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L 　 問 題 の 所 在

保育者の 音楽的 「表現」 の とらえかた （1 ）

　　　　　　
一

保育室 の 音 につ い て の 意識
一

○志村 洋子 　　奥村 正子

　　　　　　（埼 　玉 　大　学）

　現代 の 乳幼児 は、日常生活の あらゆ る場面 で 多種多様

な音楽 に取 り巻かれ た、豊か な音楽環境 に 生きて い る。
し か し

一
方、幼稚園 ・保育所 の 保 育室 で 展 開 され る音楽

活 動は、保 育者が ピア ノ を 弾 きそ れ に 合 わせ て 幼 児 が
一

斉に歌 っ た り、幼児用 楽器を分担 して 弾 く とい うス タイ

ル が
一

般的な もの と して い ま だ に定 着 して い る現 状 が

あ る。例 え ば、幼 児 が 音 声 に よ っ て 表 現す る 歌 う活動 は 、
既成 曲 を た だ 保 育者 の 鍵 盤 楽器 の 音 に あ わ せ て 再 生 す

るだ け の もの で は な い。幼 児 は さま ざま な イ メージ を声

そ の も の に の せ 表 現 して お り、幼児 自身の 音楽的 「表

現」は本 来、い きい き と展 開 して 行 くは ず の もの で あ る。
　本研究は、幼児自身の 音楽的 「表 現 」 に 目を向 け、幼

児 の 表 現 を基盤 と した保育活動を行 うた め に は、保育者

養成の 場 に必 要な 「知性 jl ） と も言 え る音楽的専門 は

い っ た い どの よ うな もの か を、具 体 的 に 検討す る こ とを

目 的 と し て い る。つ ま り、子 ど も と音 楽 の か か わ りの 姿

か ら養 成の あ り方 を考え る試 み で あ る。
　今回 は 、子 ど もの 音声行動や音楽的 な活 動 を援助 す る

為 に どの よ うな音環境が用意され るべ きか、養成す る 中

で こ う した 概念形成が な され る必 要 が あ る と考 え、まず

保育室内の 「音」 に 対す る 保 育者の 意識 に 視 点 を 当て 、

音楽 活 動 を支 え る 「環境」に つ い て 検討 した の で 報告す

る。

坂田 直子

2．　 目 本 の 保 育者 の 「音 」 に 対す る 意 識

　幼児自身 の 音楽的 「表 現 」の 微細な変容 や 音声行 動 の

微妙 な感 情性 2 ）は、どの よ うな音環境の 中で 生 まれ 展

開 し た もの で ある か が 重 要 な 意味 を 持 つ 。これ ま で に 行

っ て きた 保育室の 音環境 に つ い て の 音圧 レ ベ ル の 測 定

3 ） で は、児 同士 や 保 育者 と児の 音声 に よ る相互 交渉が

困 難 な場 面や、室 内 で 活 動 す る児の 音 声 が 反 響 し、保 育

者 が 音 声 で や りと りす る際 は 声 を張 り上 げ な けれ ば 十

分伝 わ らない 場面も多く観察され た。楽器を使用 した 活

動 で 室内に音が響き過 ぎる状況で は、保育者は 「部屋 に

音 が響 くと何を話 して も聞い て くれ ない 。」 と困 り果て

る こ とにな る。子 どもの 活 動 を子 細 に 見た り、さ らに 発

展 させ る た め の 助 言 が で き る音 場 で な い こ とが 伺 えた。

　そ こ で、室 内 の 音 環境 を どの よ うに 感 じて い る か、幼

稚園
・
保育所の 教師 ・保育士 を対象に ア ン ケート調査を

実 施 した。そ の 際、日本 だ けで は な く、教 育 的 ・文 化 的

背 景が 異 な る 国 につ い て も調 べ 、比 較す る 中 で、日本 の

状 況 を明 らか に す る こ とを 目的 と した。

噬
　対 象は 日本 、台 湾、ス ウ ェ

ーデ ン の 3 ヵ 国 の 、公 立

及 び 私 立幼稚園
・保 育所の ク ラ ス 担任教師及び保育士 、

合計 138 名で ある。各国 の 内訳 は 以 下 の 通 りで あ る。
日本 ：埼玉 県 内 13園

・
所、86 名

台湾 ：高雄市内 3 園、37名

ス ゥェ
ーデ ン ； ス トッ ク ホル ム 市内 4 所、15名

2−2 　ア ン 　
ー

ト　
’

