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『平成 30年度児童文学連続講座講義録』の刊行に際して

国際子ども図書館では、国立の児童書専門図書館として、児童サービスに従事している図書館員等の
方々を対象に、国内外の児童書・児童文学に関する幅広い知識のかん養に資するため、平成 16年度から
ほぼ毎年度、「児童文学連続講座」を開講しています。平成 2 年度までの過去 13回の連続講座では、初
回テーマ「ファンタジーの誕生と発展」を始めとして、児童文学に関わる多様なテーマを取り上げてき
ました。これまでの児童文学連続講座の概要及び講義録については、当館ホームページにも掲載してお
ります。詳しくは、次の URLを御参照ください（ http://www.kodomo.go.jp/study/chair/outline/index.html）。
平成 30年度の児童文学連続講座は、「絵本と子どもの原点を見つめる―子どもの成長発達と絵本」と
題し、平成 30年 11月 5日及び 6日に実施しました。企画に当たっては、平成 28年 4月から平成 31年 

3月まで当館客員調査員を委嘱していた石井光惠先生（日本女子大学教授）に監修をお願いしました。
急速な情報化を始めとする時代の変化に伴い、現代では絵本も多様化しています。一方で、絵本が子
どもに新しい世界との出会いをもたらすものであることを考えれば、絵本の「核」となる部分には、子
どもの成長発達に応じた内容が求められるという点は、いつの時代にも変わらないといえるでしょう。
今回の連続講座では、子どもの成長発達に応じて絵本がどのように受容されるのかをキーポイントに、
「子どもが身近な世界を認識する手助けとなる絵本」、「絵本を手渡す大人の役割」、「自然界に興味を持つ
きっかけを作る科学絵本」、「絵本の読みあいがもたらすもの」の四つのテーマについて、専門家の方々
を講師としてお話を伺いました。なお、国際子ども図書館における絵本と子どもをつなぐ取組について
も、当館職員が紹介しました。
本書は、各講師の語り口をそのままに記録した講義録です。各講義録には、講義で使用したレジュメ
と、講義で紹介された資料のリストを併せて収録しました。様々な御事情から受講することができな
かった方、受講した内容を再確認して研究を深めたい方など多くの方々に、本講義録を御参照いただけ
れば幸いです。今回の連続講座が、子どもたちに絵本を手渡す上での新たな視点を得るきっかけとなる
ことを願っています。
末尾ながら、監修及び講師をお引き受けくださった石井光惠先生、そして講師をお引き受けくださっ
た秋田喜代美先生、真鍋真先生、村中李衣先生に厚く御礼申し上げます。

令和元年  月
国立国会図書館国際子ども図書館長

寺 倉 憲 一  
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凡例 

○ 本書は、平成 30年 11月 5日及び 6日に国際子ども図書館で開催した「国際子ども図書館児童文学
連続講座―国際子ども図書館所蔵資料を使って」（総合テーマ：絵本と子どもの原点を見つめる―子ど
もの成長発達と絵本）を基に編集した講義録です。 

○ 各講師の「レジュメ」、「紹介資料リスト」も併せて掲載しました。「レジュメ」は講義本文の前に、
「紹介資料リスト」は講義本文の末尾に掲載しています。それぞれ刊行に際し、必要に応じて改訂を
行っていますので、講義当日に配布したものとは異なる場合があります。
○ 「紹介資料リスト」は、講義の中で紹介された資料のリストです。原則として国立国会図書館の所蔵
資料の書誌情報を掲載しています。国立国会図書館に所蔵のない資料については、「国立国会図書館
サーチ」等の書誌情報を参照しました。
○ 「紹介資料リスト」の「請求記号」の項には、国際子ども図書館の請求記号を記載しました。国際子
ども図書館が所蔵しない場合は、国立国会図書館東京本館の請求記号を記載し、（東京本館）と付記し
ました（所蔵状況：令和元年  月現在）。 

○ 本講義録におけるインターネット情報の最終アクセス日は、令和元年  月 1日です。 

○ 講師の肩書きは連続講座当時のものです。 

○ 講義等の記録・配布資料等における意見にわたる部分は、講師等の個人的な見解であり、国立国会
図書館の見解ではありません。 
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講 座 概 要

平成 30年度国立国会図書館国際子ども図書館児童文学連続講座―国際子ども図書館所蔵資料を使って

総合テーマ「絵本と子どもの原点を見つめる―子どもの成長発達と絵本」

○講義日程 平成 30年 11月 5日（月）～6日（火）
内 容 講 師 

11

月 

5

日

開講、諸注意、講師紹介

はじめに
石井 光惠
（日本女子大学教授、
国立国会図書館客員調査員）

子どもと文化を架け渡す絵本 石井 光惠

自然と自然史に興味をもつきっかけを作ってくれる絵本
真鍋 真
（国立科学博物館標本資料センター
センター長）

絵本と子どもをつなぐ国際子ども図書館の実践
福島 清裕
（国立国会図書館国際子ども図書館
児童サービス課主査）

館内見学 

子どもの発達と絵本・読書
秋田 喜代美
（東京大学大学院教授）

11
絵本を読みあい育ちあう

村中 李衣
（ノートルダム清心女子大学教授）

月 

6
おわりに 石井 光惠

日
受講者交流及び監修者コメント・質疑応答

閉講 
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講 師 略 歴
（五十音順、敬称略）

秋田 喜代美 あきた きよみ）

東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士（教育学）。立教大学文学部助教授等を経て、現在は
東京大学大学院教育学研究科教授。同附属発達保育実践政策学センター・センター長。日本保育学会会
長（2009-2016）、日本読書学会会長（ 2011-201 ）、NPOブックスタート理事（2000-現在）。
著 書 『絵本 子育て』（共著）、『読書の発達心理学』、『読書の発達過程』等

監 修 『本屋って何？』、『図書館のすべてがわかる本』、『こころを育てるおはなし 101』等

石井 光惠 いしい みつえ）

日本女子大学大学院家政学研究科修士課程修了、現在は日本女子大学家政学部児童学科教授。絵本専
門士養成講座講師。絵本学会理事、同学会事務局長を歴任。日本保育学会、日本児童文学学会、絵本学
会等所属。国立国会図書館客員調査員（2016-2019）。
著 書 『保育 大活躍! 絵本から広がるあそび大集合』（共著）、『幼児が夢中になって聞く! 絵本の読み聞か

せと活用アイデア 68―季節・行事編―』（共著）等

編著書 『絵本学講座 2 絵本の受容』、『ベーシック絵本入門』（共編著）、『絵本の事典』（共編著）

真鍋 真 まなべ まこと）

英国ブリストル大学にて Ph.D.（理学）を取得。現在、国立科学博物館標本資料センター・センター
長。日本古生物学会会長。子ども向けの図鑑の監修等を数多く手がけている。
著 書 『深読み！絵本「せいめいのれきし」』、『恐竜博士のめまぐるしくも愉快な日常』等

監 修 『せいめいのれきし 改訂版』、『羽毛恐竜』、『とりになったきょうりゅうのはなし 改訂版』、『恐竜（学

研の図鑑 LIVE）』、『さがそう！マイゴノサウルス』等

村中 李衣 むらなか りえ）

日本女子大学大学院家政学研究科児童学専攻修士課程修了。現在はノートルダム清心女子大学人間生
活学部児童学科教授。児童文学作品の創作を続ける一方で小児病棟や刑務所等で絵本を介したコミュニ
ケーションの可能性について調査研究を続けている。
著 書 『絵本の読みあいからみえてくるもの』、『子どもと絵本を読みあう』、『よるのとしょかんだいぼうけ

ん』、『かあさんのしっぽっぽ』『マネキンさんがきた』等 
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はじめに 

はじめに

石井 光惠

本日はたくさんの方においでいただきまして、
ありがとうございます。
今年度は、昨年度に続き 2年連続で絵本につい
ての講座です。今年度もたくさんの応募がありま
して、絵本への関心の高さをひしひしと感じ、大
変うれしく思っております。
昨年度は絵本の芸術性を扱いましたが、今年度
はがらりと変えて、「絵本と子どもの原点を見つ
める─子どもの成長発達と絵本」をテーマにお送
りします。
本講座の概要に、「メディア・コミュニケーショ
ンの優勢な現在、絵本も実に多様化してきていま
す。」と書きました。ここ  10 年ほど、人工知能
（AI）の開発や発展、普及の影響で、複数のものの
間でインタラクティブにやり取りをしながら何か
をするという傾向が、様々なメディアでとても強
まっています。絵本も例外ではありません。絵本
から声がする─絵本から読者に指示が出て、そし
て読者は絵本に関わり、その絵本が完結する─と
いう手法が出てきています。このような絵本は海
外で始まり、日本でもたくさん出ています。広い
意味での仕掛け絵本といいましょうか。絵本は実
に多様化し、どんどん進化、発展しており、読み
手の「こういうものが読みたい」というニーズが、
この多様化を後押ししています。
そのような中にあって今回は、子どもの成長発
達と絵本の関係を「絵本の核」として認識し続け
る、という姿勢をもう一回確認しておこうという
思いを込め、この講座を企画しました。
絵本はいつの時代でも、子どもに新しい世界と
の出会いや、驚きや喜びの経験をもたらします。
最近では、必ずしも子ども向けではない絵本もあ
りますが、それでも多くの絵本は、読者として子

どもたちを想定しています。子どもの成長発達と
絵本というテーマは、古くて新しいテーマで、絵
本の原点に戻るテーマでもあろうかと思います。
一方で絵本の発展というのは、大人の関心抜き
にはあり得ません。なぜなら、絵本は大人が作り、
大人が買い、大人が子どもたちに手渡すものだか
らです。大人の関わりなしには、絵本は子どもた
ちの手には渡りません。そのため、大人の関心に
沿った、大人の鑑賞に堪える絵本というものも、
当然ながら出てきます。それも絵本を多様化さ
せ、発展させていく一つの原動力となっているこ
とは否めません。
しかしながらやはり、絵本は子どもの成長発達
にとって重要なものであり、子どもの成長発達と
の関係を抜きにして絵本は成り立ちません。これ
もまた、事実であります。「そんな当たり前のこ
とを」と思われるかもしれませんが、この問題は
常に問い返していくことが重要であろうと思いま
す。
本講座では、子どもの成長発達に応じて絵本は
どのように受容されるかをキーポイントに、この
世界に産み落とされ成長して大人になっていく子
どもと、その成長発達の手助けをする絵本、そし
てそれを手渡す大人の役割を考えようと思いま
す。物語絵本のみならず、自然界に興味を持つ
きっかけを作ってくれる科学絵本や、絵本を読み
あう場が何をもたらすかにも迫りたいと思いま
す。
一日目は私と、国立科学博物館の真鍋真先生の
講義です。
私の講義では、「子どもと文化を架け渡す絵本」
をテーマに扱います。子どもたちは我々の文化に
生まれて、文化を吸収し、新たに文化を創造して
いく存在です。また、子どもたちが成長と共に身
に着ける社会的なルールも、その社会の文化に裏
付けられたものです。このような観点から、子ど
もと社会の出会いを物語化した絵本を扱います。
午後には真鍋先生に、子どもたちが自然への関
心を育む手助けをする科学絵本について御講義い
ただきます。今、世界的に科学絵本が躍進してい
るという印象を受けております。子どもたちの自
然科学への関心を育むことについて、古生物・恐

6 



19-06-126　006　はじめに.mcd  Page 3 19/08/15 10:58  v5.51

はじめに 

竜の研究者の立場から語っていただきます。企画
を担当した関係で、事前に真鍋先生の講義資料を
拝見したのですが、どきどきわくわくする内容で
す。先生はバージニア・リー・バートンの『せい
めいのれきし』改訂版を監修されたことで大変有
名ですが、やはり御専門の恐竜に対する情熱はひ
としおなのだと感じました。
二日目は、東京大学大学院の秋田喜代美先生と、
ノートルダム清心女子大学の村中李衣先生に御講
義いただきます。
秋田先生には、子どもたちの発達の視点から、

「子どもと絵本・読書」についてお話しいただきま
す。子どもの読書活動推進の分野では大変に高名
な、御活躍中の先生で、とても御多忙でいらっしゃ
います。1年前にお会いしたとき、「この講座でぜ
ひ御講義いただきたいのですが、いつ御依頼した
らいいですか」とお尋ねしました。すると秋田先
生は「今よ！」とおっしゃったので、その場でお
願いして手帳に書きこんでいただいたのです。お
願いするのが少しでも遅れたら、ここにおいでい
ただけなかったかもしれません。今回は子どもた
ちの観察や調査研究を踏まえてお話しいただきま
す。司書の皆さんも、子どもたちと日々接する中
で、子どもの発達について関心を持たれるかと思
います。そのような御関心に、秋田先生の御講義

は最適かと思います。
午後には、村中先生に御講義いただきます。村
中先生は「読みあい」という言葉を使います。一
般的には、子どもと大人が一緒に読むことを「読
み聞かせ」といいますが、村中先生は、それは大
人の「上から目線」の言葉で、共に読みあうのが
絵本の本来の在り方であるとの考え方に基づき、
ずっとこの言葉を使っておられます。
先生は、子どもや高齢者、病院に長期入院して
いる子ども、刑務所で服役中の受刑者たちなど、
いろいろな人たちと絵本を読みあっています。こ
のような御経験を踏まえて、絵本をお互いに読み
あう場で、読み手と聞き手の間に何が生まれるか
ということを、お話しいただけるのではないかと
思います。
また、二日目には受講者交流も計画されていま
す。ただ受講するだけではなく、自分が学んだも
のを皆さんと共有する、これが現代的な在り方な
のですね。大学などでは、このような方法を取り
入れるようになっています。図書館にも、このよ
うなことが望まれる日が来るのではないかと思い
ます。
二日間、十分に勉強されて、また、十分に楽し
んでください。
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子どもと文化を架け渡す絵本 

レジュメ

子どもと文化を架け渡す絵本

石井 光惠

子どもたちは成長するにつれ身のまわりの世界から、自分が将来生きていく広い社会へと目を向
けていきます。その社会に生きる必須アイテムは、まず人としての文化を身につけることでしょう。
その際の手助けとして、絵本は子どもたちにどのような体験を提供できるか、幼い子どもたちにな
じみの深い物語絵本を中心に考えます。

1 ．平成の 本動向から

① パラダイ の転換から始まって、懐深い絵本のすきまを旅した時代

・2000年以降の日本の古典芸能や古典文学からの絵本化を狙った「和」テイスト絵本の出版（日
本昔話絵本、落語・狂言・歌舞伎等日本の古典芸能・古典文学を題材とした絵本、怪談絵本、
妖怪絵本、えほん遠野物語）

「いまむかしえほん」シリーズ 広松由希子／文 岩崎書店 2009年～
「日本の昔話えほん」シリーズ 山下明生／文 あかね書房 2009年～
「日本名作おはなし絵本」シリーズ 小学館 2009年～
『ばけものつかい』川端誠／作 クレヨンハウス 1994年 落語絵本シリーズ
『ねぎぼうずのあさたろう』飯野和好／作 福音館書店 1999年 日本傑作絵本シリーズ
『仮名手本忠臣蔵』橋本治／文 岡田嘉夫／絵 ポプラ社 200 年

橋本治・岡田嘉夫の歌舞伎絵巻シリーズ
『がまの油』齋藤孝／文 長谷川義史／絵 ほるぷ出版 2005年

声にだすことばえほんシリーズ
『ごびらっふの独白』草野心平／詩 齋藤孝／編 いちかわなつこ／絵 ほるぷ出版 2007年

声にだすことばえほんシリーズ
『ぶす』もとしたいづみ／作 ささめやゆき／絵 講談社 2007年

講談社の創作絵本 狂言えほんシリーズ
『ぶす』内田麟太郎／文 長谷川義史／絵 ポプラ社 2007年 狂言えほんシリーズ
『権大納言とおどるきのこ』ほりかわりまこ／作 偕成社 2009年 今昔物語絵本シリーズ
『本所ななふしぎ』斉藤洋／文 山本孝／絵 偕成社 2009年 （怪談）
『のっぺらぼう』杉山亮／作 軽部武宏／絵 ポプラ社 2010年

杉山亮のおばけ話絵本シリーズ
『悪い本』宮部みゆき／作 吉田尚令／絵 東雅夫／編 岩崎書店 2011年

怪談えほんシリーズ
『いるのいないの』京極夏彦／作 町田尚子／絵 東雅夫編 岩崎書店 2012年

怪談えほんシリーズ
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『ことりぞ』京極夏彦／作 山科理絵／絵 東雅夫／編 岩崎書店 2015年
京極夏彦の妖怪えほんシリーズ

『かっぱ』柳田国男／原作 京極夏彦／文 北原明日香／絵 汐文社 2016年
えほん遠野物語シリーズ

② 荒井良二からヨシタケシンスケまで

ヨシタケシンスケ：「かつての僕みたいに『絵本が描ける気がしない』という人が、じゃあ何なら
できるのかを探すことが絵本の間口を広げるきっかけだろうし、そのすきまがすごく空いている世
界のはず。すきまをみんなで探すことが、絵本の可能性を広げていくことだと思うんです。」『月刊 

Moe』2018年 1月号 「絵本作家特集 2018」 p.18

『バスにのって』荒井良二／作 偕成社 1992年
『りんごかもしれない』ヨシタケシンスケ／作 ブロンズ新社 201 年

2 ．子どもたちの社会的成長を支える 本

① 絵本のすきまに対して、絵本の王道をどう考えるか

・『としょかんライオン』ミシェル・ヌードセン／作 ケビン・ホークス／絵
福本友美子／訳 岩崎書店 2007年

この絵本が、紹介されたとき、正に王道という印象を強く持った。当時も評判になった絵本。
子どもに語るべきことがしっかり語られ、上質なユーモアが楽しまれている。

・絵本は、子どもたちの身体の発達、言語や認知、情緒や自我、社会性の発達などにより添って、
その時々に応じて幅を広げていくメディア。
・絵本は子どもにとって、一つの経験となりうるもの。

② 子どもたちと絵本の関係から

（1）まだ未来の見えない子どもと信頼でむすばれるために―「絆」づくり
・いつも守ってくれる人がいるという信頼感。この信頼感が「絆」というもので、将来の人間形
成の土台となるものである。
・その絆が赤ちゃんに生まれるためには、世話をしてもらうと同時に、やさしく語りかけてくれ
る言葉が必要。
・絵本の言葉が楽しいときに繰り返し読まれることで、子どもの心に安心の心地よさや愛情のぬ
くもりが届けられる。
・一緒に遊ぶ絵本も重要で、絵本を介して同じものを見、同じ楽しさを味わうという身体を通し
た共感性を大切にしていくのもこの時期の絵本の役目。

『いないいないばあ』松谷みよ子／文 瀬川康男／絵 童心社 1967年
『きんぎょがにげた』五味太郎／作 福音館書店 1982年
『くだもの』平山和子／作 福音館書店 1981年
『こちょこちょこちょ』内田麟太郎／文 長野ヒデ子／絵 童心社 1996年
『しろくまちゃんのほっとけーき』森比左志・和田義臣／作 若山憲／絵 こぐま社 1972年
『じゃあじゃあびりびり』まついのりこ／作 偕成社 198 年
『ぷくちゃんのすてきなぱんつ』ひろかわさえこ／作 アリス館 2001年
『だるまさんが』かがくいひろし／作 ブロンズ新社 2008年

9 
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（2）葛藤を抱える幼い子どもたちとともに―しつけ・基本的生活習慣、人間関係のはじまり
・基本的な信頼関係ができて 1－ 2歳になっても、子どもは自分の欲求や希望が満たされないと、
かんしゃくを起こすのが普通で、それは未来への感覚がないからだと言われている。いつかは
大丈夫になるという安心して未来を待てる感覚、つまり未来への想像力を育てるためにも、繰
り返し読まれる絵本は大切な役目を果たす。
・大好きな人から「ダメ！」と言われるしつけ。断乳、トイレット・トレーニングなども、まず
は越さねばならない大きなしつけの葛藤。
・自分のひとり占めだった愛情を弟や妹に分かたなければならない葛藤。
・また、兄や姉と競い合わなければならない葛藤。思い通りにならない葛藤。さまざまに戸惑う
子どもの心に、絵本はそっと寄り添う。

『フランシスのいえで』ラッセル・ホーバン／文 リリアン・ホーバン／絵 松岡享子／訳
日本パブリッシング 1971年

『ティッチ』パット・ハッチンス／作 石井桃子／訳 福音館書店 1975年
『ピーターのいす』エズラ・ジャック・キーツ／作 木島始／訳 偕成社 1969年
『すえっこおおかみ』ラリー・デーン・ブリマー／文 ホセ・アルエゴ＆アリアンヌ・デューイ／絵

まさきるりこ／訳 あすなろ書房 200 年

（ ）子どもの成長にひそむ大切なワイルドさと想像力―自分の回りの環境を、コントロールしてい
く力をつける
・絵本は、子どもの成長にとって欠かせないあることに気づかせてくれる。人間が成長するとき
に経験する、自分の心の奥底にあるワイルドさの克服といえるものである。
・子ども自身でも解決のつかない、心の内側から湧き起こってくる野性といったそのワイルドさ
と、どう折り合いをつけて静めるか。
・特徴的なのは、心の闇を抜ける手段としてファンタジーを使用していることである。日常の現
実と非日常の虚構が交差して物語が営まれ、その物語を生きることで人は成長していくことを
絵本は語る。

『かいじゅうたちのいるところ』モーリス・センダック／作 神宮輝夫／訳 冨山房 1975年
『おしいれのぼうけん』古田足日／作 田畑精一／絵 童心社 1974年

（4）子どもが実感する自己の成長の喜び―自立への憧れ と 自立できたときの充足感
・大きくなる、いろいろなことができるようになる、周りをコントロールできるようになるとい
うことに、あこがれ続けているのが子ども。
・絵本は、子どもの成長を読者の子どもに実感させるものであり、子どもが自分を見つめ直すも
のにもなっている。泳げるようになったり、嫌いな食べ物を克服したり、縄跳びが跳べるよう
になったりと、些細な自分の日常が輝いて見えることだろう。

『はじめてのおつかい』筒井頼子／作 林明子／絵 福音館書店 1977年
『ちいさなヒッポ』マーシャ・ブラウン／作 うちだりさこ／訳 偕成社 198 年

10 
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（5）社会的現実と向き合う子ども
＜仲間集団との関係で社会を知る＞
・年齢が上がって、集団生活を送るようになると、子どもは子ども同士の社会に目を向けるよう
になる。

＜家庭の問題で社会の矛盾と出会う＞
・望むと望まないにかかわらず、子どもはおとなの事情に巻き込まれていく。貧困や親の離婚の
問題、社会的差別や戦争など、おとな社会には理不尽なことが多い。自分ひとりの問題ではな
く、社会の問題にも、子どもは次第に目を開かれていく。
『すきですゴリラ』アントニー・ブラウン／作 山下明生／訳 あかね書房 1985年
『パパのカノジョは』ジャニス・レヴィ／作 クリス・モンロー／絵 もん／訳 岩崎書店 

2002年

＜広い大人の社会へと目を開いていく＞
・十歳を越えるころには、人はどうあるべきか、社会はどうあるべきかと、自分を含め人びとを
幸福にするものに関心を寄せるようになってくる。
・絵本を通して、正義を守るために、人は人や社会とどう向き合わなければならないかを、子ど
もたちは学ぶことだろう。人権への意識なども育つに違いない。

『ローザ』ニッキ・ジョヴァンニ／文 ブライアン・コリアー／絵 さくまゆみこ／訳
光村教育図書 2007年

『なぜ戦争はよくないか』アリス・ウォーカー／文 ステファーノ・ヴィタール／絵
長田弘／訳 偕成社 2008年

『おとうさんのちず』ユリ・シュルヴィッツ／作 さくまゆみこ／訳 あすなろ書房 2009年

（6）子どもの身の回りの自然への気づきと関心 ⇒ 科学する心を育てる
・子どもは成長すると、自分の身の回りで起こっているさまざまな現象に関心を向けるようにな
る。その現象の一つに自然科学がある。「不思議…」「どうして…」と考える心を育て、知的な
興味関心に応えるものとしての絵本もある。
・認識絵本とか、知識絵本、科学絵本と呼ばれる分野の絵本で、これらの絵本が子どもたちの成
長発達に果たす役割も大きい。幼い子では、数やことば遊びの絵本、モノの絵本（カタログ的
にモノが紹介される絵本）などに関心が高く、小学校低学年から中学年にかけて、自然科学へ
の関心が高くなると言われている。
「知りたい」、「わかりたい」という、幼い子どもたちの要求に応えることができるのも、絵本の
特質だろう。

『かわ』加古里子／作 福音館書店 こどものとも 1962年 傑作集 1966年
『こいぬがうまれるよ』ジョアンナ・コール／文 ジェローム・ウェクスラー／写真

坪井郁美／訳 福音館書店 1982年
『つちはんみょう』舘野鴻／作 偕成社 2016年
『雑草のくらし』甲斐信枝／作 福音館書店 1985年
『あさがお』荒井真紀／作 金の星社 2011年
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『すっぱりめがね』藤村賢志／作 教育画劇 2017年

3 ．総括 ―  本と子どもの原点にかえって

・絵本は繰り返し読まれ、子どもの心に大切なことを蓄積させていくメディアである。
・絵本は子どもにとって、体験・経験となるものである。
もちろん、実体験ではないが、主人公とともに想像上で体験していくことができる。
実体験より、主人公とともにした想像上の体験から自分の体験を客観的に見ることができる利点
がある。
・絵本は子どもたちの生きる上でのモデルとなるものでもある。
自分たちが生きる世界の文化の様相、社会がよしとしている価値観など、その真髄を分かり易く
伝えることのできるものである。
・絵本は子どもたちを楽しませるもの。

絵本は、そこにあるままでは単なる物にすぎない。子どもの成長に寄り添う絵本は、子どもへの
理解とともに読まれることで、初めてその意味を持ち輝きを増す。そして、「基本的に子どもたちに
『この世は生きるに値するんだ』ということを伝えるのが自分たちの仕事の根幹になければいけな
いと思ってきた」という、宮崎駿監督の引退の言葉にあったように、絵本の根幹にもまた、子ども
たちに「この世界は生きるに値する」ことを語り伝えていくものがなければならないだろう。

12 
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子どもと文化を架け渡す絵本

石井 光惠

今日は「子どもと文化を架け渡す絵本」という
ことでお話しします。
「はじめに」でも述べましたように、文化という
のは社会的なルールを含むものであり、その世界
で生きていくために必要なものです。「子どもと」
の後に何を入れようかと考えまして、この文化と
いう大変大きい概念の言葉を入れてみました。

1 ．平成の 本動向から

① パラダイムの転換から始まって、懐深い 本

のすきまを旅した時代

まずは平成の絵本の動向について一緒に考えて
いきたいと思います。平成の  0年間で日本の絵
本がどう動いてきたかということは、「文化との
架け橋」という役割を考える上で大事なことでは
ないかと思います。
子どもたちは成長するにつれて、身の回りの世
界から、自分が将来生きていく広い世界へと目を
向けていきます。その社会に生きる必須アイテム
が、人としての文化を身に付けることだと思いま
す。その際の手助けとして、絵本は子どもたちに
どのような体験を提供できるか、幼い子どもたち
になじみの深い物語絵本を中心に考えていこうと
思います。
では、なぜ平成の物語絵本の動向から始めるの
でしょうか。 2019年 4月  0日に平成が幕を閉じ
ます。興味深い  0年であったかと思います。レ
ジュメにも書きましたように、1990年代から現代
までの  0年間、絵本はパラダイムの転換から始
まって、懐深い絵本のすきまを旅してきました。
これが平成という時代の絵本の動向ではなかった
かと、私は考えております。
このパラダイムの転換とは何だったのでしょう

か。これは昨年度の児童文学連続講座でも取り上
げたことです。それまでは、絵本というのは何を
子どもに語れるかという、テーマ主義的に考えら
れるものでした。それが 1990年頃を境に、絵本
の視覚表現に注目が集まってきました。つまり、
絵本はアート作品として成り立つという考え方で
す。これが絵本の世界を大きく変えました。つま
り、絵本表現というものがより多様に、ある種自
由になっていきます。児童文学的・テーマ主義的
な絵本観から、美術的・表現主義的な方向へ動い
ていくのが、1990年代の初めなのです。テーマか
ら解放されて、表現としての絵本の可能性を考え
るということです。それまでになかった絵本の表
現を求める傾向が強くなり、画期的な表現を探そ
うとしていたように思います。絵本にアイデアが
求められたということでもあります。そういう意
味で、 と名付けてみました。「すきまを旅した時代」
その一つとして、「はじめに」でお話ししたインタ
ラクティブな絵本、仕掛け的な要素をたくさん
持った絵本というのが出てきました。昨年度はこ
れについて考えました。
今年度は、この  0年間で、日本の絵本にある傾
向のようなものが見えてきたので、そこを始点に
考えたいと思います。それは、 です。「和テイスト」
あんみつやお汁粉等を和テイストと呼ぶことがあ
りますが、つまりは日本の味が生きた絵本が集中
して数多く出版される傾向が見えるということで
す。この傾向は、日本の古典文学や古典芸能を絵
本化するところから始まっています。
誤解のないようあらかじめ申し上げますが、そ
ういった絵本がそれ以前になかったということで
はありません。これから御紹介するような昔話の
絵本も、以前から出ていましたし、現在も出続け

1  
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ています。ですが、時代の特徴といえるほど集中
的に出ているというところが、1990年代以降、平
成の時代の面白いところなのです。
例えば安野光雅が出した『繪本平家物語』 1です。

この「繪」という字は旧字を使っていて、ちょっ
とかっこいいですね。旧字を使った背景には、子
ども向けではないという意図もあったかと思いま
す。絵本は長い歴史を持っていますが、絵本が子
どものためのものになるのは近代以降のことで
す。日本の場合、大人たちが楽しんだ絵本という
のは、絵巻の時代からたくさん出ていて、絵本と
いう名称を使いながら発展してきています。その
ような背景も踏まえて、あえてここでは旧字の
「繪」としたのだと思うのです。幼い子ども向け
に書いていないということで、芸術的なイラスト
レーションが満載されています。これは 1996年
に出版され、 10年後の 2006年には、たくさんの
人が手に取れるようなカジュアル版2が出版され
ています。
この『繪本平家物語』は必ずしも子ども向けで
はない和テイストの絵本ですが、子ども向けの和
テイスト絵本の始まりは、落語絵本からだったの
であろうと思います。
まず紹介するのは川端誠の「落語絵本」シリー
ズです。『ばけものつかい』 から『みょうがやど』 4

まで、代表的な落語が絵本になっています。全 15

冊で、 1995年から 2012年にかけて出版されまし
た。ここ数年、新刊が出ていませんので、これで
一段落かと思います。元が落語なので、とても
ユーモラスな内容です。川端誠は、落語にもオチ
があるように絵本にもオチが必要だという考え方
のようで、ちょうど題材と作者の考え方がぴった
り合ったようです。中でも『じゅげむ』 5は、NHK

の子ども向け番組「にほんごであそぼ」で落語の
『寿限無』が取り扱われたこともあり、とてもよく
読まれたそうです。
川端さんは 2017年に出した『絵本作家の百聞

1 安野光雅 作『繪本平家物語』講談社 , 1996. 
2 安野光雅 作『繪本平家物語 カジュアル版』講談社 , 2006. 
 川端誠 作『ばけものつかい』（落語絵本 1）クレヨンハウス , 

1994. 
4 川端誠 作『みょうがやど』（落語絵本 15）クレヨンハウス, 2012. 
5 川端誠 作『じゅげむ』（落語絵本 4）クレヨンハウス, 1998. 

