止ま っ てい る場所に線 を引 く 。 何度や っ て も同

川 喜美代

れを確認 し た言葉で あ っ た。 そ

そう」 と水 を手で動かし たり , 
れを生み出そ う

子 ども を見 る

う

な

と

と し て見る こ

と

に

1
 

と す る。 

と

と

し て , 

で

い こ と」 であ る。 

はな く , 
「子 ども

『こ れは , 

こ と が , 
見えて く

われて く

で は , 

摘 し た よ

る

る

ど

う

K 児は 「遠 く へ流

新たに水 を加え て水の流

い う 行為 におい て , 重要なのは 「 見よ

見え て く る こ と を , 見逃 さ

が 『見せたがっ てい る』

が見え たり , 『見せたがっ てい な

なにか (大事なこ と が) 
日 に飛 び込んで く る。」 '3) 

い』 こ と

あ る な』

よ う に , 

が見え た

こ 
,り

と 思 われ る

向こ

も の ご と を的確に と ら え ら れる か どう

う か ら

かが問

0

う すれば的確に と ら え ら れるのか。 三谷が指

に , K 児の思いに保育者が自分の身 を委ねた

き , 「 その子の見 てい る世界や感 じ てい る世界 を と も

見て , と も に感 じ る こ と」 '4) がで き るのであ る。 事例

の担任は , 

身体 を使 っ て

こ のよ

流れ, 

う に K 児が水の流れに興味 を も ち , 
速度 な ど を確認 し てい

の身 を委ねる余裕が持 て なかっ た。 事例 2 
る動き に自分

の時点では, 
K 児の熱中 し てい るこ と に気付 く 余裕が持てるよ う にな っ

た。 そ し て , 
線 を引いたり

筆者 と の対話に よ っ て , 蓋が止ま る場所に 

問いかけが無駄であ っ た こ

める。 K 児の目的は蓋 と と

あ り , 動かない理由 を探 る

も に水の流れを

と に気づき始

味わう こ と で

こ と ではない。 波線部分は保

育者の線引 き によ っ て誘発 さ れた動き だが, そ う し た試

みが長 く 続かないのはそ れが目的に沿う も のではないか

ら であ る。 止ま る と 蓋 を取り , 蛇口付近から流 し始める

こ と を繰り 返すのは, 蓋の動き を目で追い なが ら水の流

れを味わっ てい るから で あ る。 こ う し た K 児の思い と 保

育者の働き かけ のズ レが ラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ー を描 く

こ と によ っ て省察 さ れて く る。 

2 . 保育者の共感と K 児の場の共有

1 学期末 , K 児がぺ ツ ト ボ ト ルで チ ヤンバラ ご っ こ を

始めたこ と をき っ かけに, K 児 と保育者の関係性に変化

が見え てき た。 K 児はこ の日保育室にあ っ たぺ ツ ト ボ ト

ルを持 ち , Y 児 と チ ヤンバラ ごっ こ を始める。 その傍で , 

保育者は K 児の気持 ちが発散でき , し かも K 児が惹き つ

け ら れる遊 びはないのかと 考え , 新聞紙 を丸めて ボール

を作り 上げてい く 。 

1 野球から始ま る保育者の共感的まな ざ し と K 児の学

じ場所 で盖は止ま り , 流れない。 「 な んで な んや ろ つ

ね」 と 保育者は K 君 に尋 ねる が返事は ない。 「 ま た

(止ま る と こ ろが) 一緒や」 と 言い なが ら K 児は何度

も 流 し続け る。 K 児は盖 を線よ り も 遠 く に流そ う と , 
手で水 を動かし たり , 蓋の後ろに新たに水 を流 し たり

す る。 蓋は数セ ンチ進むと ま た止ま っ て し ま う 。 止まWる と 盖 を取り , 水道から流 し始めるこ と を繰り 返す。 
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びの可視化

K 児 と Y 児が保育者が作 っ た ボールに気付き傍に寄 っ

て来た こ と をき っ かけ に , 保育者が投げた ボールをぺ ツ

ト ボト

細か く

ルで打ち返す遊びが始ま る。 保育者はその様子を

ラ ー ニ ン グ ・ ス ト

照合す る こ と によ っ て , 

ーリ ーに採 り , テ ・ フ アリ キと

K 児の学びを確認 し てい く 。 



ラ ー ニ ン グ ・ ス ト ー リ ー 1
「野球~ じ っ く り と楽 し んで~ 」

保育者の共感と子どもの集団への参加過程

( 7 月17 日) 
チ ヤンバラ ごっ こ を し ていた K 児 , Y 児が保育者の

作 っ た紙のボールに興味 を示 し , 野球が始ま る。 保育

者がボールを投げ, K 児はぺ ツト ボ ト ルのバ ッ ト で打

ち返す。 打てると嬉 しそう な表情を見せ, Y児と交代

す る。 野球 を知 つてい る T 児 も遊 びに加わる。 I 児 ら

が ビニ ール テ ー プで バ ッ タ ー ボ ッ ク ス , ヒ ッ ト の線 を

作 る。 K 児 はバ ッ タ ーボ ッ ク ス に立 ち , ボール を打 つ。 

ボールがバ ッ ト に当 た ら ない こ と が続 く と , バ ッ ト を

段 ボールの筒 , ぺ ツ ト ボ ト ル, 牛乳パ ッ ク に換え てい

く 。 長 さ のあ る も のには自分の体が振 り 回 さ れるこ と

に気づき , 自分の打 ちやすいバ ッ ト (大き なぺ ツ ト ボ

ト ル) を選ぶ。 K 児は自分の番 に な る と バ ッ タ ーボ ッ

ク スに立ち , 打て る と次の子と 交代 を し ながら野球が

続いてい く 。 

ト ボ ト ルで ボールが打 て る嬉 し さ を感 じ て い る お り ,

“熱中す る こ と がで き てい く ” “情緒的な欲求が満た さ

れる” と い っ た学 びの成果 を得た。 ま た , 要素 「貢献」

の 「個人と し て尊重 さ れてい る環境」 が与え ら れ, “空

間的 , 身体的に, 子 どもは自分の長所 をのばし てい く ”

