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「気になる子」に関する肯定的な場面のアセスメント
――保育者によるエピソード記述を通して――

五十嵐　元子*

* 帝京短期大学こども教育学科

要　旨
　本研究の目的は、「気になる子」に関する肯定的な場面に注目し、保育実践を支援するアセスメントを豊かにす
る手がかりを得ることである。そのために、「気になる子」に関する肯定的なエピソードを保育者から収集し、
KJ法によって、その特徴を整理し、保育者がどのような観点で、「気になる子」の肯定的な場面を理解している
のかを描き出した。その結果、①保育者と信頼関係構築の有無②多面的な子ども理解③集団保育の意義の3つの観
点が見出された。この3つの観点を導入することにより、「気になる子」のアセスメントの枠組みを広げ、保育実
践の展望を開く可能性が示唆された。

キーワード：「気になる子」、エピソード、子ども理解、アセスメント、保育支援

Ⅰ　問題意識と目的

　近年、「気になる子」という言葉は、保育・教育
現場や発達臨床学的な支援の場で浸透したと言っ
ていいだろう。CiNii論文データベースにおいて、
「気になる子」という語で検索すると、2016年か
ら2017年2月までに研究論文及び学会発表は64件、
保育・教育関連の雑誌では、毎年、「気になる子」
に関する特集が組まれるほどだ。だが、それが用語
として、明確に定義されているわけではなく、保育
上、何らかの困難や課題を持つ子どもとして捉えら
れているだけで1） 2）、その中身は実に多様である。
赤木3）は、2000年以降にCiNii論文データベースに
おいて「気になる子」という語が急増したことを示
し、その背景のひとつに、保育・教育現場において
発達障害が周知されるようになったことを挙げた。
それに加え、発達障害や発達障害の疑いだけでな
く、深刻な家庭状況（虐待やマルトリートメント）
で育ってきた子ども、外国にルーツを持つ子どもも
含まれるようになり、「気になる子」の意味すると
ころは広がりを見せている。
　このような状況の中で、「気になる子」の「気にな
る」実態を把握しようと多くの研究が手掛けられ、
「気になる子」の行動傾向を抽出し、チェックリス
トが開発されてきた4）。このことにより、「気になる
子」の何が困難なのか、どのような状況で「気にな
る」行動が出やすいのか、客観的に捉えることができ
るようになり、「気になる子」への手立てを考える
きっかけになったと思われる。その他にも「気になる

子」への支援、保育実践に関する研究は、かなり積み
重ねられてきているが、その多くが、「気になる」部
分や問題行動に着目したものだった。対して、「気に
なる」側面への注目が、かえって悪影響を与えるとい
う報告がある。例えば、「気になる」ということが否
定的なまなざしになり、保育者と子どもの関係に悪影
響を与える場合5）や、保育者が「気になる」側面を気
にしすぎて、保育に自信がなくなり、バーンアウトし
てしまうケース6）が挙げられている。これらは、「気
になる」側面を解消しようと熱心に取り組めば取り組
むほど、子ども理解の視野と保育実践の可能性を狭め
てしまう危険性を示している。さらに、浜谷7）は、1
クラスに複数の「気になる子」がいることが珍しくな
くなった保育・教育現場の状況を踏まえ、「『支援対
象児』がいるのではなく、『支援対象状況』がある」
と警鐘を鳴らす。クラスで発生している問題状況が、
特別支援が必要な「気になる子」の存在というより
も、むしろ集団活動や授業の内容と保育者・教諭と子
ども、子ども同士の関係性などによって生じているこ
とを示した。そのような中で「気になる子」への個別
の支援を展開したとしても、問題状況は変わらない。
それよりも、クラスの一人ひとりの子どもが、活動や
授業を楽しめることを重視したほうが、問題状況が緩
和する可能性があると提案した。
　そこで、本研究は、「気になる子」に関する肯定
的な側面に着目したい。これまで「気になる子」に
関する研究は、その子どもの「気になる」側面に注
目することが多く、「肯定的な」側面に焦点を当て
たものは非常に少ない。その中でも、飯野ら・田中
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ら8）9）は、幼稚園教諭を対象に「気になる子」に関す
る肯定的なエピソードを自由記述型のアンケートに
よって収集し、肯定的場面を通して保育者の子どもの
捉え方がどのように変化するかを分析した。その結
果、保育者が「気になる子」を捉える枠組みの変化を
促す状況は、①関係の行き詰まりから解放される②子
どもの経験世界をより深く理解する③子ども同士の関
係性の中に保育の展開が見える④既有の知識を確認
する、の4つであった。例えば、保育者が気になる子
のかかわりに行き詰まりを感じた時、二者関係を特徴
づける役割が－保育者なら指導する役割から遊ぶ役割
へ－変換されると、保育者はその子どもを肯定的に捉
えるようになっていた。このことから、巡回相談のよ
うな外部の専門家による保育支援を考える際、この
4つの視点から、保育者の振り返りを促していくと、
「気になる子」という見方から脱し、肯定的な見方が
生まれると考えたのである。本研究は、この飯野ら・
田中ら8）9）の調査にならい、保育園の保育者を対象に
「気になる子」に関する肯定的な場面のエピソードを
集め、保育者の子ども理解及びアセスメントを豊かに
するための手がかりをつかむことを目的とする。その
ために、まず、より多くのエピソードを収集し、保育
者が挙げる肯定的な場面（エピソード）の特徴を明ら
かにする。次に、その場面を保育者がどのような観点
で捉えているのかを整理し、保育者による肯定的な場
面の理解の構造を描出し、外部の相談員が保育者と共
に、どのようなアセスメントを行えば、保育の創造の
助けとなるのかを考察する。

Ⅱ　方法

1．調査協力者
　都内公立・公設民営の保育園（23園）の保育者
（39名）。

2．調査手続き
飯野ら・田中ら8）9）の自由記述式のアンケート用紙を
一部改変し、園へ配布した。質問項目は「先生（保育
者）が素敵だな・ほっこりしたなという気になる子の
エピソードをできるだけ具体的に書いてください。」
とし、自由記述による回答を求めた。その他に、気に
なる子の特徴（年齢クラス・行動特徴・性別）とエピ
ソードを選んだ理由、記入者の役職（園長・副園長及
び主任・担任）、保育歴の記入を求めた。

3．分析方法
（1）集まったエピソード（45エピソード）をKJ法に
ならい、類似した特徴をもつエピソードごとにカード

化し、まとめる作業を行った。分類の際、各エピソー
ドのカードの裏にエピソードを選んだ理由を書き込
み、類似しているエピソードなのかどうかの判断の材
料にした。
（2）類似した特徴を持つエピソードに項目名をつ
け、さらに大きなカテゴリーにまとめ、そのカテゴ
リー名をつけた。
（3）（1）と（2）の作業を終えた後、保育者が気になる
子に関する肯定的な場面のエピソードをカテゴリーと
項目間の意味連関を検討し、図示した。
（4）（3）の図を参照して、保育者が「気になる子」
に関する肯定的な場面をどのような観点で見ているの
かを分析し、構造化した。