百見』 6の中で、落語絵本シリーズについて語って
います。彼はこの絵本で、おばけや十二支、落語
など、日本の風土から生まれた習俗や人情、心意
気、ユーモアを表現しようとしていたのだと述べ
ています。また、絵本は声に出して読まれるとい
う特徴がありますので、日本語が持っている奥深
さ、おもしろさ、調子良さなどを、声に出して味
わってほしいとも述べています。余談ですが川端
さんは、「読み聞かせ」や「読みあい」ではなく「開
き読み」という言葉を使っています。絵本は開い
て一緒に読むから開き読みなのだということで
す。
特に勉強になると思ったのは、川端さんは絵本
を描きながら、異なる文化の民族の暮らしにも思
いをはせているという点です。日本のものを書き
ながら、世界市民としての視座を持つことを忘れ
ないようにしたということです。加えて、真にナ
ショナルなものは、インターナショナルなものに
通じるという考えを持っています。ここで重要な
ことは、川端さんは懐かしい日本を描くのではな
くて、常に未来志向で本を作ろうと述べているこ
とです。つまり懐古的な意味で落語絵本を作った
のではないのでしょう。これはとても大事なこと
だろうと思います。
こちらは岩波書店から 2004年に出た「てのひ

らむかしばなし」シリーズです。昔話絵本は 2009

年頃に集中して出てきますけれども、その先駆け
となったものです。縦 15センチ横 19センチと小
型で、価格も 1冊 800円前後ですから、手軽に手
に入るような形で出ています。手軽に買えるとい
うのは重要なことです。当時力を付けてきていた
絵本作家たちが、挿絵を担当しています。
これに続いて 2005年、くもん出版から、「子ど
もとよむ日本の昔ばなし」シリーズが出ました。
これは昔話研究の大家である小澤俊夫ともう一人
（お話ごとに変わります）の二人で再話をされて
います。これは  0冊出ました。絵は必ずしも現
代作家にこだわったわけではないようです。これ
は  期に分けて 2008 年頃まで続けて出ました。
価格は 1冊 450円くらいです。手軽に読めるとい

6 川端誠 著『絵本作家の百聞百見』子どもの未来社 , 2017. 

14 
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うことでしょう。
これと前後して、200 年から 2009年にかけて、
齋藤孝の編著で「声にだすことばえほん」シリー
ズがほるぷ出版から出版されました。 17冊出て
います。『おっと合点承知之助』 7は言葉遊び、『知
らざあ言って聞かせやしょう』 8は歌舞伎の名文句
です。このような、日本語の中に残っている、声
に出して唱える言葉を集めた絵本です。詩や古
典、『吾輩は猫である』 9のような純文学もありま
す。『がまの油』10は物売りの口上文ですね。
一方こちらは、一見して子ども向けではないこ
とはお分かりだと思いますが、橋本治（ 1948-2019）
と岡田嘉夫で出した「橋本治・岡田嘉夫の歌舞伎
絵巻」シリーズです。大変に精緻で美しい、巧妙
な絵本です。岡田さんは同じくらいの時期に、さ
ねとうあきらと、『四谷怪談』 11という絵本も出し
ています。イラストレーターは同じですから同じ
ような趣向です。子ども向けではありませんが、
古典を大変美しく描く本です。
これは「日本傑作絵本シリーズ」ということで、
福音館書店から出ています。狂言を題材にした絵
本が 2冊入っています。『鬼の首引き』 12と『木の
実のけんか』  1 です。『鬼の首引き』は井上洋介
（19 1-2016）ですが、彼の作品の中でも屈指の仕
上がりではないかと個人的には思っています。
そして、落語があるなら浪曲があってもいいの
ではないかということで、『ねぎぼうずのあさた
ろう』 14がシリーズ化されます。これは 1999年に
刊行され始めて、2017年までに 10冊出ています。
小学館児童出版文化賞を受賞するなど、高い評価
を受けた絵本です。中身は浪曲風の痛快なチャン
バラ時代劇です。このシリーズはまだ続きが出る

7 齋藤孝 文 , つちだのぶこ 絵『おっと合点承知之助』（声にだす
ことばえほん）ほるぷ出版, 200 . 

8 河竹黙阿弥 文 , 飯野和好 構成・絵 , 齋藤孝 編『知らざあ言って
聞かせやしょう』（声にだすことばえほん） ほるぷ出版 , 2004. 

9 夏目漱石 文 , 武田美穂 絵 , 齋藤孝 編『吾輩は猫である』（声に
だすことばえほん）ほるぷ出版, 2006. 

10 齋藤孝 文 , 長谷川義史 絵『がまの油』（声にだすことばえほん）
ほるぷ出版, 2005. 

11 さねとうあきら 文 , 岡田嘉夫 絵『四谷怪談』（日本の物語絵本 
14）ポプラ社, 2005. 

12 岩城範枝 文 , 井上洋介 絵『鬼の首引き』（日本傑作絵本シリー
ズ）福音館書店, 2006. 

1 岩城範枝 文 , 片山健 絵『木の実のけんか』（日本傑作絵本シリー
ズ）福音館書店, 2008. 

14 飯野和好 作『ねぎぼうずのあさたろう その 1』（日本傑作絵本
シリーズ）福音館書店, 1999. 

かもしれません。 

2007年には、講談社とポプラ社が同時に狂言の
絵本を出しています。これはそれぞれの出版社に

ぶ す

よる『ぶす』 15 16です。「附子」という狂言は御存
つぼ

じですか。ある家の主が、壺の中に甘くておいし
いものを隠していました。ある日出かけるとき、
使用人に食べられては困ると思い、「これは附子
という毒だ。空気に触れただけでお前たちは死ぬ
ぞ」と言います。しかし主が出かけると、二人の
使用人は壺に興味津々です。附子から出る空気に
触れないよう、扇子で空気をあおぎながら附子を
食べてみたら、なんと甘くておいしいではありま
せんか。結局使用人たちは附子を全部食べて、主
人が大切にしていた壺を壊してしまいます。帰っ
てきた主人は、壺が壊され、附子もすっかり食べ
られてしまったことを知って怒ります。これに使
用人たちは、主の大切な壺を割ってしまったから、
死のうと思って附子を全て食べたのですが死ねま
せんでした、と言い訳するという話です。支配者
をこけにして笑って楽しむような話が、狂言には
多くあります。そのような昔の人たちのユーモア
を拾い上げて絵本にしたものです。このような絵
本を、各社 5，6冊ほど出しています。 

2009年には、堀川理万子が「今昔物語絵本」シ
リーズを出しています。 2017年までに 5冊刊行
されています。『今昔物語集』に収録された不思
議な物語を絵本にしております。
関連して、『ぼくがうまれた音』 17という絵本を
御紹介します。子ども向けであり子ども向けでな
いと申しますか、ちょっと不思議な絵本だと思い
ます。この絵本の文を書いた近藤等則は、世界的
に有名なジャズトランぺッターです。絵を描いた
智内兄助は、海外で大変人気のある画家です。そ
の人たちがなぜ絵本を作るのかということが、興
味深いですよね。彼らは同郷で、今治で育ちまし
た。同じ海を見て、同じものを呼吸し、二人とも
世界的な有名人になりました。その二人が、自分

15 本下いづみ 文 , ささめやゆき 絵『ぶす：附子』（講談社の創作絵
本. 狂言えほん）講談社, 2007. 

16 内田麟太郎 文 , 長谷川義史 絵『ぶす』（狂言えほん 1）ポプラ社 , 
2007. 

17 近藤等則 文 , 智内兄助 絵『ぼくがうまれた音』（日本傑作絵本
シリーズ）福音館書店, 2007. 

15 
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たちの原点を求め子ども時代を見つめながら、絵
本を作ったのです。

かん

近藤等則は小さい頃「疳の虫」が強い子だった
ようです。その「疳の虫」の表現に、百鬼夜行絵
巻の妖怪の絵を使っています。百鬼夜行というの

つく も がみ

は、付喪神や鬼、妖怪等が夜練り歩くというもの
で、これを描いた百鬼夜行絵巻は室町時代からあ
るものです。この絵本では幕末から明治にかけて
の日本画家である河鍋暁斎（ 18 1-1889）の『百鬼
夜行図』をパロディにして使っています。「疳の
虫」という目に見えない不思議なものが妖怪に近
いというような発想が、多分ここに出ているのだ
と思います。
この絵本が出たのは 2007年です。これまでに
お見せしたように、この時期には絵本が日本人の
昔の心のようなところへ戻る傾向がありました。
この頃、小学校学習指導要領が改訂され、文化や
伝統に関する教育の充実が盛り込まれたことも、
和テイストの本が様々な形で出版された一つの理
由であろうかとは思いますが、それでも不思議な
一致だとは思います。
それでは昔話絵本の話題に戻りましょう。2009

年には岩崎書店、小学館、あかね書房が  社一斉
に、昔話絵本のシリーズを出しました。
まずは岩崎書店の「いまむかしえほん」シリー
ズです。これは広松由希子の文章で、当代の人気
絵本作家、実力派絵本作家をイラストレーターに
起用して、個性的な日本の昔話絵本を目指したも
のです。それぞれの画家たちも、昔話を題材に非
常に工夫を凝らしオリジナリティを出すことに
チャレンジしています。『かさじぞう』  18から始
まって、どれも各自の個性的な表現で作られてい
ます。例えば『かちかち山』 19はとてもモダンな雰
囲気です。『さるかに』 20は及川賢治の作品で、他
にはない独特の雰囲気です。桃太郎が生まれる場
面のエネルギッシュな感じなど、様々に個性的に
描かれています。

18 広松由希子 文 , 松成真理子 絵『かさじぞう』（いまむかしえほ
ん 1）岩崎書店, 2009. 

19 広松由希子 文 , あべ弘士 絵『かちかち山』（いまむかしえほん 
5）岩崎書店, 2010. 

20 広松由希子 文 , 及川賢治 絵『さるかに』（いまむかしえほん 6）
岩崎書店, 2011. 

次はあかね書房の「日本の昔話えほん」シリー
ズです。これも 2009年から 2011 年までで全 10

巻が出ています。文章は山下明生です。これも
「いまむかしえほん」シリーズと同様に、絵は当代
の人気作家が担当し、個性的な絵本作りが目指さ
れています。「いまむかしえほん」シリーズと見
比べると、なるべく画家が重複しないよう努力し
ているようです。書影を見ると、どれも野心的に
チャレンジしているという印象があります。同じ
昔話でも、描き方によって雰囲気が全く違います。
そして小学館の「日本名作おはなし絵本」シリー
ズです。24巻出ました。小学館の場合は、絵本ご
とに、文章と絵それぞれの作家がコンビを組んで
作るという方法です。従来なかったような昔話絵
本を出そうということでは同じ方向です。このよ
うなコンセプトのシリーズが  社からいっぺんに
出る時期があったのです。
小学館の場合には他の出版社とは少し事情が違
いまして、先に「世界名作おはなし絵本」シリー
ズを出しています。アンデルセン（Hans Christian 

Andersen, 1805-1875）の『マッチ売りの少女』21を
始め、童話や昔話等を盛り込んでいます。この「世
界名作おはなし絵本」シリーズ全 24巻を出し、続
いて「日本名作おはなし絵本」シリーズを、昔話
を主体に一休さんなどのとんち話も入れながら出
したという流れです。
ここまでは日本の古典の笑い、狂言などのユー
モラスさを楽しむという方向性でしたが、次第に、
おどろおどろしさや怖さを楽しむ方向へと徐々に
シフトしていきます。これは冒頭でお話ししたよ
うに、すきまを考えるということです。あるもの
がある程度飽和状態的になると、それとは違うも
のを求める方向に動いていくというのは必然で
あったかと思います。結果として、怖い本、おど
ろおどろしい本へシフトしていくのです。
その初めはこの絵本、『地獄』 22だったのではな
いかと思います。これは 1980年に出ていますか
ら、今お話ししている 1990年代から 10年遡りま

21 アンデルセン 原作 , 末吉暁子 文 , 中島潔 絵『マッチ売りの少
女：「アンデルセン童話」より』（世界名作おはなし絵本）小学
館, 2006. 

22 白仁成昭［ほか］構成『地獄：千葉県安房郡延命寺所蔵』風濤社 , 
1980. 

16 
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す。「子どもたちよ、命を粗末にするなよ」という
コンセプトで、地獄の絵本を出したのです。それ
だけではなく、目に見えないけれどきっとある世
界を子どもたちに知らしめることによって、翻っ
て自分たちの現代の生き方を知ってもらおうとい
う目的もあったようです。この絵本は、しつけに
役立つということで大変評判を生んだ絵本です。
怖いぞ、悪いぞと脅すのに絵本を使っていいのか
というのが私の考えで、これを絵本にするかとい
う声はあったと思うのですが、一方で書き手の目
的が理解されたということでもあるのかなと思い
ます。
それに対して、『本所ななふしぎ』 2 という、江
戸の本所であった怪談話を絵本にしたものが、  

2009年に出てきます。斉藤洋が文を書いて、山本
孝が絵を付けました。

あしあらいやしき

今お見せしているのは足洗 邸の話です。あら
すじはこうです。夜寝ていると、天井から足がど
んと落ちてきて、足を洗えと言うのです。家の主
人である侍は、怖いのでその足を洗います。する
と足は引っ込みます。足を洗わないと、足が暴れ
て屋根裏中をガタガタと揺らすので、お侍は困っ
てしまいます。それをお侍から聞いた同僚は、
じゃあ自分がそこに住むから交代しようと言いま
すが、実際に同僚がそこに住むと、もう足は出な
かったという話ですね。このように、絵本の世界
に怪談が入り込んできます。ここまで来ると、し
つけの問題ではないですね。「こんなことがあっ
たんだってさ…」と怖さを楽しむ絵本です。
怪談が出れば次はおばけ、ということでしょう
か。2010年から、杉山亮が文を書き、軽部武宏が
絵を描いた、「おばけ話絵本」シリーズが出ていま
す。こちらは  2018 年時点で  4 冊出ています。
『のっぺらぼう』24、『うみぼうず』25、『かっぱ』26や
『てんぐ』  27といった、目には見えないけれど
ちょっと怖い、ちょっと気味が悪いものを絵本に

2 斉藤洋 文 , 山本孝 絵『本所ななふしぎ』偕成社 , 2009. 
24 杉山亮 文 , 軽部武宏 絵『のっぺらぼう』（おばけ話絵本 1）ポプ

ラ社, 2010. 
25 杉山亮 文 , 軽部武宏 絵『うみぼうず』（おばけ話絵本 2）ポプラ

社, 2011. 
26 杉山亮 文 , 軽部武宏 絵『かっぱ』（おばけ話絵本  ）ポプラ社 , 

2011. 
27 杉山亮 文 , 加藤休ミ 絵『てんぐ』（おばけ話絵本 4）ポプラ社 , 

2018. 

したのです。
そのうち、怖さの質の変化を感じるような絵本
が登場してきます。私自身、そこで初めて、怖い
絵本とは何だろうと改めて突きつけられることに
なりました。
それがこの「怪談えほん」シリーズです。岩崎
書店から、 2011年から出ているものです。『悪い
本』28は宮部みゆきが書いています。表紙にいる
このクマが恐ろしいのです。それまでの怪談絵本

しつよう

のようにケラケラと笑えるものではなく、執拗に
執拗に執拗に追ってくるような怖い話です。『マ
イマイとナイナイ』29は、目の中に何かが住んでい
るという、とてもグロテスクな感じのするお話で
す。こちらは『いるのいないの』  0。男の子がおば
あちゃんの家で暮らすことになるのですが、その

はり

家にはとても大きな梁があります。梁の上は暗く
なっていて、男の子はその陰に何かがいそうだと
言うのです。おばあちゃんは、上なんか見ないん
だから、いてもいなくても関係ないと言います。
それでも男の子は気になって仕方ない。最後に
は、梁の暗がりから、恐ろしい顔がうわっと現れ
るのです。これはトラウマになりますね。子ども
は、信頼できる大人と一緒に見れば、「うわっ」と
恐ろしく思いながらも楽しめるでしょう。けれど
も、この本が最初に出たとき、絵本ってなんだろ
うという問題を感じました。
このシリーズの売れ行きが大変好調だったた
め、第二弾が出ます。絵は一流の画家を選んでい
るので、とっても怖いのです。「おばけ話えほん」
のような、怖いといってもどこか軽妙なものでは
なくて、本当に怖いものを作っています。
さらに続いて、妖怪が出れば遠野物語というこ
とで、2016年から「えほん遠野物語」シリーズが
出ます。『かっぱ』  1や『おしらさま』  2などです。
このように、奇妙な世界、不思議な世界の作品が

28 宮部みゆき 文 , 吉田尚令 絵『悪い本』（怪談えほん 1）岩崎書店 , 
2011. 

29 皆川博子 文 , 宇野亜喜良 絵『マイマイとナイナイ』（怪談えほ
ん 2）岩崎書店, 2011. 

 0 京極夏彦 文 , 町田尚子 絵『いるのいないの』（怪談えほん  ）岩
崎書店, 2012. 

 1 柳田国男 原作 , 京極夏彦 文 , 北原明日香 絵『かっぱ』（えほん
遠野物語）汐文社, 2016. 

 2 柳田国男 原作 , 京極夏彦 文 , 伊野孝行 絵『おしらさま』（えほ
ん遠野物語）汐文社, 2018. 

17 
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評価されて、次々と出てきています。
このような状況は突然生まれたものなのかとい
うと、そうも言い切れません。やはり時代性なの
でしょう。 

2015年と 2016年に、『別冊太陽』では「こわい
絵本｣   ・「あやしい絵本｣  4を特集しています。 2

年も続けて出ているのですから、このような絵本
が好んで読まれ、特集できる時代なのだと思いま
す。一方で、この雑誌を見る限りでは、日本人は
昔から怖いものや怪しいものを楽しむ心性があっ
たのだろうということも分かります。特に江戸時
代など、妖怪の出てくる物語を好んで、楽しんで
読んだ時代でもあったようです。ですから、昔か
ら怖いものを怖がりつつ楽しむという心性は脈々
とあり、そして絵本もその心性に合致するように
なった時代というのが、2015年頃なのだと言える
でしょう。
ところで最近、赤羽末吉（ 1910-1990）の絵本が

復刻されています。 2016年頃からのことなので
すが、復刻された作品を見てみると、日本的で、
なおかつ妖怪やかっぱといった不思議なものが登
場する作品が多いのです。ですから、赤羽末吉も
そういった作品を出していたよという意図なのか
もしれません。一方で、かなり高度な技法で描か
れている、しっかりした絵本があるんだよという
意味もあるのでしょう。このような状況を見てい
ると、まだ当分怖い絵本の時代は続くのだろうか
と思うのです。一方で、そろそろ収束していくか
もしれない、収束してほしい、と私は思っていま
す。
ここまで御覧いただいたように、和テイストの
絵本がある時期にどっとあふれるように出版され
て、そのすきまを旅するように、怖い絵本やこれ
までになかったような絵本が出てきたというのが
お分かりいただけたのではないかと思います。

② 荒井良二からヨシタケシンスケまで

ここで、和テイストというテーマからは一度離
れて、少し視点を変えてみましょう。とても大雑
把ですが、この  0年というのは、「荒井良二から

  「こわい絵本」『別冊太陽 : 日本のこころ』2 0号, 2015.7. 
 4 「あやしい絵本」『別冊太陽 : 日本のこころ』240号, 2016.7. 

ヨシタケシンスケまで」と括ることができるので
はないかと思います。
レジュメには、ヨシタケシンスケの言葉を引用
しています。ヨシタケシンスケは、元はイラスト
レーターです。

かつての僕みたいに「絵本が描ける気がしない」
という人が、じゃあ何ならできるのかを探すこ
とが絵本の間口を広げるきっかけだろうし、そ
のすきまがすごく空いている世界のはず。すき
まをみんなで探すことが、絵本の可能性を広げ
ていくことだと思うんです。 5

この言葉から、ヨシタケシンスケ自身も絵本作
家としてすきまを生きてきたのだろうということ
が分かります。でも、荒井良二もヨシタケシンス
ケも、今では大変な人気作家です。荒井良二には
『ユックリとジョジョニ』 6や『バスにのって』 7な
どがあります。『バスにのって』は、前々回（平成 

28年度）の児童文学連続講座でも御紹介しまし
た。この話では、ある人がバスに乗りたくて延々
とバスを待っているんです。この人は全然急がな
いのです。急ぐからバスを待っているわけではな
いのでしょう。ラジオからずっと流れている、「ト
ントンパットン トンパットン」という音楽を聞
きながら、ずっと待っています。ずっとずっと
待って、やっとバスが来ますが、もういっぱいで
す。するとその人はバスに乗らずに、「あるいて
とおくへ いくことに」するのです。
『ユックリとジョジョニ』という作品も、ユック
リとジョジョニという二人が出会い、自然の中で

あ あ

楽しく踊り、最後に「また会えるかな 会えると
いいな」と言って別れるというお話です。楽しく
遊ぶ、満ち足りた空間を描いています。『バスに
のって』も、非常にゆったりとしたものを求める
ところから作品が始まっているのだと思います。
一方、ヨシタケシンスケの『りんごかもしれな
い』 8。これは大ブレイクした作品ですね。ヨシ

 5 『Moe』第 40巻第 1号, 2018.1, p.18. 
 6 荒井良二 作『ユックリとジョジョニ』（イメージの森）ほるぷ

出版, 1991. 
 7 荒井良二 作『バスにのって』偕成社 , 1992. 
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タケシンスケは、『りんごかもしれない』が出た 

201 年から 5年間でかなりの絵本を出していま
すが、出る絵本の多くが人気になり、数多くの賞
をもらっています。201 年からこの 5年は、ヨシ
タケシンスケの時代と言ってもいいくらいです。
子どもたちを対象にした好きな本の人気投票で
も、上位に多くの作品が入っています。『りんご
かもしれない』は、物事は様々な視点から考えら
れるよねという、大人にも「ああ、意外！」と思
わせる作品です。絵にもたくさん描き込みますの
で、丁寧に丁寧に見ていく必要があります。子ど
もは丁寧に丁寧に絵を見ますから、十分楽しめる
のでしょう。見方によっては、大人にとっても大
変面白い絵本です。これは重要なことだと思いま
す。先ほどもお話ししたとおり、絵本はやはり、
大人に関心を持たれないと子どもの手に渡りにく
いと思います。
大雑把に括りますが、荒井良二から始まってヨ
シタケシンスケに帰着するまでの中で、何が原点
であるかと考えますと、それは究極の自己肯定感
だといえます。つまり、「そんなに焦らなくても
大丈夫、明日はどうにかなるよ」ということです。
こうでなければいけないとか、今これをしなかっ
たら明日は大変だぞとか、そういう世界ではなく、
毎日しっかり生きていれば明日は明日の風が吹
く、きっと楽しい日が待ってるよということです。
ヨシタケシンスケは御本人が大変心配性らしく、
これからどうなっちゃうんだろうと考えるようで
す。そのようにいろいろと考えることが、このよ
うに絵本の中に生かされるようです。そうして生
まれた「大丈夫だよ」という自己肯定感を、絵本
が子どもに届けていく。それがこの  0年間の絵
本の動きであるかもしれないと思います。そし
て、これらの絵本は、絵本が子どもっぽくなりす
ぎることに歯止めをかける効果もあったかもしれ
ません。
さて、ここまで平成の動向を見ましたが、これ
は、「今振り返ってみるとこんなふうにも読めま
すよ」というものです。まさにその時代の中で呼
吸しているときに、このようなことはあまり考え

 8 ヨシタケシンスケ 作『りんごかもしれない』ブロンズ新社 , 
201 . 