こ と が認め ら れた。 さ ら に , 要素 「探究」 の 「自身の遊

びが有意義な学びと し て尊重 さ れ, 自発的な遊びの重要

性 を認め ら れる環境」 に よ り , “物事 を試みる こ と 、 興

味 を持つ こ と は学習のために重要で あ る事 を知 る” こ と

や, 「自分の体に対す る自信 と コ ン ト ロ ールを獲得す る

環境」 が保障さ れるこ と で, “運動的技能, 操作的技能, 
俊敏性, バラ ンス感覚な どの発達 を含む, 自分自身の体

の コ ン ト ロ ールを高めてい く ” と い っ た学 びの成果 も

たこ と がわかる。 

得

表 1 「野球~ じ つく り と 楽 し んで~ 」 における
要素と K 児の学びの成果 

要 素 日 標 l 
幸 福 

者的な快 (幸福) が育まれ 

環境 

熱中す る こ と がで き てい く 。 

が満 た さ れる。 情 

貢 献 「
し て 重 さ れてい る環l 身体的に , 子 どもは

良所 をイ申ば し てい く 。 

探 究 

自身の

し て専 i 
の重要l 

i びが有意味 な学 びとl i_さ れ, 自発的 な遊 び 

を認め ら れる環境 

を試みる こ と , 
二と は学習のため 

;) 事 を知る。 

ノ 、 

に 

日 自分の体に対する自 

ト ロ ール を獲得 す る . rl r- 

保育者は K 児 と Y 児のチ ヤンバラ ご っ こ から , K 児が

ぺ ツ ト ボ ト ルを振 り 回 し て気持 ち を発散 さ せる よ う な遊

びな ら興味 を示すのではないかと 探 り あて , ボールを作

り 始めた。 予想が的中し て野球が始ま っ たこ と で , 保育

者は K 児の見てい る世界や感 じ てい る世界 を と も に見て , 
と も に感 じ る こ と がで き る手応え を得た。 K 児が何 を求

め , 何 に日 を留 めてい るのかがわか るか ら , バ ッ ト を段

ボール , ぺ ツ ト ボ ト ル , 牛 乳パ ッ ク に換 え る理由 も 手 に

取 るよ う に理解で き る。 こ う し た手応え を支え たのが, 
K 児の学びの成果である。

K 児 の学 びはテ ・ フ アリ キに照合す る と 表 1 のよ う に

な る。 保育者は K 児が打て る と嬉 し そ う な表情 を見せな

がら , Y 児 と 交代 し てい く 様子に快感 を感 じ取 る。 そ し

て , K 児が様々なバ ッ ト を使 っ て , どのバ ッ ト が打 ちや

すいのか実際に試 し , 白分の打ちやすい道具を探 し てい

る こ と に注目す る と , K 児は単に打つだけ で な く , その

達成感が得 ら れる手段 を探 り 始めたのがわかる。

テ ・ フ アリ キの環境整備 と の関わり か ら , K 児の学 び

をも う 少 し詳 し く みておこ う 。 保育者が整備 し た 「情緒

的 な快 (幸福 ) が育まれる環境」 によ っ て , K 児はぺ ツ
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(2) K 児の自己抑制と仲間の受容

