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3 歳児の言葉の囎達に対する保育者の 援助につ い て

　　　 一3歳児の絵本の 読み聞かせか ら一

　　　　　　　　　　 吉澤芳枝

　　　　　　　 Ull村学園女子 大学大学院）

　1は じめに】

　 私は 8 年間保育者と して 幼稚園 勤務 を した なか で 、

特に 子 ども た ちの 言葉 の 獲得 に興 味 を もつ よ うに なっ

た、以 前 か ら言 葉 の 獲得 に は、保育者 と子 どもの 対話

が重要 で あ ると考えて きた。子 どもの 心を落ち着か せ、

そ して 自由 に発 言 で き る環境 を保 育 者 が 作 り出す と子

ども た ち は 会話 を は じめ、多 くの 言葉 を獲得 し て い く

よ うに な る 。 こ の こ とを 日本乳幼児教育学会 「幼稚園

生 活 に お け る幼児 の 言 語 獲得 に影響 を及 ぼす 保 育環 境

に つ い て 」 で発表す る機会 を得た。

　 近年、テ レ ビ 、ビ デ オ 、パ ソ コ ン な どメ デ ィ ア の

発達が 進む 中で 、絵本 を 媒介に した 子 ど も と保 育者 の

信 頼関係 は、前 者 で あげ た よ うなもの とは比較がで き

ない ほ ど大切なように思える。信頼関係 が成 立 し、初

め て相 手 と コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン をする こ とが で きる。

正 高 に よ る と 「子 ど もは 、絵本 や お話 で物 語 に さ ら さ

れ る うち に、言 葉 を 音か ら覚 え、ま た言語能力 も発達

しま す 。 そ して 、だ ん だ ん と物語そ の もの を理 解す る

よ うに な り、自分 で もス ト
ー

り
一

性の あ るお は な しが

で きる ように吸収 して い きます。そ れ が 人 との コ ミュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン に 役 立 つ の で す。会 話 の 発 達を 促 す た め

