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生活絵本に関する一 考察

一乳幼児の 生活様式の 変容

　　　 川 北 　典子

　　（平 安女学院大学）

L 　は じめ に

　 近年、乳幼児の 生活様式は、多様化を極 め て い る

とい われ る。も ち ろん 、それ が、現代社会 に お け る

わ れわ れお となの 生 活 構造 の 変化 に 起 因 して い る こ

とは い うまで もな い。だが、子どもの 健や か な成長

を考え る ときに、そ の よ うな 生活様式 の変容が深 刻

な問題 に なっ て い る こ とは、多方面 か ら指摘 され て

い る。

　 こ こ で は 、そ れ らの 問題を考察 して い くた め の ア

プ ロ ーチ の
一
方法と して、い わゆ る 「生活絵本」をと

りあげた。 そ こ に 描か れ た乳幼児 の 生活 にっ い て 、

時 代背景 を踏ま え なが ら検討 して い きたい と考えて

い る。絵本 は、乳幼児の 生 活 に最 も密 着 した児童 文

化 財の ひ とつ で あ る とい えよ う。乳幼児期 に 、誰 も

が
一
度は 手 に とっ て 読む こ との ある書籍で もある 。

と りわ け 「生 活 絵本 」とい われ る種 類 の 絵本 は、乳幼

児の 身近な 「もの 」や 「ひ と」を題材 に して描かれ る も

の で あ り、彼 らの 経験に 基 い た 世界 が展開 され る。

また、絵本 の 歴史的変遷 を考慮す る と、ある意味で

は、生 活絵本 は、乳幼児の 生 活 そ の もの を映 し出す

鏡 の ようなもの で あ るか も しれない 。

　なお、絵本は 、子 どもをとりま く文化財の なか で

も、不 本意なが ら消 耗品 と し て 扱われ る こ とが多く、

特 に 第二 次世界大戦前 の もの に つ い て は 残存 して い

るもの が 限られる。そ こ で、本格的な絵本が 誕生 し

た 明治期 か ら、い わゆ る赤本絵本が大多数を占め て

い た 大正期 の 生 活絵本 につ い て は、現在実物を見る

こ との で き る もの の 中か ら選 ん だ。ま た 、戦後 に っ

い て は、一定 の 量 的ま とま りや 作 品 の 傾 向 を配 慮 し、

福音館書店を始 め とす る数社 の 幼児絵本を テ キ ス ト

と して 用 い た。

2．生活絵本 に つ い て

　絵本 は、い うまで もな く 「絵丿と 「文章」とに よ っ て

「も うひ とつ の 世 界 」を創 り出 す複合芸術 で あ る 。 生

活絵本 の 場合は、読者 で あ る 乳幼児の 日常生活 に 、

よ り密接に か か わ る作品 とな る こ とか ら、その 目的

として は 、乳児を含む幼 い 子 どもが、身近な 「もの 」

や 「ひ と」、そ して 「で き ご と亅を絵本 の なか で 再認識

す る こ とが第
一

に 挙げられ る。い わゆ る 「フ ァ
ー

ス ト

ブ ッ ク」の なか で も、「もの の絵本」と並ぶ 代表格と さ

れ て い る。

　絵本の 創造過程 に お い て は 、まず、中川 正 文 が い

うとこ ろの 第
一

次的創造者で ある絵本作家が 、絵 と

文 章 とで 表現す るの に ふ さわ しい 内容をつ くる とこ

ろか ら始まる。生 活絵本の 場合は、乳幼児の 生活 に

密 着 した 内容 とな る の が 通 常 であ るか ら、素 材 や テ

ー
マ もそれ に即 した 身近な もの とな る。絵本の な か

でも、特 に リア リテ ィ が重ん じ られ る分野 で ある と

い えよ う。

　第二 次的創造は、絵本作家が創造 した内容を絵 で

しか 表 現で き な い 部 分お よび 絵 で 表 現す る こ とが 最

もふ さわ しい 部分を、画家が 絵に す る と同 時 に、文

章 で しか 表現で きない 部分お よび 文章で 表現す る こ

とが 最も効果的 で あ る部分 を、文 章家が 文章 にす る

と い う段階で あ る。生活絵本の 文章に っ い て は、や

は り第
一

次的 創造 の 段 階 と同 様に 、乳 幼児が 日常用

い て い る身近な言葉で 明確に 表現 され る必 要 が ある。

ま た、絵は、抽象的な もの よ りも、乳幼児が 理解 し

やすい 写実的なもの が適切 で あ る とい える が、幼児

期に 入 っ て 想像す る力が伸び てきた段 階で は、動物

を 主 人公 に す る な ど擬 人化 され た絵や、多少デザイ

ン 化された絵 に も親 しみ を感 じ られ る場 合 が あ る。

　第三 次的創造は、印刷 ・造本 とい う複製の 過程 で

ある が、「フ ァ
ー

ス トブ ッ ク」に お け る配慮事項 が そ

の まま該当す る。すなわち、絵本 の 安全性や耐久性

の 問題、本 の 大きさや形態、装 丁、重 量 な ど造 本 に

か か わ る問 題 な どが 考え られ る。

　さらに、絵本 の 創造過程 の なか で も最も大切な第

四 次の 伝逮の 段 階 にお い て は、生活絵本 が 主とし て

幼 い 子ども向けで あるこ とを考慮す る と、絵本を選

択 し 手渡すおとなの 存在 が重要 とな る。乳幼児 の 日

常生活 に お い て、同 じ空 間 を共 有 し、体験 を と もに

す る お とな に よ っ て、生 活 絵 本 の 内容 は さらに 密度

の 濃 い 深い もの に な る と考 えられ る。

　また、生活絵本の 分類 と して 、しば しば 「あそ び絵

本jと「しつ け絵本」とい う分け 方が な され る。「あ そ

び絵本」に は、fい ない い ない ばあ」な どの 遊び を素材

」
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に した も の や、わらべ うた な ど を用 い て 「うた の絵

