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【企画趣 旨】

　 「表現す る 亅 こ と は、乳幼児 に とっ てまさに 「生きて い る 」 こ とで あ る 。 そ して、そ の 生 の 営 み は 日 々 の

生 活 の 中で 育 まれ、仲間 と保育者が共 に 響きあい ながら織 りな して い っ て い る。特に 「表學の 道筋」 に沿 っ

た乳児期か ら幼児期、そ し て 小 学校 へ と連 携 と して の 内容的なつ なが り も大 きな課題 で あ る。

　こ の よ うな表現教育の あ り方や方法を探 る た め に 、こ れ ま で の 研 究 の 蓄積や 実践 の 現状 に つ い て 様 々 な 立

場か ら提言す る。そ こ で 、共 に響く表現と して の 課題に つ い て脳科学の 最新の 研究成果 か らも示唆を得たい

と考え る。そ して 幼児期 の 表現 の あ り方 と表現 を促す ふ さわ
’
し い 環境 に つ い て 、こ の シ ン ポ ジ ウム をとお し

て 示 唆を得 る こ とが で きた らと考えて い る。

提案 1 ： 細 田淳子

『響 きあ うこ とが発達を うながす』

　本シ ン ポジ ウム で 「共生 亅と い うこ と を考え た時、

そ こ で い う 「共 に 生き て い る こ とJ を実感 で きるの

は、共 に 響き あ うこ と が で き た時だ ろ う。響きあ う

形 は さまざまで あ っ て も、子 ど も と大人 あ る い は 子

どもどうしで感 覚や感性 が響 きあ っ た時に、共 に 生

きて い る こ と を感 じ られ る の だと思 う。

　言 い 換えると、楽しい 歌を い っ し ょ に 聞い て 「楽

し い ね 亅 と 目 と 目 を合 わ せ て 笑 い あうこ と が で きた

時や、赤い 夕 日を 眺 め て 「きれだなあ」 とい っ し ょ

に思えた時な どの 気持 ちが、こ こ で い う共に響きあ

うこ とだ と私 は 考 える。そ して こ の よ うな響きあ う

経験が積み重ね られる こ とに よっ て、子 どもの 発達

は促 され て い く。

『歌、音、動 きはひ とつ の 表現』

　子 ど もに とっ て 、本 テ ー
マ の 「歌、音、動き」 は

渾然
‘体となっ て い て、どこ か らが歌でどこ からが

動 き な ど とい う境 目 は な い
。 うた い ながら自然 に 体

が 動 くこ ともあれば、あ る音の イ メージか ら幼児 の

自発的な歌が 生 まれ た り、動 い て い る うち に も っ と

楽 しくな っ て 手拍子 や 足踏み の 音 が 加 わ る こ と もあ

るだ ろ う。だが、そ の こ とを理解して い ない 大人 が

多い と思 う。

『聞 く 耳 を 育て る こ とか らの 出発 』

　子 どもはそれぞれ好 きな音を発見 し、こ だわ りを

もっ て い る。子 どもの 音に関す る感覚 を育て る ため

に 、よ く闘 い て 感 じて 味わ うとい うとこ ろ か ら出発

し た い と思 う。 騒音 の 多 い 現代社会 に お い て は 、じ

っ く り音 を聞い て 味わ うこ と は むず か し くな っ て い

る 。
だ か らこ そ 近 くに い る 親や保育者が まず音に 興

味 を 持ち感動 を 共 有す る こ と が 大切 に な る。し っ か

り聞い て感 じて、子 ど も自身の 心を通 した後 に 出て

きた表現 だ けが それを受 け止 める 側 の 心をふ る わせ

る こ と に な る の だ と思 うe

『子 どもの 表現を受け止 めた い 』

　今日表現 と言 うこ とばが 広 く使わ れ るよ うにな っ

て きて い る。しか しこ の こ とばは 、乳幼児 が どの よ

うに表現 し て い る かを見 て い く の で は なく、どの よ

うに 表現 させ る か とい う意 味 で 使 わ れ て い る よ うな

気がす る。っ まり発表会な どで 、歌を どの よ うに う

た わ せ るか 、楽器 の演奏技術 を どの よ うに教 え、表

現 させ るか、とい っ た 使 い 方で ある。そ うで は な く

幼児期 に は子 ども自身 が 、音楽 の 心地 よさ、音楽 の

根 源的な楽 し さを、自ら感 じな が ら外 へ 表 現 して い

く体験を させ た い
。

　そ して われわれ大人は、子 どもが安心 し て表現 で

き る 環境を保証 した上 で、かす か な響 きも見逃さな

い よ うし っ か りと子 ど もの 表現 を受け止 め、共 に 響

きあ っ て い きた い もの で ある。
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提案 2 ： 小 山朝子

