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　　　　子どもの 創造的な音楽学習を考え る

「どんぐりに なる 」という音楽的表現の 事例分析を通 して 一

　　　　　　　　　　岡 本 拡 子

　　　　　　（高崎健康福祉大学短期大学部）

1　 は じめ に

　 日常の 保育の 中で の 子 どもた ち の 生 活 を 見 て い る と，

様 々 な場面 でか れらは 保育者と関わ りなが ら，豊か な

音楽的表現を行 っ て い る。その よ うな場面で は，保育

者は 子 ど もたちが 「正 しい 音程 で 歌っ て い るか 」とか，

「正 しく リズム に 反 応 してい るか 」 とい うよ うな能力

的な 側面に 目を 向け た りせ ず，子 ども自身が 純粋 に音

楽的なや り と りを 楽 しむ 姿 を受 け と め よ うとす る はず

で あ る。そ もそも音楽の 演奏の 仕方 や 聴 き方 に 対す る

「正 しい 」 とか 「正 しくない 」 とい っ た評価基準や，

「よい 音」，「よい 音楽」とい う言葉の 中に含まれ る 「よ

い もの 」 とい っ た音楽的価値づ けも実 に 曖昧なもの で

あ り，こ の よ うなとらえ 方は，子 ど も自身 の 音楽 的 表

現 の 結果 と して あ らわれ で た 産物と し て の 音楽作品

（product ）の 出来栄えの み を重視 した もの に過ぎな い 。

　 し か し子 ども が どの よ うに して 音楽的表現を行 っ て

い るか とい う，音楽作 りの 過 程 （pr 。 cess ）に 目を向け

る と，そ こ に は 子 どもた ち 自身 が，自分 の 周 囲 の 環 境

や 人 ぴ と，また音や音楽 と深 く関わ りな が ら，自分 な

りの 表 現を しよ う とす る 姿がみ えて く る はず で ある。

　本研究で は，こ の よ うな視点か ら保育園の H常生活

の 中で 子 ど もたちが音楽的表現をする姿をとらえ，そ

の 過程で 育まれ て い く子 ど もた ち の 感性や想像性が ，

どの よ うに して創造的な音楽活動 へ と発展 して い くの

かとい うこ とを，「どん ぐ りにな る」とい う音楽的表現

の 事例を 通 して明 らか に する こ と を目的 とす る。

lI　 研究方法

　筆者は 1997 年 よ り約 4 年 問，筆者が 暮ら し て い た

兵庫県加東郡東条町 の 東条保育園に 週 1回訪問 し ， 言

語習得期で あ る 1 ・2 歳 の 子 どもたちと担任保育者 と

の 関わ りを継続的 に観察して き た 。 そ して か れ らの 日

常生 活場面 を ビデ オ 録画 お よ び記録 メ モ を と る 自然観

察法を採用 し，それ を元 に抽出 した 事例 につ い て，特

に 音楽的表現が顕著 に あらわれ て い る場面 につ い て 具

体的に 音楽分析 を行 っ て い っ た。

　本 研 究で は，そ の 中か ら 「どん ぐ りに なる」 とい う

ひ とつ の 音楽的表現 が み られ た 事例を と りあ げ て，子

ど もの 創造的な音楽学習 が どの よ うに して行わ れ て い

るの か に つ い て の 見解を述べ る。

Ill 事例分析 鮮 晦 輛 に繊 て は当日レ ジュ メを酉齢 する）．

　 こ の 事例 は，ど ん ぐ りを 取 りあ い して 泣 い て しま っ

た 子 ど もの た め に，保育者 が どん ぐ りを床に ば ら撒い

た こ とに 子 ど もた ちが 大喜び し，そ れ が 子 ど もた ちの

身体表現 へ と発展 した 場 面 で あ る。保育者が 歌い ，副

担任 が ピア ノ を 弾 く く どん ぐ りこ ろ こ ろ 〉 の 歌に あ わ

せ て 子どもた ちが 身体 を動 か した の をみて ，保育者 が

そ の 表現 を 「00 ちゃ ん の ど ん ぐ り」 と言 っ た こ とに

よっ て，「音楽 に あわ せ て 身体 を動か す 」 とい う子 ど も

の 行為が，「どん ぐ りに な る」とい う意味を もっ た 身 体

表現へと転換されたの で ある。子どもたちは保育者の

こ の 言葉か け に よ っ て ，自分 の 内に どん ぐりの イ メー

ジ を作 り出 し，そ れ を 自分な りの 方法で 身体表 現 しよ

うと試 み る。さらに 子 どもた ちは保育者に 励まされな

が ら，保育者 の 歌 と言 葉や ， 副 担任 の 弾 く ピ ア ノの 音

に あ わせ て ，自分な りの 「どん ぐ り」 を表現 しよ うと

す る の だが，こ の 時の 子 ど もの 厂想像 （どん ぐ りをイ

メ
ージす る ）1 → 「創造 （ど ん ぐ りの 動 き を考え る）」

→ 「表 現 （実際に どん ぐ りに なっ て 動 く）」 とい う活 動

の 中に，子 ど もの 表 現 しよ うとす る意欲 と感性の 育 ち

に 対す る 主体的な 「学び」 の 実践が 見出せ る。

　そ して子 ど もた ちの 表現 しよ うとす る意欲は，また

次の 子 ど もの 想像に も繋が り，それ が 「今度は カ エ ル

に な りた い 」 と言 っ た り 「ヘ ビ に な りたい 」 とい う言

葉 に なっ て あらわ れる。かれ らは 「どん ぐりに なる1

とい う活 動 か ら，同様 に 「音楽 に あわせ て カ エ ル や ヘ

ビに なりた い 」 とい う思 い を副担任 に伝 え，こ の 遊び

は さ らに発 展 して い っ た の で あ る。

　 こ の 事 例 か ら，子 ど も た ち は かれ らの 内 で 想像 した

こ とを表現 し ようと して い る とい うこ と，そ して か れ

らの 想像力 は 音楽や音楽的な言葉 とあわさる こ とに よ

っ て 高め られ て い る とい うこ と，そ して か れ らの 表現

した こ とは，また 次の 想像 を生 ん で い る とい うこ とが

わ か る。つ ま り子 ど もた ちの 表 現活 動 は，「想像 」
→ 「創

造」 → 「表現」
→ 「想像」 とい う 「想像 と表現の 循環

括動 」 と して と ら え る こ とが で き る。そ して こ の 循環

活動を繰 り返す中に，子どもた ちの 感性 が 育まれて い

る 姿をみ い だす こ とが で き，そ こ に 音楽 的 な 表 現 を 用

い る こ とや音楽的な働 きか けをす る こ とが 大きな影響

を及ぼ して い る こ とが わか る 。
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　保 育者 は副 担任 との 連 携 を もち な が ら，子 ど もた ち