ないものです。

2 ．子どもたちの社会的成長を支える 本

①  本のすきまに対して、 本の王道をどう考

えるか

それでは本日の本題に入りましょう。子どもた
ちと絵本を考えるときに、子どもたちの社会的成
長を支える絵本、つまり新しい世代に文化を吸収
させ、新たな文化を作り出していくような成長を
支える絵本とはどのようなものか、ということに
ついて考えていきたいと思います。冒頭から、平
成は絵本のすきまを旅する時代ではなかったかと
言っていますが、それでは、絵本の王道とは何か
ということです。
もちろん、絵本のすきまを探すことで、絵本の
可能性はかなり広がったと思います。ではそのこ
とで子どもたちに何を示せたのか、ということを
問い直してみる必要があるのではないかと思いま
す。確かに絵本は面白く、いろいろなことができ
るということは誰もが分かったと思います。けれ
ども、その絵本が子どもたちに何が残せたのかと
考えたときに、皆さんはどう思われますでしょう
か。
日本の絵本がすきまを旅していろいろなアイデ
アを出してきたとして、それでは絵本の王道はど
こにあるのかというのを、作品を見ながら考えて
みたいと思います。
『としょかんライオン』  9という本が 2007年に
出ました。日本の絵本は 200 年頃からずっと、
和テイスト志向で動いていました。この絵本が翻
訳されて出たとき、「ああ、これぞ王道と思える絵
本だな」と私は思いました。
この話は、図書館にライオンが来るという話で
す。「ありえない」「なんで図書館にライオンが？」
と思いますよね。でも、表紙からして、ライオン
が図書館に非常になじんでいます。私がなぜこの
話が王道だと思ったかと言いますと、一つには、
図書館は誰が来てもいい場所だよというメッセー
ジです。公共のもので、どなたでも御利用いただ
けますよというのが図書館ですよね。たとえライ

 9 ミシェル・ヌードセン 文 , ケビン・ホークス 絵 , 福本友美子 訳
『としょかんライオン』（海外秀作絵本 17）岩崎書店, 2007. 
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オンだって、その図書館のルールさえ守れば来て
いいんだよというところに、あらゆる人に開かれ
た図書館であるというのが示されると思うので
す。
あらすじはこのようなものです。ある時、図書
館にライオンが現れます。それを見つけた司書さ
ん、彼は常識人なので、館長のメリウェザーさん
のところに走って行って報告します。「としょか
んにライオンがいるんです」と。するとメリウェ
ザーさんは司書さんに、「で、そのライオンは と
しょかんのきまりを まもらないんですか？」と
尋ねます。司書さんが「いえ、べつに そういう
わけでは……」と答えると、メリウェザーさんは
「それなら そのままにしておきなさい」と言う
のです。ライオンだってルールを守れば居ていい
じゃないですか、と。メリウェザーさんは徹して
大人であって、あたふたしません。つまり、図書
館は開かれた場だからルールを守る人は誰でも居
ていいのだということを言います。まあ現実では
こうはいきませんね。アレルギーのある方もいま
すし、衛生面の問題や危険もありますので。でも、
ここはファンタジーと子どもたちの理念の世界で
あって、そういう意味ではとても優れています。
物語の終盤、メリウェザーさんは台から落ちて
骨折してしまいます。助けを呼ぼうにも声が届き
ません。メリウェザーさんを見つけたライオン
は、先ほどの司書さんの元に行って助けを求めま
す。しかし彼はライオンを、騒いじゃいけないん
だからねという態度で放っておくのです。大変な
ことが起こっているのにと、ライオンはうぉーっ

ほ

と吠えます。すると彼は「かんちょう！ ライオ
ンが、きまりをまもってません！」と言いつけに
行って、そこで骨折しているメリウェザーさんを
発見するのです。大声で吠えてしまったライオン
は、一度は図書館からいなくなります。しかし物
語の最後には、司書さんがライオンに、「あのう、
ごぞんじないかもしれませんが、としょかんのき
まりが かわったんですよ」「おおごえで ほえ
てはいけない。ただし、ちゃんとしたわけがある
ときは べつ。つまりその、けがをしたともだち
を たすけようとするときなど、ってことですけ
どね」と伝えて、ライオンは再び図書館に戻って

くるのです。つまり、ルールは守らなければいけ
ないけれども、人の命に関わること、大変なこと
が起こったときにはそのルールを逸脱してもいい
んだよということも、この絵本は子どもに語って
います。それを含めて、この絵本は絵本の王道だ
なと思ったのです。
王道といわれる絵本の中では、子どもたちにこ
れからの道標を示すことが考えられています。私
たち大人が信じていることをちゃんと伝えられて
いるか、そしてそれは大人の独りよがりにはなっ
ていないか、こうあるべきというかたちに終始し
ていないか、そういうことは常に問い返されなけ
ればならない問題です。つまり、王道の絵本は、
子どもに媚びることなく語るべきことがしっかり
語られていること、子どもが楽しめる上質なユー
モアがあること、子どもの心身の発達や言語や認
知の発達、自我に寄り添い、子どもの認識の幅を
広げてあげられることといった要素があるという
ことです。それから、子どもにとって一つの経験
となり得ていることも重要です。『としょかんライ
オン』のライオンの場合には、図書館は誰もが来
ていいんだということをきちんと伝えています。
それから王道の絵本は、奇をてらいすぎてアイ
デア先行型になっていないことも肝要です。日本
の絵本はアイデア先行型になりがちです。そうい
う意味では、この絵本が日本に紹介されたという
ことには意味があったのでしょう。しかし、この
絵本の登場で、少しは怖い絵本ブームも落ち着く
かと思ったら一向に落ち着きません。それとこれ
とはまた違うのでしょうね。
このような王道の絵本を取り上げるときに、外
国の絵本がまず念頭に上がってしまうという点
は、日本の絵本にとって考えなければいけない点
ではないかと私は思っています。子どもへの押し
付けではないモデルとでも言いましょうか。日本
の場合、押しつけることを避けようとします。そ
のために、大人は自分たちの生き方を伝えること
から逃避してはいないか、ということを考えさせ
られます。
このことについて私は、戦争が関係しているの
ではないかと思うのです。戦後日本の絵本の世界
は、終戦期に少年だった方たちが築いてきました。
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終戦の 1945年 8月 15日を境に、それまで軍国主
義だった大人たちが 180度変わって民主主義にな
るという衝撃を体験した方たちにとって、大人へ
の不信感は拭えなかったと思うのです。そのよう
な人たちが築いてきた絵本の世界であったという
ことが、日本の絵本の傾向に関係しているのかな
と私は思います。この間亡くなった加古里子
（1926-2018）もそうですが、そうした方たちが今
消えつつあります。代わって、戦後日本の繁栄が
起こった高度経済成長期から生きている人たちが
絵本の世界を担うようになっているため、これか
らこの傾向は変わっていくかもしれません。
いずれにせよ、日本の絵本は、かっこいい大人
がなかなか登場しません。メリウェザーさんのよ
うな泰然自若とした大人があまりいないと私は感
じています。
その反面、子どもを大変良く描けているという
のが、日本の絵本の特徴ではないかと思います。
これは『どーしたどーした』 40という絵本です。主
人公はゼン（全）くんという男の子で、何かある
と「どーしたどーした」と聞かずにはいられない
子です。追求しすぎてうるさいところはあるので
すが、その「どーしたどーした」が、虐待を受け
ている一人の子どもを救うことになります。一
方、ここで描かれる大人たちはどうでしょう。例
えばゼンくんが学校に来られない子のことを先生
に話すと、先生は、自分には手が付けられないの
でしょうがないという態度です。児童相談所の人
も、子どものために一生懸命やっているけれど何
もできないという無力感があります。このような
大人が描かれる一方、かっこいい大人は登場しま
せん。その代わりに、自らのエネルギーと解決力
とで、困っている子の苦難を救える子どもを描い
ているのです。そういう意味では、日本の絵本は、
子どもをとても良く描けていると思います。

② 子どもたちと 本の関係から

レジュメは次の段階に入ります。子どもたちと
絵本の関係から、原点を探っていきたいと思いま
す。

40 天童荒太 文 , 荒井良二 絵『どーしたどーした』集英社 , 2014. 

（1）まだ未来の見えない子どもと信頼でむすばれ

るために―「絆」づくり

まだ未来の見えない子どもと信頼で結ばれるた
めに、大人と子どもの絆づくりに絵本をというと
ころから、絵本と子どもの関係をスタートしてい
ます。皆さんはもう御存じかと思いますが、ブッ
クスタートの活動はそのような発想から始まって
います。赤ちゃんに無償で絵本を手渡そうという
活動です。日本全国で約  60％に近い自治体が
ブックスタートに取り組んでいるそうで、とても
理解が広まり、深まっている活動です。
子どもたちはこの世界に誕生し、成長していき
ますが、幼いころはまだまだ未来という考えがな
く、今ここでの現在しか見えないものです。それ
は、未来を見通すだけの経験の積み重ねがないか
らです。それでは子どもは何を信頼するかという
と、絆なのです。大人と結ばれているはずの絆、
それを頼りに子どもたちは未来を志向していきま
す。きっとこの先こうしてもらえるという安心感
が、大人との間の信頼関係、絆によって可能にな
るということがあろうかと思います。
その点に着目した、子どもと楽しみ、子どもを
楽しませるという赤ちゃん絵本のブームも、平成
という時代の絵本の特徴です。 1990年代からの 

 0年間に飛躍的に充実した分野が、赤ちゃん絵本
だと思われます。これは日本の絵本が非常に得意
とする分野です。自分の生き方を挟まず、子ども
と一緒に、子どもを楽しませるために作る絵本と
いうのは、日本人が得意とするところだと思いま
すし、そういうところが面白いと思います。幼い
ころの子どもとの絆づくりということで、一緒に
読むこと─開き読みとか、読みあいという言葉も
使われますが─から始まります。
同じものを同じ時に見て語り合う。これは心理
学的に共同注意と呼ばれる現象です。絵本はその
ような現象を作り出すことができます。そこか
ら、同じものを見て同じ時に笑うとか、悲しむと
いったことが可能になります。まだ小さい子ども
は、自分では本を読めないので誰かに読んでもら
います。そのときの声や肌の触れ合いといった身
体的な接触を、子どもたちは内部に蓄積していく
のだと思います。そういったところから絆が培わ
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れていきます。
また、小さい子どもは、ゲーム的な要素がある
と楽しめます。この『だるまさんが』 41は、大変人
気があります。言葉遊びの発想で、だれもが知っ
ているフレーズを使って予想を裏切ります。「だ
るまさんが」のあと、「ころんだ」というはずのと
ころで「どてっ」とこける。この「どてっ」が楽
しめる。こういうものを、「これだね」、「あれだね」
と指さしながら、楽しんで読んでいくのです。

（2）葛藤を抱える幼い子どもたちとともに―しつ

け・基本的生活習慣、人間関係のはじまり

子どもがもう少し成長すると、幼い子なりに葛
藤を抱える時期を迎えます。これはしつけ、つま
り基本的生活習慣、文化を育てるということです。
トイレット・トレーニングや断乳、箸やスプーン
を持って御飯を食べることなど、本当に基本的な
ことです。しかし、これは子どもの意思と反する
ことがままあります。いつまでも起きていたいの
に寝なさいと言われるとか。嫌なことでも必要な
らば強いていく、人間関係の始まりです。このし
つけは、赤ちゃんの頃に信頼関係が結ばれている
ことで可能になり、そして子どもの未来への思考
力・創造力を育てることにもつながります。
この『ティッチ』 42は、かなり昔の作品です。三
人兄弟の末っ子のティッチは何をやってもお兄さ
んお姉さんにかないません。けれど、この表紙に
描かれた植物の苗を植えようとしたとき、種は
ティッチが持っていました。一番大事なものを一
番小さい子が持っていて、それが大成功につな
がったのです。そういうことを、小さい子たちが
絵本で経験することによって、自分は小さいけれ
ども大丈夫ということを学びます。実際の経験で
はありませんが、代わりに第三者的に、理性的に
経験することができます。幼児期は自分を振り返
ることがまだ苦手な成長段階ですけれど、そうい
うときに絵本の中で、他の子がやっていることを
見て、自分のことが分かるということもあるので
す。

41 加岳井広 作『だるまさんが』ブロンズ新社 , 2008. 
42 パット・ハッチンス 作 , 石井桃子 訳『ティッチ』福音館書店 , 

1975. 

これは『ピーターのいす』 4 と『フランシスのい
えで』 44です。下の子が生まれたときの葛藤を描
いています。親は下の子ばかりに構って、自分の
ことを構ってくれない。今まで自分が独り占めし
てきた愛情を、二分しなければいけません。その
ことを受け入れるときに、お兄さんお姉さんに
なった自分の成長に気付けるということを描いて
います。かなり古典的な絵本ですが、いい作品で
すよね。これも絵本の王道の一つかと思います。

（3）子どもの成長にひそむ大切なワイルドさと想

像力―自分の回りの環境を、コントロールして

いく力をつける

同じく子どもたちの成長に潜む大切なこととし
て、ワイルドさと想像力があります。子どもたち
の体や心の中にはワイルドな感覚があるのです。
私たち大人はそれをなるべくなだめて、コント
ロールしながら生きていきます。けれど、人間が
本質的に持っているこのワイルドさは、生きるエ
ネルギーに直結した、大事なものだと思います。
人間が成長していくうえで無駄なものは一つもな
く、その時期にはその時期に必要なものが備えら
れており、それを経験して成長していきます。例
えば反抗期や人見知りは、人に対して否定的な行
動に見えますが、それをクリアすることによって
成長していかなければいけません。そう考える
と、やはり反抗期はとても重要なもので、その反
抗的な感情をコントロールする力をいかに付けて
いくか、ということが必要になるのです。そのよ
うに自分自身や身の周りの環境をコントロールし
ていく力を付けるうえで、第三者的で理性的な経
験ができる絵本の世界だからこそ、見えてくるも
のがあるのです。
『かいじゅうたちのいるところ』 45や『おしいれ
のぼうけん』46が代表的ですが、これらは心の闇を
抜ける手段として、ファンタジーが重要視されて

4 エズラ・ジャック・キーツ 作 , 木島始 訳『ピーターのいす』（新
訳えほん 1）偕成社, 1969. 

44 ラッセル・ホーバン 文 , リリアン・ホーバン 絵 , 松岡享子 訳『フ
ランシスのいえで』日本パブリッシング, 1971. 

45 モーリス・センダック 作 , 神宮輝夫 訳『かいじゅうたちのいる
ところ』冨山房, 1975. 

46 古田足日 文 , 田畑精一 絵『おしいれのぼうけん』（絵本・ぼくた
ちこどもだ 1）童心社, 1974. 
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いる作品です。現実の世界では乗り越えられない
壁があったときに、ファンタジーの世界を経験す
ることで乗り越えていくのです。
ファンタジーの世界では、現実の世界では起こ
りえないことが起こります。先ほどの『としょか
んライオン』、現実の図書館でライオンがいたら
大変なことになりますが、絵本の中であればライ
オンに温かい感じがします。そのように、絵本の
世界だからこそ経験できることがあります。子ど
もが生きている日常の現実と、非日常の虚構が交
差する視点での経験は、想像力を養い、壁を越え
させてくれます。今ここで荒れ狂っていても、も
うちょっと先に行くと大丈夫になる、という経験
が絵本の中でできるのではないかと思います。
私たちも、現実を乗り越えられないときには、
演劇を見たり、文学を読んだりして、いつしか自
分の心を開放して、現実の苦しみを越えていきま
すよね。子どもたちにとって、絵本はそのような
一つの助けになるだろうと私は考えています。で
すから、心の中の葛藤を克服して成長していく、
そのときの充実感や解放感を絵本で共有していく
ということがあろうかと思います。

（4）子どもが実感する自己の成長の喜び―自立

への憧れと自立できたときの充足感

もう一つ、子どもが実感する「成長の喜び」と
いうものがあります。子どもはいつでも自立への
憧れを持っています。助けてもらわなくても大丈
夫、大人のようにできるということが憧れなので
す。自分だけで何かできたときの充足感はとても
大きくて、それを邪魔しないようにするというの
は、お母さんたちの一つの課題です。自分で困難
を克服したときの充実感を十分に味わわせてあげ
るというのは、大人にこそできることだろうと思
います。
「成長の喜び」というのは、泳げるようになった
り、嫌いなものを食べられるようになったりと
いった、大人から見れば些細なことです。でも、
自分の日常が輝いて見える、子どもたちの成長に
は欠かせないものだと思うのです。絵本は、子ど
もが自分自身の「成長の喜び」を見つめる糸口を
提供してくれます。

子どもと文化を架け渡す絵本 

この分野で挙げられるのが、『はじめてのおつ
かい』 47です。大変にこやかな表紙です。主人公
のみいちゃんが、一人で牛乳を買えたよという他
愛もない、でもとても大事な「自分だけの力でで
きたよ」というお話です。途中で転んでしまいま
すが、そのようなことを乗り越えた自立が、大人
の見守り（お母さんが迎えに来てくれるのです）
の中に成り立っているというのが、この絵本が温
かい気持ちを子どもたちに与えられる鍵です。そ
して最後、裏表紙では、お母さんはみいちゃんに
牛乳をあげて、転んでしまった膝にばんそうこう
を貼ってくれます。信頼できる大人がいつもそば
にいる、でも一人でできるよというお話かと思う
のです。
これも同じような本で『ちいさなヒッポ』 48で

す。ヒッポはまだうまく話せないので、ワニに襲
われたときにも、なかなか叫べません。けれども、
「お母さん、ここだよ」と叫ぼうとする。そしてお
母さんが助けに来てくれます。『モチモチの木』 49

も、怖さを克服したときに子どもの成長があると
いうことを語っています。このような絵本はたく
さんあります。

（5）社会的現実と向き合う子ども

次に、社会と向き合っていくということについ
て考えたいと思います。子どもは、最初はお母さ
んや家族、身の回りの人たちとの間で信頼関係を
築いていきます。それがしっかり出来た後、子ど
もたちは社会に目を向けて、社会的な現実と向き
合っていきます。
一番小さい社会は家族です。子どもにとって、
お母さんと自分が一番小さい人間関係です。お母
さんは自分たちの文化を分かりやすく丁寧に、そ
して繰り返し子どもに与えていきます。ツバメの
お父さんやお母さんがヒナに餌を与えるように、
「危険から身を守る」といった、社会で生きていく
上で自分たちに必要なことを教えます。そして、
そんな幼児期を過ごすと、今度は集団に入ってい

47 筒井頼子 文 , 林明子 絵『はじめてのおつかい』福音館書店 , 
1977. 

48 マーシャ・ブラウン 作 , 内田莉莎子 訳『ちいさなヒッポ』偕成
社, 198 . 

49 斎藤隆介 文 , 滝平二郎 絵『モチモチの木』岩崎書店 , 1971. 
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きます。集団生活は  歳くらいからが望ましいの
ではないかといわれた時代もありますが、今は子
どもが 0歳の頃から母親が働きますので、そのこ
ろから集団生活を経験します。子どもは仲間集団
の中で社会を知っていきます。これは子どもたち
にとってはとても愉快で楽しいことでもあり、厳
しいことでもあります。相手は自分と対等なもの
ですから、対等な者同士でやりあっていかなけれ
ばなりません。ですが、子どもは子どもが、仲間
がとっても好きです。子どもは、成長するに従っ
て、子ども同士の社会、大人との社会に目を向け
るようになっていきます。
『しょうぼうじどうしゃじぷた』 50は絵本の古典
で、今でも子どもをひきつける作品の一つです。
自動車は時代と共にデザインを変えていきますか
ら、今はこんなに古い形の車はありませんが、象
徴性があるのです。仲間の中で一番未熟でみんな
から相手にされなかった自分が、小さいからこそ
山火事のときには狭い山道を登れて、一番役に
立ったという話です。じぷたが仲間の中で役に立
つ自分というのを知っていくとき、子どもは身を
乗り出して話を聞きます。「そんな自動車見たこ
とないよ」なんて言わず、「じぷたはどうなるの」
と興味津々で見ています。この絵本自体も本当に
優れた古典ですが、やはり子どもたちも、言わん
としていることを受け止めることができるのです
ね。それは、デザインや絵本の絵の古さや新しさ
にかかわらず、吸収できるということです。
これは、中屋美和の『くれよんのくろくん』 51で
す。黒以外の色は、緑なら木の葉っぱ、ピンクな
らきれいな花、茶色なら地面や茎、水色なら空に
なるといったように、肯定的なイメージがありま
す。一つの絵を描くときにも、自分はみんなの役
に立っていると思えるのです。でも、黒だけは、
塗ると真っ黒になってしまいます。だからくろく
んは役に立たないと思われて、仲間外れになりそ
うになるのです。
このお話を聞いているとき、子どもたちは、も

50 渡辺茂男 文 , 山本忠敬 絵『しょうぼうじどうしゃじぷた』（＜こ
どものとも＞傑作集 22）福音館書店, 1966. 

51 中屋美和 作『くれよんのくろくん』（絵本・こどものひろば）童
心社, 2001. 

う目をぱちぱちさせて集中します。仲間外れにさ
れること、仲間に入れない子がいるということは、
子どもたちにとって、とても大変なことなのです。
以前、大学院生と一緒に保育園に読み聞かせに
行ったときに、そのことが分かりました。そのと
きは絵本の好きな子だけが集まってきて、絵本の
読み聞かせをしていて、周りでは他の子たちが他
のことをして遊んでいました。それが、このシー
ンになると、周りの子たちが一斉に集まってきて、
そのまま真剣に聞いていたのです。どうなるんだ
ろうって。
結局くろくんは、他のみんなが塗った上を真っ
黒く塗りつぶして、ひっかき絵（スクラッチ技法
の絵）を作ります。黒くてもみんなを輝かせるこ
とができるということで、めでたしめでたしと終
わります。仲間外れにされる子がいるというの
は、子どもにとっては大変なことなのでしょう。
そういう意味では、子どもの心理をとてもよく捉
えた絵本だと思います。子どもは、友達との関係
の中で、楽しいとか嬉しいとか、悲しいといった
感情を培っていくのだと思うのです。
もう一つの社会として、家庭があります。子ど
もは良くも悪くも、大人の社会に巻き込まれてい
きます。子どもの世界だけで純粋培養というわけ
にはいかないのです。大人の事情によって、子ど
もの生活は支配されています。なので、家庭での
問題というかたちで、社会の矛盾と向き合わなけ
ればならない、ということも起こってきます。
親の貧困や離婚というのは大きい問題です。貧
困の場合には、子どもは、他と比べないといいま
すか、世界はそういうものなのだと思ってしまっ
て、それで乗り越えていけるということもままあ
ります。しかし親の離婚は厳しいですよね。仲良
くしていた親が日々いがみ合うようになって、そ
の果てに離婚するのですから。多くの子どもは、
二人のけんかの原因は自分だと思って自分を責め
るのだそうです。実際の原因が浮気だったりして
もです。子どもは家庭の問題から、社会の矛盾や
社会的な差別といった、いろいろな社会を垣間見
ていきます。
お見せしているのは『すきですゴリラ』 52と『パ

パのカノジョは』 5 です。この 2作は海外のもの
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です。社会に子どもが目を開いていくときにいい
題材になると思う絵本は、やはり海外のものが多
いのですね。しっかり社会に目を向けているとい
う姿勢があるのではないかなと思います。
この『すきですゴリラ』は父子家庭のお話です。
お母さんがなぜいないかは分からないのですが、
お父さんは働くのに忙しくて、主人公のハナを育
ててはいるけれど顧みることができないのです。
ハナはゴリラのブロマイドや絵本を持っているく
らいゴリラが好きなのですが、誕生日の前日の夜、
お父さんから、ゴリラの人形をプレゼントされま
す。でもハナは、本当はゴリラの人形が欲しかっ
たのではなく、ゴリラと出会いたかったのです。
するとその夜─ファンタジーの世界で、夜は本当
に面白いことが起こるのですね─ゴリラが訪ねて
来ます。ハナとゴリラは動物園へ行き、チンパン
ジーやオランウータンなどいろいろなサルたちに
出会います。そして一緒に映画に行き、食事をし、
夜にはダンスをし、ハナは満足して帰ってきます。
そうすると次の朝、お父さんがハナを動物園に
誘ってくれるというところでこのお話は終わりま
す。子どもが成長していくときに味わわなくても
いいような、辛い経験や孤独を、ファンタジーを
使いながらうまく描いています。
一方『パパのカノジョは』のパパは大変な浮気
者で、ママと離婚してからも次々にいろいろな女
性を連れてきます。主人公の女の子は、パパが新
しく連れてきたこの人をママとは呼ばず、「パパ
のカノジョ」としか呼びません。でも最後には、
「ちょっといいセンいってるかもね」と言って、パ
パのカノジョはこの少女のお気に入りになりま
す。というのは、カノジョはいちいちうるさく言
わないのです。ずっと自分のことを見守っていて
くれる。泣きたいときは泣いていいんだよとか、
ちゃんと片付けるならうんと散らかしていいよと
言ってくれる。大人なんですよね。ちょっと変
わっている人なのですが、そうやって絆ができて
いきます。これはアメリカならではのお話ではな

52 アントニー・ブラウン 作 , 山下明生 訳『すきですゴリラ』（あか
ねせかいの本）あかね書房, 1985. 

5 ジャニス・レヴィ 文 , クリス・モンロー 絵 , もん 訳『パパのカ
ノジョは』岩崎書店, 2002. 
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いでしょうか。お母さんが代わる代わる現れる、
現代的といえば現代的な話です。でも、この子は
カノジョと絆を作っていきます。大人らしい大人
が出てくる話です。
さらに成長して小学校高学年くらいになる頃、
子どもたちは広い世界、大人が活躍している世界
へと目を開いていきます。そのときに、人は、社
会はどうあるべきか、みんなが幸せになるとはど
ういうことか、正義とは、人権とは、そういう意
識に目覚めていきます。これは子どもの成長発達
の段階として必ず訪れるものです。自分をコント
ロールでき、周りの環境もある程度コントロール
ができるようになると、やおら、大人の世界に目
が向けられていきます。その頃が、社会を扱った
絵本の出番というわけです。
これも海外のものですが、『ローザ』 54は人権運

動を推進した黒人の女性の生涯を扱った絵本で
す。ピューリッツァー賞受賞作家であるアリス・
ウォーカーは、『なぜ戦争はよくないか』 55という
絵本を書いています。なぜ戦争はよくないのか。
なぜだと思いますか。一番大人が問い返していか
なければいけない問題が、ここにあると私は思い
ます。
そこで、戦争に関する絵本を集めてみました。

『おとうさんのちず』 56では、主人公一家は戦争で
難民になり、着の身着のままで戦地を抜け出して
いきます。その日の食べるものもない中、お父さ
んは市場に行って、パンではなく世界地図を買っ
てくるのです。その世界地図を広げて、主人公は
世界に夢をはせるのですね。想像力が人間の精神
を育てるということを、象徴的に描いています。
今の自分があるのは、お父さんがあの苦しい時に
一握りのパンでなく、世界を見せてくれた、その
想像力が支えとなっているからだという話です。
『エリカ奇跡のいのち』 57は、ナチの収容所に送
られたユダヤ人の物語です。収容所に向かう列車

54 ニッキ・ジョヴァンニ 文 , ブライアン・コリアー 絵 , さくまゆ
みこ 訳『ローザ』光村教育図書 , 2007. 

55 アリス・ウォーカー 文 , ステファーノ・ヴィタール 絵 , 長田弘
訳『なぜ戦争はよくないか』偕成社, 2008. 

56 ユリ・シュルヴィッツ 作 , さくまゆみこ 訳『おとうさんのちず』
あすなろ書房, 2009. 

57 ルース・バンダー・ジー 文 , ロベルト・インノチェンティ 絵 ,
柳田邦男 訳『エリカ奇跡のいのち』講談社 , 2004. 
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の窓から、赤ちゃんを投げて逃がすのです。そう
して投げられた女の子を近くにいた人が拾って、
エリカと名付けて育てます。ですから、エリカは
本当のお父さんお母さんのことを知りません。そ
ういったユダヤの人種差別の問題や、戦争の悲惨
さを扱っています。
『タケノコごはん』58は、大島渚（ 19 2-201 ）が、
自分の子どもの代わりに宿題の作文を書いて、そ
れがとてもよく書けていたため絵本になったとい
うものです。これも戦争の体験を描いています。
主人公の男の子が、学校の先生が次々召集されて
いくときに、「なんで行くんだ」と思うのですね。
おそらくこの主人公と同じような少年時代を過ご
した子たちが、戦後の日本の絵本を支えた人たち
と同じ世代で、同じ思いだったと思うのです。自
分自身は戦争に行かなかったから戦地の悲惨さは
体験していないけれど、内地にいてとことん飢え
に苦しみ、戦争がいかに大事な人を奪うかという
ことを体験した子どもたち。その子たちがとても
よく書けているものだと思います。

（6）子どもの身の回りの自然への気づきと関心

さて、科学絵本がすごく発展し、充実してきて
いるという話を先にしました。そこで、ノンフィ
クションの分野も御紹介したいと思います。
これは「世界のともだち」シリーズの『ルーマ
ニア』 59です。このシリーズは 201 年から出てい
ます。ある国のある子どもを主人公にして、その
子の生活を描くことによって、その国がいかなる
国で、そこで子どもたちがどんな生活をしている
かといったことを学んでいく絵本です。
こちらは『これから戦場に向かいます』 60。作者

の山本美香（ 1967-2012）はジャーナリストで、戦
場で散った女性のカメラマンです。その彼女の遺
した写真を構成して、絵本に仕立てたものです。
「これから戦場に向かいます」ということで、写真
の中には戦地の子どもたちの笑顔がたくさん写し
込まれています。他の絵本と比べて対象年齢は上

58 大島渚 文 , 伊藤秀男 絵『タケノコごはん』ポプラ社 , 2015. 
59 長倉洋海 作『ルーマニア：アナ・マリアの手づくり生活』（世界

のともだち 01）偕成社, 201 . 
60 山本美香 作『これから戦場に向かいます』ポプラ社 , 2016. 

がると思いますが、戦争は結局大事なものを奪う
んだということが分かる絵本になっています。
ここからは科学絵本の発展についてです。子ど
もの身の回りの自然に気付きと関心を開いていく
のが、最近の科学絵本の傾向だと私は考えていま
す。もちろん科学絵本は昔からありますし、日本
にはとても腕の良いカメラマンがたくさんいるの
で、科学現象を写真で捉えた絵本が数多くありま
す。写真はそのままのものを写すので、間違いや
嘘はないのですが、たくさんの情報をいっぺんに
写し込んでしまいますから、本当に言いたいこと
を抽出するのがなかなか難しいのです。
ですから、あえて写真ではなく絵に描くことに
よって、大切な部分を子どもたちに伝えることが
できるということです。
今、子どもの科学する心を育てる絵本、つまり、

「不思議だね、どうして？」とか、「知りたい」「分
かりたい」という気持ちに応える絵本が続々と刊
行されています。それらが特徴的なのは、単に知
識を伝えるということが優先されるのではなく、
理解しやすさを志向して物語のような形をとって
いるということです。単に子どもたちを知識の世
界へ誘うだけではなく、自然を物語として語るよ
うになっています。このような絵本でこそ、日本
の絵本作家たちは、命のことや、今我々がしなけ
ればならないことなどを堂々と語ることができる
のです。自分を外したところで、生命の不思議さ
や、命は大事にしなければいけないということを、
自然の物語を通じて語るのです。
この分野で最近注目されているのが、荒井真紀
です。『たんぽぽ』 61でブラティスラヴァ世界絵本
原画展の「金のりんご賞」を受賞しました。今お
見せしている『あさがお』 62はデビュー作ですが、
大変美しい絵本に仕上がっていると思います。多
分長い長い時間をかけて一作の絵本を描くのだろ
うと思います。
『稲と日本人』 6 は、甲斐信枝の作品です。長い
間、雑草を描き続けている画家です。これも物語
仕立てです。イネというものを表現するために、

61 荒井真紀 作『たんぽぽ』金の星社 , 2015. 
62 荒井真紀 作『あさがお』金の星社 , 2011. 
6 甲斐信枝 作 , 佐藤洋一郎 監修『稲と日本人』福音館書店 , 2015. 
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イネと日本人の生活を共に語っています。
これは『つちはんみょう』 64です。ものすごく精

緻な絵です。写真以上に正確なのではないかとい
う印象すら受けます。作者の舘野鴻は、ツチハン
ミョウという昆虫を卵から育て、スケッチして、
この絵本を作ったそうです。中身を見てみましょ
う。写真でこのような絵を撮ろうとしても、ツチ
ハンミョウがこんなに都合よく他の虫たちとコン
ビネーションを組んだり、一緒に花に群がったり
といった場面を撮ることは難しいでしょう。一日
粘ったって一匹出会えるかどうかでしょう。この
ように絶妙な場面を切り取った絵本は、描くから
こそできるものです。このようにして描くと、他
の昆虫や植物と比較してツチハンミョウがどれく
らいの大きさかということも分かります。物語仕
立てになっていて、考えながら読むことができる
ように工夫されています。これはよくできた絵本
だなと私は思います。
『ちいさなちいさな めにみえないびせいぶつ
のせかい』65は、微生物の世界、目に見えない世界
を視覚化して描いています。この本が日本で出版
された翌年の 2015年、大村智さんが微生物に関
係する研究でノーベル賞を受賞されましたので、
当時大変タイムリーだなと思いました。
これは『すっぱりめがね』 66です。断面図を描い
た絵本です。これらの絵本を見ると、ものすごい
描き手が絵本の世界に現れている、ということが
お分かりいただけると思います。荒井良二やヨシ
タケシンスケのような、デフォルメされた柔らか
い絵で描くのが得意な作家がいる一方で、最近で
は荒井真紀や舘野鴻のような、細部まで精緻に描
き込むのが得意な作家が増えています。この
『すっぱりめがね』は、作者の藤村賢志の高い技術
力もさることながら、ピアノや車やボールなど
様々なものを見ていった最後に、それら全てが一
軒の家の中にあったということが明かされます。
家の中のどこかをクローズアップし、焦点を当て
て断面図を描いているのです。ですから、「ラー

64 舘野鴻 作『つちはんみょう』偕成社 , 2016. 
65 ニコラ・デイビス 文 , エミリー・サットン 絵 , 越智典子 訳 , 出

川洋介 監修『ちいさなちいさな：めにみえないびせいぶつのせ
かい』ゴブリン書房, 2014. 