Ⅲ　結果と考察

1．エピソードの分類（カテゴリーと項目）
　抽出された項目は全部で15個、これらをさらに4つ
のカテゴリーへとまとめた。表1は、カテゴリーとそ
の項目名を記し、そこに属するエピソード例を示し
た。
（1）“対象児とのかかわり”は、対象児と保育者との
かかわりに焦点化されたエピソード群である。項目
は、1）かわいらしい、2）保育者を気にする、3）自
己表現、4）思いが通じる、5）行動改善の５つに分
類された。
　1）“かわいらしい”とは、保育者が対象児の行動や
仕草そのものにかわいらしさを感じているエピソード
である。「困ってしまうこともあるけど、対象児の表
情や行動が素直にかわいく思う」と理由にあるよう
に、その子どもの存在を純粋に愛らしく思っているこ
とを意味する。
　2）“保育者を気にする”は、対象児の行動を通し
て、担任保育者という存在が児の心の中にあると感
じ、嬉しく思う他、信頼関係ができてきたと、対象
児との関係性を確認するという特徴が示された。エ
ピソード例にある対象児は “余り他者に関心がない”、
“集団から飛び出し、トラブルが多い”といった行動傾
向があり、保育者自身、注意して泣かれる、あるいは
抵抗されることが多く、その子どもとの関係性に自信
がなかったという。対象児が「○○先生は？」とそば
にいない担任保育者を気にし、まるで自分を求めるよ
うな様子を見て、子どもとの信頼関係ができたことを
知り、自信を取り戻し、保育者の中で対象児の理解も
プラスの方向に変化したと考えられる。
　3）“自己表現”は、保育者とのかかわりを支えに、
対象児が自分の気持ちや思いを表現できるようになる
点に特徴があり、エピソードで挙げられている子ども
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表
1　

肯
定

的
な

場
面

の
エ

ピ
ソ

ー
ド

分
類

 

カ
テ
ゴ
リ
ー

項
目

エ
ピ
ソ
ー
ド
例

理
由

か
わ
い
ら
し
い

電
車
や
ア
ン
パ
ン
マ
ン
の
絵
本
に
こ
だ
わ
る
A君

が
、
あ
る
日
『
バ
ス
に
乗
っ
て
』
（
バ
ス
に
乗
っ
て
動
物
や
食
べ
物
が
登
場
し
て
く
る
絵

本
）
を
担
任
の
膝
に
座
り
、
一
緒
に
見
て
い
た
。
A君

は
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
度
に
食
べ
物
を
指
差
し
な
が
ら
「
こ
れ
は
？
」
と
聞
い
て
き

た
。
「
こ
れ
は
”り

ん
ご
”だ

よ
」
と
言
う
と
絵
本
か
ら
リ
ン
ゴ
を
と
っ
て
食
べ
て
い
る
A君

で
あ
っ
た
。
そ
の
際
の
A君

の
表
情
は
と
て
も

穏
や
か
で
可
愛
ら
し
く
、
ほ
っ
こ
り
し
た
。

「
こ
れ
は
？
」
と
可
愛
ら
し
い
声
で
言
い
、
た
べ
も
の
を
絵
本
の
中
か
ら
と
っ
て

パ
ク
ッ
と
食
べ
て
い
る
姿
が
と
て
も
ほ
っ
こ
り
し
た
。

保
育
者
を
気
に
す

る

お
昼
寝
の
時
、
担
任
以
外
の
先
生
が
、
本
児
の
横
で
ト
ン
ト
ン
し
て
い
る
と
「
O
O
先
生
は
？
」
と
担
任
が
い
な
い
事
を
気
に
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
も
聞
い
て
、
担
任
と
し
て
嬉
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。

K君
が
担
任
の
存
在
を
認
識
し
求
め
て
い
て
く
れ
た
こ
と
に
も
、
安
心
し
、
そ
の

後
の
本
児
と
の
関
係
作
り
に
自
信
を
持
つ
事
が
出
来
た
。

自
己
表
現

（
散
歩
に
出
か
け
る
と
き
）
Q
ち
ゃ
ん
（
自
分
の
思
い
を
伝
え
る
の
が
苦
手
）
が
「
帽
子
わ
す
れ
ち
ゃ
っ
た
の
・
・
・
」
と
言
っ
た
の
で
、

「
事
務
所
に
先
生
が
い
る
か
ら
『
帽
子
貸
し
て
く
だ
さ
い
』
っ
て
言
っ
て
ご
ら
ん
」
と
話
す
と
、
「
う
ん
」
と
言
っ
て
事
務
所
に
む
か
っ
て

い
っ
た
も
の
の
、
扉
の
前
で
固
ま
り
立
ち
す
く
み
、
「
ど
う
し
た
？
言
え
た
？
」
と
聞
く
と
「
恥
ず
か
し
い
か
ら
言
え
な
い
」
と
の
こ
と
。

「
じ
ゃ
あ
先
生
も
そ
ば
に
付
い
て
い
る
か
ら
勇
気
出
し
て
言
っ
て
み
て
、
見
て
る
！
」
と
言
う
と
、
「
帽
子
貸
し
て
く
だ
さ
い
！
！
」
と

や
っ
と
の
思
い
で
言
え
、
Q
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
は
心
臓
が
ド
キ
ド
キ
の
緊
張
の
瞬
間
だ
っ
た
の
で
す
。

子
ど
も
の
中
で
思
っ
て
い
て
も
な
か
な
か
言
え
な
い
こ
と
や
、
そ
の
ま
ま
過
ぎ
て

し
ま
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
日
常
の
中
で
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

で
す
が
、
家
庭
の
状
況
で
あ
っ
た
り
、
子
ど
も
自
身
の
心
境
を
踏
ま
え
た
う
え
で

の
日
々
の
対
応
が
、
私
た
ち
保
育
士
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
感
じ
ま

す
。
子
ど
も
に
も
、
園
で
の
生
活
の
中
で
、
安
心
し
て
自
分
を
出
し
て
い
け
る
よ

う
に
な
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。

思
い
が
通
じ
る

普
段
、
生
活
や
遊
び
な
ど
一
日
を
通
し
て
、
担
任
が
そ
ば
に
つ
い
た
り
、
「
見
て
い
る
よ
」
と
言
葉
を
か
け
る
な
ど
の
援
助
を
必
要
と
す
る