と こ ろが, 保育者から仲間へ ピ ッ チ ャ ーが代わっ たこ

と で , K 児は ボールが打 て な く な る。 ヒ ッ ト を打つ こ と

で , 情緒的な快 を感 じ ていた K 児に と っ て, こ の状況は

耐えがたい も のであ っ た。 K 児の苛立つ気持 ち を支え , 
耐え る K 児 を仲間が見守 るき っ かけにな っ たのが, 保育

者の 「良い ボールだけ狙 っ て打 ち よ」 と い う 言葉で あ っ

た。 

ラ ー ニ ン グ ・ ス ト ー リ ー 2

「苛立つ気持ち と向き合う」 ( 7 月17 日) 
K 児は , キ ヤツチ ヤーを し た り , 得点 を付け た り し

なが ら も自分の番 に な る と バ ッ タ ーボ ッ ク ス に立 ち , 
打て る と 次の子に交代 を し なが ら野球 を続け る。 ピ ッ

チ ャ ーが保育者から R 児に交代す る。 打 てな く な っ た

K 児の表情がだ んだ ん険 し く な っ てい く 。 「良い ボー

ルだけ狙 っ て打 ち よ」 と 保育者が声 をかけ る。 「良い

ボールだけ打てばいいねんな」 と K 児は言いながらバ ッ

ト を振 る。 振 っ て も ボールは当 た ら ない。 険 し い顔 を

し なが ら 「良い ポールだけ打 てばいい ねんな」 と K 児

は何度 も繰り 返 しバ ッ ト を振 っ てい く 。 周 り の他児 も

K 児が打つまで待 っ てい る。 よ う や く 打て る と K 児は

次の子に交代す る。 

徐々に表情が険 し く な っ てい く K 児に気付き , 保育者

は 「良い ボールだけ狙 っ て打 ち よ」 と 声 をかけ る。 こ の

保育者の気付きはボールを打ち返すこ と に快感 を感 じ て

い る K 児の思い に身 を置い てい る か ら こ そ , 打 て ない苛

立ちが手に取るよ う にわかるのである。 K 児は 「良い ボー

ルだけ打 てばいい ねんな」 と 繰り 返 し 言い なが らバ ッ ト

を振り 続け る。 こ の時, 保育者はK 児が自分の苛立つ気

持 ち を抑え て , なお も バ ッ タ ーボ ッ ク ス に立 ち続け たの

は , 打 て た喜 びを存分に感 じ てい たか ら だ ろ う と 考え て

いた。 また, 周り の他児たち も苛立ちに向き合う K 児の

姿 を受け入れ, K 児が打 て るまで じ っ 一と 順番 を待 つて

く れた こ と も 大き い。 いつ も な ら苛立 っ て止めて し ま う



表2 「野球~ :音i 立つ気持 ちと 向き合 う ~ 」
おける要素と K 児の学びの成果

橋

に 

要 素 日 ノ 票 l 
ト' ロ 的な快 (幸福) が育まれ 

境 

l 中の持

- き て い 

売、 熱中す る こ と が 

く 。 

不明確な こ と 、 混乱す る出

事 を受け入れて楽 し むこ と

で き てい る。 

一
ム 

i- I ii二l 

貢 献 「
し て .重 さ れて い る環l 

さ ま ざま な目 

語的 コ ミ ュ ニ 

的のた めに非言l ケ ー シ ヨ ン に よ 

環境 

切な非言語的方法で、 自身 

,感情や気持ち を表現する能 

を身につけ てい く 。 

K 児が, 何度も何度も 自分に言い聞かせながら バ ッ タ ー

ボ ッ ク スに立 ち続け てい る。 他児た ち も その姿から , 

と

よ

し て も打 ち たい と い う 強い思い を感 じ取 つたのだ ろ

可 
。 

イ

う

う や く ボールを打ち返 し た K 児は, 納得 し て次の子と

交代す る。 状況 さ え整え ら れれば, 
気持ち と向き合 う こ と がで き るので

表2 
が打て

苛立ち

K 児も 自分の苛立つ

あ る。 

を基に, K 児の学びの成果 を見てお こ う 。 ヒ ッ ト

な く なり , 情緒的な快が得 ら れな く な っ た K 児は, 
を感 じ始める。 し か し , 保育者の 「良い ボールだ

け狙 っ て打ち よ」 と い う 言葉が, K 児の打ち たい気持 ち

を支え た。 K 児は苛立 ちから 逃げ るのではな く , 「良い

ボールだけ打てばいい ねんな」 と 言い なが ら , 良い ボー

ルの選別に集中す る。 よ う や く ボールが打 てた こ と が, 

再び情緒的 な快 を も た らす。 

の持続、 熱中す る こ と ” や , 

出来事を受け入れて楽 しむこ

こ の過程で , K 児は “集中

不明確な こ と , 混乱す る

と” も で き る よ う t こな っ た c 

ま た , K 児は周 り の他児に見守 っ て も ら い なが ら苛立つ

気持ち を乗り 越え てい く こ と で , “新 しい能力 を得 る こ

と がで き る存在 と し て自分 を意識 し” たり , “適切な非

言語的方法で , 自身の感情や気持ち を表現す る能力”

身に付け始めた。 

K 児が苛立ち

立ち直り を じ っ

リ ズ ム と ペ ース

を乗 り 越え ら れたのは , 

も

保育者や他児が

く り 待 つて く れたこ と が大き い。 K 児の

を尊重 し て く れる遊び空間が, K 児に仲

間との共有の場を意識させ, その場に留ま る章引力 と なっ

た。 K 児はこ の仲間 と の共有の場で , 仲間がボールを打

つ間 , バ ッ タ ーボ ッ ク スの後 ろ に座 り , 

務め始めた。 し かも , その様子 を見て , 

キ ヤ ツ チ ヤ ー を

N児が同 じよう

にキ ヤツチ ヤーを真似 る な ど, 仲間の動き が, 居場所へ

の意識 を高 め , 他児への思い

グ ・ ス

が, 自

表に し

ト ーリ ー 3 での, T 児

を強 め る。 そ れが ラ ーニ ン

の得点付けに気付いたK 児

分の得点だけで な く , 仲間の得点 を聞き , 
てい く こ と へ と つ なが っ てい く 。 

そ れ を

川
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ラ ー ニ ン グ ・ ス ト ー リ ー 3
「遊びの中で役割 を考え て」 ( 7月17日) 

K 児, Y 児, T 児 らが交代で , 保育者の投げる紙の

ボール をぺ ツ ト ボ ト ルのバ ッ ト で打 ち なが ら遊 んで い

る。 その様子を見て数人の幼児が遊びに加わっ て く る。

K 児はバ ッ タ ーボ ッ ク スに立 っ た友達の後 ろ に座り , 
キ ヤツチ ヤーの真似 をす る。 両手 を顔の前に合わせ, 
飛 んで く る ボールを受け よ う と し , 友達が打 てなかっ

た ボールを拾い , 保育者に投げ返す。 その様子 を見 て

いた N 児 (女児 ) がK 児の真似 を し てキ ヤツチ ヤーを

し始める。

T 児が打つと 「 0 点」 と点数をつけ始める。 K 児 も

T 児の真似 を し て 「僕 0 点」 と点数をつけてい く 。 保

育者が紙 をだ し , 得点表を作 る。 K 児は得点表に自分

の点数を書いた後, 仲間に点数を聞き ながら紙に書い

てい く 。 今までの得点に打 っ た時の得点 を足 し た数を

書い てい く 。

自分の番 に な る と バ ッ タ ーボ ッ ク ス に立 ち , 打 て る

と 次の友達と 交代 を し ながら野球が続 く 。 

ラ ーニ ン グ ・ ス ト ー リ ー を テ ・ フ アリ キ と 照合 し た表

3 はこ う し た環境が, K 児に “「自分はだれか ? 」 , 広い

人間関係の中での自分の居場所 を意識 し , それらは認め

ら れてい る こ と を感 じ取 っ てい く ” 学 びや , “集団に貢

献で き る方法 を理解 し てい く ” 学 びにつ なが っ た こ と を

明 ら かにす る。 加え て , K 児は他児 と のかかわり に よ っ

て, “想像的な考え を表現 し伝え るために非言語的な方

法 を身 につけ てい く ” 学 びや , “シ ンボルは他者に よ っ

て理解 さ れ, 自分の考えは言葉, 数字な どで表現で き る

こ と を知 つてい く ” 学 びを得た。 

表3 「野球~ 遊びの中で役割 を考えて~ 」
おける要素と K 児の学びの成果

に 

要 素 目 票 l 
-e‘

_
、 「

し て尊 i さ れて い る mi ) 」 , 広い人 

分の居場所 

は認め ら れ 

取っ てい く 。 l 
他のも の と と も に学ぶこ と を l 
促 さ れる環境 l 

に貢 

い く 

献でき る方法を理 

0 て 

コ ミ ュ

ニ ケ ー

シ ョ ン

さ ま さ ま な日 

語的 コ ミ ュ ニ 

的のために非言l ケ ー シ ヨ ン に よ 

環境 

現 し伝え る 

方法を身に 

自身の文化, 他の文化 

や シ ン ボ ルにふ れあ う E常
吾l 数 

つ 

翌

K児

入 つ

日 も また, 野球が同 じ子 ども たちの間で始めら れたc 

も登園 し て く る と その様子に気づき , 即座に仲間に

て く る。 持ち物の片付け を急いで終わらせ, バ ツ

を も っ て列の後 ろ に並ぶ。 身辺自立が危ぶま れた子 と

思え ない俊敏な動き が感 じ ら れる。 

ト 

一
」5

-

、/
::