66 藤村賢志 作『すっぱりめがね』教育画劇 , 2017. 

メンってきっとこう見えるよ」というだけでなく
て、「みんなも、うちでラーメン食べるでしょ。あ
のラーメンってこう見えるんだよ」という物語の
中で描かれているということで、そこが面白いと
ころだと思って注目しています。

3 ．総括― 本と子どもの原点にかえって

さて、総括に入りたいと思います。今日は絵本
と子どもの原点に返るというのがテーマです。私
は、「この世は生きるに値する」と子どもに語り伝
えるものが、絵本と子どもの原点であろうと思い
ます。この世にはいろいろな問題がありますが、
とにかく「生きる」ということ、この世は明日を
生きるということに値するものだということを、
絵本で語ることができればと思います。
絵本の特質として、繰り返し読まれて、子ども
の心に大切なことを蓄積していけるメディアであ
るということがあります。絵本は物語を持ってい
ます。先ほど、現実の壁を乗り越えるためには
ファンタジーが重要な役割を果たすという話をし
ました。物語は、象徴的な概念や、こうあってほ
しいという理想、こうだよねという現実を語り、
子どもたちの理解を促す力を持っています。その
物語を通して語ることができるというのは絵本の
持つ大きな力だと思うのです。
また、絵本は体験となります。主人公と共にし
た想像上の経験は、現実での経験と同じように、
体験になり得るのです。現実でライオンと出会っ
たわけではなくても、絵本を通してライオンに出
会った気分になれるということは、自分の体験を
客観的に捉えることにもつながるかと思います。
今後日本の絵本の課題になっていくのではない
かと思うのは、子どもが生きる上でのモデルを提
示できているかということです。現在の日本の絵
本は、自分が生きる上での文化の様相、規範、そ
の社会が良しとする価値観を分かりやすく伝えて
いますけれど、じゃあどういう大人になっていけ
ばよいのかという、モデルを示せるような絵本が、
今後の日本の絵本に望まれるのではないかと思っ
ています。
一方、絵本は大事なことを伝えるものでもあり
ますが、まずは子どもに楽しんでもらうものでな
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ければなりません。これは日本の絵本の得意とす 子どもたちの心を開放し、子どもたちが楽しかっ
るところです。子どもたちに生きる喜びや幸福な たと思える、それが絵本であろうかと思います。
時間を届けるのが絵本である、ということです。 絵本の原点はそこにあるのではないかと思うので
絵本からはいろいろなことを学べますが、まずは す。
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「子どもと文化を架け渡す 本」紹介資料リスト 

No. 書名 著者名 出版事項 請求記号 

1 かさじぞう 広松由希子 ぶん , 松成真理子 え 岩崎書店, 2009 Y17-N10-J55 

2 ももたろう 山下明生 文 , 加藤休ミ 絵 あかね書房, 2009 Y17-N09-J1150 

3 はなさかじいさん 舟崎克彦 文 , 土屋富士夫 絵 小学館, 2009. Y17-N09-J476 

4 ばけものつかい : 落語絵本 川端誠 [著] クレヨンハウス, 1994 Y18-9699 

5 ねぎぼうずのあさたろう その 1 飯野和好 作 福音館書店, 1999 Y17-M99-1344 

6 仮名手本忠臣蔵 橋本治 文 , 岡田嘉夫 絵 ポプラ社, 2003 Y8-N03-H1023 

7 がまの油 齋藤孝 文 , 長谷川義史 絵 ほるぷ出版, 2005 Y17-N05-H119 

8 ごびらっふの独白 草野心平 詩 , いちかわなつこ 絵 ,
齋藤孝 編 ほるぷ出版, 2007 Y17-N07-H422 

9 ぶす  : 附子 もとしたいづみ 文 ,
ささめやゆき 絵 講談社, 2007 Y17-N07-H713 

10 ぶす 内田麟太郎 文 , 長谷川義史 絵 ポプラ社, 2007 Y17-N08-J140 

11 権大納言とおどるきのこ : 今昔物
語絵本 ほりかわりまこ 作 偕成社, 2009 Y17-N09-J1025 

12 本所ななふしぎ 斉藤洋 文 , 山本孝 絵 偕成社, 2009 Y17-N09-J803 

13 のっぺらぼう 杉山亮 作 , 軽部武宏 絵 ポプラ社, 2010 Y17-N10-J684 

14 悪い本 宮部みゆき 作 , 吉田尚令 絵 岩崎書店, 2011 Y17-N11-J1016 

15 いるのいないの 京極夏彦 作 , 町田尚子 絵 岩崎書店, 2012 Y17-N12-J193 

16 ことりぞ 京極夏彦 作 , 山科理絵 絵 岩崎書店, 2015 Y17-N15-L245 

17 かっぱ 柳田国男 原作 , 京極夏彦 文 ,
北原明日香 絵 汐文社, 2016 Y2-N16-L228 

18 バスにのって 荒井良二 作・絵 偕成社, 1992 Y18-6719 

19 りんごかもしれない ヨシタケシンスケ 作 ブロンズ新社, 2013 Y17-N13-L351
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20 としょかんライオン
ミシェル・ヌードセン さく ,
ケビン・ホークス え ,
福本友美子 やく

岩崎書店, 2007 Y18-N07-H116 

21 こちょこちょこちょ うちだりんたろう,
ながのひでこ 作 童心社, 1996 Y17-M97-25 

22 だるまさんが かがくいひろし さく ブロンズ新社, 2008 Y17-N08-J88 

23 パパのカノジョは ジャニス・レヴィ 作 ,
クリス・モンロー 絵 , もん 訳 岩崎書店, 2002 Y18-N02-72 

24 ローザ
ニッキ・ジョヴァンニ 文 ,
ブライアン・コリアー 絵 ,
さくまゆみこ 訳

光村教育図書, 2007 Y3-N07-H51 

25 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ 作 ,
さくまゆみこ 訳 あすなろ書房, 2009 Y18-N09-J186 

26 あさがお 荒井真紀 文・絵 金の星社, 2011 Y11-N11-J349 

27 つちはんみょう = OIL BEETLE 舘野鴻 作/絵 偕成社, 2016 Y11-N16-L274 

28 すっぱりめがね 藤村賢志 作 教育画劇, 2017 Y17-N17-L880 

29 いろいろいっぱい : ちきゅうのさ
まざまないきもの

ニコラ・デイビス 文 ,
エミリー・サットン 絵 ,
越智典子 訳

ゴブリン書房, 2017 Y11-N17-L122 

30 どーしたどーした 天童荒太 文 , 荒井良二 絵 集英社, 2014 Y8-N14-L102

 0 
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レジュメ

自然と自然史に興味をもつきっかけを作ってくれる絵本

真鍋 真

自然や博物館が好きな大人たちの原点に、絵本が大きな役割を果たしていることがある（真鍋 , 

2017 阿部, 2015）。長く読み継がれてきたロングセラー絵本の中には、科学の進歩とともに内容が
古くなってしまうものもある。「せいめいのれきし」（バートン, 1964）の 50年ぶりの改訂版づくり
に参加した経験などから、絵本と自然科学の付き合い方について考えてみたい。

1 ．「せい いのれきし」

「せいめいのれきし」はバージニア・リー・バートンによる原書が 1962年にアメリカで出版され、
日本版は 1964年に石井桃子の訳で岩波書店から出版された。筆者が子供の時に大好きだった絵本
の一つである。46億年の地球の歴史における生物進化を、5幕 34場の絵と文章で、化石という形で
その存在が記録されている生物たちが、地球という舞台の上で演じるお芝居のような構成になって
いる。
日本版の出版から 50年経ち、恐竜など古生物学や地球科学の最新の知見に照らし合わせると、古
くて、正しくない内容が含まれてしまうようになった。 2009年にアメリカで文章を加筆修正した、 

Updated Volumeが発行されていることから、日本語版も文章だけを最低限に修正することになり、
筆者が監修することになった。筆者は当初、一つの作品である「せいめいのれきし」を、後世の第
三者が加筆修正するよりも、新しい絵本を作った方が良いと考えていた。しかし、ロングセラーで
あることは世代を越えて、読書体験を共有してきた歴史がある。親から子へ、孫へと絵本を読みつ
ぐ、共有するという行為は、ロングセラーでないと作り出せない価値である。

2 ．「せい いのれきし」との付き合い方

「せいめいのれきし」は、絵巻物のような書籍で、そのあらすじを簡潔にまとめるのが難しい本で
もある。絵に比べて文章が難しいので、（1）絵を見て楽しむ、（ 2）絵と文章を楽しむ、（ 3）具体的
な登場生物を図鑑や他の書籍で調べて楽しむなど、年齢や発達に応じて、多様な活用方法が考えら
れる。（3）では図鑑やほかの書籍を参照する活動にもつながる。（ 1）、（2）と進むのが一般的だが、
（2）に行く前に（1）から（3）に進むこともあるだろう。巻末の博物館の見取図で遊ぶ子どももい
る。各自の成長によって、異なった付き合い方がある。解説本（真鍋 , 2017）やほかの絵本を読むこ
とによって、「せいめいのれきし」の中で語られた進化の物語が理解しやすくなる、多角的に理解で
きるようになるという効果が実感できる作品である。

3 ．子どもたちが自然と自然の歴史に興味をもつきっかけを作ってくれる本

「せいめいのれきし」が地球を舞台に登場人物を時代ごとに紹介していくのに対して、地球上の生
物がみな一つの起源を持つことを伝えるために、生命の歴史を振り返るように解説しているのが「い
のちのひろがり」（中村 , 2017）である。現行の学習指導要領では DNAは中学校の学習内容である
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ため（挾間 , 2016）、本書には DNAという単語は出てこない。しかし、地球上の動物、植物、菌類は
すべて DNAをもっていることから、地球上の生物は共通の祖先をもっていたと考えられることを
補足しても良いだろう。出血した時に、自分の血をなめたら塩っぱかったという経験をしたことは
ないだろうか。「ながいながい骨の旅」（松田, 2017）では、魚から両生類を経て、上陸に成功した私
たちの祖先だが、私たちの骨は陸上で重い体を支えるとともに、骨髄の中で血を作る役割を担って
いる。血液の中の血漿は海水の成分に近いことから、塩っぱさを感じさせている。海水はナトリウ
ム、マグネシウム、カリウムなどで構成されているが、血の中にナトリウムやカリウム、骨の中に
マグネシウムを持つことによって、陸上生活する私たちも、体の中に海を持ち続けていると本書は
説明する。血漿など血の成分も中学校での学習内容だが（挾間 , 2016）、本書を使って一足先に解説
をすることも選択肢だろう。「Grand other Fish」（Tweet, 2016）のように、魚から私たち哺乳類への
進化のつながりを時間軸だけでなく、系統樹をたどるように理解することは、自然科学的な思考と
して重要な経験になるだろう。

引用文献：
阿部彩子, 2015. 解説：「信念」を「科学」に変える . in阿部豊著「生命の星の条件を探る」 , 文藝春秋: 

232-238p.

挾間章博, 2016. 学校で人体について何を教えているか. 日本生理学会誌, 78( 2) : 35-40p.

バートン, バージニア・リー（石井桃子訳）, 1964. せいめいのれきし. 岩波書店: 77p.

中村桂子, 2017. いのちのひろがり（松岡達英・絵）. 福音館書店：42p.

松田素子, 2017. ながいながい骨の旅（川上和生・絵）. 講談社：36p.

真鍋 真, 2017. 深読み!絵本「せいめいのれきし」. 岩波科学ライブラリー, 260: 114p. 

Tweet, Jonathan, 2016. Grandmother fish ( illustrated by Karen Lewis) . A Feiwell and Friends Book: 40p.
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自然と自然史に興味をもつ

きっかけを作ってくれる絵本

真鍋 真

1 ．はじ に

『せいめいのれきし』1 2については、皆さんもよ
く御存じかと思います。私よりも読み込んでいる
方がいらっしゃるかもしれません。
私とこの絵本の出会いは子どもの頃です。一生
懸命に絵を見て喜んでいた子ども時代を過ごしま
した。 

2014年でしょうか、岩波書店の方がいらして、
こんなことを言われました。「『せいめいのれき
し』に書かれている内容や記述は、サイエンスの
進歩とともにどんどん古くなっている。そのた
め、学校の先生や図書館の司書さんの中では、こ
れを学習用の教材として子どもたちに薦めるのに
抵抗があるらしく、貸出しを積極的に行わない図
書館や学校もあるようだ。このままでは長く読み
継がれてきたロングセラーの絵本がもったいない
ので、必要最低限のところだけを修正して、改訂
版として出版したいので手伝ってくれないか」と。
この本の作者のバージニア・リー・バートン
（Virginia Lee Burton, 1909-1968）も、日本語版の翻
訳者の石井桃子（ 1907-2008）も、もう亡くなって
います。そのような著作物に後から手を入れるの
は、たとえ修正であっても私にとっては非常に抵
抗があることでした。けれども、このままだと
せっかくのロングセラーの本がだんだん読み継が
れなくなってしまうかもしれないというのは残念
でしたので、じゃあ最低限の修正を試みましょう
ということで作業を始め、2015年にこの改訂版が
出ました。

1 バージニア・リー・バートン 作 , 石井桃子 訳『せいめいのれき
し』岩波書店, 1964. 

2 バージニア・リー・バートン 作 , 石井桃子 訳 , 真鍋真 監修『せ
いめいのれきし：地球上にせいめいがうまれたときからいまま
でのおはなし 改訂版』岩波書店 , 2015. 

実際にこの本を何十年ぶりかに広げて、ショッ
クだったことがあるんです。この本は文章が多く
て、難しい内容が書いてあります。勉強嫌いだっ
た私がこんなものを一生懸命読んでいたはずはな
いと、すぐに分かりました。私はこの本を読んだ
つもりでいたけれど、実際には絵だけを見てパラ
パラめくって読んだ気になっていたんじゃないか
と分かったのです。しかし考えてみれば、文章は
読めないけれども絵を見ながらいろいろなことを
知りたいというお子さんも当然いらっしゃるん
じゃないかと思います。それだけ幅広い年齢層で
楽しめる本ということですね。ですから、今回の
『せいめいのれきし』の改訂版は、必要最低限の修
正で、読者の方がどんな目的・年齢であっても手
に取っていただけるものにしようということを意
識しました。
ちなみに、2018年はバージニア・リー・バート
ン没後 50年ということで、『ちいさいおうち』 3や
『せいめいのれきし』等のフェアやイベント、講演
会等が開催されています。

2 ．『せい いのれきし』を読む

それでは、さっそく『せいめいのれきし』を見
てみましょう。
『せいめいのれきし』は、挿絵に描かれたシア
ターでお話が展開します。今日皆さんがお集まり
くださっているように、シアターに席があり、子
どもたちやその家族が、舞台を見ているという設
定の絵本です。
プロローグでは、太陽の誕生、それから地球の
誕生、太陽系の誕生ということで、 46億年前から

3 バージニア・リー・バートン 作 , 石井桃子 訳『ちいさいおうち』
岩波書店, 1965. 
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始まります。生命の歴史をお芝居の中で語ってい
くという形です。舞台左端の袖のところには司会
者が控えていて、この人の役割は場面ごとに変
わってきます。この場面では、司会者は天文学者
です。天体望遠鏡で空を見て星を見て、太陽系や
地球の誕生と、それ以降の歴史を見ているという
ような、そんなシーンになっています。
これはプロローグの「 2ば：わたしたちの太陽
とその惑星」で、文章はこんなふうです4。

ち きゅう おくねん おおむかし

わたしたちの地球は、46億年もの大昔に、う
たいよう か ぞく わくせい

まれました。太陽の家族にあたる、 8つの惑星
たいよう ば

のひとつで、太陽からかぞえて、 3ばんめの場
しょ ち きゅう

所をしめています。地球は、そのなかで、いち
おお ちい

ばん大きくもなく、いちばん小さくもありませ
わくせい

んが、わたしたちには、いちばんだいじな惑星
です。ここにわたしたちはすんでいるからで

ち きゅう ち じく ちゅうしん じ かん

す。地球は、地軸を中心にして、24時間でひ
にち

とまわりします。これが  1 日です。そして、  
にち たいよう

365日かかって、太陽のまわりをひとめぐりし
ねん

ます。これが 1年です。こうして、わたしたち
とき

は時をはかります。

ここでは、旧版だと冥王星が惑星として登場し
ますが、冥王星は 2006年に惑星から準惑星に格
下げされてしまいました。ですので、改訂版のこ
のページでは、さりげなく冥王星を惑星から外し
ています。
それでは今日の本題、というより私が一番好き
な、恐竜の時代に移っていきたいと思います。
まずはジュラ紀という時代で、約 1億 5千万年

前、「2まく 2ば」です5。

き こう

そのご、気候はさらにあたたかく、しめっぽく
そうしょく きょうりゅう

なりました。草食の恐 竜のなかには、もの
おお にくしょく

すごく大きくなったものがあり、また、肉食の
せ なか いたじょう ほね

なかまにたべられないよう、背中に板状の骨
きょうりゅう

をもつものもあらわれました。また、恐 竜の
そら

なかから、空をとべるようになったものがでて
さいしょ ちょうるい ちい

きて、最初の鳥類が登場しました。小さなほ

4 前掲注(2), pp.10-11. 
5 同上, pp.34-35. 

るい め だ

にゅう類もいましたが、ほとんど目立ちません
でした。

ということで、画面中央では最初の鳥類が肉食
恐竜に追われて飛び立っていたり、画面右手前の

ほ

茂みに私たちの遠い祖先にあたる哺乳類がいたり
といった様子がさりげなく描かれています。最初
の鳥類というと、有名な始祖鳥がいますが、バー
トンはあえてこの鳥を「始祖鳥」と呼んでいませ
ん。それはおそらく、これがアメリカの風景だか
らです。始祖鳥というのは今のところドイツでし
か発見されていない鳥ですから、始祖鳥がここに
登場するというのはちょっと地理的におかしいと
いうことになります。ですのでここではあえて
「最初の鳥類」という表現で紹介されています。
めくります。「2まく 3ば」は白亜紀、大体 1億
年位前です。

やま すこ たか ひく と ち

山は、少しずつ高くなっていき、低い土地は、
うみ りくじょう うみ

あさい海にかわりました。陸上でも、海でも、
くうちゅう るい おう

そして空中でも、はちゅう類が王さまでした。
はな ひ し しょくぶつ ち

このとき、花をつける被子植物が、はじめて地
じょう

上にあらわれました。6

ここで、司会者の人が花を持っています。これ
は、植物が進化し、これまでより目立つ花をつけ
るものが出てきたということを示しています。ま
た、この司会者はアメリカの人なので、身長が 

180センチくらいあるんだと思います。バートン
さんはこの人を基準に、描かれた古生物たちがこ
んなに大きい、もしくは小さいということを示し
ていらっしゃいます。
めくります。
「2まく 4ば」、6600万年前、白亜紀の最後の時
代です。
白亜紀は、中生代という年代の最後の時代にな
ります。この場が終わると幕が閉じますから、画
面の両端から幕が見えているという演出がなされ
ています。
読んでみましょう。

6 前掲注(2), pp.36-37. 
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やま たか き こう

山は、いよいよ高くなっていき、気候は、さむ
うみ りく

くなっていきました。あさい海は陸になってい
はく あ き ひ ちょっけい

きました。白亜紀のさいごの日に、直径やく 
しょうてんたい ち きゅう

10キロメートルの小天体が、地球にぶつかり
だいしょうとつ ち きゅう

ました。この大衝突のあと、地球はさむくな
きょうりゅう し

り、恐 竜 たちは死にたえてしまいました。
ちょうるい しん か はくぶつかん

鳥 類に進化したなかまをのぞけば、博物館で
か せき きょうりゅう

化石のすがたでしか、恐 竜にであうことはあ
りません。

ここにも、もう一つの大きな改訂ポイントがあ
ります。旧版では、

いきお るい

勢 いをふるっていたはちゅう類は、ひとつひ
し

とつ死にたえて、ぶたいからきえていきました
か がくはくぶつかん か せき

ので、いまではもう、科学博物館のなかの化石
としてみるよりほか、であうことはありませ
ん。7

と書いてあります。けれども、その後の研究で、
恐竜は完全に絶滅したのではなく、恐竜の一部は
鳥に姿を変えて今でも進化を続けているというこ
とが分かってきました。つまり、今でも生きてい
るハトやカラス、ニワトリなどの鳥類は、ルーツ
としては恐竜から進化したものであるということ
です。それから、中生代という時代が終わってし

いん

まったのは、実は宇宙空間から飛んできた隕石が
地球に衝突することによって、大きな環境変化が
起こったためだということも分かってきました。
一つ前の「 2まく 3ば」の挿絵は、アメリカの真ん
中に大きな海があって、そこに海を泳ぐ首長竜等
がいるというものです。その海が陸地に変わり、
山が高くなっていきます。この場面の背景に書か
れている山はロッキー山脈の始まりですけれど
も、高いところに行くとちょっと雪を被っていま
す。そういう細かな気候のことも、この絵本の中
には取り入れられています。
それでは一気に時間を進めて、中新世、約 2300

万年前に行きましょう。
こんな感じの時代です。

き こう くさ

気候は、あたたかくなっていきました。草はど
もり へいげん そうしょくどう

んどんふえて、森をひろい平原にかえ、草食動
ぶつ こ は くさ

物は、木の葉をたべるかわりに、草をたべるも
おお るい

のが多くなりました。いまや、ほにゅう類が、
おう

すべてのいきものの王さまでした。なかにはた
おお ち じょう るい

いへん大きくなり、地上にすむほにゅう類と
し じょうさいだい

しては、史上最大になったものもいました。8

めくります。また少しとばして、「4まく 1ば」
完新世、だいたい 4万年から 2万年位前の時代で
す。御覧いただいているように、人類が登場して
いますね。ラスコーの壁画みたいなものを描いて
います。
本文を読んでみましょう。

せいぶつ

ほかの、さまざまな生物が、ながいながいあい
ち きゅうじょう

だ、この地球 上にすんでいたのにくらべると、
にんげんは、ついさいきんあらわれたにすぎな
い、といえるでしょう。
ゆう し い ぜん

有史以前のにんげんは、ほらあなをすみかにし、
ひ いし ほね

火をつかえるようになりました。石や骨から、
どう ぐ ぶ き どうぶつ

道具や武器をつくりました。動物をつかまえ
にく け がわ

て、その肉をたべ、毛皮でからだをおおいまし
どうぶつ

た。また、ほらあなのかべに、その動物たちの
え

絵をかきました。9

人類は約 700万年位前にアフリカで出現しまし
た。その当時のアフリカはまだ島で、ユーラシア
と陸続きになっていなかったので、アフリカの中
でしか生息できなかったんです。アフリカ大陸が
ヨーロッパとつながるようになると、アフリカ出
身の人類の祖先たちは、世界中に広がっていきま
す。そういう中で約 20万年前に進化してきたホ
モ・サピエンス、私たちヒトが、またアフリカか
ら、歩いてヨーロッパやアジアに広がっていき、
その結果として現代の私たちがいます。
それでは一気に最後のエピローグに行きたいと
思います。本文はこんなふうです。

さあ、このあとは、あなたのおはなしです。

8 前掲注(2), pp.44-45. 
7 前掲注(1), pp.38-39. 9 同上, pp.50-51. 
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しゅじんこう

主人公は、あなたです。ぶたいのよういは、で
とき ば しょ

きました。時は、いま。場所は、あなたのいる
びょう びょう

ところ。いますぎていく 1 秒 1 秒が、はてし
とき ・

ない時のくさりの、あたらしいわです。いきも
えん げき

のの演じる劇は、たえることなくつづき―い
つもあたらしく、いつもうつりかわって、わた
したちをおどろかせます。10

というようにこの絵本は終わっています。
この絵本の後ろ見開きを見ていただくと、博物
館の見取り図があります。 3階の右側に大きなシ
ロナガスクジラがいて、 4階に恐竜の骨格が展示
してあって、それから一番上の屋根裏部屋のよう
なスペースには収蔵庫や事務室があって、研究者
や技術者もいます。ところで、私は大学院生に
なって、ニューヨークのアメリカ自然史博物館
（American Museum of Natural History）に、化石標
本の研究に行きました。その時にはっと思い出し
たのが、この絵本のこの絵でした。バートンさん
がこの絵本を作るために、足掛け 8年通われたの
が、このアメリカ自然史博物館という、セントラ
ルパークの西側にある博物館なんです。シロナガ
スクジラが展示してある 3階、恐竜が展示してあ
る 4階、それから屋根裏部屋に研究室や収蔵庫が
あるという配置は今も変わっていません。ですか
ら、今皆さんが行かれて、絵本と見比べていただ
いても、そんなに変わっていないなと共感してい
ただけると思います。
また、バートンさんが『せいめいのれきし』を
書くときに使ったスケッチ等が保存されていて、
インターネットで公開されています11。お見せし
ているのはその一つで、恐竜の骨化石標本の脇で
掃除機をかけているスタッフの方をスケッチして
います。おそらくバートンさんは、開館前や閉館
後に展示室に入らせてもらってスケッチをしてい
たのではないかと思います。それから、展示標本
と人を並べて描くことによって、この標本の大き
さが分かりますね。先ほど、絵本の中でも、司会
者が大きさの基準として示されていると申し上げ

10 前掲注(2), p.76. 
11 Digital Collections, Library of Philadelphia. <http://libwww.freelibra 

ry.org/exhibitions/slideshow.cfm?exhibit=6&cat=49&item=276> 

ましたね。これがいつ着想されたものかは分かり
ませんが、スケッチの中からも、『せいめいのれき
し』に施された工夫をうかがい知ることができま
す。
また、スケッチで描かれている恐竜の変化にも
注目してみましょう。これはアパトサウルスとい
う恐竜で、恐竜自体は昔も今も変わっていません。
このスケッチが描かれた 1960年代には、恐竜は
は

爬虫類で変温動物で、しっぽを引きずって、のそ
のそと歩き回っているというイメージでした。し
かしその後の研究で、恐竜は恒温動物に進化して
いて、非常に活発な動物になっていたということ
が分かってきました。その一つの表れとして、
しっぽは引きずらずにぴんと張って、前の頭と後
ろのしっぽでバランスを取りながら、非常に機敏
に動いていたと考えられるようになりました。こ
れが分かったのが 1970 年代です。この時期に、
アメリカ自然史博物館を始めとして、実物の化石
を組み立てて展示していた世界中の博物館では、
展示標本のポーズが変わりました。しっぽの垂れ
た古いポーズから、しっぽをぴんと張った新しい
ポーズになったのです。

3 ．『せい いのれきし』との付き合い方

―最新の研究動向を踏まえながら

① 両生類から爬虫類、恐竜へ

先ほどとばしてしまったのですが、 2億数千万
年前の三畳紀という時代があります。実はここで
恐竜が出現してくるシーンが、『せいめいのれき
し』の中にも描かれています。
さて、私はお話のときに、クイズを間に入れる
んです。よろしかったら皆さん、挙手で 1票投じ
ていただきたいと思います。それでは問題です。
恐竜と恐竜以外の爬虫類、つまりワニやトカゲ
やカメは、どこで見分ければいいでしょうか。①
歯、②腰、③指、どれでしょう。
まず、①歯の方。1、2、3、…27票ですね。
②腰の方。37票
最後、③指の方。46票。
多数決では③指ですが、正解は②腰です。腰の
方、おめでとうございます。
実は、このクイズは私自身のためにやっている

