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わ らべ うた の 伝承 に 関す る研究 1
　　 　〜 か ぞ え うた 「い ち じ く ・に ん じん …

」 を例 として 〜

　　 ○ 川崎治代　　　　　 川崎有華　　　　　　塩 野谷 斉

　（佐倉 く る み 幼稚園）　　 （あずま幼稚園）　　 （立教大学社会福 祉研 究所）

1 ．問題意識

　 近年の幼稚園や保 育所に お い で
一一
般 に 伝 承遊びが

行わ れ て い ない こ とは 、 周知 の 事実で あろ う。 伝承

遊び に は今 さ ら意義 を認め られ な い とい うの な らば

別 で あるが、もしそ うで なければ ま こ とに 残 念な現

状にある とい わざるを得な い 。 しか し、ならば失わ

れ つ つ あ るそれ を再 び幼児 の 遊 び に取 り戻 そ うと し

た と こ ろ で 、す で に 親 の 世 代 がそれ らを知 らず、ま

た 保 育者た ちも知 らな い とい うの が実態で あ り、す

なわち幼児に 伝え る伝 え手 が 、残念 なが ら、現在 で

は 見出す こ とが 難 し い の で は ない か と 懸念 され る。

　 とこ ろで、TBS テ レ ビ 「はな まるマ
ー

ケ ッ ト」

の ス タ ッ フ の 間 で 、い わ ゆ る 「か ぞ え うた 」 が 関東

出身者と 関西出身者 で 異な っ て お り、 後者 が ほ ぼ 同

様で あ っ た の に 対 し て 、前者 は バ ラ バ ラで ある こ と

が 話 題 に な っ た 。そ こ で 同番組 で は 、特 に 「東京地

方の かぞ え うた を教え て ほ し い j 旨の 呼び かけを視

聴者 に行 い 、フ ァ ッ ク ス に よ る回答 を募 っ た とい う。

（1999 年 8 月 12 日）

　 かぞえ うたはわ らべ うた の
一一

種 で あ り、子 ども の

遊び に伴 っ て 歌われ て きた も の で あ る。 そ の 点 で 、

それ に つ い て 現 在調 べ る こ とは、伝承遊びが まさ に

伝承 されて きた、ある い は され て こ なか っ た実態を

明 らかにす る
一

助 に なる も の と考え られ る。そ こ で 、

本研 究 で は 、番組 ス タ ッ フ の 了解を得 て 、そ の デー

タ を もとに さ らに 調 査 を重ね 、加 え て 幼稚 園 と保育

所 に勤務する保育者 に 対 す る 同 様 の 調査 を行 うこ と

で、わらべ うた 、伝承遊び の伝承の 実態 、 可能性 を

考察で きる の で はな い か と考え た 次第で あ る。

ッ ク ス をも とにか ぞ え うた の 内容を明 らか に し、回

答者 に対 す る電話や フ ァ ッ ク ス 等に よ る追跡調査を

加 え て 、それ を 記憶 し た 地方 や状況 を 明 ら か に し よ

うと試 みた。

調査時期 ： 1999年 8 月 12 目か らほぼ 2 カ月

有
’
効匝1答数 ： 181

（2）保育者に対す る調査

　千葉県 を中心 とす る全 国 の 幼稚園 と保 育所 に勤務

す る保 育者 に対 して 、「い ち じく ・にん じん
…等の

か ぞ え うた を知 っ て い る か 、覚 えた年齢 は い くつ か 、

誰か ら教わ っ た か 1等に 関す る質問紙調査 を行 っ た 。

調査i時期 ：2000 年 10 月 20 日 〜 11 月 19 日

調査対象 ： 幼稚 園 25 園 、保 育所 4 園

（回収率 92 ％ 、有効 回答数 233 、有効回答率 90

％）

3 ．結論

（1） 厂は な ま る マ
ー

ケ ッ トユ に 関わ る 調 査

  回答の あ っ た か ぞ え うた （％）

いち（い
一
ち｝・に・さんまのしっぽ・

いちじく・にんじん．

6G　8298そ魄

計

941000

2 ．方法

　本研 究 は 、一：一．段構 え の 調 査研 究 とな っ てい る。第
一

に 「は なまるマ ーケ ッ ト」 視聴者に 対す る調査 で

あ り、第二 に 幼稚園 ・保育所 に勤務する保育者 に 対

す る調 査 で あ る。

（1） 「はな ま るマ
ー

ケ ッ ト」 に関わ る調査

番組 ス タ ッ フ に よ る 「東京地方 の かぞ え うたを教

え て 下 さい 1 と の 呼 び か け に 対 し て寄せ られ た フ ァ

  覚えた地 域 （％）

北海道地方 1．7

東北地方 0，6

関東 甲信越地 方 60．8

中部地方 9．4

関西 ・近畿地方 55

中国 ・四国地方 55

九 州 地 方 1．7

不 明 14．9

計 1  0．1

  回答者 年齢 （％〉

＊ 「東 京 地方 の

…
」 との 呼び か

け に 関わ らず、

実際に は全国か

ら、かぞ え うた

の 例 が報 告 され

た 。

10代未満 1．760 代 7，7

10 代 232 70 代 44

20 代 12．280 代 L1

30 代 193 90 代 0．6

40 代 6，6 不 明 15．5

50 代 7，7 計 100．0
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　地域 とい うよ り年齢 に よる違 い が 大 き く、40 歳