に も、絵 本 を読ん で あげ る こ とは とて も大 切 で す 」 （0

歳児 か らの 子 育 て 技 術 　正 高 信 男 PHP ） と述べ て い

る。実際 、保 育者 と子 ど もの 二 者 間の あい だ に 絵本を

媒介 に して 遊 ん で い る と今まで 泣 い て い た子 ど もが安

定 し、保 育者 に い ろ い ろ と説 明 を し て くれ た り、保 育

者 に 質問 を した り、な に よ り も笑顔を浮か べ る子 ど も

た ちが多く出 て くる よ うにな っ た の で あ る。 子どもは、

どん な 絵本 を読 ん で も言葉 の 機能を 働か せ る。物 と名

称を関係付け、そ れ が出来ない 時に は 子 ど もな りの 言

葉 を作 る こ と も あ る。更に は 、言 葉 を使 い な が ら考 え

る こ と もで きる よ うに なっ て くる。私 は こ の こ とか ら、

絵 本 は 子 ど もた ち に と っ て 、特 に 大 き な効果 を もた ら

して い る よ うに感 じた 。

【研究 目的1
　正 高が述 べ て い るよ うに、絵本 の 効果 は 子 ど も に と

っ て 大きな存在 で あ る。子 ど も と対 話が で き る絵本と

い うの は、い っ た い どん な も の が あ る の だ ろ うか
。 私

は 、その 中で 文章構成 と絵が 単純 明 快 で更 に子 ど もた

ち が 最 も好ん で い た 「い ない い ない ば あj を取 り上げ

分析、考察 をす る 。

　【研究方法】

　 研 究方法 と して は、絵 本 の 分析 を行 う。実 際 、「い

ない い な い ば あ 」 に 関す る 書物 が 、どれ く らい あ る の

か い うこ と を調 べ て み る と 126 件もあっ た。こ れ は、

すべ て 日本 の 書物 で あ る e あ ま りに もた く さん あ るの

で そ の 中か ら 4 冊 を 選出す るこ とに した。これ らは、
常 時 3 歳児 ク ラス に備え られ 、実 際保育者 と して 私 が

使用 し た絵本 で ある。  、0 に 関 して は 子 ど も が 興 味

を も ちそ うな絵 本 だ が、ま だ子 ど もに 読み聞 かせ を し

て い な い の で 、分析 は 差 し控 え る こ とにす る。

  松谷 み よ子の あか ちゃん の 本　 「い ない 　い ない 　ばあ亅

　　松谷 み よこ
・
文　瀬川康男 ・画 　童心 社　1967 年 4 月 15

　 　 日初版

  くんべ い あか ちや ん えほ ん 　 「い ない い ない ば あ 】

　 ひ が し　くんべ い （さく）瑞雲 舎　1996 年 5 月 5 目発行

  「い ない い ない ばあの えほん」 安 野光雄 童話屋

　 　 1987 年 5 月 5 日　 初版

  あかちゃ んの あそ びえほ ん 2　きむ らゆ うい ち

「い な い い ない ばあ 　あそ び 」偕成社 　1988 年 12 月初 版

  た の しい ポ ッ プ ア ッ プ えほ ん 　か わい い ど うぶ っ ユ

　 「い ない い ない ばあ亅作 ・ポ
ッ プス 　画

・
冬野 い ちこ

　 永 岡書店 　2003 年堯 行

  い ない 　い ない 　ば
一

（Peek−a−Boo）

　 なか え よ しを ・作　上 野 紀子 ・絵 　ポ プ ラ杜　2003 年初版

【分析 な らび に 考察】

　  の 絵本 は 、 3歳児 だ け で は な く4 歳児 も好 ん でい

た 絵本 の ひ とつ で あっ た。話 の 内 容 は とて も簡単な の

で ．一
見 子 どもた ちもす ぐに あ きて しまい そ うに み え

るが、結果 と して は そ の 反 対 で あ っ た。子 どもは、保

育者 の と こ ろ に こ の 絵本 を も っ て くる と 「こ れ よ ん

で 1 と話す。友達 となか な か 遊べ ない 子 ど もは、一
日

に なん ど も こ の 絵 本 を もっ て 保育者 の と こ ろ へ くる こ

ともあ っ た。気持 ち が不 安定で あ る 子 ど も は 、保 育者 ．
に 絵本 を読 ん で も ら うこ とに よ り気 持 ち が安定す る の

で は ない だ ろ うか。ま た、絵 本の 登 場 人 物 が 「い ない

い ない 亅 の ときは 顔をか く し 、 そ の 後 「ば あj で笑顔

の 表情を表出す る と、そ の 笑 顔 を 自分の 母 親 の 笑 顔 の

よ うに イ メージ するこ とか ら、よ り安心感を 抱くとい
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うの も理 由 の ひ とつ で は な燈か 4考 えうよ うに な っ た。