3  

http://libwww.freelibra
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ものです。これでだいたい皆さんがどれくらい御
存じなのか、予備知識を計ることで、その後の説
明の内容を調整しているんです。
それではちょっと解説したいと思います。
元々、背骨を持った生き物というのは魚しかおら
ず、水の中にしかすんでいませんでした。それが
両生類になって、ひれが手足に変わって上陸しま
す。しかし両生類の卵は、例えばカエルの卵を思
い浮かべていただければ分かるように、殻があり
ません。ですから、陸上に産んでしまうと干から
びてしまいます。カエルは大人になって陸上で生
活していても、産卵するときには水の中に殻のな
い軟らかい卵を産みます。これがオタマジャクシ
になって水中で生活し、オタマジャクシは自分で
手足が生えてから上陸しなければなりません。
しかしその後、進化して爬虫類が出てきます。
爬虫類と両生類というと、イモリとヤモリのどっ
ちがどっちか分からなくなる人もたくさんいます
が、一番の違いが卵です。爬虫類の卵から、殻が
あるようになります。殻のある卵は陸上に産んで
も干からびないので、最初から陸上で生活してい
けます。だから、水辺がなくても産卵することが
できる。これによって、両生類よりも爬虫類の方
が、一気に生息範囲が広がります。
さらにその爬虫類の中から、二億数千万年前に
恐竜が出てきます。この最初に出てきた恐竜は何
を思ったのか、二足歩行を始めます。それまでは
四足歩行ではって、お腹やしっぽを地面にすりな
がら歩いていたのに、二本足ですっくと立ち上が
り、機敏に動くようになっていく。加えて、恐竜
の中でも、ウロコではなく、羽毛をもつものが出
てきます。
羽毛が生えた恐竜の一部は鳥類に進化していき
ます。そしてその後、鳥類に進化しなかった恐竜
たちは絶滅したのですが、鳥類は現在も私たちと
一緒に進化を続けています。
先ほど述べた、腰で見分けるということなので
すが、普通の爬虫類は、膝と肘が横につき出した、
がに股・腕立て伏せの状態で歩行しますね。でも
恐竜の場合は、あしをまっすぐ下に伸ばすので、
膝が体の真下に伸びます。これによって、他の爬
虫類よりも素早く動くことができるようになり、

恐竜たちはあれだけ繁栄したといわれています。
もちろん、実際に恐竜が歩いているところを見た
ことのある人なんていませんが、一つの証拠が足
跡です。これがその写真です。それぞれの足跡
が、左、右、左、右、左、右と一直線の上を歩い
ていることが分かります。もし他の爬虫類と同じ
ようにがに股だったら、左足と右足の間が開いて
しまいます。しかしこの恐竜は一直線の上を、
ファッションウォークのようにきれいに歩いてい
ますよね。このような痕跡から、恐竜たちがス
マートに動けるようになったということが分かる
のです。
私たちが発掘に行ったときに、具体的にどうい
うところに注目するかというと、骨盤です。骨盤
には、腸骨、恥骨、坐骨という三つの骨があり、
これは人間も同じです。お見せしているスライド
は恐竜の骨盤ですが、三つの骨の継ぎ目のあたり
に穴があります。この穴、普通の爬虫類だと穴で
はなく浅いくぼみになっているので、どうしても
大腿骨のはまり方が浅くなり、結果として膝が横
に突き出します。しかし恐竜たちはこのように穴
が開いているため、大腿骨がしっかりはまって、
膝が横に突き出さなくても体を支えることができ
るのです。これにより、膝を真下に伸ばすことが
でき、あしを前後に振るだけで早く走れるように
なったと考えられています。ですので、私たちも
発掘に行ったときにはまず骨盤を探します。穴が
開いていれば恐竜だと分かるし、穴が開いていな
ければ恐竜じゃないということが分かります。

② 肉食恐竜から草食恐竜へ

その後、恐竜たちはどんどん大きくなっていき
ます。中には、二足歩行から四足歩行に戻り、 4

本のあしで体を支えるようなものも出てきます。
ここで二つ目の質問です。恐竜といえば大きい
ものの代名詞ですが、今のところ一番全長が長い
と考えられている恐竜は何メートルくらいあるで
しょうか。① 20メートル、② 40メートル、③ 80

メートル。
これも皆さんの投票で聞いてみたいと思いま
す。
①大きいといっても 20メートルくらいかなと
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いう方。10名。 

② 20メートルはさみしい、 40メートルくらい
という方。48名。 

③ 80メートルいくでしょうという方。47名。
ありがとうございました。正解は今のところ、 

37、8メートルが最大級だといわれています。先
ほどのアメリカ自然史博物館には現在、パタゴ
ティタン（「パタゴニアの巨人」の意味）という、
アルゼンチンで発掘された世界最大級の恐竜が展
示されています。あんまり大きいので、頭が展示
室からはみ出してしまうという子です。この子は 

2016年に展示が始まり、 2017年にパタゴティタ
ンと学名が付けられました。骨の大部分が見つ
かっていて、全身を復元できるものとしては、37

メートルのこの子が最大といわれています。恐竜
に詳しい方は、中国で 38メートルの恐竜が見つ
かったというニュースを御存じだと思います。ポ
イントは、このパタゴティタンが 37メートルだ
といわれた途端、これを超えるために、一生懸命 

38メートルの恐竜を復元するための競争が始ま
るということです。だから推定値も 37メートル
以上になるような意識が働きます。ケチをつける
つもりはありませんが。
いずれにせよ、今後もっと大きな恐竜も出てく
るかもしれませんが、大きな恐竜はこのくらいの
大きさだというイメージを持っていただければい
いかなと思います。
『せいめいのれきし』の挿絵を見ていただくと、
先ほどのパタゴティタンの仲間の最初の頃の恐
竜、プラテオサウルスが植物を食べている絵が描
かれています。このプラテオサウルスの子孫がな
ぜ全長 37メートルにまで大きくなったのでしょ
う。先ほども少し申し上げたのですが、元々二足
歩行だった恐竜は、進化の過程で体が大きくなる
と四足歩行に戻るんです。それは、 2本の柱で体
を支えるより、 4本の柱で体を支える方が効率的
だからです。同時に、これも先ほど申し上げたよ
うに、膝が体の真下に伸びると、がに股・腕立て
伏せのときのように肘や膝への負担が少なくなり
ます。これによって無理なく体重を支えることが
できるので、大きくなれたのではないかと思いま
す。

それまでの恐竜や爬虫類は、肉食のものしかい
ませんでした。植物は植物繊維が硬くて消化しづ
らいため、餌にすることがなかなかできなかった
ようです。けれども、このプラテオサウルスのよ
うな恐竜から、植物を食べ始めるようになります。
植物はちょっと噛んだくらいでは消化できないの
で、腸を長くして、ゆっくり消化する必要があっ
たのでしょう。そのために、長い腸をもつには胴
体を大きくしなければならなかったのではない
か。つまり、最初に恐竜が大きくなったきっかけ
は、植物という新しい資源を活用したことが背景
にあったのではないかと考えられています。
恐竜の腸は残念ながら化石に残っていないので
すが、国立科学博物館では、現代に生きている哺
乳類の腸を展示しています。例えば、草食のウシ
は胃から肛門まで 40メートルもあります。あの
体には、40メートルもの腸がたくし込まれていま
す。一方ライオンは肉食なので、 7メートルで済
んでしまいます。植物をエネルギーに変えるため
に、長い腸をもつことが大変重要であるというこ
とが、今の哺乳類を見ていてもうかがい知ること
ができます。

③ 恐竜と鳥類

また別の恐竜のトピックにいきたいと思いま
す。 

1990年、マイケル・クライトン（Michael Crichton, 

1942-2008）が『ジュラシック・パーク』 12という小
説を書きました。それが映画化されて、1993年に
映画館で上映されました13。2018年は映画の公開
から 25周年ということで、いろいろなお祝いや
再放送が行われています。御覧になった方もい
らっしゃるんじゃないかと思います。 

1980年代後半、私はアメリカのイェール大学の
大学院生だったんですけれども、その時の先生が
ジョン・ H・オストロム（John H. Ostrom, 1928-2005）
という有名な恐竜学者でした。この人はとんでも
ない酒好きで、学生の頃は散々からまれて大変

12 Michael Crichton, Jurassic Park, New York : Knopf, 1990. 
13 スティーブン・スピルバーグ (Steven Spielberg) 監督,『ジュラ
シック・パーク』 (Jurassic Park), 1993, アンブリン・エンターテ
インメント製作. 

38 



19-06-126　031　真鍋先生.mcd  Page 9 19/08/20 11:08  v5.51

自然と自然史に興味をもつきっかけを作ってくれる絵本 

だったんです。まあそれはそれでいい勉強になり
ました。
このオストロム先生、すごいことをしています。
鳥が恐竜から進化したことや、恐竜は鳥に進化す
る以前から恒温動物であって、活発な動物であっ
たということを、 1960年代後半から 1970年代に
かけて発表したんです。それが今では正しかった
ということが認められています。オストロム先生
はなぜこれに気が付いたかというと、始祖鳥とい
う有名な最古の鳥、 1億 5千万年前の鳥の化石か
らヒントを得たのです。始祖鳥の化石は、頭から
首、背中、尾まであります。前あしも後ろあしも
あります。それで、前あしや尾の周りにうっすら
と、羽毛の跡が残っていますよね。羽毛を持って
いる動物というのは鳥しかいませんから、これが 

1861年にドイツで見つかった時に、当時の学者た
ちはすぐにこれは鳥の化石だと分かったんです。
それで、この化石は大体 1億 5千万年くらい前の
ものだということも分かっていたので、これは今
まで見つかっている鳥の化石の中で一番古いぞと
いうことに気付き、「太古の翼」という意味の学名
（Archaeopteryx）を付けます。
オストロム先生はアメリカの先生だったんです
けれども、ドイツに通って、始祖鳥の実物化石を
研究しました。先生はそこで前あしに着目し、始
祖鳥が手首を横に曲げていることに気が付きま
す。ちょうど私たちが「バイバイ」といって手を
振るときのような具合に、手首が曲がったまま、
化石になっているのです。
当時、始祖鳥は 10体くらいしか見つかってい
ませんでしたが、その中で前あしが見つかってい
るものは、皆同じように手首を曲げていました。
先生は考えます。物を掴むためには手首は上下に
動くはずなのに、始祖鳥の手首は横に動いている。
それはどういうことなのか。
今の鳥を見ると、翼を広げたり畳んだりすると
きに、平泳ぎをするときのように手首が横に動く
のです。そうしないと翼が畳めなくて鳥たちは
困ってしまう。実は手首を横に動かす動きという
のは、始祖鳥以前、恐竜の段階で始まっていたん
だということに、オストロム先生は気が付きます。
そこから、一部の肉食恐竜から鳥が進化してきた

ということを思い付くわけです。
その一つの根拠が、始祖鳥の手首の骨です。始
祖鳥の手首の骨は D字型をしていて、D字の直線
部分が指の骨に、曲線部分が腕の骨に、それぞれ
つながっています。この D字の曲線部分のおか
げで、手を横に動かせる。現代の鳥も同じような
手首をしていて、始祖鳥と鳥はつながっていると
いうことが分かります。そして、ヴェロキラプト
ルやデイノニクスなどの肉食恐竜も、同じように
手首に D字型の骨があります。この手首が、肉食
恐竜の中で進化してゆき、そして鳥に進化して
いったのではないかと考えたわけです。
この後、次々と化石が見つかります。 1996年に
は、恐竜の段階でもう羽毛が生えていたというこ
とが分かるようになりました。ミクロラプトルと
いう中国の恐竜は、前あしだけではなく後ろあし
にも立派な翼が生えています。ムササビやモモン
ガが飛膜を使って飛ぶように、翼を使って枝から
枝に飛び移っているうちに、羽ばたいて飛べるよ
うになっていたらしいということが分かってきま
した。
これは 2014年に発表されたロシアのクリンダ

ドロメウスという恐竜です。全身が短い羽毛で覆
われています。元々羽毛というのはこのように、
フリースを着ているみたいに胴体を覆っているも
のであって、翼が最初ではないのです。そう考え
ると、羽毛は飛ぶために進化してきたものではな
く、保温の役割があったんじゃないかとみんな気
が付きはじめます。当時の地球が寒ければ、フ
リースを 1枚着て保温するということは、他の生
き物と比べて当然有利になるのです。しかし当時
の地球は、南極圏や北極圏にも森林があるような、
今よりはるかに温暖な場所だった。そういう中で
フリースを着ているのはなぜでしょうか。
例えば今の爬虫類は変温動物なので、気温に自
分の体温を左右されてしまいます。すると、寒い
ときには日光浴をして自分の体温を上げなくちゃ
いけないし、暑くなりすぎると日陰に隠れて体温
を下げなくちゃいけないので、一日中活動できる
わけじゃない。一方、自分で体温を調節できれば、
こんなに日向と日陰を行ったり来たりする必要は
なくなります。すると、例えば夜、太陽が沈んで
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外気温が下がっても、普通の爬虫類だったら体温
が下がってしまうけれど、羽毛があれば体温を一
定に保つことができ、朝から晩まで活動できます。
これが、恐竜たちの大繁栄につながっていたん
じゃないかと考えられています。その後、羽毛が
翼になって、空を飛ぶということを学んで、鳥類
の繁栄につながっていったのではないかといわれ
るようになっています。

④ 翼竜・首長竜

また『せいめいのれきし』に戻って、白亜紀の
「2まく 3ば」のシーンを見てみましょう14。ここ
にプテラノドン、翼竜と首長竜がいます。
ここでクイズです。翼竜や首長竜は恐竜でしょ
うか、恐竜ではないでしょうか。
恐竜に分類してあげようという心優しい方、手
を挙げてください。1、2、3、…45名。ありがとう
ございました。挙げなかった方が優しくないとい
うことではありませんよ。
それでは見てみましょう。例えばこれは、首長
竜の全身骨格です。哺乳類だと、キリンでもヒト
でも首の骨は 7つでできているんですけれども、
首長竜は最大 76 個まで増やしてしまいました。
首長竜は中生代に海を泳いでいました。この首長
竜が恐竜かどうかということなんですけれども、
先ほど申し上げたように、骨盤を見てみましょう。
ちょっと形が違うので分かりにくいんですけれど
も、浅いくぼみになっています。恐竜以外の爬虫
類と一緒ですね。プテラノドンもそうです。腸
骨・恥骨・坐骨の継ぎ目に穴が開くという進化は
恐竜で起こり、それを鳥が引き継いでいます。首
長竜も翼竜も、穴が開いていないので、恐竜には
分類されないということになります。
ちなみに、2018年は、日本で有名な首長竜であ

るフタバスズキリュウが発見されてからちょうど 

50年になります。フタバスズキリュウというの
は、双葉層群という福島県の地層から、鈴木直さ
んという当時高校生の方が見つけたのでこの名前
が付いています。それから 50年経ちましたので
鈴木さんもおじさんになっています。それで、祝 

14 前掲注(2), pp.36-37. 

50年ということで、フタバスズキリュウを主に研
究した、東京学芸大学の佐藤たまき先生が『フタ
バスズキリュウ もうひとつの物語』 15という本
を書いていらっしゃいます。もし機会があったら
手に取っていただきたいなと思って御紹介しま
す。

⑤ 植物と動物の進化の関係

今度は同じ挿絵の花に注目していただきたいと
思います。裸子植物という原始的な植物も、花を
咲かせて実を付けるということはしていました。
しかし、目立った花を付けるというのは、この白
亜紀に進化してきた被子植物で初めて起こったこ
とです。今ではほとんどの植物が被子植物です。
目立った花を咲かせることによって、動物たち
はその蜜を吸おうと寄ってきます。今ハチドリの
写真をお見せしています。動物や昆虫などは喜ん
で蜜を吸っていますが、一方の植物の方は、蜜を
あげっぱなしかというと、そうではないんです。
蜜を吸いに来た生き物の体にたくさん花粉を付け
てもらうことで、花粉をばらまいてもらうという 

win-winな関係ができているのです。
それからもう一つ、果実を付けるというのも被
子植物の特徴の一つです。動物は果実をおいしく
食べていますが、これも植物は食べられっぱなし

ふん

ではありません。動物はいろいろなところで糞を
してくれます。すると、植物は、自分では動けな
くてもいろいろなところに糞に混じった種をまい
てもらうことができるのです。植物と動物の共働
はこのように始まったと考えられます。
ちなみに、花びらのような軟らかい組織はなか
なか化石に残ってくれないんですけれども、恐竜
たちの糞の中に手がかりが残っていることがある
んです。これは恐竜の糞の化石を顕微鏡で拡大し
たものです。この粒はプラントオパールといいま
す。例えばササの葉を触ると手が切れちゃうこと
がありますよね。なぜあんなに葉っぱの縁が鋭い
のかというと、このプラントオパールという固い
成分が中に入っているためです。これにより葉っ
ぱが固くなり、縁が鋭くなるので、触れると手が

15 佐藤たまき 著『フタバスズキリュウ もうひとつの物語』ブッ
クマン社, 2018. 
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切れやすくなります。元々植物としては、葉を固
くすることによって他の生き物に食べられにくく
するという役割があったんだと思います。けれど
も、動物の方はどんどん植物を食べて消化できる
ものが出てきてしまったようです。

⑥ 恐竜の色は分かるか

それでは 4番目のクエスチョンです。
『せいめいのれきし』の中で、バージニア・リー・
バートンさんは、肉食の恐竜は赤っぽく、草食の
動物は緑っぽく色分けをしています。では、恐竜
がどんな色をしていたか、分かるでしょうか、分
からないでしょうか。
これも皆さんのご意見を聞いてみます。恐竜の
色は分かるという人。1、2、3、…39票ですね、あ
りがとうございます。他の方は分からないという
ことですね。 

2009年までは、私も、恐竜の色なんて分からな
いと自信を持って言っていました。ですが、2010

年に、こんな化石が見つかりました。これは中国
で発掘されたアンキオルニスという「羽毛恐竜」
の化石です。全長が 50センチくらいしかない小
さい恐竜です。頭があって背中があって、前あし、
後ろあし、しっぽがあります。骨の周りの黒く
なっているところが羽毛なので、この子も前あし
と後ろあしに翼を持っていたことが分かります。
もう少し寄ってみますと、頭の骨が茶色っぽくて、
羽毛が黒っぽく残っています。羽毛はいろいろな
色がありますが、骨の色は基本的に白しかありま
せん。ですから、骨が茶色や黒、グレーになって
いる部分は、地層に埋まっている間に骨にいろい
ろな成分が染み込んで、汚れてしまっているもの
で、元々の色ではありません。それで、あるアメ
リカの大学院生が、この化石の羽毛の部分を電子
顕微鏡で見たところ、ソーセージのような細長い
粒が密集しているところと、ミートボールのよう
な丸いころころした粒が密集しているところが見
つかりました。一見同じように見える黒っぽい羽
毛なんですけれど、その粒の形と大きさが違うと
いうことに気付いたんです。彼は同じ倍率で今の
鳥たちの羽毛を見ていました。そうすると、同じ
ようにソーセージ部分とミートボール部分があ

り、粒の形の違いはメラニン色素の違いに関係し
ているらしいことに気が付きます。その形と大き
さと密度を現代の鳥と比べると、90パーセント以
上の確率で恐竜の羽毛の色が分かるというので
す。
その結果、アンキオルニスは全身がほぼ黒で、
翼に白い帯があり、頰と頭のてっぺんに赤いワン
ポイント模様があることが分かりました。これが
世界で初めて、全身の色が分かった恐竜です。
これを見ると、皆さん意外に地味だなというこ
とでがっかりされますし、子どもたちはこんな鳥
なんていないよと言います。けれど、そんなこと
はありません。今お見せしているのはアメリカの
絶滅危惧種のキツツキです。現代の鳥ですから後
ろ足の翼はないんですけれども、全身はほぼ黒で、
翼に白い筋があって、頭が赤いですね。このよう
な色と模様の生物が 1億 6千万年前からいたとい
うことが分かるなんて、わくわくすると思います。
そして、わくわくする以上にもっと意味がありそ
うだということに気が付いた人たちがいます。
今の鳥で、頭のてっぺんに赤いワンポイントの
羽毛を持っている種類がいます。現代の鳥類で頭
頂部に赤い羽毛が生えているのは、成熟したオス
であることが普通です。だから鳥たちは、一目見
ただけでオスかメスかが分かります。赤がきれい
な方がモテるとされています。近寄ってよくお話
ししてみないとどんな相手か分からないよりも、
ぱっと見て「ああ大人のオスなんだ」と分かった
ほうが話が早いですから、こういうことがコミュ
ニケーションをスピードアップするのに有用だっ
たということが分かっています。
さらに、脳についても見てみたいと思います。
脳そのものは腐って化石に残りませんが、脳が
入っていた空洞は残っているので、脳の大きさと
形を復元することができます。爬虫類の脳という
のは鳥類の脳に比べて小さいんですけれども、前
方に伸びた嗅葉（嗅覚を司る部分）が発達してい
る。それに対して鳥類の脳は、嗅葉はさほどでも
ないけれど、視葉（視覚を司る部分）が発達して
います。そして、例えば始祖鳥のような境界線上
の生物を見ると、確かに今の鳥類に比べると嗅葉
が発達していますが、爬虫類に比べると視葉が発
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達していることが分かります。こういったところ
からも、恐竜から鳥類に進化する中で、情報収集
の手段が匂いを嗅ぐことから目で見ることに変
わっていったのではないかということが分かって
きました。
また、シノサウロプテリクスという恐竜がいま

しま

す。この恐竜、尻尾は栗毛色と白の縞模様だとい
うことがこれまで分かっていました。2017年、胴
体についても、お腹の方が白くて背中の方が栗毛
で、その境目ははっきりしているということが分
かったのです。そんなことがどのくらい重要なん
だと思われた方はたくさんいらっしゃると思いま
すが、図鑑の色をどうするかという以上の意味が
あるのです。
お腹の色と背中の色が明確に違うというのは、
平原や草原のような、上から太陽光線が当たる環
境にいたことを示しているんじゃないかという研
究があります。この恐竜の化石が出てくる中国の
遼寧省の地域は、かつては鬱そうとした森であっ
て、恐竜や鳥は木から木へと飛び移っていたよう
な場所だったとされてきました。しかし、お腹が
はっきり白くて背中が濃い色をしている生物が出
てくるならば、ここには草原があった可能性を示
唆しているのではないかという点で、この子は注
目されました。
どういうことかというと、背中の色が濃くお腹
の色が白い生き物に太陽光線が上から当たったと
きに、太陽光線によって背中の方は明るく、お腹
の方は暗くなり、全体的に質量感がないような模
様や色に見えるのです。これにより存在感を薄め
ることができると考えられるので、この配色は、
草原のような場所でカモフラージュ効果があった
ことを示しているのではないかと注目されたので
す。
色が分かると、図鑑がより正確になるだけでは
なく、生息環境についても分かる可能性も出てき
たのです。

⑦ 恐竜と卵

「2まく 4ば」は『せいめいのれきし』の中生代
最後の幕ですが、前方に卵を食べている恐竜が描
かれています16。これはオヴィラプトル、卵泥棒

という意味の学名を持つ恐竜です。オヴィラプト
ルは肉食恐竜で、草食恐竜の卵の化石近くで発見
されたことから、卵を漁って食べていたのではな
いかと考えられ、卵泥棒のような生態が想像され
ていました。ですので、バートンさんもこのよう
な絵を描かれたんです。けれども、その後の研究
で、実は、草食恐竜の卵だと思われていたものが
自分の卵だったということが分かりました。さら
に、ちょうど鳥が卵を温めるようにして、オヴィ
ラプトルがその卵の上に座っていたことが分かり
ました。つまり卵を温めるという行為は恐竜の段
階で進化していたんです。他の爬虫類、トカゲや
カメだと、卵を産みっぱなしなのが普通です。だ
から、こういうふうに卵の世話をするというのは、
鳥になってからの高度な行動だと思われていたの
ですが、子育てはもう恐竜の段階で始まっていた
ということが分かってきました。
関連して、恐竜のオスとメスはどういうふうに
分かるのかということをよく尋ねられるのです
が、これについてもお話しします。
今の鳥たちは卵を産むときに、殻を作るために
たくさんのカルシウムが必要です。人間でも、カ
ルシウムはたくさん摂ったほうがいいんですけれ
ども、カルシウムは水溶性が高くて体外に排出さ
れやすい。だからサプリメントで補給するという
方もいらっしゃいますね。では鳥たちはどうする
かというと、普段は骨髄が入っている骨内部に一
時的にカルシウムを貯めておき、産卵するときに
そこからカルシウムを出すことによって卵の殻を
作るということが分かっています。それを知った
上で、あるティラノサウルスの骨を見ると、この
骨は、本来ならば空洞になっているところにカル
シウムが蓄積されています。これは産卵期のメス
のティラノサウルスだと推定できるということが
分かってきました。ただし、空洞が詰まっている
と産卵期のメスだと分かるのですが、逆に何も詰
まっていないとオスだといえるかというとそうで
もありません。産卵期以外のメスもここは空洞で
す。それでも、古生物のオスとメスをある程度区
別する手立てができました。

16 前掲注(2), pp.38-39. 

42 



19-06-126　031　真鍋先生.mcd  Page 13 19/08/20 11:08  v5.51

自然と自然史に興味をもつきっかけを作ってくれる絵本 

さきほどの卵の上に座っているこの大人の恐竜
は、当然卵を産んだばかりのお母さんなのだろう
と思っていたら、そうでもないようです。骨の中
に、最近カルシウムが貯まった痕跡が全くない。
ペンギンの子育てなどでも御存じのとおり、オス
が卵を温めるということもあるのですね。どうも
恐竜の段階からイクメンがいたらしいということ
が分かってきました。
ですから本当は絵を変えたいところなんですけ
れども、さすがにバートンさんの絵は変えられな
いので、本文では特に言及せずに、私のあとがき
のところで少し書き添えています。

⑧ 恐竜の絶滅と鳥類の進化

今スライドでお見せしているのは、アメリカ・
コロラド州での調査の時に撮った地層の写真で
す。私はちょっとお行儀悪く寝そべっています
が、ちょうど私が指さしている地層の境目、ここ
が 6600万年前です。これより上が新生代で、こ
れより下が中生代です。この境目より上の地層で
は、恐竜が全然出てきません。どうしてここに境
目があると分かるかというと、地層を分析したと
きに、ここだけイリジウムという元素が急激に増
えるからです。この 6600万年前に何かイリジウ
ムが大量に供給されるようなことが起こってい
る。それから、この地層に含まれる石英の結晶は、
衝撃を受けた痕跡を残しています。そこから、何
かがぶつかったのではないかということが分か
る。さらに調べていくと、どうもメキシコのユカ
タン半島のあたりに、 6600万年前に、直径 10キ
ロメートルの隕石がドーンとぶつかったというこ
とが分かりました。ぶつかったところは浅い海で
した。隕石は粉々の破片になって水蒸気と一緒に
大気圏に巻き上げられて、それが地球全体を覆っ
てしまいます。そうすると地表に太陽光線が届き
にくくなります。そのため、例えば陸上では 28

度くらい、海水では 11度くらいの、急激な温度低
下があった。それから 2年間くらい、植物は光合
成ができなくなって減り、それによって食べるも
のが少なくなった恐竜たちも、恐竜以外の古生物
たちも、大量絶滅が起こります。こうして、中生
代という時代が終わってしまったということが分

かってきました。
ここで質問です。これは相当難しい問題です。
先ほども申し上げたように、鳥類は恐竜と一緒に
全部絶滅したわけではなく、一部が大量絶滅を免
れて生き残ることができました。それでは、なぜ
鳥類は生き残れたのでしょうか。三択です。①鳥
は空を飛ぶために小型だったから、②恒温動物に
進化していたので寒さに強かったから、③鳥は肉
食だったので、植物が光合成できなくなっても食
べ物が無くなってしまうこともなくサバイバル率
が高かったから。
これもちょっと皆さんに御意見を伺います。
①小型だからという方。20人。
②恒温動物だからという方。69人。
③肉食だからという方。17人。
ありがとうございました。この三択の中で答え
を選ぶとすれば、①小型であったので食べる量が
少なくて済んだからです。これについてはいろい
ろな説があります。
②については、ワニやトカゲやカメなどの変温
動物も普通に生き残っているんです。彼らは自分
で体温を一定に保たないおかげで、同じ体の大き
さの恒温動物より少ないエネルギーでやり過ごす
ことができるんです。そういう点では省エネで
あって、餌の少ないときに省エネできることは生
き残るために重要だったのではないかと考えられ
ます。
③の肉食か草食かというところについて、草食
の鳥類もちゃんと生き残っていました。そもそも
なぜ鳥類が生き残ったかと考えると、鳥は歯を持
たずクチバシを持っているというところが鍵にな
ります。かつては、歯をずらっと並べるよりクチ
バシにした方が、体が軽く済むため有利だったの
ではないかといわれてきました。けれども最近に
なって、木の実や種をクチバシで割って中を食べ
られることによって、少ない資源を活用でき、そ
れによってサバイバル率が高かったんじゃないか
という研究が出てきました。それから、2018年に
出たこんな研究もあります。今の爬虫類たちは卵
の中で歯を生えさせるため、卵の中にいる期間が 

6か月や 8か月と長くなっています。しかしなが
ら、歯を作らずクチバシに変えてしまえば、卵の
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中で早く成長でき、卵の中にいるという無防備な
時間を短くできるということで、有利になったん
じゃないかといわれています。
「3まく 1ば」の挿絵では、恐竜が絶滅してから、
ヘビみたいな爬虫類や、哺乳類たちがどんどん出
てくる様子が、新生代の幕開けという場面で紹介
されています17。
しかし、この写真を見てください。これはイン
ドで発掘された、6750万年前、恐竜が絶滅する少
し前の化石です。恐竜の卵の上に、にょろにょろ
と細い骨がありますね。これは、竜脚類恐竜とい
う首の長い恐竜の巣の中に、全長 3.5メートルく
らいの大蛇がいたという化石なのです。このヘビ
は、たまたま恐竜の巣の上を移動しているときに
何らかの理由で化石になっただけかもしれませ
ん。しかし、今のヘビが鳥の卵などを盗んで食べ
る習性を見ていると、どうもヘビが進化してくる
ことによって、卵を放っておくと食べられてしま
うという危険が生じ始め、それによって恐竜は卵
をちゃんと見張っていなければいけなくなったの
ではないかと考えられます。恐竜の子育てのよう
な振舞いも、卵を荒らしにくる動物が進化するこ
とによって生まれた現象なのかもしれないという
可能性も指摘されています。

⑨ 恐竜と哺乳類

「3まく 3ば」は恐竜絶滅後の場面です18。先ほ
どお話しした、2300万年前の中新世という時代で
す。パラケラテリウム（インドリコテリウムとも）
という大きな哺乳類が登場します。陸上哺乳類の
中で史上一番大きなものです。体長 8メートル、
体高 7メートルといわれており、今のゾウや人間
より断然大きいです。しかし哺乳類は、恐竜に対
して全体的に小さいですよね。なぜ小さいかとい
うと、一番の要因は、大人になると成長が止まる
ためです。成長が止まることで、余計なエネル
ギーを使わないということです。爬虫類は、健康
で長生きすればどんどん大きくなります。ですか
ら全長 37メートルという大きさも有り得たんで
す。けれども、それに対して哺乳類は、成熟した

17 前掲注(2), pp.40-41. 
18 同上, pp.44-45. 