　表 1 に示 した 10項 目か らな る もの で 、さ らに 下位項

目を設け各々 の 質問に 対 し て 5段階評定に よ る回 答 を

行 っ て も ら っ た 。 質問 項 目の 作成 は 日本 人保 育 者 を対 象

に予 備 調 査 の ア ン ケートを行 ない 、抽 出 され た音 環 境 に

対す る意識か ら さ ら に 項 目を選択 し て 作成 した。
2−3　

＝
　　の

　幼稚園及 び保 育所 に調査者 が持 参
・配 布 した 。 なお 、

台 湾 ・ス ウェ
ーデ ン で は 各 々 中国語 及 び 英 語 で ア ン ケ

ー
トを作成 した。回 収率は 100 ％で あっ た。

一 一
1 子 ど も の 人 数 と広 さ に つ い て

2 保 育 室 内 で の 声 の 響 く具 合 に つ い て

3 保 育者 の 声 が 子 ど も に 届 く程 度 に つ い て

4 子 ど も の 声 が 保 育者 に 届 く程 度 に っ い て

5 隣室 の 声 や 音 の 伝 搬 に つ い て

6 楽 器 等 の 便 用 状 況 に つ い て

7 保 育 室 内 で の マ イ ク ロ フ ォ ン 使 用 に つ い て

8 気 に な る 音 に つ い て

9 床 の か た さに つ い て 、
10 の

“
の 　 の 　 の 　無 に っ い て

蜷
　 こ こ で は 、ア ン ケ

ー
ト項 目 2 ・6 ・8 ・10 の 結果 を報告

する。

　 まず、図 1 に保育者が 子 ど もの 声をどの 程度意識 して

い るか 、保 育室 内 に 「声 が 響 ぐ程 度 」 と、それ が 「賑 や

か 」 と感 じるか ど うか、ま たそ の 「声 が気 に な る か 」 に

分けて 尋ね た結果を示 す。 「子 どもの 声の 響 く程度」に

つ い て は 、日本 と台湾 は 60％近 くが 「とて も響 く」 「や

や 響 く」 と答 え た の に 対 し、ス ウェ
ーデ ン は 14％に 留ま

り　「響 か ない 」 の 回 答が 40％を上 回 っ た。　 「賑 や か 」 か

ど うか に つ い て は 3 ヵ 国共 に 「普通」としたもの が 最も

多か っ た もの の 、日本は 半 数以 上 が 「やや 賑 や か 」 「と

て も賑 や か 」 と回 答 し、台 湾 もほ ぼ 同様 で あ っ た。一
方、

ス ウ ェ
ー

デ ン は 4幅 以 上 が 「や や 静 か 」 「とて も静 か 」

で あ っ た。さ らに 「気 に な るか 」に っ い て は 、日本は 「気

に な る」 と答えた もの が 20％以 下 で、　 「気 に な らない i
「全 く気 にな らな い 」をあ わせ る と 30％以上 とな っ た。

しか し、台 湾 は 半数以 上 が 「とて も気 に な る」 「やや 気

に な る 」 と答 えた。ス ウェ
ー
デ ン は 「気 にな る 」 が 20％

で 「気 に ならない 」 も 20％で あ っ た。

　以 上 の 結 果 は、ス ウ ェ
ー
デ ン に 比 べ 、日 本 と台 湾 で

は子 ど もの 声 が 「響 く 」 と感 じ て お り 「賑 や か 亅 と意
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　 　 子 ど もの 声 は 照 や かか