本Jと して まとめ たもの などが ある。「しつ け絵本」

は 、乳 幼児 の 主 と して 基 本 的 生 活 習 慣 にか か わ る も

の を題 材 と し て 、それ らの 確 立 を支援す る内容 とな

っ て い る もの が殆 どで ある。い ずれ に し て も、その

基本 に は、や は り乳 幼児 の 身近な「もの 」や 「ひ と」が

か か わっ て い る。

3．生 活絵本と乳幼児の 家庭生活

　前述 した よ うに 、生活絵本 の なか に は乳幼児 の 日

常 生活 が如実に 表現され る こ とが多い。それ らを検

討する こ とに よっ て、彼 らの 生活の あ りよ うを 時代

的背景も含め て 何 らか の 考察 が で き る の で は ない か

とい うの が、本研究の 目的で あ るが、と りあげ た数 々

の 作品に つ い て 、詳細 に かつ 総合 的に 見 て い くこ と

は、当 日 配布 の 補足 資料 に よ っ て行 い た い と考えて

い る。

　第 二 次世 界大 戦 最 中 の 1943年 発 行『幼稚園ノ コ ド

モ 』（櫻井稟子 ・文　河 島赤陽
・画　榎本 書 店）に は、

園児 の 幼稚園で の 生活 とともに、降園後 の 家庭 にお

ける生活 の 様子 も描か れ て い る 。 両親 と子 ども 2人

の 家族 4 人 で 食卓を囲み （ユ ウハ ン ／タ ノ シ ク／イ ．
タ ダ イ テ ）、そ の 後 、子 ど もた ちは 歯磨き

・
脱衣 を 自

ら行 う （ネン ネ ノ　マ ヘ ニ ／ ハ ヲ　ミガキ／ キ カ ヘ

タ　フ クハ ／タタ ミマ セ ウ）。時 計の 針 が 8時 を指す

前に、子 ど もた ちは 両親 の 前に 手をつ い て 挨拶し（ト，

ウ サマ ／ カ ア サマ ／オ ヤ ス ミナ サ イ／シ ヅカ ニ 　タ

ノ シ イ／ ユ メ ノ ク ニ ）、ベ ッ ドで 眠 りに っ く （ネダイ

ノ／ オ フ ネデ ／マ ヰ リマ セ ウ）、．

　裏表 紙 に は、「お 母 様方 へ 亅と題 して 、「幼稚園 の 子

供達、そ の 目々 の 生活は 、すべ て 皇國民の 基礎錬成

に外なりませ ん。大 き く なつ て か ら、お 國の お 役 に

た っ 様 に 、お 國の 寶を 立派 に育 て ませ う。御家庭 に

あ るお 子 達 も、幼稚園の 子供 に ま け な い よ い 子 に な

っ て頂きたい 、か うした 願ひ か らこ の
一

冊をお 子 様

方 に お 贈 りい た します。」と述べ られ て い る 。1943

年 とい う戦局厳しい 時期 に、幼稚園で の 伸び や か な

子 ども た ち の 笑顔、一家団欒め様子 が描 かれた絵本

が 出版 され て い る
・
こ と を、どの ように 捉 えれ ばよ い

の だ ろ うか。一
方で 、戦争 に よっ て親をな く し た子

ど もた ち が、街頭や停車場 で 、花や絵本な どめ物売

りをす る姿 も 目立 ちは じめ た 頃で あっ た。

　ま た、1970年代 に 出版され た、わかやまけん 作の

「こ ぐま ち ゃ ん絵本 」シ リ
ーズ （こ ぐま 社）は、30年

経 っ た今 も読み継 が れ て い る 作品で あ る が、親 しみ

やす い 熊 の 子 の キャ ラク タ
ー