ら成長を止め、余計な成長をしないという省エネ
的なことをやるようになったので、あまり巨大な
ものはいません。シロナガスクジラなどは陸の哺
乳類に比べると大きいですが、それは、水の中で
は浮力を使って体を支えているためで、陸上より
大きくなることが可能なのです。シロナガスクジ
ラたちも成熟したら成長が止まるというプログラ
ムになっているので、成長し続けるというような
ことはありません。
また、「3まく 1ば」「3まく 2ば」「3まく 3ば」

「3まく 4ば」といった新生代の前後のシーンで、
司会者の男性が、ウマの祖先たちの前足を手に
取って握手しているような場面があります19。ウ
マの進化について、ヒトと比較して見てみましょ
う。これはヒトとウマの骨格標本を、乗馬してい
るような姿勢で組み合わせた写真です。それぞれ
の腰、膝、足首、かかとを見てください。ウマは
草原を駆ける中で、足を長くしないと草が絡まっ
てしまうため、足の長い子に進化してきました。
彼らが子孫を残していって、今のウマにつながっ
ています。その際、ウマはかかとから先の骨をも
のすごく長くする代わりに、元々 5本だった指が 

3本に減り、今では中指 1本で足を作っています。
現代のウマは 1本指で走るという特徴を持ってい
ますから、指の長さや本数に、ウマの進化を見る
ことができます。バートンさんも絵本の中で、こ
のような挿絵でウマ類の進化を解説しているので
す。
皆さんすでに御存じのとおりかと思いますが、
このように、『せいめいのれきし』は読めば読むほ
ど奥の深い絵本です。

4 ．子どもたちが自然と自然の歴史に興味

をもつきっかけを作ってくれる本

こういった隠されたポイントはいくらでもある
のですが、『せいめいのれきし』さえ読めば十分と
いうわけではありません。いくつか他の本を御紹
介したいと思います。
これは、私は直接関係していないのですが、講
談社から出されている『ながいながい骨の旅』 20と

19 前掲注(1), pp.41,43,45,47. 
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いう絵本です。これも、かなり学習的な要素が強
く、文字が多い作品です。「ながいながい骨の旅」
とはどういう意味か。私たち人間の体の中には骨
がありますが、骨は祖先である魚類から私たちが
引き継いだもので、体の支柱、カルシウムの貯蔵
庫、造血工場等の役割があります。両生類が上陸
に成功して以来、私たちは海に依存しない暮らし
をしていますが、血液や骨の成分によって、体の
中に「海」を持ち続けているということを伝える
ために書かれた絵本です。
例えばこんなシーンがあります。お母さんがお
子さんを抱き上げているシルエットの中に、海が
あって魚が泳いでいるという絵です21。このペー
ジには、

ち なか えん そ てつ

血の中には、ナトリウムや塩素、カリウム、鉄
うみ みず せいぶん

など、海の水とおなじような成分がはいってい
ほね

ます。骨にも、カルシウムだけでなく、リンや
うみ みず と

マグネシウムなど、海の水に溶けこんでいるも
のとおなじミネラルがふくまれています。

わたし ほね なか ち

私たちは、「骨」や、その中でつくられる「血」
からだ なか うみ

というかたちで、いまも、体の中に「海」をい
わたし

れて、もちはこんでいるのです。私 たちは、
からだ なか うみ ち じょう い

体の中に「海」をもつことで、地上で生きて
いくことができるのです。

というように、私たちのルーツをたどると魚に
なるということだけでなく、今でも海を持ち運ん
でいるということを伝える本になっています。
この絵本の中で文言としては出てきませんが、
指を切ってしまったりして、血をなめるとしょっ
ぱいという経験はありませんか。そのしょっぱさ
は元々は海水の塩分から来ていると説明すること
もできます。
これは英語の絵本で、『Grandmother Fish』22で

す。「おばあさんの魚」ということで、自分たちの

20 松田素子 文 , 川上和生 絵 , 桜木晃彦・群馬県立自然史博物館 監
修『ながいながい骨の旅』講談社, 2017. 

21 前掲注(20), pp.23-24. 
22 Jonathan Tweet, illustrated by Karen Lewis, Grand other fish: a 

child's first book of evolution First Feiwel and Friends edition, New  
York : Feiwel and Friends, 2016. 

遠い遠い祖先である魚から、私たち哺乳類までの
進化をたどっていくというお話です。この絵本の
副題は a child’s first book of Evolution、「子どもが
初めて読む進化の本」で、そのような意図があっ
て書かれたものです。動きを擬音語や擬態語で表
現することで、人間になるまでの進化を解説して
います。例えば水の中を泳ぐ魚を見ていると、全
身を「くねくね」左右に振りながら前に進んでい
るとか、ひれが手足に変わった両生類が「ハイハ
イ」するようになったとか。そして私たちヒトは 

2本の足で「すたすた」と歩行できるようになり
ましたとか。私たちの遠い祖母の祖母の祖母のよ
うな存在である魚からヒトまで、その進化におけ
る大きな変化を動きとその擬音語や擬態語で紹介
しているというのがこの本です。中を見てみる
と、魚は全身をくねらせながら（ wiggle）水の中を
進んでいく。また、最初の魚は顎がなかったので
すが、進化して顎ができたことで―訳は「もぐも
ぐ」か「ぱくぱく」か迷いますが（ chomp）―獲物
をくわえて捕まえられるようになりました。それ
から両生類になると、「すーはー」と空気を吸う
（breathe）ようになっています。哺乳類になって
いくと、これも何と訳すか悩みますが、このネズ
ミのような生き物の子どもたちは、「きゅー
きゅー」（squeak）と鳴いて、お腹が空いたよと親
に訴えかけます。これは、哺乳類というのは親が
子を産み、子に母乳や餌を与えるといった親と子
のつながりが深くなっている動物だということ
が、魚から段階的に紹介されているのです。それ
で「きゅーきゅー」からさらにコミュニケーショ
ンできるようになっていく。このように魚とヒト
が本当につながっているということが紹介されて
いる絵本です。
それから、『いのちのひろがり』 23ですね。これ
は中村桂子先生の絵本です。この本は、命の広が
りやつながりを描いています。動物や植物、菌類
など、地球上には様々な生物が生息しています。
我々は草花や昆虫を見たときに、かわいいとか美
しいと感じますが、親近感を覚えることはなかな
かないかもしれません。しかしながら自分には両

23 中村桂子 文 , 松岡達英 絵『いのちのひろがり』福音館書店 , 
2017. 
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親がいて祖父母がいて、ひいおじいちゃんひいお
ばあちゃんがいて、さらに遡ると、実は地球上の
全ての生き物がみんなつながってきます。最初の
生物からのつながりと広がりがあったからこそ、
様々な生き物が生きているということを解説して
いる本です。私はこういう本を『せいめいのれき
し』などと一緒に御紹介しています。『せいめい
のれきし』は時代ごとに生き物たちが変わってい
くということを挿絵で示してくれますが、その中
でどういうつながりがあって現代の私たちの時代
になっていくかというのが断片的になりがちで
す。ですから、その過程について、『ながいながい
骨の旅』であれば魚から私たちへのつながりを感
じていただけるかもしれないし、『Grandmother 

Fish』であれば体を動かすこと、コミュニケーショ
ンすることという点でのつながりを感じていただ
けるかもしれません。この『いのちのひろがり』
という本については、単純に魚から私たちへとい
うことではなく、全ての生き物たちが地球上でつ
ながっているんだということに気付かせ、つなが
りを感じさせてくれる。それによって、時代ごと
の変化だけではなく、全ての生き物たちのつなが
りを感じるということが、『せいめいのれきし』だ
けでは難しいけれども、これらの本によって可能
になるのではないかと思って紹介しています。
全ての動物、植物、菌類が、元をたどればある 

1種類の生き物にたどり着く、みんなつながって
いるとお話しすると、なぜそんなことが分かるの
かと聞かれることがあります。大人の方に説明す
るのであれば、DNAという言葉を使って、「私た
ちは DNA という、 ATGC の 4 文字のアルファ
ベットからできる暗号を身体の中に持っていま
す。これは全ての生き物に共通しています。だか
ら、誰かがこの DNAを持ち始めてそれがずっと
継承されているから、その誰かから進化した菌類
も植物も動物もみんなつながっていると説明した
ほうがいいですよね」というのが一番早いと思う
んです。しかし、遺伝子とか DNAという言葉は、
中学生になってからしか使えません。作者の中村
先生は DNAの専門家ですけれども、DNAという
言葉を素直に出せないので、子どもに伝えるため
には回りくどいことをしなくてはいけません。し

かし DNAという言葉を知っている子どもが読む
のであれば、そういう言葉を補ってあげてもいい
かもしれません。
それでは、ちょっと簡単に御紹介します。

（『いのちのひろがり』の一部を朗読）

こんなお話になっています。先ほど申し上げた
ように、 DNAという言葉は出てきませんでした
が、自分たちの周りにいる生物がつながって広
がって、そして現代の私たちが暮らしているとい
うお話です。
もう一つ御紹介しましょう。これは絵本ではな
く一般書で、多分中学生以上向きかなと思います。
『生命の星の条件を探る』 24という本で、東京大学
の阿部豊（ 1960-2018）という先生が書いています。
この本の巻末の解説は、研究仲間だった奥様の阿
部彩子さんが書かれています。その中にこんな文
章があります。

夫が現在の生命の星の条件を探る研究を仕事
にするようになったきっかけは、幼稚園の時に
出会った一冊の本に遡ります。それは、『せい
めいのれきし』（バージニア・リー・バートン/

文と絵、石井桃子/訳）という本でした。
日本では 1964年に最初に翻訳出版され、現

在も版を重ねているその本は、地球が始まって
から今日までの歴史を、全部で 5幕、34場の舞
台で見せていくという趣向のものです。（中略）
現在まで到達したあと、さらにこう開くのです。
「さあ、このあとは、あなたがたのおはなしで
す。その主人公は、あなたがたです」
この本を読んでくれた方々が、科学者阿部豊
と一緒に、「地球以外にも生命の星はある」とい
う「信念」を「科学」に変える探究を応援して
参加してくださるなら、こんなに嬉しいことは
ありません。

生命の起源は地球だったのかという問いに対し
て、実は地球ではなかったんじゃないかとか、隕

24 阿部豊 著『生命の星の条件を探る』文藝春秋 , 2015. 
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石などと一緒に細胞が地球にやってきて、そこか
ら地球上の生命が始まったのではないかとか、生
命の起源は地球だけではないという研究も出てき
ています。これまでは、地球で生命が誕生したと
教わっていますが、今後は、もしかしたらそれだ
けでは偏った考え方になってしまうのかなとも
思っています。ですから、このような説も紹介し
ていかなければと思っていたところで、まずは「せ
いめいのれきし」の読書体験からこのような研究
を始められた阿部さんの本を御紹介しました。多
くの方は御存じだと思いますが、阿部さんは ALS

（筋萎縮性側索硬化症）という難病と闘っていらっ
しゃって、2018年の 1月に亡くなりました。です
から、今は彼のお弟子さんなど後に続く人たちに、
生命の起源を探索していくという研究のリレーを
つないでいただかなくてはいけない。お弟子さん
や後輩、様々に続く人たちが、このリレーを続け
てくださると信じています。

それでは最後のクイズです。ティラノサウルス
やトリケラトプス、ステゴサウルスといった恐竜
の名前を学名と言います。この学名が付いている
恐竜は全部で何種類くらいいるでしょうか。① 

1,000種、② 1万種、③ 10万種という三択にしま
した。 

① 1,000種という控えめな方。55名。 

② 1万種という方。69名。 

③ 10万種というギャンブラーな方はいますか。 

2名。ありがとうございます。
今のところの正解は① 1,000種です。少ないと

思われるかもしれませんが、実際にこの数え方は、
人によってこの種は有効だ、無効だという判断が
あります。今回は、『語源が分かる恐竜学名辞
典』25を書かれた松田眞由美さん調べです。「先生
が 1,000種くらいって言うから、私、調べました」
とおっしゃって、2018年の 3月末現在で 1,125種
とのことです。恐竜の新種は、今でも毎年、多い
ときには 50種から 60種出てきます。毎週世界の
どこかで 1種は新種が登場している計算で、どん
どん増えていますので、1万種に投票された方も、 

25 松田眞由美 著 , 小林快次・藤原慎一 監修『語源が分かる恐竜学
名辞典』北隆館, 2017. 

10万種に投票された方も、長い年月を経ると必ず
正解になります。楽しみに待っていていただきた
いと思います。
なぜこの話をしたかというと、私がいろいろな
ところで恐竜の話をするとき、よく出てくる質問
が 10年くらい前から変わってきたためです。最
初は自分が年を取ったのかなと思ったんですが、
全国どこに行ってもそうだったので本当に世の中
変わったんだなと学習しました。 

20年前だったら「どうやったら恐竜学者になれ
ますか」と聞かれていたのですが、最近ではそれ
に加えて、「自分が恐竜学者になって、やることが
残っているんでしょうか」と余計な心配をする小
学生男子が増えています。そういう子たちには
「恐竜は、今知られているのは 1,000種類くらいな
んだけれど、おそらく三畳紀、ジュラ紀、白亜紀
で何十万種といたはずで、そう考えると少々のこ
とでは恐竜が全部知り尽くされてしまうというこ
とはない。君たちのひ孫の頃になってもまだ新種
は出てくるはずだから、心配しなくていいよ」と
申し上げるようにしています。
それからもうひとつショックだったのは、小学
生女子の質問も変わりまして、「お給料いくらも
らえるんですか」と聞かれるようになりました。
最初は真面目に答えて、うちの博物館の広報には、
「夢を壊さないように答えを工夫してほしい」な
んて言われました。それで、ある時また給料のこ
とを聞かれて、ふと考えて、「お父さんやお母さん
はいくらもらっていらっしゃるの」と聞いたんで
す。何千万円ですとか言われると困るなと思った
んですけれども、そうしたら「知らない」って言
われました。だから、正確な金額を確認したかっ
たのではなくて、多分学校でいろいろなキャリア
教育を受ける中で、お給料のいい職業なのかどう
かということを確認したかったんだなということ
が分かり、少し安心しました。
まあそんなことがあって、まだまだ恐竜の研究
は続きますというお話です。
そして最後に、『せいめいのれきし』関連でもう
一つ。生物学者の福岡伸一さんも、子どもの頃『せ
いめいのれきし』が大好きだったということは、
福岡伸一ファンの方は御存じだと思います。福岡
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さんの場合は僕と違って、絵だけを見てにこにこ
していた子どもじゃなかったことは間違いないで
しょう。『ナチュラリスト』 26という、福岡さんの
新しい本が新潮社から出ていてます。その中に
『せいめいのれきし』もちょこちょこっと登場し
て、「真鍋さんは『せいめいのれきし』の表紙に名
前が載っちゃって、いい思いしてるなあ」みたい
なお話も出てきます。
福岡さんが最近、雑誌にこんな文章を書かれて
います。

ただのモノ知りと教養のある人はどこが違うの
か。（中略）決定的な差は、時間軸を持っている
かどうか、ということである。（中略）時間軸を
持っていると、人類がどんな苦労をして、いか
なる失敗を繰り返して発見を行ってきたか、そ
の学びのプロセスを自分の中に組み立てること
ができる。すると個々の知識はその幹に連なる
枝葉のようにおのずと配置され、自然に身につ
き、たとえ固有名詞を忘れたとしても、すぐに
幹からたどって思い出すことができる。27

この中に、「時間軸」という言葉が出てきます。
僕も当然、今日お話ししてきたように、地球の歴
史が 46億年あって、古生代、中生代、新生代とい
う時間の流れの中で、恐竜の時代が終わって私た
ち哺乳類の時代が来たという時間軸というのがす
ごく重要だと思っています。一方、福岡さんの場
合は、人間がいつどのようにして気付いたり発見
したりしたのかという科学と人間の時間軸のこと
を語っています。その中にはとんでもない勘違い
やねつ造もありますが、人類がどうやって苦労し
て一歩一歩真実に近づいていったのか、歴史を
遡って理解していくと、きっといろいろな知識の
つながりが頭に入る。そうすれば、単純に固有名
詞は忘れても、ストーリーが自分の中に定着する
のではないかということで、福岡さんは時間軸と
いう言葉を使われています。これは、僕が今日お
話しした時間軸という言葉とはまた違った、人類
の科学史、サイエンスの歴史という意味が含まれ
ています。ですから、彼の文章を読むときには、
科学史や人間の歴史、生命の歴史も含めて、その
中でいろいろなつながりや広がりに親しんでいた
だけるといいんじゃないかと思います。

26 福岡伸一 著『ナチュラリスト』新潮社 , 2018. 
27 福岡伸一「わたしの・すきな・もの」『婦人之友』 112巻 8号, 

2018.8, p.11. 
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「自然と自然史に興味をもつきっかけを作ってくれる絵本」紹介資料リスト

（東京本館） → 国立国会図書館東京本館で所蔵 

No. 書名 著者名 出版事項 請求記号 

1
せいめいのれきし : 地球上にせい
めいがうまれたときからいままで
のおはなし 改訂版

バージニア・リー・バートン文・絵 ,
いしいももこ 訳 ,
まなべまこと 監修

岩波書店, 2015 Y11-N15-L529 

2 いのちのひろがり  =  LIFE STORY 
INSIDE US 中村桂子 文 , 松岡達英 絵 福音館書店, 2017 Y11-N17-L145 

3 ながいながい骨の旅 松田素子 文 , 川上和生 絵 ,
桜木晃彦, 群馬県立自然史博物館 監修 講談社, 2017 Y11-N17-L167 

4 深読み!絵本『せいめいのれきし』 真鍋真 著 岩波書店, 2017 ME561-L34 

5 
Grandmother fish : a child's first book 
of evolution First Feiwel and Friends 
edition 

Jonathan Tweet,
illustrated by Karen Lewis 

Feiwel and Friends, 2016 Y11-B1198 

6 生命の星の条件を探る 阿部豊 著 文藝春秋, 2015 
ME21-L29
（東京本館）
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講義概要

子どもの発達と絵本・読書

秋田 喜代美

1 ．はじめ ―第四次「子供の読書活動の推進 関する基本的な計画」 ついて

2．読書の始まり─乳児期からの絵本 

① 絵本の魅力とデジタル化の進展 

② 赤ちゃんからの絵本 

③ 心理学の観点から 

④ 乳児期後期と幼児期

3 ．幼児期の発達と読書 

① 幼児と家庭での読み聞かせ 

② 物語の理解と産出 

③ 読み聞かせとまなざし 

④ 事例を通して その1―Ａちゃん 

⑤ 事例を通して その2―赤ちゃん・誕生に関する絵本を用いた取組 

⑥ 事例を通して その3―子どもたちの生活と絵本

4 ．児童期の発達と読書 

① 追跡調査で見えてきたこと 

② 小学校での事例を通して

5 ．中学生・高校生の発達と読書 

※ この講義概要は、秋田先生の御講義を基に、本講義録用に事務局にて作成したものです。

50 



19-06-126　050　秋田先生.mcd  Page 3 19/08/15 11:22  v5.51

子どもの発達と絵本・読書 

子どもの発達と絵本・読書

秋田 喜代美

プロフィールを御覧いただければお分かりにな
るとおり、私は児童文学や図書館情報学の専門家
ではありません。保育所や幼稚園、小中高の先生
方の専門性開発や、校内研究会に行ってアドバイ
スをすることをメインとしている研究者です。た
だ、娘が小さい頃の読み聞かせを録音し、博士の
学位論文で分析したということもあり、このよう
なお話もさせていただいています。
今日は「子どもの発達と絵本・読書」というこ
とで、絵本専門士の講座でお話ししていることと
一部重なる部分もあるかもしれませんが、御容赦
いただければと思います。

1 ．はじめ ―第四次「子供の読書活動の

推進 関する基本的な計画」 ついて 
2018年 4月に第四次「子供の読書活動の推進に
関する基本的な計画」 「第四次計画」 ）（以下 という。
が閣議決定されました。この計画を私が「子供の
読書活動推進に関する有識者会議」（以下「有識者
会議」という。）の座長として取りまとめさせてい
ただいたこともあり、少しこの計画についてお話
しさせていただきます。
第四次計画については、すでに御存じの方も多
いかと思います。今お見せしているのは、文部科
学省が出している第四次計画の概要図1です。現
状として、貸出しの冊数や全校一斉読書実施校の
割合は増えています。不読率は、小学生と中学生
では改善していますが、一方で高校生は相変わら
ず高いままです。ここから、有識者会議では、な
ぜ高校生で不読率が高くなるのだろうと議論しま

文部科学省「第四次「子どもの読書活動の推進に関する基本的
な計画」の概要」<  ttp://www.mext.go.jp/b_menu/ oudou/30/04/__ 
icsFiles/afieldfile/2018/04/20/1403863_001_1.pdf> 

した。
その中で、やはり小学生・中学生までの、本や
絵本が好きというところから始まる読書習慣の形
成が不十分なのだという意見が出ました。後でも
詳しくお話ししますが、高校生で本を読まない層
の中には、「読む時間がない層」と、中学生までの
間に本から離れてしまう「読む習慣がない層」の 

2種類がいることが分かっています。また、学業
や部活動など他のことが忙しく読書への関心が低
下していることや、スマートフォンの普及等が要
因として考えられています。
そこで今回の計画では、第一に、発達段階を加
味し、各時期・発達段階に応じた効果的な取組に
力点を置いて考えていくことが計画のポイントに
なっています。これは第三次までの計画にはな
かった観点です。
第二に、単に大人から本を薦められる存在では
なく、自らも読書推進をする主体としての子ども
というのが重要ではないかという点が挙がりまし
た。これは、新学習指導要領 2で「主体的・対話的
で深い学び」が盛り込まれたことに関連するもの
です。特に中高生に関して、友人同士でも本を薦
め合うなど、子ども同士が読書への関心を高める
ような取組を推進しようということです。この背
景にある思いは、常に大人から薦められ読まされ
る対象ではなく、子ども自身が横の関係をより密
にし、共に読むことを喜び合う形を作りたいとい
うものです。
第三に、情報環境の変化についてです。これが
読書環境に与える影響については、パイロット校
やモデル校以外ではほとんど十分な分析がなされ

2 文部科学省「平成 29・30年改訂学習指導要領「生きる力」」<  ttp: 
//www.mext.go.jp/a_menu/s otou/new-cs/index. tm> 
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ていません。ですから、デジタル環境と読書に関
する調査研究を、全国を対象に進めようというも
のです。毎年いろいろなデータを集めているので
すが、2018年は情報環境の変化に焦点を当てて取
り組む予定です。
これらの推進体制として、学校、図書館、それ
らを支える地域、自治体という形で、具体的な方
策を挙げているのが、第四次計画です。
この第四次計画と合わせて、2017年、全国の自
治体の調査をしました。報告書は文部科学省の
ホームページからダウンロードできます3。具体
的には、子どもの読書活動推進計画を自治体が策
定しているかどうかということが、子どもの読書
推進を担当する部署にどのような影響があるかを
調査しました4。調査の時点では、全都道府県と、
主な政令指定都市や中核都市の多くが、読書活動
推進に関する計画を策定していました。しかしそ
れよりも小さい自治体、つまり、子どもに直接手
が届く市区町村では、特に小規模な自治体の場合、
人手不足等により計画が策定されているところが
少ないということが分かりました。
関連して、別のデータを御紹介します 5。第四
次計画が出た後、これに基づき各自治体でも計画
が策定されました。これについて、自治体の計画
の策定状況と、他の施策の関係について調査しま
した。すると、計画を策定している自治体とそう
でない自治体ではっきり違いが出ている項目があ
ります。例えば、読書に関するボランティア等の
育成、読書活動推進に関するプログラムの工夫、
家庭における読書推進、保護者への読書活動推進
については、計画を策定している自治体の方が、
実施率が高くなっています。
読書活動の推進には、教育委員会と首長部局、
そして地域全体が協力するということが重要で
す。自治体の多様な部局と連携した取組を行うに
は、「計画がある」ということが重要なのです。
また、単に計画を立てているだけなのか、ある
いは既に実施して評価し反映するという PDCA

3 文部科学省「平成 29年度「子供の読書活動推進計画に関する調
査研究」調査報告書」<  ttp://www.kodomodokusyo.go.jp/ app 
you/datas. tml> 

4 前掲注(3), pp.5-59. 
5 同上, p.32. 