「乳幼児 にお け る 子 どもの 装現魂達から見た入的環

境 の 重要性を踏まえて 」　　　　　　
・・

　最近 の 社会状況下 にお い て 、乳幼児舉ρ子，E も，O

表現 の 育ちを考え る とき、まず子 ど もカ『日々 の 隼活 ，

の 中で 安心 して 思うままに自己表現 で きる環境の重

要性 を感 じて い る 。 そあ環境は主 に 物的環境と人的

環境 に 分けられ る が1 中で も私は、人的環境が よ り・

表現 の 育ちに は重要である と考えて い る 。 なぜな ら、

子 どもの 何気ない 毎 日の 表現 を受け北め たり、それ、

に 呼 応 し た p．響きあい を共有 して、、心地 よ さやさ．．

らなる表現 へ っ なげ て い くの は身遜な 大 人や友達だ

か らで ある 。

　そ こ で私は1 まず表現の育 ちの 基盤作り
・
の 時期と

い え る乳兜期 の 子ど も の 人的環境につ い て 考えた

い 。乳幼児の子ど も
1
は、生命維持 の ために はもちろ

ん の こと、自己 充実欲求を満 た す た め に も大人 の か

か わ りは 生 活 上 必 要 不 可 欠な関係 で あ る こ と は明ら

か で あ る。そ の 大人 が、．それ らの子どもの あ ら喚る

表現
一

顔 の 表情や出 して い る声、動きな ど一す べ て

を総合的に捉 えて い き、・子 どもの 内面 を読み と り対

応 して い く とい う積 み 重 ね は、子 どもに 「自分を外

界に 出 し て 良い 」 と い うこ とを肌 （身体全体）で わ

か り、後 に は 表現と非常に関係深 い で あ ろ う 「自己

肯定感 」 を養 う。 私 は、今現在、こ れ こ そ が子 ども

が 日々 の 生活 の 中で安心 して 好きな ように 表現 で き

る た め の 基盤 で あろ うと感 じて い る。

　私 が、公 立保 育 園 保育士 に な っ て 9 牟目 を迎 えて

い るが、保育現場は 新人保育士 の 頃 とは ま っ た く と

言 っ て い い ほ ど激変して い る。現在 の 保 育現揚 は 子

どもや保護者 の 複雑 な問題 に 取 り組むだけで なく、

様 々 ．な事業を どこ の 保育園 も
一

手 に 引き受けなけ為
ばならず （所属園では延長保育、今年度よ り産休明

け保育 ・1 歳児 定 員拡 大 、子育 て 支援、そ〔

ρ侮N
目の 前の 子 どもの た め に よ りタ

い 保 育の 場を確保す

るため、模索を続けなが らと に か く潭張 っ ！い る、

とい うの が 本音で あ る。
’
そ しで

’
その よ うな保育現

場 で k あ くまで も子 ど も の 音楽的成長 の み で はなく、

人間的成長 を願 い 、毎 日 の 保育 を して い る ÷ 保 育 園

保育士 と して 、以 上 の よ うな こ と を踏ま えて 、乳 幼

児期 に おけ る子 ど も の 共 に 響 く歌 ・音 ・動 きの 表現

に つ い て の 話題提供 を させ てい たちくこ ととす る。

提案 3 ： 坪能 由紀子

・「子 どむの 音楽活動｝こおけ る音楽づ くりの 意味」

，子 どもは声や身 の まわ りの もの を使 っ て さま ざま
　 　 　 b

な音を生み 出しで い る 。 そ ん な子 ど もの 自発 的 な 音

楽行動 を発 展 させ 、小学校や 中学校 の 音楽科 に 位置

づ けたの が 創造的音楽学習 で あ る 。 こ うした 試み は

・1960 年代 か ら 70 年代 に かけ て世界各地で 行われ て

い て 、日本 の 学習指導要領で 1989 年か ら f音楽を

つ くっ て表現 で きる よ うに す る 」 （小学校） と し て 、

小学校 か ら高校に 到 る ま で創造的音楽学習に あた る

活動 が位置 づ けられて い るの をは じめ、イ ギ リス の

　「ナ シ ョ ナ ル ・カ リキ ュ ラ ム 」 や 「ア メ リカ の ナ シ

ョ ナ ル ・ス タン ダー
ド1 に も取 り入れ られ て い る。

こ れ1が 一
般化し だ

．
現在 で は 目本 で は 単に

‘
「音楽 づ く

り」 と呼 ばれ る こ とも
．
多い

。 また学校教育だけで な

く専 門教育や社会教育の 中に も次第に 広ま p てい

る。そ の 大きな 特長｝ま、，音素材 と して 身の ま わ りの

す べ て の 音を用 い るこ ，と、演奏技術や読譜力 が ほ と

ん ξな くて も可 能 で ある こ と・、嘩 の 樺式 に 縛 られ

る．こ と の な い 自申な劇作で あ る こ と、．．即興 性 脅重視

する こ とな どで あ り
ー
、だか ら こ そ すべ て め人を対象

と した 普遍 的な音楽活 動 と な り うる といえる だ ろ

う。子 どもが 日常 つ く・り出して い る 音は、そ．の まま

に し て お け ば 消 えて しま う。しか し他 者 が そ れ を 意

識化 し、受け止 め1 あるい は 発展 させ な が ら共 有す

る こ と に よ っ て、子 ど もは 音 に ょ る創造 の 面 白さに

気づ き、音を使 っ て 自分の 表現の 世界を広げ、音を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，1
通 じて コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン の 世界を広 げ て い く こ と

が で き る。「音楽づ く り」 に お げる 指導者 の 役割は

こ こ に あ る の で は ない か と考 え る。そ れ は 技術や歌

を教え る教 師の あ り方 とは 対極 に あ る とい えるだ ろ

う。

　筆者は 1970．年代か らこ、う し’t： ，　｝ど もの 音楽 づ ≦
り に関わ り、小 ・中学校 の 音楽の 教師たち と共 同 し

て 新しい 授業の 創造に取り組 み 、ま た 良らちさまざ

まな入び と を 対象に
．
「音楽づ く り亅 の ワーク シ ョ ヅ

プを展開 して きた』

’
こ こ では小学校低学年 と中学年

の 子 ど もの つ くっ た音楽の 比 較 を通 して 子 ゼ もの 音

楽的な発達の
一 側 面 を見 る こ．と に よ っ て 〜 筆者が今

ま で 関わ る こ と の 少な か っ た 幼児期 の 子 ど もた ちに

とっ て 「音 楽づ く り」．が どの ような意味を持ち うる

か 、ま たそ Q発達段階壷考慮 して どの よう参導 入 の
　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　
方法 が訂能 か を 展 望する た め の 手 が か り と した い と

考えで い る。
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