の こ の よ うな表 現 活 動 を通 して ，かれ らの 感性 を豊 か

に 育 て て い るとい うこ と，そ して その た め に音楽を有

効 に使用 し てい る とい うこ とが わ か る。保育者た ちは，

子 ど もた ちの 「学び 」 が促進 され る ために様 々 な働 き

か け を して い るの だ が，しか し子 ど もた ちが自らそ し

て 主体的 に 音や音楽と関わ り，自分 な りに表現 しよ う

とす る意欲 を大切 に して い る とい うこ と，すな わ ち保

育者は，「学び 」の 主体が あ くまで も学 び 手 で あ る子 ど

もた ち自身で あ る とい うこ とを 理解して い る とい うこ

とが，こ の 事例 か ら見出せ る とい え る 。

IV　考　察
・
保育者との 音楽的なや りと りを通 して

　　子 ど も た ち が学 ぶ こ と

　 こ の 場面の ビ デオ を見て ，園長先生 は次 の よ うな興

味深い 話を して 下さっ た。

　 「や っ ぱりなあ。子 どもっ て ヘ ビが大好きねん ね。昔

か らず っ と思 っ て たん ですけ どね。どんなに すばら しい

保 育 も ヘ ビに はか なわへ ん で す。私 らが一生懸 命 保育 し

てて，子どもらもの っ て きてて ， 『あ あ，え え活 動や な あ』

っ て 思 っ て て も，そこに 1匹 の ヘ ビがニ ョ ロ ニ ョ ロ っ て

で て きたら．もう子どもらの 気持ちは ヘ ビ に い っ て しま

い ま す ねん。私 らヘ ビに は勝 て しま せ んわ 」

　 こ の 活動を観察 して い て ，なぜ 子 ども た ち が 「どん

ぐ りに な る」 か ら 「か え る に な る」 そ し て 「ヘ ビに な

る 」 と言 っ た の だ ろ うか と考えて い た筆者 は，園長先

生 の 話を聞い て ，こ の 音楽的表 現 こ そ，・ま さに 「文 化

に 根 ざ した もの 」 で あ る こ とを 実感 した。

　 子 ど もた ちが どん ぐ りに なっ て 身体表現 を して い

る時に，音楽に あ わせ て ピ ョ ン ピ ョ ン と飛び 跳ね る

動作を した子どもが い たの で，そ こか ら 「カエ ル 」 を

想像 した の だ ろ うか と推測 して い たの だが，しか しな

ぜ 「カ エ ル 」 q 次 に 「ヘ ビ 」 が で て きた の か が不 思議

で な らなか っ た。とこ ろ が 園長 先生 は 子 どもたちが ヘ

ビに な りた い とい っ た場 面 をみ て、「なぜ ？」で は なく，

「や っ ぱ り」 と感 じた の で あ る 。

　お そ らくどん ぐりに なっ た りJ カ エ ル に なっ た り し

て 身 体表 現をす る とい っ た活 動 は どの 地域の 園 で もみ

られ るで あろ う。それ は こ の 年齢の 子 ど もたちがア ニ

ミズ ム の 世 界 に生 き て い る と考 え れば，様 々 な動物や

事物を擬人化 して な りき る こ とは 当然だ か らで ある。

保育者は 子 どもた ちが様 々 な動 物 や 虫 や植物な どの 自

然 と触 れ あ うこ とが で きる よ うに 保育の 環境を整 え る。

　 しか し こ の 園で は，保育者 が保 育環境 と して準備 し

なくて も、 そ の よ うな動植物 は子 どもた ちの 身近な 日

常生活の 中 に 「当た り前 の よ うに 存在 して い る もの 」

で，特 別 に 準備 され る べ きもの で は な い の で あ る。 東
・