サイクルを循環させているかということについて
も、分析しました。やはり計画―実施―評価のプ
ロセスをきちんとモニタリングしている自治体
が、様々な施策を行っています。
これらのことから、子どもにより多くの機会を
提供するためには、自治体が計画を立てることで、
読書活動推進の中でも、一人一人の努力でできる
部分と、自治体や様々な関係者がネットワークで
つながることで可能になる部分がより明確になる
のではないかと思っております。

2 ．読書の始まり─乳児期からの絵本

① 絵本の魅力とデジタル化の進展

今、スライドでお見せしているのは、シンガポー
ル国立図書館の写真です。以前、こちらの図書館
のカンファレンスに呼ばれて、子どもの絵本や読
書についての話をしたときに撮影しました。いい
なと思ったのは、図書館の入り口に、「幸せのため
の読書」、“Reading Books for Happiness”と書かれ
ていたことです。今日は読書と学力等、いろいろ
なお話をいたしますが、この「幸せのための読書」
というのは、昨今言われている well-being、つま
り生涯にわたって人が豊かに幸せに過ごしていく
ための基本になる発想かと思います。
私は中国にも仕事で行きます。この写真は、福
建省の困窮地域の学校の様子です。御家庭で絵本
を読んでいる写真を撮影して持ってきてもらい、
それを学校の壁に貼るという運動をしています。
校長先生がこの運動を促して実施したことによ
り、この学校はいろいろな面で力の付く学校とし
て伸びています。
本の魅力というのは、本を読んでいる人には分
かりますが、本を読まない人にも、写真で「見え
る化」することで、こうやって楽しめるんだとい
うことを理解してもらうことができます。
私は特定非営利活動法人ブックスタート（以下

「NPOブックスタート」という。）の理事を務めて
います。  NPO ブックスタートを始めた頃、「赤
ちゃんが絵本を見るんですか」と言われました。
その時に、キラキラした目の子どもたちの写真を
出してお応えしてきました。それから数年後、  

NPOブックスタートの活動において、もっとコ
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ミュニティとのつながりを前面に出したいと考え
たときにも、赤ちゃんと本を手渡す人、そしてそ
の周りで笑って支えている人たちの写真を全国で
発信しました。これがブックスタートとコミュニ
ティという発想を広めるのに有効であったと考え
ております。このような、写真による「見える化」
というのは、読書活動推進に限らず大事なことだ
と思います。
さて、御存じのように、昨今はデジタル化が大
変進んでいます。活版印刷術は、ヨーロッパでは 

1445年頃に発明されたと言われています。それ
以降進展してきた情報化は 2000年代に入り一層
加速しています。スマートフォンに至っては、登
場してまだ 10年程度ですが、私たちのコミュニ
ケーションの在り方を大きく変えました。皆さん
もその実感がおありかと思います。
そういう中でも、やはり私は、絵本や本はスマー
トフォンやアプリで見るものとは置き換え不可能
なものであろうと考えています。本題に入る前
に、一冊の本を御紹介します。
これは Mirror6という本です。最初のページに
英語とアラビア語が書かれています。英語ですの
で、小学校や中学校、高校でも取り扱ってもらう
といいなと思います。英語で書いてある文章を日
本語に訳すと、「2人の男の子と 2人の家族があり
ます。一方はオーストラリア、もう一方は北アフ
リカのモロッコというところの様子です」という
ことが書かれています。それぞれの様子は全然
違っていても、お互いにつながっているという内
容の絵本です。私がこの絵本を知ったのは、シン
ガポールで絵本講座を受講した時でした。
本は観音開きになっていて、左右それぞれの
ページに、オーストラリアの風景とモロッコの風
景が出ています。例えばこれは市場の対比です。
どちらも同じように、カーペットを売っているお
店の様子が描かれています。そして両方ともが、
インターネットや本でつながっていることが伝わ
る絵が描かれているページがあります。
この絵本から、文化も地理も言葉も違う両方の
世界が、つながっていたり暮らしの営みが似てい

Jeannie Baker, Mirror, London:Walker Books, 2010. 
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たりする等、いろいろなことが読み取れるだろう
と思います。この絵本に描かれているデジタル機
器も、数年後の子どもたちは「これは何の機械？」
と疑問を持つようになるかもしれませんね。この
本は小さい子ども向けの本というよりも、いろい
ろなことを大人が考えながら、奥行きのある絵を
楽しむという面があります。そういう意味で、こ
ういうものはデジタルアプリではなく、このサイ
ズの本を開くことに意義があるのです。それぞれ
の家族の暮らしの絵から世界が見えてくる、この
ような絵本の魅力を、いくつになっても子どもた
ちと共有していきたいなと思います。

② 赤ちゃんからの絵本

最初に、赤ちゃんからの絵本についてお話しし
ます。
今回の講座では、絵本の魅力について多くの先
生方がお話しくださると思います。特に私は保育
所や幼稚園等の園や学校等に関わるものですか
ら、絵本と子どもと、それから絵本を手渡したり
一緒に読んだりする大人との関係や、どういう場
がそこに作られているのかという環境のデザイン
といったことが非常に重要だと思っています。
スライドでお見せしているのはブックスタート
の写真です。教室のようなところに、小さな子ど
もたちがたくさんいますね。最近では 1歳くらい
から保育所に入るお子さんが増えていて、この 1， 

2年で、 2歳児以下の半分は保育所で育つように
なるだろうといわれていますので、このような場
面が増えてくるのではないかと思います。そのよ
うな場での、子どもと保育者・先生と絵本の三者
の関係についてお話ししたいと思います。
私は元々が心理学ベースの研究者なので、例え
ばどういうふうにまなざしを向けているのか、ど
のように指をさしたり発声したりするのかといっ
た応答に関心を持っています。絵本とのふれあい
については、特に保育所や学校等では教育的な制
度の中でカリキュラムがあり、また特定の場所が
意味を持ちますので、こうした観点から見ていく
ことが大事だと思っております。
また最近、専門家に関する概念について、何を
もって専門家とし、何をもって専門家の専門性が

53 
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発達するといえるのかを研究する領域がありま
す。例えば弁護士は判例から学ぶ。看護師や医師
は症例から学ぶ。そういう意味では、絵本や図書
館に関わる方は、様々な絵本や事例に出会ってい
くことによって、専門的な判断を培っていくこと
が重要であろうと考えております。
ここで、ブックスタートについても御説明した
いと思います。ブックスタートは、赤ちゃんに絵
本を開く「体験」と「絵本」をセットで手渡す活
動で、 2018年 11月現在、全国で約 6割の自治体
が担ってくださっています。今お見せしているの
は、ブックスタートが始まった国であるイギリス
で以前出ていたパンフレットです。この赤ちゃん
を見てください。赤ちゃんのまなざしから、視線
の先にいる相手とこの赤ちゃんが愛着関係を築い
ていることがお分かりいただけるでしょう。絵本
を通して、ただ共に読むというだけではなく、子
どもと大人の間に見つめ合うまなざしが生まれる
ことが、ここからよく見えてくると思います。

③ 心理学の観点から

さて、私の基本的な研究対象は 0歳から 18歳
までです。その中で、彼らに対する質の高い実践
というのは何なのかを考えています。御覧いただ
いているのは、ベルギーのルーヴェン・カトリッ
ク大学教授のフェール・ラーバース（Ferre Laevers）
という方が提唱した「教育の質」について私が整
理したものです。興味深いなと思い、日本にも紹
介しました。
彼はあらゆる子どもの育ちに関わる実践につい
て述べていますが、これは絵本や本との出会いの
場においてもそうだと思います。大人は例えば、
良い場所で読んでいるとか、良い専門家が読んで
いるとか、良い絵本を渡しているということを質
が高いと評価するかもしれませんが、子どもの側
から見ると、安心してゆっくり楽しめる居場所で
あることと、それから対象への夢中・没頭がどれ
だけなされるかということが重要なのです。つま
り、大人にとってはどういう実践や方法、理論に
基づいているかという知識が非常に重要ですが、
最終的に手渡される子どもにとっては、リラック
スできることと没頭できることという二軸で決ま

り、それが最終的には子どもたちにとって  

 appinessや、資質能力の育成に関わるといえま
す。
それでは少し動画を見ていただきましょう。実
際に場面をよく見ていただくことが、私の立場か
らいうと大変重要なのです。その後、お隣とペア
で、何が見えたかということを議論していただこ
うと思います。

（母親が赤ちゃんに絵本『もこもこもこ』 7を読み
聞かせる様子を撮影した動画を視聴し、受講者同
士で話し合い）

いかがでしょうか。今、二人で話をしたことに
よって、自分が気付かなかったことを相手の方か
ら聞けたというペアは手を挙げていただけます
か？はい、ありがとうございます。聞き上手であ
るということはとても重要だと思います。それで
はそちらの方、相手から聞いて「なるほど」と思っ
たことを御紹介ください。

─「赤ちゃんがお母さんのことをよく見ていて、
これを言ってほしいというタイミングをお母さん
に求めていました。お母さんはそれをさらによく
見て、いいタイミングで返していて、顔を見なが
ら読むということがよくできていたなと思いま
す。お話が進むにつれて、赤ちゃんはどんどん安
心して、どんどん絵本に近付いてきて、最後はつ
いに絵本を持って、そこで終わり、という感じで
した。」

ありがとうございます。そちらの方にも伺って
みたいと思います。

─「『赤ちゃんがお母さんの声に反応しているね』
と話しました。私は絵本にばかり目が行っていた
のですが、確かに赤ちゃんが声に反応してうれし
そうにしていることに、二人で話していて気付き

7 谷川俊太郎 文 , 元永定正 絵『もこもこもこ』（みるみる絵本）文
研出版, 1977. なお、谷川俊太郎・草野満代 述 , NPOブックス
タート 編『赤ちゃん・絵本・ことば』（「子ども・社会を考える」
講演会シリーズ Vol.1）ブックスタート , 2015, p.11に、本講義
で紹介された動画の写真が掲載されている。

5  
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ました。そう考えて思い返すと、赤ちゃんはお母
さんの声を安心して聞いているんだなということ
に気付きました。」

ありがとうございます。姿だけではなく、声も
よく聞くと、いつどのように応答しているかが分
かりますね。
そちらも手を挙げられましたね。どうぞ。

─「『この赤ちゃんは普段からよくお母さんに本
を読んでもらっているんじゃないか』と教えても
らいました。だから、初めは泣いていても、本を
見た途端にすっと絵本の世界に入っていき、自分
でも本をめくろうとしたんだということも教えて
もらいました。」

ありがとうございます。映っていないことも推
測してくださいました。実はこれは、NPOブック
スタートのある職員とお子さんの映像なので、そ
ういう意味では確かに非常に慣れているお子さん
です。
これは他の講演会や講座等でも見ていただいて
いる映像ですが、そのたびにいろいろな反応、発
見があります。例えば、赤ちゃんは次に何が起こ
るか見通しを持ちながらめくろうとしていると
か、「ふんわ ふんわ ふんわ ふんわ」という場
面に合わせて立ち上がっているんじゃないかと
か、「ぱちーん」という言葉に合わせて赤ちゃんの
手が動くとか、最初は機嫌が悪かったのが良くな
るとかですね。
それでは、話し合ったことも踏まえながら、も
う一度映像を見ていただき、新たに気付いたこと
についてお話しいただきます。よく御覧くださ
い。

（再び同じ動画を視聴し、2分ほど話し合い）

それでは伺ってみたいと思います。見て気付い
たことをどうぞ。

─「すごく、赤ちゃんが集中しているなと思いま
した。みんながああいうふうに集中して聞いてく

れたらいいなと思いました。」

そちらの方はいかがでしょう。

─「多分、何度も何度もお母さんは読み聞かせを
なさっていて、子どもさんは最後まで全部覚えて
しまっている可能性がある。というのも、あると
ころから、この子どもさんはお母さんと同時に
ページをめくろうとしていたので。自分から、自
分でページを持って次に行きたいという気持ちが
出てきたのかなと感じました。」

ありがとうございます。子どもの手の出し方を
見ると、ページの次に何があるという予想をして、
寄っていって見ているんじゃないかということで
す。逆に考えますと、この子は 11か月なので、指
さしは出ていません。分かりますか。寄って行く
ことや触ることはするけれども、「これなあに」の
「これ」を指さすという言語発達的な部分はまだ
見られず、まだその時期ではないということが分
かると思います。
私がいつもこの動画をいろいろな絵本の講座で
お見せしているのは、いろいろな要素が詰まって
いるからです。読み方や、この絵本そのものの魅
力、子どもの姿。そして、親はほとんど映ってい
ませんが、この親子の関係がどのようなものか、
そして二人がどのように同期しているかというこ
とが見えてくるかと思います。
これに関連して、乙部貴幸先生という方の実験
を御紹介します8。
子どもが絵本の画面のどこを見ているかを調べ
る実験です。使用する絵本はどれもおなじみのも
のです。子どもがどういうふうに眼球を動かした
かとか、読み手側がどこを見て読んでいるかが分
かる装置がありまして、それを用いて解析しまし
た。
この乙部先生の実験の問いは、一つは声に出し

8 乙部貴幸「絵本の読み聞かせにおける乳幼児の視線計測」日本
発達心理学会第 25回自主シンポジウム「絵本の読み聞かせが
子どもと養育者の認知・行動に与える影響―視線検出器を用い
た実験場面から長期的な行動変容まで―」話題提供資料 , 2014.
なお、日本発達心理学会大会委員会『日本発達心理学会大会論
文集』第 25回, 2014, SS7-4（p.48）に、同発表の要旨が掲載され
ている。
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て絵本を読むということがどういう意味を持つの
かということです。ですので、絵本の絵だけを提
示した場合と、絵と一緒に声がある場合の違いを
見ています。読み声の有無が、 4か月、 10か月、 

1歳半、 3歳のそれぞれの段階でどういうふうに
影響するかを実験しています。結果を見ますと、
読み声があったほうがより絵本を注視する傾向が
あります。この差の幅は各段階によって異なりま
す。最も差が開くのは 10か月頃、先ほどビデオ
で御覧いただいた赤ちゃんくらいの月齢です。
読み声があることによって、絵本をよく見ると
いうことは分かりました。しかし乙部先生は、こ
れは声があるから見ているのか、音があるから見
ているのかということを更に問います。
そこで次の実験では、10か月の子どもを対象と

しました。比較対象は、音がない場合、絵本に合
わせてクラシック曲を BGMで流す場合、母親が
絵本を読む場合、そして乙部先生が当時勤めてい
た短期大学の女子学生が絵本を読む場合の四つの
パターンです。この四つのうち、どれが一番長く
絵本を注視するかを調べました。どれが一番長い
と思われますか？
それでは結果を見てください。多分、皆さんの
予想に反すると思います。私も驚きました。
まず、音が出ないものと BGM、BGMと人の声
では大きな差があります。 10か月の子どもでも、
人の声が読んでいるかどうか判断できるのです。
一方、お母さんかそうでない人かということにつ
いては、大きく違いはありません。もちろんその
ときの関係や状況による部分もありますが。これ
はつまり、お母さんでもお父さんでも、他のいろ
いろな人が読んでも、やっぱり、絵本の言葉を声
で届けることが大事だということを示唆するもの
の一つではないかと思います。

④ 乳児期後期と幼児期

絵本には、赤ちゃん絵本でも文字が付いていま
す。それでは子どもはいつ頃から文字を見ている
のか。これも、機械を使って調べることができま
す。
こちらは、音がない場合と声に出して読んだ場
合についての実験を基に作成したグラフです。一

番大きく違いがあるのは 3歳のところです。大人
はもちろん文字を読めるので、大きな差はありま
せん。けれども、子どもがどこをよく見ているか
をみると、 3歳くらいからよく注視をするという
ことが分かっています。
行動変化は、ちょうど 10か月頃に最も大きく

なってきます。人の声による話しかけがそれを引
き起こしていますが、それは母親だけによるもの
ではありません。また、絵本がいくらあっても、
早くから文字のある絵本を読めば文字が習得され
るということはありません。やはり子どもは子ど
もなりに、必要なときに変化をしながら、絵本を
楽しむようになっていくのだと思います。
さて、こちらは約 10年前にブックスタートで

伺ったお宅で撮った記録で、親子で絵本の読み聞
かせをしている時のお子さんの発話です9。子ど
もは絵を大人以上に楽しんでいるということのよ
い例かと思い御紹介します。
お母さんとさくらちゃんが、『ちいさなねこ』 10

を読んでいます。これは、木の上に登った子猫に
ほ

向かって、犬が吠えている場面です。これを見た
さくらちゃんが、「なんでこれ、なんでこれ、取れ
ちゃったの？」と聞きます。どういうことか分か
りますか。そうするとお母さんのほうは、「高い
木の上だから、こうやって描いていて、猫が登っ
てるのよ」と言う。この場面では、木の全体像が
描かれておらず、幹の途中から下が途切れていま
す。ですので、子どもから見ると、木の幹が途中
で取れて猫と一緒に宙に浮いているように見える
んです。
これは発達時期的なものですが、この絵を子ど
もはよく見て、よく考えているということが伝
わってくると思います。子どもたちは本当にくま
なく見ています。特にこのさくらちゃんは言葉が
よく出るお子さんだったので、それがよく私たち
に伝わってくるのです。

9 菅井洋子「乳幼児期の絵本場面における「絵」をめぐる母子間
の認知行動のズレ」日本発達心理学会第 25回自主シンポジウ
ム「絵本の読み聞かせが子どもと養育者の認知・行動に与える
影響―視線検出器を用いた実験場面から長期的な行動変容まで
―」話題提供資料 , 2014. なお、日本発達心理学会大会委員会『日
本発達心理学会大会論文集』第 25回, 2014, SS7-4（pp.48-49）
に、同発表の要旨が掲載されている。 

10 石井桃子 文 , 横内襄 絵『ちいさなねこ』（〈こどものとも〉傑作
集）福音館書店, 1967. 
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これは、母さん猫が、遊んでいる子どもや自動
車を通り抜けて子猫を探しに行く場面です。さく
らちゃんは「おかあさん、これぶつかっちゃう」
と言い、猫のしっぽの横、子どもの絵を指さして
います。お母さんは「ぶつからないよ」「この子た
ちはサッカーして遊んでるの」と答えます。この
絵は遠近法で描かれていて、猫のずっと奥にいる
子どもがちょうど猫のしっぽにぶつかりそうな位
置に小さく描かれているんです。三次元を遠近法
で描くことについて十分に分かっていない子ども
たちにとっては、ぶつかってしまいそうだと見え
るのでしょう。
この記録から、三歳くらいの子が、絵本の絵を
すみずみまで楽しむということが分かります。そ
して、よく描き込まれた絵本の価値も見えてくる
かと思います。大人には当たり前のことでも、子
どもから見ると不思議なことが、絵本や本の世界
にはもっといろいろあるのかもしれません。

3 ．幼児期の発達と読書

① 幼児と家庭での読み聞かせ

次に幼児期についてお話ししましょう。
実は保育所や幼稚園に行く子どもたちについて
は、保育課程や教育課程というものによって、絵
本を経験することの必要性が文言で規定されてお
ります。
私にとってショックなデータ11なのですが、今、

家庭での読み聞かせ回数は年齢が上がるとともに
少なくなっているのです。幼児期に絵本を読むこ
とが語彙の獲得において非常に大きな役割を担う
ということは、海外のデータではたくさん出てい
ます。けれども、このデータによると、年長時に、
ほとんど毎日読み聞かせをしてもらっている子
は、2割弱です。週に 3，4日以上は 3割強しかい
ない。保護者の方が忙しくなっていらっしゃるの
も一因です。ですから、保育所など集団的な場で
読み聞かせを経験させてあげてくださいとお伝え
しています。私は新宿区の子ども読書推進会議関
係の仕事もさせていただいています。子どもたち

11 ベネッセ次世代育成研究所 企画・制作『幼児期から小学 1年生
の家庭教育調査報告書 第 1 回』ベネッセコーポレーション , 
2013, p.55. 

がいろいろな絵本に出会い、いろいろな本に触れ
る経験をできるように、図書館から各保育所への
団体貸出等をしていただくようお願いしているん
ですけれども、こういう状況です。御家庭で読む
ことの楽しさ、本を親子で楽しむ機会が減ってき
ているということは、個人的にはゆゆしきことだ
と思っています。

② 物語の理解と産出

さて、認知的にいえば、物語の理解についてだ
けでも、ちゃんと話すと 90分以上かかってしま
うのですが、今日は要点を絞ってお話します。 

3歳から 5歳頃というのは、脳科学的に言って
も言語力、語彙力等が一番増える時期です。 3歳
くらいになってくると、単純なお話からだんだん
展開のあるものを理解し、そこから今度は自分で
語ることもできるようになります。これはちょう
ど子どもの遊びとも関連がありまして、「ごっこ
遊び」ができるくらいの頃に、お話の流れも分かっ
てくるようになるのです。また、だんだんルール
や筋が通っていくのと同時に、例えば「夢から覚
めたら元通りになっていました」という『不思議
の国のアリス』のようなお話も、 5歳くらいにな
ると理解できるということが分かっています。ま
た、この頃に同じお話を繰り返し読むことの効果
を調べる研究も進んでおります。
私は、さっきの赤ちゃんに代表されるように、
子どもの見通しの力がとても大事だと思っていま
す。それは、読んで理解をするということに限ら
ず、わくわくしながら次を見通す経験も、繰り返
しの中で育っていくためです。見通しと振り返り
が、未来への時間を作り出し、人が生涯にわたり
高次の思考力を育てていくために大事だといわれ
ています。
脱線しますが、片付けが得意な人、手を挙げて
ください。片付けの力は、本来 3歳から 5歳くら
いで育ってほしいものです。でも、先ほどのアン
ケート12によると、この年齢では十分には育って
いないようなのです。なぜなら親がやってしまう
からです。小学生以上でも、親が自分の子の力で

12 前掲注(11), p.33. 

57 



19-06-126　050　秋田先生.mcd  Page 10 19/08/15 11:22  v5.51

子どもの発達と絵本・読書 

育っていないと認知するものの一つが、片付ける
力です。けれども、片付けるということは、次の
行動の見通しが持てるということと多分つながっ
ているはずです。その見通しを持つ力が、これか
らの自分の行動をモニターできる力につながって
いきます。ですから、ページの間合いをドキドキ
しながら予想するといった絵本の力は、見通し力、
予期を育てるのではないかと思います。また、こ
れはまさに同化、つまりさっきの赤ちゃんが「ふ
んわ ふんわ」のところで立ち上がった反応、あ
のようなものを生み出すのではないかと思いま
す。

③ 読み聞かせとまなざし

スライドでは、集団の読み聞かせを研究した結
果をお見せしています。対象は図書館ではなく保
育所です。特殊な眼鏡をかけてもらって、そこに
赤外線を当てると、どこを見ているかが分かる機
械があります。これを使うことで、特に一対一で
はない場合に、読み手がどんなふうに子どもを見
ているのかを調査するという研究です。
これはベテランの保育者のデータです。声をか
けなくても、まなざしを向けることによって子ど
もを誘うというのが読み始めのところです。読み
始めると子どもが反応し始めます。読み手はそれ
を見ながら、特にページをめくった後、例えば
ちょっと注意がそれている子どもの方を何度か目
を配りながら、戻ってきてくれるように促したり
します。これは皆さんの経験とも一致すると思い
ます。さらに後半部分、絵本をちゃんと見ている
かということをより詳細に、注意深く見ています。
そして読み終わった後、子どもたちの表情をもう
一度見るというサイクルが繰り返されているよう
です。
私はまだ絵本での実験は行っていませんが、保
育者と子どもがやり取りしながら見ている食事場
面について、若手の保育者とベテランの保育者は
それぞれどこを見ているかを解析してみました。
その結果を見てみますと、どちらかというと若手
の保育者の方が、視野が狭いのです。よく「視野
が広がる」といいますが、それが物理的に起きて
いるということが、明確にデータに現れました。

慣れないときほど、こちらを見てくれている子や
気になる子、近いところだけを見るんです。それ
がベテランになるほど、奥まで目線が広がるので
す。もちろん絵本の読み聞かせでいえば、一対一
のときと一対複数のときでは状況が違いますし、
まなざしだけではなくうなずき等いろいろな行為
によってやり取りが成立すると思いますが、この
ような違いを、物理的にも見られるようになって
きています。
ところで、絵本が子どもの発達にどう影響する
のか。私は子ども自身のアイデンティティの源泉
につながると考えています。しかしそういう部分
はなかなか調査や実験では分かりません。ですの
で、私がこれまでに出会った例をいくつか紹介し
たいと思います。

④ 事例を通して その 1 ―Aちゃん

まず一つ目は、私が関わっている神奈川の保育
所で、担任の先生が語ってくれたものです。この
子が Aちゃんというお子さんです。 Aちゃんは
感性が豊かで理解力があり、相手を笑わせるのが
得意ですが、集団の輪に入りにくいお子さんです。
また、みんなが何かをやっていると、意図的に「や
らない」と言ったりします。みんなのことが気に
なるので、遠くまで離れてはいきませんが、なか
なか参加しない。家庭も不安定な状況があるお子
さんです。
これは制作の場面ですが、みんながやっている
ときは離れています。そうすると先生が構ってく
れるということもありまして、他の子が終わった
ころにおもむろに現れて先生に構ってもらうとい
う様子で、なかなかみんなとうまく関われていま
せん。
その子が『ロボット・カミイ』 13というお話に出

会います。最初は、先生が皆に紙芝居で読んであ
げました。すると、面白いことに、 Aちゃんは「わ
たし、この本、好きじゃない」とわざわざ先生に
言いに来ました。それがだんだん好きになって
いったので、先生は、今度は絵本で少しずつ読ん
であげました。そして、「去年のお兄さんお姉さ

13 古田足日 著 , 堀内誠一 絵『ロボット・カミイ』福音館書店 , 1970. 
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んも、『ロボット・カミイ』を読んでもらって、カ
ミイの絵を描いたり、箱でカミイを作ったりした
んだよ」と、先生が誘導するのです。
すると Aちゃんは家に帰って、『ロボット・カ
ミイ』の絵本を思い出して、絵を描いてきます。
それがこの絵です。真似て描くのが上手なようで
すね。そして今度は、空き箱でカミイを作り始め
ます。まさに絵本の世界から自分の世界につな
がっていくのです。興味深いことに、この子は、
友達との関係をうまく作れていないので、カミイ
を保育所に置いておいて誰かに壊されるといけな
いと考えます。そこで、カミイを家に持ち帰って、
また持ってくるのです。
ここで一つ良いことに、先生が親御さんに、こ
の本読んでいるんですよと伝えました。すると A

ちゃんの親はその本を買ってくれて、Aちゃんが
どこでも安定して自分の好きな本を読める状況が
できました。
これは Aちゃんが自分で『ロボット・カミイ』
を読んでいる写真です。これくらいの頃に、先生
が意図的に聞くんです。「最初は嫌いだったのに
ね。どうして好きになったの？」と。すると A

ちゃんは、「カミイが意地悪して独りぼっちになっ
たところが、かわいそうだと思ったから」と言い
ます。それを聞いた先生は、この子の日頃の様子
から、この子がカミイと自分を同一視しているの
だろうと感じます。
そして、先生が「このカミイは Aちゃんの作品」
と周囲の子どもたちに伝えると、みんなはカミイ
を作るのを手伝ってくれようとします。Aちゃん
も、以前は拒んでいたのですが、この頃には素直
に受け入れられるようになり、一緒にカミイを
作っていきます。
このように Aちゃんは、絵本の世界が現実の世
界につながり、それまでうまくいかなかった友達
とのつながりができていく経験をします。する
と、今まで Aちゃんは集団の輪から外れていたの
ですが、周りの子が Aちゃんの作っているカミイ
にひかれて、「Aちゃんみたいに作りたい」と思う
ように変わっていきます。Aちゃんと周りの子ど
もたちの関係が深まっていく条件ができていくの
です。

実は Aちゃんは、家族の関係が複雑でなかなか
落ち着かなかったのですが、『ロボット・カミイ』
と出会うことによって、居場所を得て、それが周
りの子をつないでいったのです。
この Aちゃんにとっての『ロボット・カミイ』
のような本を、我々は「忘れられない本」と呼ん
でいます。必ずしもこんなにうまくいくとは限り
ませんが、このように忘れられない経験を得られ
る絵本と出会うことが、その子の思いを満たすだ
けじゃなくて、人と人とをつないでいきます。今
まで言われていたように、絵本を読むのはその子
にとっていいよという話だけではなくて、発達段
階に応じた横の関係もつないでいきます。そし
て、子どもさんのこういう話を聞くと、それによっ
て親御さんも安定するんですね。

⑤ 事例を通して その 2 ―赤ちゃん・誕生 関

する絵本を用いた取組

もう一つの事例を御紹介します。これは『きみ
のいたばしょ』 14という絵本です。御覧になった
ことのある方、おられますか？赤ちゃんを扱った
絵本は数多くあります。この本は、お子さんのた
めだけではなく、親にとっても、子どもが少し大
きくなってから見ると、心が満たされるものだと
思います。
これも先ほどの、私が関わっている保育園です。
毎月お誕生会に親を呼んで、赤ちゃんが生まれた
ときの絵本や赤ちゃんの絵本を読むということを
やっています。これを保育系の会合で御紹介しま
したら、皆さんも取り組みはじめてくれています。
ここに 2枚、赤ちゃんの写真があります。 1枚
は、この月に誕生日を迎えた子が、生まれたとき
の写真です。もう 1枚は実は、この子たちの担任
が生まれたときの写真です。子どもに「これ誰だ
と思う」と聞いても、絶対に担任だとは分かりま
せん。担任が「私よ」とうれしそうに言うと、子
どもたちはとても驚いて、どうしてこのおばさん
とこの赤ちゃんがつながるんだろうと不思議に思
うようです。
この『きみのいたばしょ』という絵本は、以前

14 スタジオネーブル 写真 , 池田伸 文 , コヨセ・ジュンジ 絵『きみ
のいたばしょ』NORTH VILLAGE, 2010. 
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台湾で講演したときに御紹介しましたら、台湾で
も翻訳本が出版されました。
それでは、読んでみたいと思います。

（『きみのいたばしょ』 朗読）

今スライドでお見せしているのが、この絵本を
初めて聞いたときの子どもたちの表情です。この
絵本は子ども向けとはいえない本ですけれども、
子どもたちが胸に手を当てていて、聞いているお
父さんも涙ぐんでいます。これは 5歳児のクラス
です。こんなふうに、子どもたちはこの絵本と出
会います。お誕生会の中では、保護者にもインタ
ビューをします。参加した保護者が、インタ
ビューを受けたおかげで、子どもが生まれてくる
前の様々な感情やエピソードをたくさん思い出
し、感謝と幸せを感じることができましたと、感
想を書かれていました。子どものための絵本とい
うよりも、親子で一緒に人の育ちについて分かち
合える絵本といえるでしょう。この園では、この
ような赤ちゃんに関する絵本をコレクションのよ
うに集めています。海外のものも含めて、出産や
生まれて 1年くらいまでの成長を描いたものを楽
しんでいます。これはまた別の月の誕生会の写真
ですけれど、お母さんの方が涙ぐんでいますね。
あるお父さんは、写真を持ってきてくださいって
言ったら、立会い出産したときの動画まで持って
きました。保護者の中でも、今月はどういう絵本
を聞かせてもらえるんだろうと思っているようで
す。

⑥ 事例を通して その 3 ―子どもたちの生活と

絵本

これは別の保育園です。品川にある本当に小さ
な園で、雨の日は室内がうるさくなります。そこ
で、ちょっとした工夫で、テラスで読んでいます。
子どもたちはこうして、いろいろな場で読んでい
ます。面白いなと思ったのが、本を持っている子
ではなく、脇から絵本をのぞき込んで見ている子
が、最後に「ああ読んだ」って言っていたのです。
「ああ、今日面白かったね」って。子どもにとって
読むというのは、正面から読むだけではなくて、

仲間と共に読むことも含んでいるのだと思いまし
た。これは幼児だけではく、小中高でも、分かち
合って読む楽しさを是非感じ取っていただけると
いいなと思います。
こちらの写真ではトイレに「こん」と「あき｣ 15

がいます。子どもたちが落ち着く場所に絵本があ
るんです。子どもにとって、絵本は本としてある
わけじゃなく、刻み込まれているので、こんな場
所にもあるとホッとするんです。そんな子どもの
生活と絵本が必ずつながっている世界を作り出し
ていくことが大事かなと思います。
これはいろいろな場所で、親が一緒に絵本立て
を作りながらお気に入りの絵本を立てる活動で
す。それからこちらのスライドは、今随分多くの
園でやっておられますが、今日先生が読んだ本を
置いておくんです。今日読んだ本がどれか、分か
るように見出しを立てておくだけでも、子どもた
ちが手に取る割合が変わってきます。また最近で
は、付せん紙などに「〇〇ちゃんの持ってきた本」
と書いて本に貼ることもありますね。子どもがど
んな本をみんなで分かち合いたいかが、一目で分
かります。
このスライドはある園の様子です。『かわ』 16を

階段の壁に貼っていて、毎日階段を上るたびに子
どもたちがこの『かわ』を楽しんでいるのです。
このように生活の中で絵本が根付いていくという
ことが、発達という点で、家庭と園、園と小学校、
小学校と中学校という発達の連続性をつなぐこと
につながります。また、『ロボット・カミイ』『き
みのいたばしょ』のお話でもお伝えしましたよう
に、保護者と情報を共有し、連携を作っていくこ
とが、これからの絵本を支える場には求められて
いくのではないかと思います。
このスライドは、図書館が家庭向けに行ってい
る読み聞かせワークショップの様子です。絵本を
紹介するのではなく、お宅では絵本を読むときに
何をどこで読んでいますかということを話しても
らいながら、親が一緒になって楽しむ方法や、う
ちはこうしているよといったことを共有するので