・ 



保育者の共感と子どもの集団への参加過程

(3) 遊び空間の 囲気と状況の変容

K 児 と の関わり において , 野球が保育者に 「観察す る

ま な ざ し」 か ら 「横並 びのま な ざ し」 , 共感 を呼 び起こ

す ま な ざ しへ と 移行す る き っ かけ をつ く っ た。 佐値に よ

れば, 「横並 びのま な ざ し」 と は , 「 あ なたが見てい る世

界 を, 『一緒に見ま し よう , 共に喜び, 共に悲 しみま し よ

う 』 と し てかかわっ た り , 『私が見 てい る世界 を , あ な

た も一緒に見て く だ さ い』 と し てかかわる ま な ざ し」 で

あ る 15) 0

では, なぜ野球が保育者のま な ざ し を変え , K 児の思

い と 保育者の働き かけ のズレ を払 式す るき っ かけ に な っ

たのだ ろ う か。 ま ず , チ ヤンバ ラ ご っ こ や野球のよ う な

運動遊びは無意識的な抑圧や緊張から子 ども を解放す る

遊 びであ る と と も に , 子 ども自身 だけ で な く , そ れを観

察す る保育者に と っ て も見通 しが立てやすい と い っ た点

が挙げ ら れる。 さ ら に , ぺ ツ ト ボ ト ル を使 っ た チ ヤンバ

ラ ごっ こ から , 野球を想定 し , 保育者が願い を込めて作 っ

てい た新聞のボールに子 ども が飛 びつい て き た こ と に よ

る手応えが, 保育者と し ての無力感 を払拭 させたこ と も

大 き い だ ろ う 。 さ ら に , ラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ー を描 き

テ ・ フ アリ キと 照合す る過程で , K 児が遊びの中で感 じ

る面白 さ , 行動や言動に含ま れた思いや気持 ち と 向き合

い , 学びを可視化 し再確認 し た点にあ るのではないかと

考え る。

ま た興味深い こ と に, 今まで K 児が加わる こ と で ト ラ

ブルが多発 し ていた状況が, 野球をき っ かけに変容 し て

い く 。 それは, 野球 を知 つてい る T 児が速い ボールで ヒ ッ

ト を打たせない状況 を作 っ た こ と から起こ っ た。 K 児が

「 そ う い う のかわいそ う やで」 と T 児 に異議 を唱え たの

であ る。 

ラ ー ニ ン グ ・ ス ト ー リ ー 4
「 T 児 と タ イ ミ ン グを合わせて」 ( 7 月18 日) 

ピ ッ チ ャ ーが教師から T 児に代わる。 T 児は振り か

ぶり 思い つき り 投げてい く 。 バ ッ タ ーは ボール を打つ

こ と がで き ない。 打席 を待 っ ていた K 児が T 児に 「そ

う いう のかわいそう やで」 と 言いに行 く 。 T 児が投げ

る球の速 さ を変え た こ と で , バ ッ タ ーは T 児の投げ る

ボール を打 て る よ う に な る。

K 児の番に な る。 T 児はボールを思い つき り 投げ, 
K 児は空振り する。 K 児は 「速い」 と怒る。 2 球目も

空振り するが, K 児の表情は笑っ てい る。 3 球目, T 
児はゆっ く り 投げ る。 ボールを打てた K 児は声 を上げ

走 り 始める。

待 っ てい る問 , K 児 はキ ヤツチ ヤー を し始め , T 児

の投げ る ボール を受け る。 K 児は ボールを拾 う と , 投

げる距離 を考え る よ う 何度か手 を振 り , T 児に ボール

を渡 し てい く 。 K 児の番にな る。 T 児は投げる強 さ を

考え ながら K 君に ボールを投げてい く 。 K 児は T 児が

投げる様子 を じ っ と 見, T 児が投げる タ イ ミ ングを見

計 ら いバ ッ ト を振 っ てい く 。 
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K 児の 「そ う い う のかわいそ う やで」 と い う 言葉には, 