Y君
。
散
歩
へ
出
か
け
た
時
の
こ
と
で
す
。
い
つ
も
は
Y君

と
手
を
つ
な
い
で
い
た
の
で
す
が
、
担
任
は
他
に
も
手
を
つ
な
ぎ
た
い
子
ど
も

が
お
り
、
「
お
友
達
と
し
っ
か
り
手
を
つ
な
い
で
く
れ
る
？
お
願
い
よ
。
」
と
話
す
と
「
う
ん
、
わ
か
っ
た
」
と
言
っ
て
く
れ
て
、
し
っ
か

り
と
友
達
と
手
を
つ
な
ぎ
、
途
中
で
手
を
離
す
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ
も
な
ら
歩
き
方
が
フ
ラ
フ
ラ
し
た
り
、
途
中
で
立
ち
止

ま
っ
た
り
す
る
姿
も
あ
り
、
内
心
ハ
ラ
ハ
ラ
し
て
い
た
の
で
す
が
、
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

園
生
活
の
一
日
を
通
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
場
面
で
そ
ば
に
つ
い
た
り
、
言
葉
か
け

な
ど
、
援
助
や
配
慮
を
し
て
い
か
な
い
と
他
児
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
り
、
集
中

し
て
取
り
組
め
な
い
姿
が
あ
り
、
と
て
も
気
に
な
っ
て
い
た
子
が
、
担
任
と
の
言

葉
の
や
り
と
り
で
気
持
ち
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
場
面
だ
っ
た
。
ま
た
、
こ

れ
ま
で
の
関
わ
り
の
中
で
、
信
頼
関
係
も
深
ま
っ
て
き
た
と
感
じ
る
場
面
だ
っ

た
。

行
動
が
改
善

日
本
語
が
ま
だ
分
か
ら
な
い
外
国
籍
の
R君

。
ど
う
し
て
も
ふ
ざ
け
て
場
の
雰
囲
気
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
り
、
他
児
に
も
迷
惑
を
か
け
て
し

ま
う
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
び
に
注
意
し
て
き
ま
し
た
が
、
フ
ッ
と
「
も
し
か
し
た
ら
話
が
む
ず
か
し
い
の
で
は
？
」
と
思
い
、
そ
ば
で
、

よ
り
噛
み
砕
い
て
（
日
本
語
で
で
す
が
）
説
明
を
し
た
時
、
う
な
ず
い
て
聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
「
話
が
難
し
か
っ
た
か
ら
ふ
ざ
け
て

し
ま
っ
た
。
」
「
わ
か
ら
な
い
か
ら
つ
ま
ら
な
か
っ
た
。
」
と
言
わ
れ
、
気
付
い
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
反
省
と
、
理
解
で
き
る
と

様
々
な
こ
と
が
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
よ
り
丁
寧
に
伝
え
て
い
か
な
く
て
は
、
と
感
じ
ま
し
た
。

過
去
の
出
来
事
と

の
つ
な
が
り

色
紙
を
ち
ぎ
っ
て
、
画
用
紙
に
貼
り
“あ

じ
さ
い
”を

作
ろ
う
と
、
子
ど
も
達
に
ピ
ン
ク
、
紫
、
水
色
、
青
の
色
紙
の
中
か
ら
好
き
な
色
を
選

ん
で
も
ら
っ
た
。
す
る
と
R君

は
「
た
ん
ぽ
ぽ
だ
よ
」
と
話
し
か
け
て
き
た
。
お
花
を
作
る
と
聞
い
て
　
”花

⇒
た
ん
ぽ
ぽ
⇒
お
散
歩
の
楽
し

い
思
い
出
”で

あ
る
。
R君

は
今
ま
で
に
2～

3回
、
園
ま
で
の
道
す
が
ら
、
た
ん
ぽ
ぽ
を
見
つ
け
る
と
摘
ん
で
入
室
時
に
「
は
い
」
と
持
っ

て
き
て
く
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
た
。
R君

も
、
色
紙
を
ち
ぎ
っ
て
貼
っ
て
い
た
が
、
き
っ
と
“た

ん
ぽ
ぽ
”を

イ
メ
ー
ジ
し
て
作
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
そ
ろ
そ
ろ
作
る
な
ら
あ
じ
さ
い
の
花
…
、
と
思
う
の
は
大
人
の
感
覚
で
あ
り
、
そ
の
子
の
思
う
所
の
旬
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

の
だ
な
ぁ
と
感
じ
た
。

色
紙
を
ち
ぎ
る
、
の
り
付
け
を
す
る
、
と
い
う
活
動
を
さ
せ
た
く
て
、
あ
じ
さ
い

作
り
と
な
っ
た
が
、
同
じ
お
花
で
も
Y君

は
、
み
ん
な
で
行
っ
た
お
散
歩
の
時
に

摘
ん
だ
た
ん
ぽ
ぽ
が
つ
く
り
た
か
っ
た
ん
だ
と
言
葉
で
ち
ゃ
ん
と
表
現
で
き
た
こ

と
。

成
長
・
異
な
る
面

の
発
見
(実

は
よ
く

分
か
っ
て
い
た
）

ク
ラ
ス
か
ら
フ
ラ
ッ
と
出
て
行
っ
た
り
、
衝
動
的
に
高
い
所
に
登
っ
た
り
、
飛
び
下
り
た
り
す
る
Q
君
。
あ
そ
び
の
ル
ー
ル
が
守
れ
ず
、
自

由
気
ま
ま
だ
。
文
字
が
読
め
た
り
、
知
能
は
高
い
。
あ
る
時
「
と
な
り
の
ク
ラ
ス
に
い
っ
て
き
ま
す
」
と
言
う
の
で
、
「
い
っ
て
ら
っ

し
ゃ
い
」
と
返
事
す
る
と
、
「
え
！
？
僕
、
行
っ
て
い
い
の
？
」
「
こ
の
前
、
ち
ゃ
ん
と
言
い
子
に
し
て
な
い
と
遊
び
に
行
っ
ち
ゃ
い
け
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
言
っ
て
く
る
。
・
・
・
急
に
思
い
出
し
て
言
っ
た
よ
う
だ
が
、
話
し
て
い
る
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
。

行
動
は
衝
動
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
ー
く
わ
か
っ
て

い
る
。

ク
ラ
ス
の
雰
囲
気

を
変
え
る

Pは
、
場
面
の
切
り
替
え
が
う
ま
く
な
く
、
こ
だ
わ
り
が
強
い
。
友
達
と
行
違
う
と
、
大
声
で
泣
き
、
立
ち
直
る
の
に
時
間
が
か
か
る
。
発

表
会
が
迫
っ
て
き
て
、
子
ど
も
も
担
任
も
練
習
で
緊
張
感
で
張
り
つ
め
て
い
た
時
、
Pが

「
み
ん
な
大
き
な
声
を
出
し
て
い
こ
う
！
元
気
に

い
こ
う
！
」
と
言
い
、
そ
の
場
の
空
気
が
和
み
、
楽
し
く
活
動
が
で
き
た
。

普
段
自
分
の
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
で
、
自
分
が
中
心
な
児
だ
が
、
こ
ん
な
状
況
の
時

