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1．は じめ に

　子 ど も達が最初 に接する音楽、それは母親の 子守歌

の よ うな歌で あ ろう。 簡単な子どもの 歌は、幼児 で も

母親 や誰かが歌 っ て い たの を聴い て 、自然 に 覚え て 歌

い 出すもの で あ る 。 歌 に は、歌詞 が っ い てい る。歌 に

と っ て 歌詞は 、 音楽そ の もの と同様 に きわめ て 重 要な

もの で ある。 歌詞をそ の 本来の意味で 正 し く理解し、

生かす ために は、歌詞 の 持っ 言葉の ア クセ ン トと、 リ

ズム や メ ロ ディ
ーとい っ た音楽 とが 合致 しなければな

らな い で あろう。 しか し私た ちはふ だん、そ うした音

楽 と言葉との 関係に っ い て あまり意識する こ とは な い

の で はな い か と思 わ れ る 。

　本発表で は、入門期 の 音楽 教育、特に 歌唱 教育 に お

け る音楽 と言葉との 関係 に着 目し、そ れを意識す る一

っ の 事例 と して 、
ペ ス タ ロ ッ チ主義の 練習方法を取り

上げる 。 そ して、そ こから今 日の 私たちが 何を学び 、

取り入れ て い くこ とがで きるの か、とい うこ とに っ い

て 考察 し て ゆ きた い 。

2．菅楽と言 葉 と の 関係を職 させ る ペ ス タ ロ ッ チ主

　　義の練習方法

　1810年に ス イス で 出版された プ フ ァ イ フ ァ
ー

aichael　Traugott　Pfeiffer．1771−1849）とネ
ー
ゲ 1丿

（  sGeorg 　Nagel　i，1773−1836）作成の 『ペ ス タ ロ ッ

チの 原理 に よ る唱歌教育論』（Gesangbildungslehre

nach 　 Pestalozzischen　 Grundsatzen） 一 以下 、 『唱

歌教育謝 と略称
一 は、 音楽を リズム、メ ロ デ ィ

ー、

デ ィ ナーミ ク とい う 3 っ の 要素に 分 けて 易 しい もの か

ら徐々 に難しい もの へ と練習を進 め る方法が 、 音楽 の

基礎練習の 方法 を変え、その 後の 学校音楽教育を近代

化へ と導 い た
一

っ の 重要 な契機 とな っ た とされ て い る

D
。 しか し、 こ の 『唱歌 教育論』 は、音楽を要素に 分

けて練習 させ ると い う前半の 部分に の み 注 目が 集ま っ

て い るが 、 そ の 後半で は 、 音楽 と言葉 との 関係に 焦点

が 当て られ て お り、 音楽と言葉の 関係を意識する重要

な練習方法が示されて い る 。 以下に、そ の 方法を具体

的に 示 した い 。

　まず最初は、い くっ かの 単語を取り上げて 発音させ 、

強い 音節 と弱い 音節が あ る こ とを理 解 させ る 。
そ の 後 、

そ れぞれの 単語の ア クセ ン トを意識させ る練習 と して 、

例 え ば 2音節で 最初の 音節 に ア クセ ン トが あ るsi   en

の よ うな単語 は く 譜例 1 ＞の a の よ うな、3音節で 2

音節目に ア クセ ン トが あ る erfreulich の よ うな単語 は

b の よ うな練習をさせ るの で ある
2，。

＜譜例1 ＞
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一
　同様 に、〔｝esa   の よ うに 2 音節で 後 ろに ア クセ ン ト

の ある単語 、 freud垉 er の よ うに 3 音節で 最初に ア ク

セ ン トが あ る単語 な ど 、 2音節と 3音節の さ まざ ま な

語を、 それ ぞ れ の ア クセ ン トに 合わせ て 練習させ て い

る。 そ して 次に、異な っ た音節を持っ 単語をそ れ に応

じた リズ ム や メ ロ デ ィ
ーにの せ て 歌 う練習を させ る

（＜譜例 2 ＞参照〔）o

〈 譜例 2 ＞
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　そ して 単語か ら次の よ うな短 い 文章を言葉の ア ク セ

ン トに応じた リズム や メ ロ デ ィ
ーで歌う練習へ と進め

るの で ある （＜ 譜例 3 ＞参照） 。

＜譜例 3 ＞
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　そ の他、〔虹 sq 　 TK  hなど、文脈 によ っ て強く発音

した り弱 く発音した りす る語 を含む短 い 文章 と音 とを

結び付けた練習も、次の く 譜例 4 ＞ の よ うに行 わ せ て

い る。

〈 譜例 4 ＞
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D 　 こ こでの 最初の『国un　ist 　er
　
da ”の

“
da ”は

「 今 彼 は そこ に いる 」の「 そ こ」 であ り 、 し た が

て 最も 強 く発 音されるべき 重 要な 単語として 2
分

符で c2 というリズ ム と 音 高になって
い
るが

次の“daentschw
　
mnd 　

er

” の“da ”は、 「しかし

は消え た」 の 「しか し 」という 接 続詞 の 役割を果

し、強 く 発音 す る

語では な くな る 。 　この よ う にこ こ では、 単語 の

ク
セントに
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ロ ディ
ーや リズ ム の 練習 だ けで はな く、文脈に 応 じた