打 てない 立 ち と対峙 し た K 児 だから こ そ , 打 てない状

況 を打開 し , 打 て る西提配明味 をバ ッ タ ーに味わわせたい と

い う 思いが込め ら れてい たのでは ない か。 T 児がその言

葉 を受け入れ, 球の速 さ を変え たのも , そ う し た意図 を

汲み取 っ たから だ と 考え ら れる。 し か し , K 児には容赦

な く 速い ボールを投げつけ , 1 回目は空振り に終わ っ た c 

怒 っ て 「速い」 と抗議す るが, 第 2 球も空振り 。 T 児の

投げ る速 さ につい ていけ ない様子で あ る。 し か し , K 児

の表情は険 し い どこ ろ か、 む し ろ失敗 を笑 っ て受け入れ

る余裕があ る。 こ の余裕が 3 球目 を打つ力 と なり , 声 を

あげて走り 始めた。 野球を通 し て, K 児 と T 児の関係が

密になり , その様子はリ レー遊びに も見 ら れるよ う にな っ

てき た。

9 月, K 児の興味は小学校で運動会のリ レー練習 を見

た こ と をき っ かけ に , 野球から リ レ ーへ と変わる。 バ ト

ンが順番通り に手渡 さ れない と , K 児は 「 なんで渡 さへ

んねん」 「 も う いいわ」 と 怒 り , 運動場の真 ん中に移動

し て三角座り をす る。 し かし , T 児がそ んな K 児の姿に

気付 く と K 児の所まで走 っ てい き , 「はい K 君」 と バ ト

ンを渡 し , それを受け取り 懸命に走り 出す姿が見 ら れる

よ う に な っ た。

さ ら に, そ う し た楽 しい遊びが絵 を通 し て表現 さ れる。 

今まで絵 を描 く と き は保育室から出てい く K 児が, 「 う

~ ん」 と 唸り ながら保育室 を歩き続け る。 その姿 を見た

保育者は, K 児に今までのよ う な絵 を描 く こ とへの抵抗

感は感 じ ら れなかっ た と い う 。 保育者がかけ た 「 リ レ ー

は ? 」 と い う 声 をき っ かけに, K 児は 「 リ レ ーの絵描こ

う」 と 言 っ て準備 し描き始めた。 画用紙に描かれた コ ー

ス を走 る 4 人には , K 児がリ レ ーを通 し て感 じ てき た仲

間への思いが込め ら れてい る。 

3 . 仲間の刺激と 新たな かかわり を求めて

リ レー遊びの開放的な雰囲気が, K 児に身体 を存分に

使っ たり , 非言語的, 言語的な方法を通し て, 自分の思

い を仲間に伝え る経験 を重ねる機会 を も た ら し た。 K 児

の思い を受け入れる仲間が増え る こ と で , 場の共有に加

え , イ メ ー ジの共有が進んでい く 。 思い を伝え合い なが

ら遊ぶ経験はその後 , おばけ屋敷 ご っ こ へ と つ なが っ て

い く 。 

(1 ) 運動遊びから ご っ こ 遊びへ

おばけ屋數 ごっ こ は, U児 , R 児が互いに誘い合い , 
不織布や画用紙な ど を使 っ て ド ラ キ ュ ラ やこ う も り に変

身 し てい く こ と から始ま っ た。 保育者はその様子 を近 く

で見てい る K 児の様子から , おばけ屋敷 ご っ こ に入 るよ

う 誘い掛け た 0 



ラ ー ニ ン グ ・ ス ト ー リ ー 5

「服をこ う もり の羽根に見立てて」 (10月24日) 

橋 川 喜美代

K 児は, U児, R児 らが 「おばけ屋數し よ う よ」 と

誘い合い , 不織布 や画用紙 な ど を使 っ て ド ラ キ ユラ や

こ う も り に変身 し てい る姿 を見てい る。 「一緒にす る」

と 保育者が声 をかけ る と , K 児は 「僕はこ れでいけ る

で」 と着てい る黒い服 を腕に巻き つけ , こ う も り の羽

根のよ う に し て飛 び始める。

おばけ に変身 し ていた U 児 らがお客 さ んを呼んで来

ておばけ屋敷が始ま る。 K 児は U 児 らがおばけにな っ

て驚か し てい る姿 を笑い なが ら見 てい る。 K 児 も服 を

め く り あげ, こ う も り の羽根のよ う に し , 椅子に座 っ

てい る お客 さ んの方に向か っ て飛 び始め る。 お客 さ ん

が身体 をのけ ぞら せ, 「 き ゃ ー」 と 驚 く と 嬉 し そ う に

服の羽根 をたたむ。 少 し間 を と り , 服で羽根 を作 ると

再度 , 座 っ てい るお客 さ んをこ う も り に な っ て驚か し

に行 く 。 

U 児 , R 児 らの遊びの様子 を見てい る K 児は, 彼 らが

どんなこ と を始めるのか仲間の遊 びに興味 を も っ てい る。 

保育者の誘い掛け をき っかけに, K 児は 「僕はこ れでい

け るで」 と こ う も り をイ メ ージし , 格好 を整え て遊びに

加わる。 その様子はU児, R児らが不織布や画用紙を使っ

て変身 し てい く のと は対照的であ る。 K 児は着てい る服

を腕に巻き付け , 腕 を動かし身体を使っ てこ う も り に変

身 し てい く 。 着てい る服が偶然に も黒色だ っ た こ と も K 
児 のイ メ ー ジ を接 き 立 て る要因 に な っ たのでは ない だ ろ

う か。 こ う も り に変身 し た K 児はお客 を驚かし始める。 

腕 を羽根のよ う に動か し , 走 る こ と で こ う も り が飛ぶ様

子を表現する。 リ レーや竹馬な ど 2 学期に入り身体を存

分に動か し て遊んでい た K 児に と っ て , 身体 を使 っ て こ

う も り に変身 し てい く こ と は楽 し く , 面白い こ と だ っ た

表4 「服をこ う も り の羽に見立てて」 に
おける要素と K 児の学びの成果 

要 素 目 , 票 l 

-e _ 「
し て尊 さ れてい る環 

新 し い 

がで き 

識 し て 

興味や能力 を得るこ と 

る存在と し て自分 を意 

い く 。 

空間的, 身体的, 社会的に, 
子 ども は自分の長所 をのば し 

てい く 。 

に貢献で き る方法 を理 

い く 。 

他の も の と と も に学ぶこ と を l 
促 さ れる環境 l 

1J T 

て 

ま な日 

ミ ユ ニ 

的 

ケ 

さ ま

語的こ 
一こ非言l 一 シ ヨ ン に よ 

一立 

a伝え る 

方法を身に 
r_ 

探 究 
自分の体に対す る自信 と コ ン

ト ロ ールを獲得する環境 

俊敏性, 協調性な どの発達 を 

含む, 自分自身の体の コ ン ト

ロ ールを高めてい く 

他者の近 く ' 

と , リ ズ ミ 

一定の空間 

への自信 を 

で , 一緒 に遊ぶこ 

カ ルに動 く こ と , 
におい て動 く こ と 

持つ。 
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のだ ろ う 。 お客の傍まで こ う も り に な っ て走 る と , お客