に
、
一
歩
引
い
て
周
り
の
事
を
見
ら
れ
る
児
の
言
葉
（
本
人
は
意
識
し
て
い
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
）
に
、
ほ
っ
こ
り
し
た
。

表
1
　
肯
定
的
な
場
面
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
分
類

対 象 児 と の か か わ り ︵ １ 3 ︶ 対 象 児 の 行 動 ︵ １ 2 ︶対 象 児 と の か か わ り
（
13
）

対 象 児 の 行 動
（
12
）



－ 46－

 

 
 

表
1　

肯
定
的
な
場
面
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
分
類
（
続
）

カ
テ
ゴ
リ
ー

項
目

エ
ピ
ソ
ー
ド
例

理
由

他
の
子
ど
も
へ
の

働
き
か
け

男
児
（
K
)　

発
達
が
ゆ
っ
く
り
で
、
自
分
の
世
界
の
中
で
の
行
動
、
集
団
の
中
に
い
ら
れ
ず
、
一
人
で
部
屋
を
飛
び
出
す
。
認
知
力
低

く
、
経
験
不
足
だ
。
三
歳
児
後
半
の
三
月
、
全
体
で
折
り
紙
を
し
て
い
る
際
、
同
テ
ー
ブ
ル
の
女
児
に
、
「
O
O
ち
ゃ
ん
、
こ
う
や
っ
て
や

る
ん
だ
よ
」
と
、
教
え
て
い
る
。
ま
た
別
の
日
、
絞
り
染
め
を
し
よ
う
と
、
布
に
輪
ゴ
ム
を
巻
き
つ
け
て
い
る
中
、
隣
の
女
児
に
「
こ
う

や
っ
て
、
グ
ル
グ
ル
グ
ル
グ
ル
っ
て
す
る
ん
だ
よ
」
と
、
や
っ
て
み
せ
て
い
た
。

自
分
中
心
で
他
の
事
を
受
け
入
れ
た
り
、
動
き
を
気
に
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
二

人
が
、
集
団
の
中
で
の
活
動
を
”楽

し
い
”と

思
っ
て
く
れ
た
。
友
達
と
関
わ
っ

て
、
遊
ぶ
姿
を
見
て
嬉
し
く
思
う
。
子
ど
も
や
保
育
士
の
話
も
聞
け
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
心
の
機
微
や
思
い
を
汲
め
る
と
、
も
っ
と
関
わ
り
が
深
ま
る
の
だ

ろ
う
。

遊
び
の
中
で
楽
し

む

（
園
庭
で
の
砂
場
遊
び
で
）
お
な
べ
、
お
皿
…
そ
の
他
必
要
な
も
の
を
し
っ
か
り
と
準
備
し
料
理
を
始
め
る
K
く
ん
。
そ
の
手
つ
き
が
巧
み

で
あ
り
、
料
理
人
の
よ
う
に
塩
(だ

と
思
わ
れ
る
砂
)を

上
の
方
か
ら
パ
ラ
パ
ラ
…
と
鍋
に
入
れ
「
ま
だ
た
り
な
い
か
ら
、
M
く
ん
、
お
し
お

い
れ
て
ー
」
と
言
い
な
が
ら
鍋
を
振
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
M
く
ん
、
小
さ
な
プ
リ
ン
カ
ッ
プ
に
地
面
か
ら
す
く
い
取
っ
た
白
い
砂
を

そ
ば
に
行
っ
て
K
く
ん
の
持
っ
て
い
る
な
べ
に
い
れ
て
あ
げ
る
と
、
2人

が
、
顔
を
見
合
わ
せ
て
フ
ム
フ
ム
と
い
っ
た
満
足
げ
な
表
情
が
印
象

的
だ
っ
た
。

塩
を
持
っ
て
き
て
と
頼
ま
れ
た
M
く
ん
と
K
く
ん
は
室
内
の
遊
び
で
は
ケ
ン
カ
を

よ
く
す
る
関
係
で
も
あ
る
の
に
、
砂
を
媒
体
と
し
て
優
し
い
気
持
ち
に
な
れ
た
の

も
手
伝
っ
て
、
そ
の
時
の
2人

は
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
嬉
し
そ
う
に
向
き
合
っ
て

い
い
顔
を
み
せ
て
く
れ
た
こ
と
。

年
下
の
子
ど
も
と

の
交
流

園
庭
で
遊
ん
で
い
る
と
き
の
こ
と
。
コ
ン
ビ
カ
ー
に
乗
り
た
い
と
泣
い
て
い
る
Aち

ゃ
ん
（
2歳

）
。
1歳

児
ク
ラ
ス
の
子
が
使
っ
て
い
た
の

で
、
「
貸
し
て
！
」
と
言
う
も
の
の
な
か
な
か
順
番
が
ま
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
。
Aち

ゃ
ん
は
し
ば
ら
く
泣
い
て
い
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も

乗
り
た
か
っ
た
よ
う
で
ず
っ
と
待
っ
て
い
ま
し
た
。
保
育
士
が
別
の
用
事
で
少
し
離
れ
る
と
、
年
下
の
子
が
乗
っ
て
い
た
コ
ン
ビ
カ
ー
に
近

づ
い
て
い
き
ま
す
。
遠
く
か
ら
見
守
っ
て
い
る
と
、
ま
だ
小
さ
く
う
ま
く
進
め
な
い
１
歳
児
の
子
の
コ
ン
ビ
カ
ー
を
押
し
て
あ
げ
て
い
ま
し

前
ペ
ー
ジ
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
自
我
が
芽
生
え
自
分
の
気
も
ち
を
優
先
さ
せ
た

い
こ
の
時
期
に
、
自
分
な
り
に
考
え
行
動
出
来
た
事
を
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。
A

ち
ゃ
ん
に
は
妹
が
い
る
の
で
、
年
下
の
子
と
の
関
わ
り
に
は
慣
れ
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
が
、
全
く
関
わ
り
の
な
い
友
達
に
も
自
然
と
優
し
く
接
し
て
い
る
姿

他
の
子
ど
も
が
対

象
児
に
寄
り
添
う

入
園
し
て
か
ら
親
と
の
別
れ
際
に
ず
っ
と
泣
い
て
離
れ
ら
れ
な
い
U
君
が
、
運
動
会
（
6月

後
半
）
の
時
に
「
マ
マ
が
い
い
～
」
と
泣
い
て

い
る
の
を
、
女
児
が
、
そ
っ
と
肩
の
あ
た
り
を
な
で
て
あ
げ
、
「
マ
マ
が
い
い
の
？
」
「
か
え
り
た
い
の
？
」
と
慰
め
て
い
た
。

自
分
も
、
母
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
抱
き
し
め
ら
れ
た
い
と
い
う
思
い
を
共
感
で
き