条町は酒米を中心と した農業 の 町 で あ り，こ の 保育園

も田の 真中に 立 っ て い て ， そ の 田 に暮 らす 「カ エ ル 」

もかれ らの 生活 の 中に あ る 当 た り前の 環境なの で あ る。

　 子 ど もた ちに と っ て ，カ エ ル は 身近な生き物なの で

あ るが，そ れ と同 じ くらい ヘ ビ も子 ども た ち の 身近 に

い る 生 き物なの だ そ うだ
。 園 長 先 生 が 言 うには，カ エ

ル が い る とこ ろに は 必 ず ヘ ビ もい るの だ そ うで ，子 ど

もた ちが カ エ ル か ら ヘ ビ を想像 して それに な りた い と

言 っ た の も うなず け る とい うこ とで あ る。

　 こ の こ とか ら，子 どもた ちの 内的世界はかれ らの 生

活 と密着 した 身近な もの で 構成 され て い て ，そ れ が か

れ らの 文化 の 枠組 と して形 作 られ て い る の で は な い か

とい うこ と，そ の 内 的 世 界 は子 どもた ちが 人や モ ノ と

関わ る こ と を通 して 外への 表現 として 生み出され るの

で は ない か と考 えた。こ の 事例 で い えば，どん ぐ りは

そ の 時に は目に 見えるモ ノ として かれ らの 前 に あっ て ，

子 ど もた ちは保育者や 副担 任 の 音楽的 な働 きか けに よ

っ て ， 今 か れ らの 目の 前 に ある 「どん ぐ りにな る」 こ

とを通 して 自己を表現 した の だが，その 表現か ら次 の

カ エ ル を表 現 す る，ま た そ の 次に今度は ヘ ビ を表 現す

る とい っ た と きに ，カ エ ル やヘ ビ は 目に 見 え るモ ノ と

して で は な く，子 ど もた ち の 内的世 界 に既 に存在 して

い た とい え る。 そ れ は かれ らが 日 常生活 の 中か らか れ

らの 内に取 り込ん だ モ ノ で あり，どん ぐりに なる とい

う表現活動 をきっ か けとして 外に あ らわれ て き たの で

あ り，保育者たちの 音楽的な働きか け に よつ て，よ り

形 あ る もの と して 引 き 出 され て きた の で あ る。

　 こ の よ うに 考 え て い くと，音楽的表現に 限 らず子 ど

もの す べ て の 表現は ， 目に 見える表現の 結果をとらえ

るだけで は本当の 子 どもの 内的世界は見 えて こ ない と

い うこ とが わか る。

　 音楽的表現を通 し た 子
・
どもの 「学び」 に とっ て 何よ

りも重要な こ とは，子 ど もた ちが 自 己 の 内的 世界 に育

っ たもの とJ か れ らの 音楽的経験 とをい か に 結びつ け

て構成す る こ とが で き るか とい うこ とで あ り，また表

現者と して の か れ らの 息吹 き を人 に 伝 え，人 の 息 吹 を

自己内に感 じなが ら，ともに 「響き合 う」 こ とが で き

るか ど うか に 帰 結す る で あ ろ う。 そ して こ の 「人 の，E、

吹 きを感 じなが らともに 響きあ う」 こ とこ そが，音楽

が 人 の 身体を通 し た 「音楽」 と し て 立 ち現れ て くる た

めに最も重要 な根源的要素で あ り，こ の 世 に音楽が存

在す る こ と，そ し て 人が 音楽 と関わ るこ とに 大きな意

味を もた らすの で あ る と考 え る 。
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