は身体をのけ ぞらせて K 児のこ う も り に驚 く 。 驚 く 様子

がK 児には堪 ら な く 嬉 しいのか, 何度も繰り 返 し てい く 。 

K 児は仲間と 「おばけ屋敷のおばけにな る」 と い う 共通

のイ メ ー ジの中で遊 び始めた。 一方 , U 児やリ レ ーを共

に し て き た R 児 ら も す っ と こ う も り に な っ て入 っ てき た

K 児 を抵抗感 を持たず受け入れてい る。 少 しずつではあ

るが, K 児 を遊び仲間と し て受け入れる関係が築かれつ

つあ る。

表 4 を使い なが ら , おばけ屋數での K 児の学 びを見て

おこ う 。 保育者が 「個人と し て尊重 さ れてい る環境」 と

し て投げかけ た K 児への誘い掛けは, K 児の “新 しい興

味や能力 を得 るこ と がで き る存在と し て自分 を意識” さ

せ, “空間的, 身体的, 社会的に, 自分の長所をのばし

てい く ” 機会 を与え た。 そ れはま た , 「他児 と 学ぶこ と

を促 さ れる環境」 を も た ら し , こ う も り に な っ ておばけ

屋敷に来たお客 を驚かすこ と で , “集団に貢献で き る方

法 を理解 し てい く ” き っ かけ と な っ た。

さ ら に , 仲間が様々な材料 を使い なが らおばけ に変身

し てい る姿 を観察 し なが ら , ま っ た く 異な っ た こ う も り

をイ メ ージし , 黒装束で飛 び回 る不気味な こ う も り でお

客 を驚かす な ど, “想像的 な考え を表現 し伝え る ために

非言語的 な方法 を身につけ てい る” こ と も明 ら かと な っ

た。 おばけ屋敷は保育室で行われ, お客が沢山入れるよ

う 椅子も多 く 準備 さ れていた。 そのため保育室は存分に

動き回れる空間ではなかっ た。 その中で K 児は他児 と ぶ

つかり 合 う こ と も な く , 周 り を見なが らお客 を驚かす タ

イ ミ ン グや どのよ う に動い た ら ぶつか ら ないのか を考え

ながら動い てい る。 こ う し たこ と から , 密集 し た空間が

K 児の “俊敏性, 協調性な どの発達を含む, 自分自身の

体の コ ン ト ロ ール を高めてい く ” と 同時 に , “他者の近

く で , 一緒に遊ぶこ と , リ ズ ミ カ ルに動 く こ と , 一定の

空間において動 く こ と への自信 を持つ” 経験 と も な っ た (、 

そ し て, おばけ屋敷は多 く の他児 と 場 を共有 し , 同 じ目

的 を目指す機会と な っ た 0 

(2) 強ま るイ中間への思いと 広がる探究心

D 児 と M 児がこ う も り の羽根のこ と で も めてい る。 青

い紙で こ う も り の羽根 を作 っ て遊んでい た D 児に , M 児

が 「それこ う も り じ やない」 と指摘 し たのであ る。 保育

者の 「 こ う も り っ て どんなの」 と い う 問いかけに , 子 ど

も た ちは 「 こ う も り っ て羽根が黒い ねん」 と口々に答え

る。 そ んな声 を仲間の輪か ら 離れて聞い てい た K 児は , 

「あ んな, こ う も り っ て な」 と保育者に近づき , 両手 を

広げ、 上下に動か し て飛 び方や, 「 ま っ す ぐで な, こ こ

は こ う な っ て る ねん」 と 羽根 の形 , さ ら に 「 ほ んで な , 

(羽根は) 黒い ねん」 「 こ う やっ て と ま るねんで」 と 体 を

丸 く し て座っ て, こ う も り の姿 を説明 し てい く 。イ中間 も



必死で伝え よ う と

に 「そ う やで」 と

間 と のやり と り は

る , 他者を援助す

関係 を築いたり , 
身につけ てい く ”

し てい

同

表

る

そ

調す

る K 児の説明 を じ っ と

る。 K 児に と っ て , そ

4 の学 びに加え て , “問題

聞き , 

う

を

し た

寺

中

日

イ

解決す

な ど様々な状況におい て , 他者 と の

れを持続 し て , 楽 し むための方法 を

経験 と な っ た。 こ れを き っ かけに , 

児は さ ら に相手の視点に立ち , 援助 し てい こ う と す る

持ち を強めてい く 。 その様子を記 し たのが, 
ス ト ーリ ー 6 であ る。 

ラ ー ニ ン グ ・ ス ト ー リ ー 6
「友達がこ う も り になれるよ う に」

K

気

ラ ー ニ ン グ ・ 

(12月2 日) 
G児が, 棚 と コ ッ プ置き の間 を リ ボ ンで結び, こ う

も り がぶら下がる木 を作 る。 「 こ れ大丈夫かな」 と G 
児が言う と , U 児が 「僕がやっ てみたろか」 「僕大き

いから」 と リ ボ ンにぶら下がろ う と す る。

K 児は近寄 り , U 児がぶら下がろ う と リ ボ ンに足 を

かけ てい る様子 を じ っ と 見てい る。 Z 児が コ ッ プ置き

を押 さえ るがU 児が重 く 、 コ ッ プ置き が持 ち上がる。 

「 う わ ! 」 と K 児が言い , Z 児 と 共に コ ッ プ置き を押

さ え始める。 K 児は コ ッ プ置き が持ち上がら ないよ う

足 を踏ん張 っ て押 さ え てい る。 力 を入れてい る こ と が

顔の表情から も 窺え る。 

G児は棚を押さえている。 

U 児は片足ずつ リ ボ ンに

足 をかけ , こ う も り のよ

う にリ ボ ンにぶら下がる。 

K児は 「う わ~ 」 と声を

上げる。 

G児 と U 児が棚と コ ツ

に見立て , こ う も り のよ

て

も

変

た

プ置き の間に結 んだ リ ボ ン を木

う に逆 さ ま にぶ ら下が ろ

い る。 その様子に気付い た K 児は近寄 っ てい

り に こ だわ っ てい

身 し よ う と し てい 

K 児が学級の中

を使 っ て伝え たこ と

幼児が增え てき た。 

る

る

で

が

こ

K 児にと っ て , 仲間がこ

と

、つ 

っ

も

こ

こ

き

う

に興味が向い たのだ

も り のイ メ

かけで , こ

り に変身す

K 児 と他児 と の距離が近づいてき た。 

じ っ と 見てい たから こ そ , 重みで コ ツ

る様子に気づけ たのであ る。 そ し て , 

いと判断し たK 児は, 急いで駆け寄り

く

う

ろ

う と し

う0 し _ 

も り に

う 。 ま

ー ジ を身体や言葉

う も

る こ

K児

ボ ンに足 を掛け る様子 を本当にぶら下がれ

プ置

り に変身す る

と を通 し て , 

は, U 児がり

るのか どう か

き が持ち上が

Z 児が支えき れな

一緒に支え る行動

を起こ し た。 こ う し たK 児の瞬時の判断が功を奏し て U 
児はぶら下がるこ と ができ た。 K 児の 「 う わ~ 」 と いう

感嘆に込めら れた達成感が, 支え た行動に対す る賞賛 と

な っ た。

K 児は翌日 , 保育室に置い てあ っ た段 ボールに入 っ て

身体 を隠 し , お客 を追いかけ段 ボールから 「 う わっ ! 」
と顔 を出 し て驚かす方法を考えついた。 段ボールを被り , 
盖 を閉めて中 を暗 く し たり , 段ボールから突然顔 を出 し