る
の
で
、
わ
か
っ
て
あ
げ
ら
れ
、
優
し
い
言
葉
を
か
け
て
あ
げ
る
こ
と
も
で
き

る
。

他
の
子
ど
も
の
働

き
か
け
に
応
じ
る

4歳
で
入
園
し
て
く
る
ま
で
家
庭
で
育
っ
た
Q
君
。
集
団
に
慣
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ク
ラ
ス
か
ら
飛
び
出
し
て
い
く
な
ど
、
目

が
離
せ
な
い
。
注
意
を
し
た
り
、
や
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
「
嫌
だ
！
」
「
そ
ん
な
事
言
わ
な
い
で
」
「
こ
っ
ち
に
来
な
い
で
」
な
ど
、

声
を
あ
げ
る
。
お
ま
ま
ご
と
・
お
絵
描
き
等
、
自
分
の
遊
び
に
集
中
し
て
い
る
時
も
あ
る
が
、
他
児
の
遊
び
を
壊
し
た
り
、
邪
魔
し
て
笑
っ

て
い
る
事
も
あ
り
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
日
、
み
ん
な
で
歌
っ
て
い
る
と
、
い
つ
も
な
ら
、
ず
っ
と
座
っ
て
歌
わ
な
い
Q

君
が
、
す
っ
と
立
ち
、
隣
に
い
る
Aち

ゃ
ん
の
手
を
そ
っ
と
握
っ
て
一
緒
に
歌
お
う
と
し
た
。
Aち

ゃ
ん
は
普
段
か
ら
Q
君
に
対
し
て
優
し
く

接
し
て
い
た
の
で
、
Q
君
が
心
を
開
い
た
瞬
間
を
見
る
事
が
出
来
て
、
と
て
も
う
れ
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。

担
任
か
ら
K
君
へ
の
働
き
か
け
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の
優
し
さ
も
彼
の
心

の
距
離
を
近
づ
け
る
一
因
に
な
っ
た
と
感
じ
た
か
ら
。
同
じ
集
団
で
生
活
す
る
中

で
、
K
君
だ
け
で
な
く
、
周
り
の
子
ど
も
た
ち
の
気
持
ち
や
言
動
に
も
変
化
が
見

ら
れ
、
共
に
成
長
し
て
い
る
事
を
感
じ
る
事
が
出
来
て
、
大
変
嬉
し
か
っ
た
。

他 の 子 ど も と 対 象 児 の か か わ り ︵ １ ９ ︶

 

カ
テ
ゴ
リ
ー

項
目

エ
ピ
ソ
ー
ド
例

理
由

他
の
子
ど
も
が
対

象
児
を
語
る

C
君
は
言
葉
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
難
し
く
、
ク
ラ
ス
単
位
で
の
活
動
を
共
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
午
睡
あ
け
は
ス
ム
ー
ズ
に

起
き
ら
れ
ず
、
ま
だ
眠
い
と
泣
い
て
怒
っ
て
い
る
事
が
多
か
っ
た
児
だ
が
、
そ
の
日
は
機
嫌
よ
く
目
覚
め
、
他
児
が
着
替
え
る
側
で
ゴ
ロ
ン

と
横
に
な
り
な
が
ら
キ
ャ
キ
ャ
キ
ャ
と
笑
っ
た
り
し
て
い
た
。
そ
ん
な
本
児
の
姿
を
見
て
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
男
児
が
、
「
K
ち
ゃ
ん
、

笑
っ
て
い
る
ね
。
楽
し
い
夢
で
も
み
た
の
か
な
？
」
と
言
っ
た
。

常
に
朝
か
ら
一
緒
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ク
ラ
ス
の
一
員
と
し
て
思
っ
て
い

る
の
だ
と
う
か
が
え
る
一
言
だ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
一
言
を
言
っ
た
児
も
ク
ラ
ス

の
中
で
は
幼
い
児
だ
っ
た
が
K
の
様
子
を
見
て
彼
な
り
に
気
付
き
が
あ
り
、
く
み

取
っ
て
言
葉
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
ほ
ほ
え
ま
し
か
っ
た
。
普
段
自
分
の
こ
と
で

い
っ
ぱ
い
で
、
自
分
が
中
心
な
児
だ
が
、
こ
ん
な
状
況
の
時
に
、
一
歩
引
い
て
周

り
の
事
を
見
ら
れ
る
児
の
言
葉
（
本
人
は
意
識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
）

に
、
ほ
っ
こ
り
し
た
。

他
の
子
ど
も
が
対

象
児
を
仲
間
と
し

て
認
め
る

ク
ラ
ス
（
5歳

児
)を

半
分
に
分
け
て
リ
レ
ー
を
し
て
い
た
。
ア
ン
カ
ー
は
二
人
と
も
男
の
子
で
、
接
戦
で
ゴ
ー
ル
手
前
ま
で
来
て
い
た
。
す

る
と
、
片
方
の
R
君
（
気
に
な
る
子
）
が
ゴ
ー
ル
手
前
カ
ー
ブ
で
転
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
半
分
泣
き
べ
そ
を
か
き
な
が
ら
も
、
立
ち
あ
が
り

ゴ
ー
ル
目
指
し
て
走
り
、
何
と
か
み
ん
な
の
も
と
へ
行
っ
た
。
(ク

ラ
ス
自
体
男
の
子
が
多
い
た
め
勝
負
事
で
は
か
な
り
シ
ビ
ア
な
面
が

あ
っ
た
。
）
す
る
と
、
R
君
の
敵
チ
ー
ム
の
Y君

、
T君

が
「
み
ん
な
！
！
こ
の
勝
負
は
R
君
の
勝
ち
だ
よ
。
だ
っ
て
転
ん
だ
の
に
最
後
ま
で

走
り
き
っ
た
ん
だ
よ
！
カ
ッ
コ
イ
イ
！
」
と
大
声
で
皆
に
言
っ
た
。
す
る
と
、
敵
チ
ー
ム
の
友
達
も
「
そ
う
し
よ
！
今
日
の
勝
ち
は
R
君
に

あ
げ
よ
う
」
と
賛
同
し
始
め
た
。

相
手
を
思
い
や
る
事
が
出
来
て
い
て
、
そ
れ
を
、
同
じ
チ
ー
ム
の
友
達
の
気
持
ち

も
あ
っ
た
が
、
大
声
に
出
し
て
言
え
た
事
が
素
敵
だ
と
感
じ
た
。

話
を
聞
く
事
が
苦
手
で
、
行
動
し
て
み
る
と
全
く
違
う
事
を
し
て
し
ま
う
事
が
多
々
あ
り
、
会
話
も
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
園
庭
で
遊
ん
で
い

た
あ
る
日
、
虫
が
大
好
き
で
も
怖
く
て
手
で
は
触
れ
ず
、
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
い
た
幼
虫
を
取
っ
て
、
と
頼
ま
れ
て
、
パ
ー
ト
の
先
生
が
素