図 1　 　 室 内 で の 子 ど も の 齊 に つ い て の 意 齪

金
く

無

に

な

ら

な

気
に

な

ら
な

い

習
通

や

や

虹

に

な

る

と

て

も

気
に

な

る

子 ど も の 声 は 気 に な る か

識 され る 傾向が 見 られ る もの の 、目本で は 「気 に な ら

ない 」 とい う保育者 が 多 く、響 きや 賑 や か さに慣 れ て

い る 可能 性 が 示唆 され た。．

　楽器 の 使用状況 に つ い て は 、ア ン ケ
ー

トの 行われ た 1

週 間 に ピ ア ノ や合 奏 用 楽器 な ど を どの く らい 保 育 活 動

に 使 用 した か 、そ の 頻度を た ず ね た 、日本 で は ピ ア ノ

が毎 臼使用 された の は 90 ％近 くに の ぼ っ た もの の、ス

ウ ヱ
ーデ ン で は 全 く使 用 され て い な か っ た 。 子 ども が

主 に使 用 す る 合 奏用 楽 器 に つ い て は 、日本 で は 「殆 ど

使用 しない 」 が 40 ％で あ っ た もの の 、台湾 ・ス ウ ェ
ー

デ ン で は 「1〜2回 」 が 50 ％ と多い 結果 とな っ た 。

　 日本の 保育室内で 気 に なる音と して最も多か っ た も

の は、図 2 に 示 した よ うに 「椅 子 を 引 きず る音 ］ で、
「車 の 音」　 「子 ど もの 声 亅 と 続 い た。そ の 他に 「保育

者自身の 声 」 が あ り、子 ど もの 声 とと もに 音声 が 気 に

な る音 と感 じ られ て い る こ とも分か っ た。

　音 声 障害 の 経験 の 結 果 で は、経 験 有 りの 回答 が 多 か

っ た の は 日本 80 ％ と台湾 71 ％で で あ っ た。一方、ス

ウ＝
一
デ ン は 36 ％ と少 なか っ た。障害の 理 由は 保育中

に 「大 き な 声 を出す 必 要 に 迫 られ て 」　「風 邪 をひ い て

保 育 を行 っ た 」 が、日 本 と台湾 で は ほ ぼ 同 程 度 で あ っ

た。
’
障害 を経験 し た 時 期 と、勤務 年数 に つ い て み る と、

日本 で は 「勤務 開始 直 後 」 が 半 数 近 い の に 対 して、台

湾 で は 1開始 直後」 と
」
「3〜5年 目」 が 40％ とな り、3

ウ＝
一デ ン は 「7〜8年 目」が 70％ と圧 倒的 に 多い 結果

となっ た。 こ れ らの こ とか ら、日本 で は 8 割の 保育者

が音声障害 を経験 し、それ は 勤務開始後 3 年 内外 に 経

験 してい る こ とが分 か っ た。こ うした状 況 は 言 わば 「騒

音 環 境 」 と い え る室 内 で の 保 育 が 要 因 と考 え られ る。
ス ウ ェ

ー
デ ン で は 目本 に 比 べ 経験者が 極端 に 少なか っ

た こ とか ら、室 内の 静け さ と関 わ る こ とが 示唆され た。
3 ．　 まとめ

　子 ど もの 音 に 関す る感 受 は、個 人 間差 ・年 齢差 が 大

きい とされ る もの の 、成 人 に比 べ よ り音に 関 して 敏感

な存在で あ る と考 え られ て い る。そ うで あ る なら、個

人 差 の 大 き い 幼児の 音
・
音楽に よ る 表 現を援助す る真

椅子 を引

きず る音

　 24・％

楽器 な ど

の 音 3％

遊具 を落

とした音
亜の 音

21％

ドア の 開

閉 14％

子 ど もの

声 17％

自分 自身

の 声 14％

　 　 図 2 　 保 育 室 内 で 気 に な る 音 　 （日本 ）

の 環 境 は、表 現 を支 え る静け さ と言え る の で は な い だ

ろ うか。子 どもか ら表 出 され る こ とばや 小 さな声で 口

ず さむ うた な ど 「自然 に 駆使 され る」 4 ）声の 表現を、
保 育者が敏感 に 受 け止 め 、ま た 更 に は た ら き か け る た

め に 必 要 なの はそ の 場 の 「静 け さ」 で あ る。

　親 と子 が 向 き合 い 歌 い あ う時 に 背景 に あ る 静け さ は、
声 が 運ぶ 微 細 な ニ ュ ア ン ス もお 互 い の 「感情」 の 情 報

と し て 伝 達 し て い る。保 育者 自身 の 音 声 に よ る 「表 現 」 、
例 え ば子 ど も へ の 語 り か けや 歌 い か け は、周 囲 の 音 環

境に よ っ て そ の 親密 さをまし た り、また 雑駁 な表現 に

な っ た り も す る。保 育室 の 建 築 形 態 が 他 国 の 状 況 と 異

な り 目本 で は 教 室 的 で あ り、最 近 は オープ ン ス タ イ ル

の 設計が多 く、室 内 の 吸音対策 も行われ て い ない こ と

か ら、特 に ピ ア ノを使 用 した 活 動 の 頻度が 高 い こ と は

音 環 境 に大 き な影 響を も た らす もの とな っ て い る。
　保育者養成の 揚 に お い て、幼 児 自身 の 音 楽 的 厂表 現 」

に 目を向 け る こ とが で きる学生 を育て るた め に、まず、
子 どもの 表現の 背 景 と して 必 要 な音環 境に つ い て の 概

念 形 成 が な され る こ とが望 まれ るe
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