た り し て , 他児が見え隠れす る こ と を長時間楽 し んだ 0 

K 児は頭 を隠す こ と でお客の驚き が強ま るのではないか

と 考え たよ う であ る。 こ の遊 びは翌日 も続け ら れた。 

ラ ー ニ ン グ ・ ス ト ー リ ー 7
「段ボールに入っ て驚かそう」 (12月 4 日) 

R 児 ら がお ばけ に な っ て保育室 を歩い てい る。 徐々

に遊 び仲間が増え、 お客 さ んを呼 んで来 て、 おばけ屋

敷 ご っ こ が始ま る。 K 児は前日に入 っ てい た段 ボール

を頭 か ら かぶり 、 お客 さ んの後 を付け てい く 。 お客 さ

んは後ろ を振り 返 っ たり 、 走 っ て逃げたり す る。 K 児

は タ イ ミ ン グを見 て段 ボールか ら顔 を だ し 、 「 う わ っ」

と 驚かす と 、 再 び段 ボールを被り お客 さ んを追いかけ

始め る。 お客 さ んは ぐ る ぐ る と 保育室 を回 り なが ら お

ばけから逃げてい く 。 K 児はその後 を付け てい く 。

お客 さ んがおばけ をや っ つけ始め る。 K 児のおばけ

の周 り に も お客 さ んが集ま り 、 段 ボールを蹴 っ てい く 。 

K 児は 「う わっ」 と段 ボールから顔 を出 し たり 、 段ボー

ルを被 っ て追いかけ たり し なが ら 驚か し続け る。 お客

さ んが帰 っ た後、 K 児 は

「僕 な 、 段 ボ ールに入 っ

てわっ て驚かせて ん」 と

保育者 に伝 え に来 る 。 

「そ う な ん」 と 答え る と 、

領きその場を離れてい く 。 
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姿が見えず, 
お客が思わず , 

大 き な段 ボールが追いかけ て く

段 ボールをロ1] く こ と が度々起こ

な っ た。 し か し , ロ1]かれて も苛立つ様子はない

後 , 保育者に 「段 ボールに入 っ てわっ て驚かせ

伝え にや っ て来た こ と から も , 満足感は大き か

ろ う 。 さ ら

も窺え る。 

であ る。

表5 

る

る 

。
て

っ

こ

よ

遊

と で

う

ん

ん」

たの

に , 段 ボールのお ばけ を考え た こ と への自

に

だ

と

だ

信

こ う し た姿から K 児の学びを示 し たのが表 5 

「段 ボ ールに入 っ て驚 かせよ う」

おける要素と K 児の学びの成果

に

要 i 票 l 
味や能力 を得るこ と 

存在 と し て自分 を意 

く 。 「
し て専 , さ れてい る環l 貝 l

と も に学ぶこ と をl 境 

に貢献でき る方法を理 

い く 。 て 

ま な目 

ミ ュ ニ 

を育む 
; 言f 的のために非言l ケ ー シ ヨ ン に よ 

環境 

;切な非言語的方i 
,感情や気持ち を 一 

を身 につけ てい 

で , 自身 

現す る能 

、 0 

自身の

し て尊 E 
の重要・「 

i びが有意 , 

t を認め ら

な学 びとl 的 な遊 び 

る環境 

自分の体に対する自 

ト ロ ール を獲得 す る . 
言と コ ン

協調性, バ ラ ンス感覚な どの 

発達を含む, 自分自身の体の 

コ ン ト ロ ールを高めてい く 。 

他者の近 く 

と , リ ズ ミ 

一定の空間 

への自信 を 

で , 一緒に遊ぶこ 

カルに動 く こ と , 
において動 く こ と 

持つ。 

l 
_ 

l 

保育者の共感と子どもの集団への参加過程



橋 川 喜美代

K 児はおばけ屋敷に加わるこ と で , お客 を驚かそう と

大き な段 ボールを被り , 驚かす時には段 ボールから飛 び

出 し た り , 声 を出 し た り す る。 要素 「 コ ミ ュ ニケ ーシ ョ

ン」 の “適切な非言語的方法で , 自身の感情や気持ち を

表現す る能力 を身につけ” , 自分なり の方法を工夫 し積

み重ねてい く 。

こ のよ う に保育者が要素 「探究」 の 「自身の遊びが有

意義 な学 びと し て尊重 さ れ, 自発的 な遊 びの重要性 を認

め ら れる環境」 を与え た こ と で , K 児は “ご っ こ 遊 びに

さ ら に自信 を持 ち , レパー ト リ ーを増や し てい く ” 。 戸

外遊びが中心であ っ た K 児に と っ て , 室内は比較にな ら

ないほど狭 く 限ら れた空間であ る。 大き な段 ボールを使 っ

ておばけ になり 驚かす K 児は “他者の近 く で , 一緒に遊

ぶこ と , リ ズミ カルに動 く こ と , 一定の空間において動”