手
で
と
っ
て
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
「
わ
ー
先
生
す
ご
い
！
力
持
ち
ー
、
あ
り
が
と
う
。
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
素
直
に
感
動
し
た
り
、
誉

め
た
り
で
き
る
所
を
教
え
て
も
ら
い
、
温
か
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

小
さ
い
時
か
ら
、
目
が
合
わ
な
か
っ
た
り
、
話
を
聞
け
な
い
と
こ
ろ
が
気
に
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
「
あ
り
が
と
う
」
が
自
然
に
言
え
た
り
、
「
わ
ー
す
ご
い
」
と

素
直
に
人
を
ほ
め
る
面
を
持
っ
て
い
る
子
で
し
た
。
し
か
し
、
4歳

児
と
も
な
る

と
、
説
明
を
受
け
て
行
動
す
る
こ
と
も
多
く
、
話
を
聞
い
て
い
な
い
、
や
る
べ
き

こ
と
を
や
っ
て
い
な
い
な
ど
、
注
意
を
す
る
事
ば
か
り
が
増
え
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
教
え
て
も
ら
い
、
感
動
し
、
素
直
に
誉
め
る
事

が
出
来
る
Y君

の
優
し
い
面
を
思
い
出
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

他
の
職
員
か
ら
対
象
児
の
一
面
が

語
ら
れ
る
（
１
）

他 の 子 ど も と 対 象 児 の か か わ

り ( 1 9 )

表
1　

肯
定
的
な
場
面
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
分
類
（
続
）

表
1　

肯
定

的
な

場
面

の
エ

ピ
ソ

ー
ド

分
類

（
続

）

他 の 子 ど も と 対 象 児 の か か わ り
（
19
）
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は、自己表現が苦手というところで共通していた。理
由には、担任保育者との信頼関係の構築が重要である
と改めて感じ、子どもの思いに寄り添ってきた結果で
あると振り返っていた。
　4）“思いが通じる”は、保育者の思いが対象児に通
じ、保育者の願っていた行動が促されるという特徴を
持つ。②保育者を気にする③自己表現の項目と同様
に、保育者との信頼関係がエピソードの軸になってい
た。個別の支援が必要な対象児と保育者が日々のやり
とりを介し、気持ちを通わせられるようになり、その
結果、対象児が保育者の思いを受けとめられるように
なったことを喜ぶと同時に、信頼関係が深まったと対
象児との関係を振り返っている点で特徴的であった。
　5）“行動改善”は、保育者がそれまでの対象児の理
解を改め、対応を変えたことで、対象児の行動が改善
されたというエピソードである。保育者は、対象児が
活動への参加意欲を見せ、表情が生き生きとする姿を
目にし、子どもの肯定的な側面を引き出していくため
には、その子どもの心情を察するような理解に応じた
保育の重要性を再認識していた。
（2）“対象児の行動”は、保育者が少し離れたところ
で、対象児の行動を見て、肯定的に感じているエピ
ソードをまとめた。項目は1）過去の出来事とのつな
がり、2）成長・異なる面の発見、3）クラスの雰囲
気を変える、の3つに分類された。
　1）“過去の出来事とのつながり”は、今、目の前に
している対象児の行動の意味を、過去に経験した出来
事とつなげて読み取ることで、気になる子が肯定的に
捉えられるようになるエピソードをまとめた。表1の
エピソード例にあるように、“あじさい”を作るつもり
でいた保育者が、子どもが“たんぽぽ”を作り始めたこ
とに対して、過去に楽しんでいた散歩先のことを思い
出したのだろうと推察し、子どもが持つ自由なイメー
ジに感心を示している。
　2）“成長・異なる面の発見”は、保育者が、対象児
の言動を通して、その子どもの成長や今までとは異な
る一面を発見し、児の様子に感心するという特徴を持
つ。挙げられたエピソードには、対象児が“実は保育
者の話を聞いていた”、“周囲の状況をよく見ていた”
ということに気づき、保育者はそれまでの対象児の理
解を改める必要性を感じている。そこから、より良い
姿から児を捉え直そうとしている。
　3）“クラスの雰囲気を変える”は、対象児の行動や
表現がクラスに流れる空気を変え、他の子どもたちが
和やか・楽しい雰囲気になり、活動や遊びを楽しめる
ようになったというエピソードをまとめた。保育者は
一見、クラスの子どものことや周囲の状況を気にして
いないように見える対象児が、実は他の子に気をかけ

ていた・周りの空気を察していたということに驚き、
喜び、嬉しく思っている、
（3）“他の子どもと対象児のかかわり”は、保育者が
他の子どもと対象児がかかわっている場面に焦点を当
てたエピソードをまとめた。さらに7つの項目、1）
他の子どもへの働きかけ、2）遊びの中で楽しむ、
3）年下の子どもとの交流、4）他の子どもが対象児
に寄り添う、5）他の子どもの働きかけに応じる、
6）他の子どもが対象児を語る、7）他の子どもが対
象児を仲間として認めるに分類された。
　1）“他の子どもへの働きかけ”は、他の子どもとの
コミュニケーションが困難で、集団活動からも外れが
ちだった対象児が、得意なことや好きなことを通じ
て、自ら働きかけるという特徴を持ったエピソードで
ある。保育者は、他の子どもと楽しく遊べる場面が出
てきたことを嬉しく思い、このエピソードを取り上げ
ており、また、その子どもが楽しいと思える活動を設
定していくことが大切だと保育を振り返っていた。
　2）“遊びの中で楽しむ”は、対象児が他の子どもと
遊びのイメージを共有し、そのやりとりする姿が、保
育者の想像を超え、面白いと感じさせるエピソードと
して挙げていたものを割り当てた。対象児は、自己主
張が強く、衝動的に手が出て、他の子どもと頻繁にト
ラブルになってしまう傾向にあったが、他の子どもと
想像豊かな遊びを展開していく姿を通して、保育者の
子ども理解が更新されている。
　3）“年下の子どもとの交流”は、普段、自己主張が
強く、同じ年齢クラスの子どもとトラブルになりやす
い対象児が、年下の子どもに対して、自身の思いを抑
制し、優しく働きかけている場面のエピソードであ
る。保育者は、対象児の意外な一面に気づき、そこに
成長を感じている。
　4）“他の子どもが対象児に寄り添う”は、他の子ど
もの方から「気になる子」の気持ちに寄り添ったかか
わりをしているという特徴をもったエピソードを割り
振った。保育者が対象児よりも、むしろ他の子ども
が他者の気持ちや思いに共感できるようになったこ
とを嬉しく思っている点で特徴的である。多くの保育
者が、「気になる子」と他の子どもが認め合い、育ち
合っていくことを願い、そのプロセスの一部分を象徴
するものとして、エピソードを挙げたと理由に記して
いた。
　5）“他の子どもの働きかけに応じる”は、4）の対象
児と他の子どもとのかかわりが展開したエピソードで
ある。対象児は、他の子どもに寄り添ってもらうこと
で、その子どもを受け入れ、働きかけに応じられるよ
うになったという点に特徴がある。エピソードには、
他の子どもと対象児との好循環する様子が描かれてお
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り、子ども同士の関係性が時に互いの良いところを引
き出していくことを保育者が意識していることが分か
る。
　6）“他の子どもが対象児を語る”では、他の子ども
が対象児のことを“…という部分もあるけど、…とい
うところもある”というように、多面的に語ったり、
いつもと違う姿に気づき、保育者にそのことを話すと
いう特徴をもつエピソードをまとめた。保育者は、他
の子どもが対象児の多様な側面を捉えていること、そ
れを言葉にすることで、クラスの雰囲気を良くするこ
とを子どもから学んだと振り返っている。
　7）“他の子ども達が対象児を仲間として認める”
は、互いの気持ちを思いやることができるような集団
が形成され、対象児をクラスの一員として受け入れて
いる様子が描かれたエピソードを割り当てた。保育者
は、「気になる子」と分け隔てなく、互いに認め合
い・育ちあうクラスになったことに喜びを感じ、素敵
なエピソードとして取り上げていた。
（4）“他の職員から対象児の一面が語られる”は、担
任保育者が関与していない場面での対象児の姿を他の
職員から報告を受け、子どもの理解が肯定的に変わっ
ているというエピソードである。エピソード数がひと
つであったため、項目の設定はできなかった。巡回相
談において、担任保育者以外の職員の情報が子どもの
アセスメントを豊かにする場合がある。そのことを考
慮し、あえて1エピソードでも独立したカテゴリーと
して設定した。