を用い て 、幼児の 日常

生活 を明快に描 い て い る。1973年出版 の 『こ ぐま ち

ゃ ん　おやすみ』は、「8 じで す／て れび は　お しま

い ／ばちん 」で 始ま り、「もう　ね るん だ／ぼ く　 ひ

と りで　ふ く　 ぬ げ るん だ ］と、主人 公 二 ぐまちゃん

が、自分の 力 で、タ ン ス か らパ ジ ャ マ を 出 して 着替

えを行い 、「おか あさん に 　い われ ない うちに 」歯磨

きをす る様子 が描 かれ て い る。その 後、父親 とすも

うを とっ て遊び 、母親と絵本を読 ん で 眠 りに つ く。

　前述 の 2 作 品 は 、そ の 背景 に 戦中 ・戦後 とい う大

きな時代差 が あるもの の 、生活絵本 として描か れて

い る、子 ども の 日常の 生活様式 に そ れ ほ ど変化は な

い 。そ うい う意味 で は 、生活絵本の なか に は 、時 代

を経 て も大差 の な い 子 ど もの 生活 習慣 が、お とな の

深 い 思 い 入れ に よ っ て描 か れ て い る
・
と考え て も良い

よ うで あ る。

4．おわりに

　現 代 の 子 どもの 生活様式や生活構造の 変容 に は 、

当然 の こ とな が ら、子 どもを と りま く家庭環境の 変

化 が大きな影響を及 ぼ して い る。とりわ け、乳幼児

の 場 合 に は、良きに っ け悪 しきに つ け 親を始め とす

る 家族 の 生 活 様式 に 大 き く左 右 され る。

　
一

方、絵本 の 創造 に は 、多くの 場合、読者 で あ る

子 ども に対 す る作者 の 思 い が 根底に 流れ て い る。そ

れ らは、子 どもた ちの 健や か な成長
・
発達に 向けて

の 作者か らの メ ッ セ
ージ で あ り、作品 の テ

ー
マ で あ

る と考 え て よい だ ろ う。特に、生活 絵本に お い て は、

幼い 子 どもの 衣 ・食 ・住 を 中心 とす る、日 常生 活 に

関 連 した 内容が 展開され る とい う こ とが 多い たゆ、

作者の 思い は、よ り明確なか た ちで表わされて い る。

なか で も、「しつ け絵本 」に は、それ が 顕著に 見 られ

た。食事 の マ ナー、睡眠時間の 確保、衣服の 着脱お

よび排泄習慣の 確立 など、それ らは、あた か も、本

来の 読者 で あ る子 どもた ち に対 す る もの とい うよ り、

む し ろ、現代 の 母親や 父親 に 向 けて 発信 され るメ ッ

セージの よ うで ある 。

　生活絵本に描 かれ た 乳幼児の 姿 と、現代社会に 生

き る子 ど もた ちの 白常生活。今後、理 想と現実の 狭

間をい か に して 埋 め て い くか が 、子 どもた ち の 生活

構造を見直 し て い く うえで の キーポイ ン トの ひ とつ

で ある と考えられ る。また、絵本 の 側 か ら考 えれ ば 、

それ が で き なけ れ ば、日常か らか け離れた内容の 生

活絵本 は、子 ど もに と っ て 、何 ら意味 の ない っ ま ら

な い もの にな っ て しま う可 能性 が あ る とい え る。
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