き 続け た。 大 き な段 ボール を被 り , た く さ んのお客 さ ん

がい る狭い空問 を動 く こ と は大変なこ と であ るが, 大き

な段 ボール を支え , ぶつか ら ない よ う に注意 し なが ら動

き , 驚かし続け る。 おばけの仲間やお客の中で どう 動 く

のか, “協調性 , バラ ンス感覚な どの発達 を含む, 自分

自身の体の コ ン ト ロ ールを高めて '' き たか ら こ そ可能に

な っ たのだ ろ う 。 こ れに よ っ て , 身体の コ ン ト ロ ールに

対す る自信は今まで以上に強ま っ たはずで あ る。 おばけ

になる役割 を演 じ , 自分 ら しい方法でお客 を驚かす中で , 
K児はますます “集団に貢献でき る方法を理解してい く ” 。 

こ れがま た , K 児にお客 を も っ と 驚かす よ う なおばけに

な っ て , おばけ屋敷 を盛り 上げよ う と い う 意欲 を接き立

て てい く 。 

数日後, おばけ屋敷に観客が来て も おばけがい なかっ

たこ と が話題と なり , R 児が ゾ ン ビ役にな っ て歩き始め

た。 その姿が K 児 を刺激 し , 自分も 表情や動き を使 っ て

ゾ ン ビにな り き ろ う と し てい る。 そ う し た K 児の様子 を

仲間 も じ っ と 見守 っ てい る。 す る と K 児は仲間の輪に入

り , 話 し合いに参加 し始める。 K 児は仲間の話を注意深

く 聞き , 仲間が どのよ う なイ メ ー ジを も っ てい るのか理

解 し よ う と し てい る。 N 児が 「 ひ ゆ~ 」 と怖い声 を出す

と , K 児 も みんな と 共に 「 ひ ゆ~ 」 と声 を出 し , イ メ ー

ジを共有 しい く 。 仲間と顔 を見合わせ笑い合い ながら , 
仲間と と も におばけ屋敷 を盛り 上げよ う と力 を出 し始め

た。 

お わ り に

K 児の熱中す る姿は幾た びか観察 さ れてき た。 し かし、

そ う し た活動は大人の枠組みから見れば否定的な も のが

多 いため, 保育者は 「 どう かかわるべき か」 に惑わさ れ, 
子 ども が 「何 を求めてい るのか」 を見 る日 を曇 らせ る。 

「保育実践の現場でのあ ら ゆる場面に潜んでい る 『共感』

を拾い出 し て , 大切に育むこ と」 '6) がい かに難 し い かが

わかる。 
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ラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ーは こ う し た現状 に一つの手が

かり を与え る。 学びに向かう K 児の 「熱中す る姿」 を丁

寧に る中で見え て く る詳細な動きが保育者の曇 っ てい

た眼を開眼 させ, 共感的ま な ざ しへと 変容す るき っ かけ

に な っ た。 ラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ーは熱中す る K 児の視

点 (側) から , 活動の意図 を明 ら かに し , 保育者と 子 ど

も が快感 を共有す る こ と を可能にす る。 それは同時に , 
保育者が子 ども の意図 と 自 ら の願い と のズ レ を明 ら かに

し , 保育の省察 ・ 改善へと向かう き っかけ と も なる。

そ し て , ラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ーは , 保育者の共感的

ま な ざ しが K 児の集団参加の状況 を徐々に変容 さ せてい

く 過程 をつぶさ に描き出す手段と な っ た。 初めて取り 組

んだ野球は K 児のリ ズムと ペ ース を尊重す る遊 び空間 を

生み出 し , 保育者の言葉がK 児に苛立ち と向き合う 機会

を与え てい る。 保育者の 「良い ボールだけ狙 っ て打ちよ」

と い う 言葉は, ただ苛立ちに耐え る こ と ではな く , K 児

が挑むべき 課題の方向性 を示 し積極的にかかわる こ と を

励ます も のと な っ た。 その後 , T 児が速い ボールで打た

せない と き , 打 て ない苛立 ち と 向き合 っ た K 児だから こ

そ , 「 そ う い う のかわい そ う やで」 と バ ッ タ ーに共感 し

T 児への抗議に な っ たのだ ろ う 。 K 児は野球におい て自

分の居場所 を意識 し , 認め ら れてい る こ と を感 じ取 っ た

ので あ る。 その意識はリ レ ー遊 びに受け継がれ, おばけ

屋敷 を通 し て強め ら れてい く 。 K 児はこ う も り のイ メ ー

ジを身体や言葉で表現するこ と で , 集団での位置を少 し

ずつではあ るが築き つつあ る。 ラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ー

の有効性はこ う し た集団参加の過程 を学びを通 し て可視

化で き る点にあ る。

幼椎園教育指導資料第 5 集 『指導と 評価に生かす記録』
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

では, 「保育の中で幼児の姿が どのよ う に変容 し てい る
・ ・ ・ ・
か を捉え なが ら , そのよ う な姿 を生み出 し て き た様々な

状況につい て適切か どう かを検討 し て , 保育 をよ り よ い

も のに改善す る ための手掛かり を求める こ と が評価なの

です。 こ う し た評価は日々の保育と常に一体であり , ご

く 日常的な も のと し て教師に求めら れる専門性の中に位

置付け ら れてい る」 (傍点 : 引用者) と 説明 し てい る '7)。 

ラ ーニ ン グ ・ ス ト ーリ ーに よ る評価は こ う し た保育者に

求め ら れる専門性の中に位置づけ て も よいのではない

ろ う か。 

だ

注

1 ) 佐伯胖 『幼児教育へのい ざない 円熟 し た保育者に

な るために』 [増補改訂版] 東京大学出版会, 2014 
84員。 

年, 

2 ) 佐伯胖 「人間発達の軸と し ての 『共感』」 佐伯胖編

『共感 一 育 ち合 う 保育のなかで』 ミ ネ ルウ ァ書房 ,

2007年, 20-26頁。

3 ) 刑部育子 「『ち よ つと 気にな る子 ども』 の集団への



保育者の共感と子どもの集団への参加過程

参加過程に関す る関係論的分析」 『発達心理学研究』

第 9 巻第 3 号, 1998年, 1-11頁。

4 ) 中野茂 「乳幼児の発達と保育内容」 森上史期 ・ 吉村

真理子編 『保育講座 保育内容総論』 ミ ネルウ ア書房, 

1991年, 30頁。

5 ) 高杉自子 『魅力あ る保育者た ち』 ひかり の く に,

1985年, 149頁。

6 ) 三谷大紀 「保育の場におけ る保育者の育ち 保育者

の専門性は 「共感的知性」 によ っ てつ く ら れる 」 佐

伯 月半編, 前掲書, 109-154頁。 

7 ) 灰谷健次郎 『天の瞳 : 幼年編 I 』 角川文庫, 1999年,
32頁。

8 ) 佐伯, 前掲論文, 25頁。

9 ) 同上, 24頁。

10) 三谷, 前掲, 129頁。

11) 同上, 138頁。

12) 同上, 152頁。

13) 佐伯, 前掲書, 20頁。

14) 三谷, 前掲, 132頁。

15) 佐伯, 前掲論文, 26頁。 

16) 佐伯月半 「今こ そ 『共感』 に目を向けよう」 佐値編

前掲書, viii頁。

17) 文部科学省 『指導と評価に生かす記録 (幼稚園教

指導資料第 5 集)』 チ ャイ ル ド社, 2013年, 4 頁。 

, 

月

19 