2．エピソードの全体構造と項目間の関連性
　図1は、KJ法によって分類されたエピソードカテゴ

リーにおける各項目間のつながり方を空間的に配置し
たものである。傍線は互いに関係していることを、点
線は間接的に関係していることを示し、矢印は因果関
係を意味している。
　“対象児とのかかわり”では、2）“保育者を気にする”
様子が見られ、3）“自己表現”ができるようになるこ
とで、保育者は、信頼関係が培われてきたことを確認
し、その結果、対象児と4）“思いが通じる”ようにな
ると考えている。つまり、対象児のポジティヴな一面
を引き出す背景に、保育者との信頼関係の構築を想定
していると言えるだろう。そう考えれば、1）“かわい
らしさ”は、保育者がその子どもに愛着を感じる要素
であり、信頼関係の構築に重要な役割を果たしてると
考えられる。
　気になる子や障害児の中には、愛着行動の乏しさ
（無反応・人見知りのなさ）故に、大人との間に愛着
関係・信頼関係を築きにくいことを杉山は指摘してい
る10）。2）“保育者を気にする”の項目で、エピソード
を選んだ理由に「保育者が対象児との関係性に自信が
なかった」という記載があり、関係の取りにくさを感
じさせるものがあった。対象児との関係性がなかなか
見えてこない、むしろうまくいっていないのではない
かと不安に思っている中で、対象児との信頼関係を確
認できる場面に出会うことは、保育者にとって、極め
て喜ばしく思う瞬間に違いない。
　対して、5）“行動改善”は、保育者の丁寧な対応と
対象児の行動の改善に重点が置かれ、1）～ 4）のエ
ピソードにあるような信頼関係がテーマになっておら
ず、一見つながりがないように思う。しかしながら、
エピソードを挙げた理由を見てみると、保育者が対象

 

  図 1 肯定的なエピソードの構造と項目間のつながり 

図1　肯定的なエピソードの構造と項目間のつながり
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児の心情や困っていることを読み解こうと試行錯誤
し、この対応でいいのかどうか、思いを巡らせてい
るときに、対象児の行動に変化が表れ、保育者が嬉し
く思っているという点に類似性が見られた。従って、
1）～ 5）の項目を通じて、保育者は、対象児とのか
かわりにおいてプラスの感情が生まれ、その子どもと
のかかわりが楽しい、及びその子どもともっとかかわ
りたくなるような出来事を非常に大切に思っていると
いうことが示唆された。
　“対象児の行動”では、気になる子・障害児の肯定的
な場面が、対象児の理解が多面的になるということが
示された。ひとつは、今、目の前の子どもの姿を過去
の出来事を照らし合わせることで、その子どもの行動
の解釈が豊かになる（過去の出来事とのつながり）と
いうものである。ふたつめは、今まで問題にされてい
たような気になる行動に、それとは逆の方向（よりポ
ジティヴな方向）の意味が付け加わり、気になるとい
う見方を改変するというものである。三つ目は、対象
児の意外な言動がクラスの雰囲気を変えることで、そ
の子どもの持ち味に気づくというものである。これら
の観点は関連しあうというよりも、それぞれが対象児
の理解を多面的にするものとして機能していると考え
られる。さらに、“他の職員から対象児の一面を知ら
される”というカテゴリーと“年下との子どもの交流”
という項目は、対象児の理解を多面的にするという機
能を持っていると考えられる。
　“他児とのかかわり”は、対象児と他の子どもが楽し
く遊ぶ中で、対象児が他の子どもへ働きかけ、他の子
どもからの働きかけに応じるという対象児の視点に

たったエピソードと、他の子どもが対象児に寄り添
う、対象児のことを語るという他の子どもの視点に
たったエピソードの2つが相互に影響しあい、他の子
どもが対象児をクラスの仲間として認めるエピソード
へと展開していくと考えられた。ここに保育者は「気
になる子」個人ではなく、子ども同士のつながりあい
の観点を持つことが分かった。

3．保育者の「気になる子」に関する肯定的な場面の
理解の構造

　エピソードの項目間における意味連関の分析を踏ま
え、保育者が気になる子の肯定的場面からその子ども
を理解しようとするとき、どのような側面を重視して
いるのか、その構造を意識して整理すると、図2のよ
うな構造図が浮かびあがった。保育者は、自身の喜び
や意欲といったプラス感情が伴う側面、子ども理解が
多面化するという側面、集団保育の意義や醍醐味が
感じられる側面に目を向けている。そして、それぞれ
の側面は互いに影響を及ぼし、保育の振り返りを促し
ていくことが想定された。例えば、保育者が「気に
なる子」とのかかわりに喜びを感じれば、もっとか
かわってみたいという意欲が生まれる。すると、「気
になる子」の行動をより肯定的に見るようになり、そ
の子どもの異なる側面に気づきやすくなったり、過去
の出来事と今を照らし合わせ、子どもが感じている世
界をより深く解釈できるようになっていく。このよう
にして、子どもを多面的に捉えられるようになると、
遊びや活動の中で「気になる子」の持ち味を活かす機
会を、意識して待つ、あるいは、それをねらった保育

 