代後 半以 降で は 「い ちぢ く ・にん じん ・さん し ょ
・

しい た け…
」 が 見 られ 、それ よ り若 い 世代 で は 「い

ち ・に …
」で 始 ま る もの が ほ とん どで あ っ た 。 ま た 、

若い層で 知 っ て い る者 は 、 年寄 りか ら教わ っ た と い

う者が ほ とん ど で あ っ た。

（2＞保 育者 に対す る調査

  年齢 （％）

20 代 15，750 代 0．9

30 代 73．360 代 O．7

40 代 9．4 計 100．0

　　平均保 育者歴 　6 年

  知 っ て い るか （％）

ζまレ、 　　 614 　　 レ、し 、
え，386

  何 か ら覚 えたか （％）

テ レ ビ 43．2 幼稚園 3，6

家族 22，1 小学校 3．6

友人 21．6 そ の 他 0．9

保 育園 5．0 計 100．0

　 かぞ え うたを知 っ て い る保 育者 は 、10 年 以 上 の

保育者経験 の ある者 の 方が多 い 。知 っ て い る歌 とし

て は 「い ち じ く ・に ん じん …
］ に つ い で 「一本で も

に ん じん …
」 が多 く 、 テ レ ビ の影響が大き い こ とが

わ か っ た 。「い ちじ く ・に ん じ ん …
」 も、た い て い

の 回答は 「ご ぼ う」 ま で で 、 6 以降 は覚え て い ない

例が 目立 っ た。

　 か ぞ え うたを実際 に 保 育 に 活用 して い る か ど うか

と い え ば、「取 り 入 れ て い な い 」 とい う者が 36 ％お

り、た とえ知 っ て は い て も必 ず しも保育に活か し て

い な い こ とが 明 ら か と な っ た。知 らな い 者 の 場合 、

「覚 える機会がなか っ た 」 f教 え て くれ る人 が い な

か っ た 」 「聞 い た こ とが ない 」 とい う回答が過半数

を 占め 、 他に も 「聞 い た の だ ろ うが覚え て い な い 」

が 10 ％ い る こ とか ら 、 結 局 の とこ ろ興味が なけれ

ば記憶 に 残 らな い ともい え る。

4 ，考察

　 予想 通 りの こ とで は あ っ たが 、現在 の 子 育 て 世代

は かぞ え うた をよ く知 らな い
、 これは幼稚園や保育

所の 保育者も同じ こ とで あ り、従 っ て 、子 ど もは 家

庭 で も集団保 育 の 場 で も か ぞ え うた を教わ る こ とな

く成長す る可能性が 大き い 。一一方、マ ス メデ ィ ア の

影響 は極め て大 きい とい え 、た とえ知 っ て い て も、

テ レ ビか ら覚 え た割合 が 大 き い
。 若 い 保 育者 が 知 っ

て い る かぞ え うた 「一本 で も に ん じ ん …1 は 、幼児

向けテ レ ビ番組 「ひ らけポ ン キ ッ キ」 （1973 年放送

開始 、フ ジテ レ ビ） で 歌 われ て い た こ とを想起すれ

ば、こ の よ うな事態 は 容易に 理 解 で き る こ と と思 う。

　本研究で は か ぞ え うた を例 に して 調査 した が 、す

で に述 べ た通 り、よ り広くわ らべ うた で も同様 の 状

況 と判 断 で き、従 っ て
、 それ を伴 っ たはず の 伝承遊

び もます ます 行われ な くな っ て い く こ とが 予想 され

る。し か し、遊 び や歌 の 伝 承 が行 わ れ な い こ と は 、

単に 児童文化 の 衰退 、 もち ろ ん それ 自体好ま し くな

い もの と考え られる が 、それだけでは済まない 不安

を与 え る もの で あ る。

　遠野 におけ る阿部 ヤ エ の 業績 に 明 らかな よ うに 、

わ らべ うた には先 祖 か ら受 け継 が れ た子 育て の 知

恵 、 人 の 生 き方 に 関す る教え が 多 く含まれ て い た と

い われ る 。 本 学会 に お い て も、そ の よ うな視点 か ら

わ らべ うた に 関する考察がすで に行われて い るとこ

ろである （尾 見 、2000 年）。こ の よ うに考えると、

わ らべ うた を伝 承 で きな くな っ て しま うこ とで 、そ

れ らの 知 恵や教 えもまた伝わ らな くな っ て し ま うこ

とにな る。現在 失われ つ つ あ る わ らべ うた を掘 り起

こす試み が各地 で 行われ て い る が、幼稚園や保育所

の保育が 実践的に そ れ と ど の よ うに結び つ く か 気 に

な ると こ ろ で ある。

5 ．課題

　伝承遊びに関 して い うな らば 、保育現場に お い て

独楽 回 しや 羽 子 板は 多少 復活 して きた よ うな印象が

ある が 、こ れ らは か ぞえ うたを伴 うも の で はな い 。

幼稚園や保育所 で
…
般に 行われ る遊び の 中で、われ

べ うた を 伴 う可能性 の あ るも の として は 、 かろ うじ

て 縄跳 びが ある くらい で は なか ろ うか 。 しか し
一

方 、

わ らべ うた を意識 的 に保 育に取 り入 れ て い る保育現

場 も散見 され る とこ ろ で あ り、そ の よ うな現場にお

い て 、子 ど もの 発 達に 与 え る効果 とは別 に、それ を

通 じ て 子 育て の 知恵等が どの よ うに 伝え られ て い る

の か い ない の か、あ るい はそ の 可能性 の 探 究 を今後

の 課題 と して い きた い と思 う。
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