子 どもは、こ の 「ば あ」 の 表情をみ る と必 ず 笑顔 の 表

情に な っ て い た。そ の とき に、無 口 だっ た 子どもも絵

本を媒介に 「い ない い な い ば あ」 な ど の 言 葉を徐 々 に

発 す る よ うにな っ た 。

　  の 絵本は、登場人物 が ま ま とわ ん ちゃ ん との ん ち

ゃ ん の 3人 で あ る。松谷 の 絵本 の 方 が、多 くの 登 場 人

物 が 出て く るの で 子 ど もた ち も前者 の 方をより好 んで

い た。 しか し、共通す る点 は、手 の 中に隠 れ て い た表

情 が 突然 現 れ る場 面 に ス リル が あ る の で は ない だ ろ う

か。泣い て い る 子 ど もた ち も こ の 場 面 に な る と笑顔 を

み せ た り、大きな笑い 声 を あげ る こ ともあ っ た 。 ま た 、

子 ども た ちは、絵本に 書か れて い る書葉 を稟似 しなが

ら発す る と共 に 動 作 もつ け るの で、そ れ を聞 い た保育

者 も動作 を つ け な が ら言 葉 を返 す （い ない い ない ば あ

の や り と り）。
こ の よ うな場面 を繰 り返す こ と で 、二

者 と も言葉 の や り と りを 楽 しん で い る こ とが た び た び

あ っ た。

　  の 絵 本 は、文 字が ま
・
っ た く書か れ て い ない。そ の

分、保 育者 が 抑揚 を つ け な が ら、そ して 保 育者 の オ リ

ジ ナ ル の 言葉 を付 け加 え なが ら、子 ど もた ち に 絵本 の

読み 聞か せ をす る こ とが で き る 。 子 どもが 保 育者 に絵

本 を読み 、そ の 時 に保育者 が 驚く表情 をす る と、子 ど

も もとて も 喜 ん だ表 情 を 浮か べ る こ とが あ っ た。そ の

後、子 ど もが言 葉 を発 した り、子 ど もが 保育者 の 役割

に な っ て 絵本 を読む こ と もあ っ た。子 ど もが 率 先 し て

言葉 を話す とい うこ とは、子 ど もに と っ て も言 葉を覚

え る良い 機会 だ と思 う。

　  の 絵本は 、子 どもが 好むよ うな絵 の 描き方 を して

い る e ポ ッ プア ッ プ絵本 とい うこ ともあ り．作 りが 立

体的なの で よ り
一

層子 ど も た ち は 興味 を も っ て い た。

登 揚人物 は 、ね こ 、い ぬ 、うさ ぎ、りす、こ と りの 5

場面 で 設定されて い る。
’
しか し、人間 は登 場人物 と し

て い な い
。 絵本全体が 、やや年齢 の 低 い 子 どもた ち向

きの よ うに も感 じ られ る。そ れ に 気付 く子 ど もは 自分

が 保 育者 の 役 に な り、友達 に 読み 聞か せ る 場 面 もみ ら

れ た 。 子 ど もた ち 同 士 で 次 は〜が 出て くる よ な ど と話

し合 っ て い る姿もまた、子 ど もの 言葉 の 機能 に つ な が

る の で は ない か と思 う。な に げ な い と こ ろ か ら子 ど も

た ち の 会話 は は ずむ。そ こ に絵本の よさがある の で は

ない だ ろ うか e 言 葉を教 えて い くの に もた だ 保 育 者 が

教え込 む だ け で は なく、子 ど もが 自然 に 言葉 を機能 で

き る よ うな環境作りが大切な よ うに 思 ラ。そ して、こ

の よ うな環境作 りが で きて い れ ば 子 ど もた ち は、自 ら

言葉 の 獲得を してい くに ちがい ない 。

【ま とめ】　　 ・
一．，　　

・
　
・
，

　 以 上 が 、絵本 の そ れ ぞ れ の 分析で あ る。子 ど も た ち

は、こ れ らの 絵本 を 見つ け る と必 ず 「よ ん で 」 と保育

者 の とこ ろ に近寄っ て くる。人 見知 りの 激 しい 子 ども

も初 め は み ん なの 輸の 隅 の 方に い る が、そ の 場 の 雰 囲

気 に 慣れ る と徐 々 に 自分か ら言葉を発す る よ うに な っ

て くる 。 絵本 を媒 介 に 子 ど も と保 育者 、 子 ども と子 ど

もが言葉を交わ しなが ら新 し い 言葉を機能させ たり、

自分 が知 っ て い る 言葉を相 手 に 教える こ と も ある。ま

た絵本 を保育者 が読 む空 間 で 、・こ ど も た ち は少 しず つ

言葉 を獲得 して い く。これ ま で 、私は こ ど も と保育者

が た だ 単 に言 葉 を話 す 環境を 作 る こ とか ら子 どもは言

葉 を機能 させ る こ とが 出 来 る と考え て い たが 、絵本 を

媒介 に し て 話 して い くこ との 大切さに きつ か され た よ

うに思 う。

　 これ ら 4 冊 の 絵 本 を媒介 に して 感 じた 共 通点 は、気

持 ちが 不 安 な子 ど もた ち が 1 こ の 絵本 「い ない い ない

ば あ 」 を読んで い る と だん だ ん 表情を明 る く・ず るとと

で あっ た。子 ど もた ちが 、言葉 を機能させ るの に まず

大切 な こ とは、気持 ち を安 心 させ る こ と、リヲ ヅ ク ス

の 状態 が な に よ りも大 切 で は な い か とい うこ とで あ る。

気持 ち が 安定す る こ とで 初 め て 言 葉 も表 出 す る よ うに

な る。 そ して、こ の よ うな状態 が継続 され る限 り、言

葉 の 表出は 著 し くな っ て い くよ うに 思え る。安定 した

環境 の 中で 、子 どもと保育者 の 言葉 の 行き来がなけれ

ば必 ず とい つ て い い ほ ど、言 葉 の 発 達 は難 し い 。二 者

間、子 ど もと保育者 の 関係 で は 難 し い もの も、絵本 を

媒 介 にす る こ とでそ の 環境は 変貌す る e 安心感 を 土 台

と した 言 葉の 獲 得 と して 「い な い い な い ば あ」 の 絵本

は大切なの で は ない だ ろうか と考える ように なっ た 。

　 更 に、保 育 者 が 絵 本 の 指 導 と して な に も 目的 を もた

ず に 日常生 活を送 る の で は な く、保育者側 が 個 々 の 子

どもに 適 した 絵本 を用 い る こ と に よ っ て 、 子 ど もの 生

濡空閤の 拡 大 に 繋が るの で は ない か と想像す る，そ こ

に は、子 ど もな りに 考 え る こ とが で き る 空 間 が備 え ら

れ る の で はな い だ ろ うか。

　 【今後の 課題】

　今回 は、多 くの 絵本 の 中か ら一種 類の 絵 本 を も とに、

3 歳 児 の 言葉 の 発 達 との 関 連 か ら考 えた。今 後 は、3

歳児の 言葉の 獲得が コ ミ ュ ニ ケ
ご

シ ョ ン からだけで は

な ぐ、絵 本、特 に 生 活 絵 本 の よ うな もの か ら どの よ う

に導 き 出 され て い る か とい うこ とを広 く考 えて い きた

い と思 う。　
・
　　

’
　　

．
　　　

・・ ． ・
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