練習 もさせ て い るの で ある。

3 ．ペ ス タ 囗 ッ チ 主 義の 方 法 の 特徴 とそ の 応 用 ・

　 以 上 の よ うに、ペ ス タ ロ ッ チ主義の 方法で は、単語

あるい は文章で 、 ア クセ シ トの あ る 部分は高音かっ 長

音 （2分音符など）で、ア クセ ン トの ない 部分は低音

か っ 短 音 （4分音符、 8分音符な ど）で 歌わ せ てお り、

そ れ に よ っ て 言葉と音楽 とが ぴ っ た り合致して歌詞の

内容 もぎちん と理 解 で き、歌詞 に 合 っ た表現 が で きる

よ うに な る こ とが め ざされて い る。この よ うな方法 で

は、 まず歌詞が あり、 そ の歌詞の な か の単語の ア クセ

ン トと文脈に よ っ て リズ ム や メ ロ デ ィ
ー

の パ タ
ー

ン が

決ま っ て くるの で 、子ど も達が 簡単な 歌を創作する一

・つ の 重要な 手掛か りに もな る と 思わ れる 。 また 、言葉

を正しい ア クセ ン トで発音 し、 文脈をきちん と理解す

る こ ζは 、 幼児に と っ ては音楽教育に とどまらず
》 言

語教 育と して も意義深 い もの で あ ろ う。

　 もちろん 、
ペ ス タ ロ ッ チ 主義の 方法 は 、 ドイ ツ語の

歌詞を用い た もの で あり、 そ れを 日本語に そ の まま当

て はめ る こ と は適切で は な い が 、 しか し参考にな る こ

とはあ るで あろ う。・ドイ ツ 語 ほ どは っ きりして い ない

と はい え、日本語 に も音節や ア クセ ン トが あ る。例え

ば、＜譜例 1 ＞の si  enの 練習を、　 si  en と同様に 2

音節で 最 初の 音 にア クセ ン トの あ る 「ね こ」 に、er
−

freulichを そ れ と同様 に 3音節で 2番目の音にア クセ

ン トの あ る 「こ ね こ」 に 置き換え て 練習する こ とは可

能で あ ろ う。

4．む すび

　本発表で は、入門期 の 音楽教育 に おい て、歌 におけ

る音楽 と歌詞 と の 関 係を意識 させ る
一

っ の 重要な練習

方法として 、
ペ ス タロ ッ チ主義の 方法を事例と して 取

り上げ、そ の 特徴に っ い て 考察 し、そ こ か ら私た ちが

どの よ うな こ とを学び、取 り入れ る こ とが で きるの か

と い うこ とに つ い て 考え て きた。

　 丿レソ ー（」∈加 一Jacques　Rousseau，　1712−1778）eま、

『エ ミール』価 ile）の なか で 、 「［子 ど もは 一 引

用 者］ 自分の 理 解で きな い こ とに 調子をだ した り、

一

度も経験 した こ との な い 感情に 表現 をあ た え た りする

こ とはで きまい 」
3 ，

と述べ て い る。実際に は、歌詞の

内容が分か らな くて も子ど もは歌うこ とは で きるで あ

ろ うが、教育的効果とい う点 で は、やはり歌詞の内容

が きちん と理解で きた tまうが よい で あろ う。 また 、 本

発表で 取 り上 げ たペ ス タ ロ ッ チ主 義 の 方法 を 考案 した

ネ
ーゲ リは 、　「子 ど もは、実際に 自分自身が持っ て い

る もの
、

つ ま り自分や 自分の まわりの もの を最 も好ん

で歌 う」
4 ）

と述べ 、子どもが目分に身近な もの を歌い

たが る傾 向を 指摘 して い る。

　子ども達が 歌詞 を正 し く理 解 で き る か ど うか とい う

こ とは 、 歌詞の 内容が 子どもに理 解できる もの で あ る

かどうかとい う こ とが もち ろん 大前提で はあるが、歌

詞の ア クセ ン トと音楽 とが合致 して い るかどう
’
か とい

うこ と も、大 い に関係 して くる と言 え るで あろ う。 例

え ば、〈 譜例 2 ＞ の si  e皿と〔泊sa   を 「ね こ」 「い ぬ 」

と歌え ば猫 と犬の こ とだ とは っ き りわ か るの であ るが、

もしそ れ を反対に singen の 旋律 とリズム で 「い ぬ」 と

欺い 、〔｝esa   の 旋律 と リズ ム で 「ね こ」 と歌 らた らど

うで あろ うか。そ の 音を聴し吽だ けで は何の こ とだか

判別 が難しい で あ ろ う。 特に 、 言語の 習得過程の 途上

に ある幼児に と っ て は、本来の単語 の ア クセ ン トと反

対の ア クセ ン トで 歌うこ とは、言語の 習 得 とい う点で

も有害 な こ とに な りか ね な い と言え るで あ ろ う。

』

　今後は 、 本発表で 取り上げたペ ス タ ロ ッ チ主 義の 方

法を
一

つ の 手掛か り と して 、 多 くの 于ど もの 歌に つ い

て 音楽 と歌詞 とが合 っ て い るかどうか具体的に 検証 し、

子どもに合 うよい 歌 と は ど うい っ た もの で あ るの かと

い う こ と に つ い て、音楽 と歌 詞 との 関係とい う視点か

ら考察 して ゆ きた い
。 さ らに 、 歌詞の 内容と言葉の ア

ク．k ン トに合 っ た子 ど もの 歌の 創作も試み て みた い
。
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