 図 2 保育者の肯定的な場面における理解の構造 図2　保育者の肯定的な場面における理解の構造
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を計画することへと結びついていく。この保育者の試
みは他の子どもの「気になる子」の理解を豊かにし、
子どもたちが互いの存在を認め合える可能性を広げて
いく。そして、それがある局面で達成され、子どもた
ちの間で、クラスの一員として表現されるとき、保育
者は集団保育の意義や醍醐味を感じるのだろう。そし
て、この出来事は、保育者にとって、次の保育の展望
や願いになっていくのだと思われる。

Ⅳ　総合考察

1．「気になる子」とのかかわりに自信を持てるよう
なエピソードを探る

　「気になる子」の気になる特徴に、よく「話を聞か
ない」「指示が通らない」といったコミュニケーショ
ンの問題が挙げられる11）12）13）。今回の調査で、保育
者は「気になる子」とのかかわりに難しさを感じつつ
も、信頼関係が構築されていることを確認できると、
喜びを感じ、嬉しく思っているということが明らかに
された。そのように考えると、保育実践の場における
コミュニケーションの困難さは、保育者がその子ども
と信頼関係を結ぶことができないと感じているところ
が大きい。従って、「話を聞かない」「指示が通らな
い」という問題の原因を特定するだけでなく、「気に
なる子」が愛らしく思える出来事や保育者と一緒にい
て和やかに過ごせるシーンを探しながら、子どもと保
育者との関係性をポジティヴに捉えられるような視点
でアセスメントをする必要がある。保育者は少しの変
化でもそれを成長として意味づけ、子どもの全体像の
うちの良さとして捉えようとする価値志向性を持つと
いうことが言われている14）。こうした保育者の子ど
も理解の姿勢を活かせるように、保育支援を試みる相
談員は、些細な日常の中で見られる保育者と子どもと
のかかわりを丹念に観察し、保育者とともに喜びあえ
るようなエピソードを聞き出せるようにしたい。

2．「気になる子」理解の多面化からポジティヴなま
なざしへ

　「気になる子」を多方面から理解することは、気に
なる部分に目を向け、その子ども理解が狭まってしま
うことを防ぎ、逆に保育実践を豊かにしていくことに
寄与する。本調査で挙げられたエピソードでは、子ど
もが感じている世界が過去の楽しい出来事をつながっ
ていると分かったとき、保育者は自分の常識を超えた
子どもの想像力に感動していた。そして、自分が提案
した活動よりも、その子どもの世界を大切にしようと
するのである。このように「気になる子」の意外な一
面を知ることは、ポジティヴな側面を見ようとするま

なざしを作っていき、次の保育を考える材料になって
いく。
　このことを踏まえると、相談員は、「気になる子」
の「気になる」以外の部分に気づけるようなアセス
メントを講じていく必要がある。相談員自身がこのよ
うな点を意識して保育観察を実施していくことを考慮
に入れてもいいが、短時間に見つけ出すことは難しい
ことが予想される。それよりも、岡田15）が言うよう
に、担任保育者以外の保育者や職員（同僚）から話を
聴くことのほうが理に叶っている。さらに、保育者同
士の連携にも良い影響を与えるだろう。

3．展望や願いを抱けるようになる集団や仲間関係の
アセスメント

　田中らの調査と同様に、保育者は「気になる子」に
関する肯定的な場面を挙げていく際、対象児を取り巻
く他の子どもの発言や行動に注目して挙げていた。こ
れは、保育者が「気になる子」と他の子どもとの関係
を重視しているためである。言い換えれば、子ども同
士の認めあいや育ちあいに、集団で保育する意義を感
じているからだ。本調査で挙げられたエピソードに、
「素敵な仲間の物語です。」と、ある保育者が書いて
いた。“物語”と表現する背景に、“気になる子”も含め
たクラスとしての成長とそこまでに至る様々な経緯を
感じさせる。浜谷16）は、これからの巡回相談におい
て、「子どもの個としての発達や障がいの状態につい
て客観的にアセスメントすること」と、さらに、遊び
や活動を通して培われてきたクラスの友達や保育者と
の関係性を物語的に解釈する必要性を説いている。つ
まり、「気になる子」の他の子どもとの関係性をアセ
スメントするとき、単純に現在の関わりの良し悪しを
見るのではなく、過去にどのような出来事があり、そ
れがどのように連なって、現在につながっていくのか
を保育者とともに読み解いていくことで、次にどのよ
うな仲間関係へ育ってほしいかの展望が開けてくると
いうことである。

4．保育を支援する側の課題～未来語りのダイアロー
グの適用可能性

　近年、フィンランドで生まれた精神医療の手法で、
オープンダイアローグが注目されている17）。この
オープンダイアローグでは、患者に対する診断やアセ
スメントの内容を一方的に伝えるのではなく、患者や
患者を取り巻く家族や関係者とともに対話を通して、
患者の困難をなくしていくことを志す。オープンダイ
アローグと共に注目されているのが、未来語りのダイ
アローグである。現在、トム・エーリク・アーンキル
が中心に展開されているこの手法は、主に専門家同士
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の連携において活用されている。その手続きは非常に
ユニークで、相談者が、「…という風になりたい」と
いう未来の物語を描き、そこから専門家同士がどのよ
うに動いていけば、その未来を形作れるかを、対話
を通して考えていく。その手続きは綿密に構造化され
ており、トレーニングなしで実行することはできない
が、先述した“展望や願いを抱けるような集団・仲間
関係のアセスメント”と重なりあう部分があると考え
られる。
　これまで、保育を支援する巡回相談の場では、今現
在の問題状況を解決するためにどうしたらいいかを考
えることが主だった。だが、浜谷16）の言う“関係性と
物語を読み解き、その先の保育を展望する”ことが保
育への支援につながるなら、その先にある未来の物語
を形作っていくことに通ずる。従来、保育とは、子ど
もに…のように育ってほしいと、未来志向性の価値を
もった行為である。故に、園や保育者の抱く子どもの
発達観や保育観によって、保育実践のあり方も様々だ
が、「気になる子」を含むクラスの子ども達の未来の
姿を、保育者との対話を通して想像してみることで、
今現在の子どもの状態を新たな視点から理解できるか
もしれない。
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Abstract
　The purpose of this study is to find a new perspective on assessment of a “difficult” child by focusing on positive 
behavior. Episodic description by preschool teachers was analyzed using KJ-method. And using this data, I figured 
out how preschool teachers understand a “difficult” child behavior. The result provided 3 perspectives: ① the 
presence of trust relationships between a “difficult” child and preschool teacher ② multilateral understanding 
about the child ③ significance of the group child care. Introducing the 3 points of view will have a structure of 
assessment to a “difficult” child expanded and bring new prospects into a practice of early childhood care and 
education.

Keywords : “a difficult child”, episodic description, the understanding of children, assessment, support to early 
childhood care and education
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