15 林明子 作『こんとあき』福音館書店 , 1989. 
16 加古里子 作『かわ：絵巻じたてひろがるえほん』福音館書店 , 

2016. 
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す。

4 ．児童期の発達と読書

① 追跡調査で見えてきたこと

ここでまた最新のデータを御紹介します17。今
私たちは、 3歳から小学 4年生までの期間の追跡
調査をしています。これは縦断研究という手法
で、最初の 3歳の頃には 1,400人くらい対象者が
いたのが、小学 4年生の頃には引っ越しなどの事
情で 500人くらいになっています。毎年、保護者
に協力をいただいて、どれくらいの本をどんなふ
うに読んでいるか、そしてそれが子どもの言語発
達やいわゆる思考能力にどう影響するかというこ
とを調査するものです。
ここから見えてきたことの一つが、世帯年収は
絵本の読み聞かせや言語力に何も関係がないとい
うことです。これは海外のデータでもいわれてい
ることですが、日本では特にその傾向があります。
一方で、母親の学歴と強い相関があります。これ
もヨーロッパのどの研究でも同じ結果が出ていま
す。絵本を読むことや将来的な言語能力・論理性
に対する父親の影響は、母親の半分です。それが
良いことか悪いことかは別ですけれども。母親の
学歴は、 3歳から 5歳までの読み聞かせの頻度に
影響があります。その頻度が、小学校の 2、3年生
で、本をどれくらい読んでいるかということに影
響します。
私たちは語彙力を調べていまして、それが言語
能力と影響があるということが分かっています。
また、児童期に一人でどれくらい本を読んでいる
かというのが、最終的に言語能力に影響を与えて
います。一方、子どものときによく絵本を読んで
あげると言語能力が高くなるといいますが、その
ような関係は見られません。絵本をよく読むこと
は、小学校以上で本を手にしてみる頻度に影響が
あります。つまり、読書をすることが子どもの論
理力や言語力に影響を与えているのです。
一方で、読み聞かせを毎日することや、その時

17 荒牧美佐子・高岡純子・秋田喜代美・無藤隆「幼児期からの読
書活動が児童期の言語発達に及ぼす影響」日本発達心理学会第 
30回大会ポスターセッション. なお、日本発達心理学会「日本
発達心理学会大会論文集」第 30回, 2018, PS6-41（p.456）に、同
発表の要旨が掲載されている。 

間を長めにとることは、親御さんと読書について
会話をすることに影響しています。つまり、幼児
期に親子で絵本をめぐる会話ができていること
が、小学校になっても親子で本について語ること
に影響しています。これは言語能力には影響はあ
りませんが、論理能力には影響があります。性別
については、小学校中学年くらいまでは一般に女
子の方が言語スキルは高いので、その影響が出て
います。月齢についていえば、4月・5月くらいに
生まれた子と早生まれの子では、同じ時点で調査
をするとやはり違いがあるという結果も出てきて
います。
つまり、幼児期から児童期初期までの頃に、本
や絵本の豊かな経験をしていくことには意義があ
るということです。私どもは今も、この小学 4年
生以降にどう変化していくかというのを調査して
いるところです。

② 小学校での事例を通して

このスライドは静岡の小学校の写真です。この
学校では図書館に行くとき必ず「図書袋」を持っ
ていきます。そうすると、図書館の帰りに図書袋
に本を入れて帰ります。一年生のときに図書袋を
持っていくよう習慣付けることが重要だと思いま
した。
次の写真は、ペアで絵本を読みあう活動です。
このような活動も重要かと思います。
私は、絵本は全ての子どもにとって有効だと
思っています。これは福岡の筑紫女学園大学の稲
田先生の事例18で、特別支援学級でのことです。
その学級には、肢体不自由で排せつがうまく自
分でコントロールできないお子さん、Bくんがい
ました。同じ学級の子どもたちは、Bくんは臭い
から嫌とか、漏らすから嫌といって避けてうまく
いきません。それで先生は考えて、排せつに関す
る絵本をたくさん集めました。まずは、排せつを
明るく受け止めるための絵本として、動物の排せ
つに関する様々な絵本を集めて、一緒に読みまし

18 稲田八穂・難波博孝「「情動」に働きかける読み聞かせの実践：
「排泄」をテーマにした読み聞かせのケーススタデイ」『読書科
学』57 巻 3-4 号, 2015.10, pp.89-100. < ttps: //www. jstage. jst.go. 
jp/article/sor/57/3-4/57_89/_article/-c ar/ja/> 
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た。Bくんだけではなく、そのクラスの他の子ど
もたちにも読んであげます。それによって子ども
たちがオープンに排せつの話ができるようになっ
ていきます。集めてみるといろいろあるものです
よね。
それで今度は、だんだん排せつの話がタブー
じゃなくなると、人間の話になっていきます。そ
して周りの子どもたちは、 Bくんは障害があり、
なかなか排せつのコントロールがうまくいかない
ということが分かっていきます。みんなで絵本を
読んでいく関係の中で、絵本を通して人がつな
がっていき、他の子が Bくんを受け入れていく姿
が見えてきます。
絵本もいろいろなテーマのものがあります。そ
れらを焦点化してみると、見えてくるものは多い
のかなと思います。

5 ．中学生・高校生の発達と読書

最後に少し、いくつかデータを御紹介したいと
思います。まずは不読率のデータです。先ほど、
不読率はほぼ横ばいだというお話をしました。こ
れは高等学校のデータです。 1か月に 1回も本を
読まない子どもの割合が不読率で、ここ数年 5割
を超えています。この結果から、いろいろな機会
をもって子どもたちに関わっていく必要があろう
と思っています。
今スライドにお示ししているものは、第四次計
画策定の際、有識者会議がベネッセ教育総合研究
所に依頼してデータを解析してもらったもので
す19。分かってきたのが、小学校から中学校、中
学校から高等学校と、学校を移行するところで不
読率が上がるということです。もちろん、長い時
間をかけて読書習慣がついて、恒常的に読んでい
る子は一定数います。一方、普段学校がある日に
ついて、1日当たりの読書時間が 0分という層が、
小学 6年生から中学 1年生に、中学 3年生から高
校 1年生にと進学するところで増えています。で
すので、ここのバトンをうまくつなぐことが大事

19 ベネッセ教育総合研究所「子どもたちの読書活動の実態に関し
て」（第 2 回読書活動推進に関するヒアリングご説明資料）  
2017.9.12. < ttp://www.mext.go.jp/b_menu/s ingi/c ousa/s ougai/

,

040/s iryo/__icsFiles/afieldfile/2017/09/21/1395532_001_1.pdf> 

なのではないかと思っています。
次のスライドは、小中高で 2万人を対象に調査
したデータをさらに解析して分析をしたもので
す。子どもの読書に対する家庭の関わりは、小中
高と学年が上がるにつれてみるみる減っていきま
す。逆に中高生では、友達の口コミなど、友達の
関わりは増えています。また、学校の関わり、つ
まり先生が本を紹介することなどは、あまり効果
がないということがよく分かります。それが良い
か悪いかは別ですけれども。
そして、スライドには「読書量に比例するのは
読書認知」と書きました。本が役に立つとか好き
であるという認識を持っていれば、子どもは本を
読むということも分かっています。読書量だけで
はなくて、「本はわくわくして楽しい」という感覚
をどうやって生み出していくかが大事だろうと
思っています。
特に私が言いたいのは、学校において通年の読
書推進計画を立ててもらいたいということです。
これは、自分の学校は読書推進によく取り組んで
いると思うかどうかを生徒に尋ねた結果と、その
学校の生徒たちの実際の読書冊数について尋ねた
結果を比較したデータです。両者の結果の間には
強い正の相関があります。つまり、子どもをめぐ
る環境の違いが読書量の違いを生むのです。
読む子と読まない子がいるというのはよくいわ
れます。しかしその差よりも、読まない学校と読
む学校があるということを私たちは発見しまし
た。公立の学校においても、どこの学校に行った
かで、その子が本を読むようになるか否かがはっ
きり変わるのです。分析をしてみて、公教育でこ
のようなことがあっていいのかと思いました。ど
この学校にも、読む子と読まない子はいます。し
かしその差より、学校間の格差の方が大きいので
す。読書活動推進に熱心に取り組んでくれる学校
に通えば、本が苦手な子でも、読んでみようと思
う機会を得ることができます。そうでない学校に
行った場合、データで示されたような結果になる
ことがはっきりしています。それでいいんだろう
かと、私は常日頃思うのです。
一方、国の調査では、学力の向上に読書は効果
的ですというデータは出ていますが、それだけで
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はなく、子ども時代に、その年代に応じた絵本や
本との豊かな出会いがあることが大事なんだろう
と思います。
読書に集中すると読解力が向上することも分
かっています。これは、国立青少年教育振興機構
のデータです20。私たちがいいなと思っているの
はこちらで、高校生の頃よく本を読む人は大人に
なってもよく本を読むのですが、そもそも読書が
好きかどうかは、小学生や中学生、つまり義務教
育段階までで決まるというものです。高校生の段
階ではあまり影響がありません。やはり読書が好
きかどうかは中学生までで決まるということが、
データを解析して見えてきました。
今お示ししているのは、同じく国立青少年教育
振興機構のデータで、大人の方を対象として伺っ
たものです。私たちはこれを基に、子どもの頃の
読書が大人になってからの意識などに与える影響
について分析をいたしました21。20代、30代、40

代、50代、60代と年齢別に約 1,000名ずつ、合計
で約 5,000名の方を対象に調査を行っています。
この結果から、小中学校の頃の読書量だけではな
く、いかに多様なジャンルを読んだかということ
が、大人になってからの意欲や意識に影響がある
ということが分かっています。その人の年収以上
に、中学生までにいい読書経験をしているかどう
かということが、大人になってからの意欲の高さ
に影響を及ぼすのです。
先ほどもお話ししましたように、子どもの頃の

20 国立青少年教育振興機構「子どもの読書活動の実態とその影
響・効果に関する調査研究 報告書」 2013. < ttp://www.niye.go. 
jp/kenkyu_ oukoku/contents/detail/i/72/> 

21 濵田秀行・秋田喜代美・藤森裕治・八木雄一郎「子どもの頃の
読書が成人の意識・意欲・行動に与える影響―世代間差に注目
して―」『読書科学』58巻 1号, 2016.3, pp.29-39. 
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読書量は家庭の年収の影響を受けていません。つ
まり、どんな子どもたちにとっても、豊かな読書
の環境や良い絵本との出会いがあるということ
が、生涯において意欲をもって未来志向であるこ
とや、様々な資質を身に付けるための基礎となる
といえます。
最初に、シンガポール国立図書館の「幸せのた
めの読書」という標語の写真をお見せしました。
絵本と出会うことは、子どもたちの自分づくりに
もつながります。また、絵本を介して大人と子ど
もがつながるということはよくいわれますが、子
どもと子どももまた絵本を通してつながっていく
ということが大変重要ではないかと私自身は思っ
ております。以前『本を通して絆をつむぐ』 22とい
う本でも述べましたが、私は、子どもが安心して、
夢中になり、本が好きだと思える地域をそれぞれ
に作っていくことを「読書コミュニティ」と呼ん
でいます。実際に、そういう世界ができたらいい
なと思っています。
生涯学習について初めて言及したのは、ロバー
ト・ハッチンス（ Robert Maynard Hutc ins, 1899-

1977）という人です。私は、「絵本の経験が子ども
自身の心に生涯学習の灯をともす」と考えていま
す。つまり絵本は生涯学習につながっていくので
す。私は、絵本が発火装置となって、読書コミュ

きずな

ニティがもっと生まれて、本を通した絆が紡が
れていけばいいなと思っています。

22 秋田喜代美・黒木秀子 編『本を通して絆をつむぐ : 児童期の暮
らしを創る読書環境』（シリーズ読書コミュニティのデザイン）
北大路書房, 2006. 
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「子どもの発達と絵本・読書」紹介資料リスト

（東京本館） → 国立国会図書館東京本館で所蔵 

No. 書名 著者名 出版事項 請求記号 

1 きみのいたばしょ スタジオネーブル 写真 ,
池田伸 文 , コヨセ・ジュンジ 絵 

NORTH VILLAGE, 2010 Y17-N11-J152 

2 本屋って何? 秋田喜代美 監修 , 稲葉茂勝 文 ミネルヴァ書房, 2015 
UE111-L87
（東京本館） 

3 最初の質問 長田弘 詩 , いせひでこ 絵 講談社, 2013 Y17-N13-L616 

4 Mirror Jeannie Baker Walker Books, 2010 Y17-B13024 

5 本を通して絆をつむぐ : 児童期の
暮らしを創る読書環境 秋田喜代美, 黒木秀子 編 北大路書房, 2006 UG71-H113
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絵本を読みあい育ちあう 

レジュメ

絵本を読みあい育ちあう

村中 李衣

1 ．子ども 寄り添うとは、どういうこと？

・1分間の冒険～子どもの中に流れる時間に寄り添ってみよう～

・あなたの声が届く喜び～指示命令の声と異なる声の用い方に気づきましょう～

2 ．絵本を介した響きあいの場を育てる

～マニュアルでなく、自分 似合う声を届けよう～

・『さわらせて』（みやまつともみ、アリス館、2014）を読みあってみる
どこをどんな風にさわりたいの？ どんな風に自分を差し出すの？

3 ．絵本の特質を考え直す

・ペーパーバックとハードカバー

・大型絵本の問題

・めくる手・支える手が伝えるもの

4 ．最近の仕事を通して学んだこと

・少年院での読みあいワークショップ

・小学校での読みあいワークショップ

・いろいろな場所での読みあいを広げて

参考文献
『保育をゆたかに～絵本でコミュニケーション』かもがわ出版
『絵本の読みあいからみえてくるもの』ぶどう社
『感じあう伝えあう ワークで学ぶ児童文化』金子書房

65 



19-06-126　065　村中先生.mcd  Page 2 19/08/15 11:28  v5.51

絵本を読みあい育ちあう 

絵本を読みあい育ちあう

村中 李衣

皆さんこんにちは。村中李衣と申します。よろ
しくお願いいたします。今日は皆様目が輝いてお
られて、随分学びを深めておられるのだと、始め
る前から身の引き締まる思いです。
私は 1年前から朝、走るようになりました。走
る経路は日によって違うのですが、ある経路では
山を越えないといけないんです。山を越えると中
腹に小学校があって、毎朝小学校の登校班の子ど
もたちが、その坂を上り下りしながら学校へ向か
います。 6年生が黄色い旗を持ち、その後ろをみ
んなぞろぞろと歩いています。
昨日の朝、ちょうどその経路を走っていました。
ここからは上り坂だぞというところに差し掛かっ
たとき、坂の頂上に近いところに黒い塊が見えま
した。なんだろうなと思ったけれど、まだ下から
だとよく見えません。近づいていくと黄色いもの
が見えてきました。もっと行くと、登校班の子ど
もたちが何かを取り囲んでいることが分かってき
ました。それが分かった地点へ走って行く間も、
その塊の動きはありません。駆け寄っていき、見
ると 1年生の男の子が、黄色いカバーをかけたラ
ンドセルを背負ったまま倒れているではありませ
んか。側溝のグレーチング（金網）に足を引っ掛
けて転んだようでした。
周りにいた子どもたちは、私が行った瞬間、ど
うしたと思いますか。
私の方を向いて、両手を背中に回したんです。
そして一人の女の子が「両手をね、ポケットに入
れとったけぇ、こうなったんよ」。隣にいた子も
「両手をポケットに入れとったけぇ、いけんのん
じゃ」。次の子も、「両手をポケットに入れちょっ
たけぇね、こうなったんじゃあ」。「両手がいけん
のんじゃあ」。私はびっくりして、「誰もそんなこ

と聞いてない」って言いました。子どもたちは
とっさのことにパニックになっていたんだから仕
方がないと思いますけれども、 1年生の一番小さ
い子が倒れたときに、「どうしよう」とか、「大丈
夫かな」とか、「助けて」とか、そういったことは
何もなく、まず全員が手を後ろに回す。これは、
「私は無実だ」という気持ちの表れのような気が
します。なぜ転んだかの理由を言うのも、日頃何
かが起きたとき、大人が真っ先に「なんであんた
こんなことしたの」「なんでそうなったの」と聞き
ただすからじゃないかと思いました。
私はそのとき携帯を持っていなくて、どうしよ
うもありませんでした。だから近所に助けを求め
ようとして行ったら、近頃はみんな、容易には玄
関を開けてくれません。大変な時代です。同時
に、集団登校は集団で歩いているだけでちっとも
機能していないんだなと悲しくなりました。集団
登校には、ただ安全のためだけではなく、弱まっ
ている地域でのつながりとか異年齢のつながりを
育てるという意味もあったはずなんですけれど。
そのように考えたときに思い起こされたのが、
詩人の伊藤比呂美が指摘していたことです1。ぐ
りとぐら2が、森の中で卵を見つけるところで、そ
れまでの児童文学だったら、「誰の卵だろう」「お
母さんは誰だろう」「お父さんは誰だろう」って卵
を命として見たはずなのに、落ちていた卵を見て、
「おいしそうだ」と言い、卵を食材として見るよう
になったという指摘です。子どもたちの一つ一つ
の営みも、私たちが文学の中で育ててきたものとの

1 「絵本のたのしみ」（佐藤和貴子 文  瀬川康男 絵「なんだかんだ」
『こどものとも. 年少版』通号 207号  1994.6. 付録）pp.2-3. 

2 中川李枝子 文  大村百合子 絵「ぐりとぐら」『こどものとも』通
号 93号  1963.12. 
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関わりがないとはいえないんじゃないでしょうか。
翻って「じゃあ私は」と考えました。私は「読
みあい」ということをずっと言ってきました。そ
れは読む側が読まれる側に一方的に本の情報だけ
を渡すということにとどまらないで、本を通して
それぞれの内側に生かしている物語がどう開い
て、それぞれの物語がどんなふうに響き合うのか
を見ていくということなのです。昨日の出来事を
経て、大変な時代になったなあと思いながら、こ
の読みあいというものをもう一回、自分に問い直
して考えたいなと思っています。

1 ．子ども 寄り添うとは、どういうこ

と？

① 1 分間の冒険～子どもの中 流れる時間 寄

り添ってみよう～

今日の始まりは、「子どもに寄り添うとは、どう
いうことか」とレジュメに書かせていただきまし
た。子どもと一緒に過ごしているときに、子ども
の内側に流れている時間と、それから子どもに寄
り添う私たち一人一人の内側に流れている時間
が、どんなふうに絡まっていたり、重なっていた
り、少しずれたりしているのかを感じていただき
たいと思います。これを感じておくことは、図書
を通した子どもたちとの関わりにも必ず関係があ
ると思うので。
ちょっと皆さんに動いてもらいます。
二人組を作っていただきたいんです。お隣同士
で、よろしくねって、肩をたたいてください。「よ
ろしくね」、ぽんぽんって。この二人でワークを
やっていただきます。
私の話は、ちょっとあっちこっちに飛びますが、
それはそれで大事なことがあるかもしれないの
で、お許しくださいね。今、ペアになってくださ
いって言ったら、皆さんは和やかに、さっとペア
になられましたね。けれど、学生に同じように言
うと、二人になれなくてぐずぐずしている子たち
がいるんです。そのときに、「はい、二人組になれ
なかった人、手を挙げて」って言ったら、大体手
を挙げないんですよね。恥ずかしいらしいんで
す。分かりますでしょう？ところが、挙げるよう
に声をかける方法があるんです。これまた、本と

絵本を読みあい育ちあう 

は関係のないことを言っているなと思うかもしれ
ないけれど、意外と関係あるんですよ。それはね、

・ ・ ・ ・

「はい、二人組になれなかった人、元気よく手を挙
げて！」。これだと、わっと挙がるんです。これ
はどういうことなのかなと考えてみました。私が
「元気よく」って言葉を発するとき、子音でいうと
「g」と「k」の音が出ますよね。すると、自分の心
の中にも口腔内にも小さな風が起こるでしょう。
多分「元気よく」と言われた側も、この人には自
分を責めようという心はなく、自分のことを湿り
気なく明るく受け止めようとしていると察知する
んだと思うんです。「どうもこの先生は、今自分
を問いただす気はなくて、その後自分に不幸なこ
とが起こるということもないようだ」ということ
を、意味内容ではなく声で感じている。小さい人
は特にそうなんじゃないかなと思います。だか
ら、元気よくと言うとぱっと手が挙がる。「今日
は宿題やってこんといけんかったね。でも残念な
がらやってこんやった人、手を挙げて」って言っ
たら絶対挙がらない。「元気よく手を挙げて！」っ
て言ったら、ぱっと挙がる。それはやっぱり、声
に込められたものであって、響きあいだなあと思
うんです。
さて、寄り道しましたが、二人組になりました
ね。今から「 1分間の冒険」っていうのをやって
みようと思います。今、二人組になれなかった人
いますか。元気よく手を挙げて！いない。
こういうふうにします。じゃあちょっと、職員
の方、前に来ていただけますか。
まず二人で向かい合います。手をまっすぐ前に
伸ばして、相手の肩に届くくらいの距離に立ちま
す。そうして、1分間、黙って見つめ合います。 1

分経ったなと思ったら、目で合図して、二人でさっ
と座ります。
簡単でしょう？ 1分です。難しい？ 1分経った
ら座っていいんです。時計は見てはいけません。
見るのは相手の顔です。私は正確に 1分を─これ
もまた考えようなのですが、正確にという言葉も
ちょっと曲者です。時計に従って 1分経ったら、
「はい」と言います。ぴったりかどうかお試しに
なってください。
じゃあ向かい合って。立って。はい、肩で距離
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を決めて。では行きます。心を落ち着けて。しゃ
べっちゃだめです。
用意、スタート。

（1分間経過）

はい。どうでしたか？当たったかどうかはどう
でもいいです。でも、私が「はい」って言ったと
きに、「ええっ？」とか「わあ！」とか声が漏れま
したでしょう？あれは皆さんの中に別の物語が
あったからですよね。その物語と、時計が動かし
た 1分の物語が違うからこそ起こった驚きですよ
ね。自分たちが考えたより早く 1分が過ぎたって
いう人。（会場挙手）じゃあ、もっともっと長かっ
たっていう人。（会場挙手）分からなかったって
いう人いますかね。
大抵の人は 60数えたんじゃないかと思うんで

す。60数えた人、手を挙げて。はーい。でもそれ
は、私たちは 1分イコール 60秒と知っていて、1

ずつ数えればいいという枠のようなものがあるか
らではないですかね。そして、実は自分たちが生
きている時間はそうじゃないっていうことです。
じゃあ 1分間の冒険その 2。今度は共通の話題
で、二人で 1分間しゃべります。最近の新刊書に
ついてでも、レファレンスの苦労についてでも何
でもいいです。これについて話しましょうという
のを決めてください。映画でも、洗濯物の畳み方
でも、お気に入りの柔軟剤でもいいです。
決まりましたか？じゃあ、じゃんけんしてくだ
さい。
それじゃ職員の方、またちょっと来ていただけ
ますか？さっきと同じように立ちます。じゃんけ
んをします。私負けましたね。そうしたら、負け
た方の人から語り出すようにします。私が「用意」
と言ったら、クラップ（拍手）してください。ぱ
ちぱちぱちと。そして私が「はい」って言ったら、
ハイタッチして、負けた方の人から、「あのね」と
語り出します。あとは自由に二人でしゃべりあう
んです。語り出しだけは、負けた方の人から。
ぱちぱちぱちぱち、ハイタッチ、「あのね、洗濯
物の畳み方で、いいアイデアありますかね？」っ
て。そして 1分経ったって思ったら、二人で同時

に座るんですよ。
難しい？でも、例えば試験のときとか、 1時間っ
て言ったら、試験しながら 1時間を意識して時間
内に終わらせるじゃないですか。大丈夫です。
しゃべり続けるんですよ、1分間。
はいじゃあ立って。いきますよ、いいですか？
用意、ぱちぱちぱち…はい、「あのね」。

（1分間経過）

はい、 1分です。どうでしたか？さっきの 1分
間と今の 1分間は同じでしたか？この体験をする
までであれば、こう聞かれたら「当たり前でしょ
う」と思ったかもしれませんが、実際には全然違
いましたでしょう。これが、あっという間に時が
過ぎるということです。日頃は「あっという間に」
と言いますが、ものすごくたくさんおしゃべりし
ている間に時間が過ぎましたね。
さて、これで本当に最後です。その 3。また職

員の方と私でやってみます。今度もじゃんけんし
てください。負けた人、手を挙げてください。負
けた人は、先生、若しくはお母さんになります。
勝った人は、何か悪さをした子どもです。
私はお母さんになります。そして、職員の方、
下のお名前は？
─「くにこです」
くにちゃん、前から言っているように、あなた
はね、いい子すぎるからいろんなことに気を遣う
でしょう？そういうところが母さんにしてみたら
イライラするときがあるのよ。だいたいね、あな
た、こないだだってね、みんなで水泳に行ったと
き、遠慮して列の一番後ろに行ったから一回しか
泳げなかった…母さんの顔見なさい！
と、こんな感じで、ずーっと叱り続けます。子
どもは、そっぽを向かずにじーっと聞いていてく
ださい。叱る側は、 1分間経ったなと思ったら御
自由にお座りください。子どもは 1分間叱られた
なと思ったら、お母さんや先生に構わず座ってく
ださい。
くにちゃん、分かった？
─「はい」
という感じです。
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じゃあ、「私先生になります」、「お母さんになり
ます」って伝えてください。いいですね？じゃあ
やってみましょう。また最初はクラップして、ハ
イタッチして、お母さん若しくは先生になられた
方が「だいたいね」って始めてください。
はいじゃあ、ぱちぱちぱちぱち、ハイタッチ、
どうぞ。

（1分間経過）

はい、どうぞ。どうでしたか。お母さんや先生
と、子どもと、同じように向き合って同じ場所に
いても、流れている時間は多分違いましたよね。 

1分間は同時でしたか？ずれていましたよね。そ
ちらの方、お子さま役でしたか？
─「はい」
お子さん、先に座っていましたね。でも、お母
さんの方はまだまだ言い足りないからまだ言う。
例えば児童文学の創作でいうと、子どもの方はも
う十分だと思っても、書き手の方がもっともっと
伝えなきゃと力が入りすぎるということがありま
す。それから学校で考えたら、先生が皆のためだ
と思って良いことを言っているときほど、子ども
の中では「先生の気持ちはもう分かった」と心の
中で終了していたりします。また、絵本の読み方
でも、こうやって読まなければいけないと強く思
いすぎると、なんだかずれてしまうということも
あるかと思います。決して正解は一つにはならな
くて、だから面白い。自分の中であふれている思
いと、子どもの中の「なんで先生は、この話をそ
んなに胸がいっぱいの顔して読むんかな」という
思いとで、その一つの場が成り立っていることを
承知しておくのもとっても大事なことです。こ
の、一つ一つの何気ないことの中にたゆたう一人
一人の時間の物語をちょっと意識すること、これ
は読み方にも関係してきます。いろいろなところ
で言われている読みのあり方についても、この後
でお話しますが、ちょっとこの話を覚えておいて
いただければと思います。
で、皆さん、「ちょっとこの人、こんな面白いこ
とばっかり言っていて終わるんかな」と不安かも
しれないので、研究的なことをお話しします。

今年の夏、私は徳島大学医学部の先生方と一緒
に、NIRS3による脳機能計測を用いて、読み聞か
せの仕方が読み手・聞き手それぞれに与えるイ
メージの違いについて研究4をしていました。と
いうのも、現場の先生たちの研修会に行くと、未
だに必ず聞かれるんです。「自分は学校では、『絵
本は感情を込めて読むと子どもたちに強い特定の
イメージを与えてしまうから、イメージを限定し
ないように淡々と読むのがよろしい』と習ってき
たが、しかし現場で読むとそうもいかない。だか
らつい感情を込めて読んでしまうけれど、どっち
がいいんですか」と。もう何年も前から聞かれる
んです。
本当のところは、最初に「淡々と読むのがよろ
しかろう」とおっしゃった先生方は、「本の世界を
壊さないような、尊重した読み方をしましょう」
ということだったと思うんです。それがいつの間
にか読み方のノウハウにすり替わってしまったた
めに、混乱しているのだろうなと思ったんです。
それで、絵本を読む初心者とベテラン、つまり
保育者や学校の先生を目指す学生と、何年もボラ
ンティアや読書活動をされている方の 2つのグ
ループで実験をしました。淡々と読んでください
という指示と、御自由に読んでくださいという指
示で、それぞれ絵本を読んでもらいます。そのと
きの、聞き手のイメージや読み手の緊張感、リラッ
クスの具合は違うのか、そういった相互作用を、 

NIRSを使って検査いたしました。読む本は昔話
絵本と創作絵本の 2 種類で行いました。今回は
『桃太郎』と『だくちるだくちる』 5の 2冊を読んで
もらいました。まだまだ今後データを増やして丁
寧に検証していく必要がありますが、とにかく、
「淡々と読まなければ子どものイメージを限定し
てしまう」とこんなに言われているのに、これま
で実際にその根拠となる実験が行われたことはな
いんです。

3 Near-Infrared Spectroscopy. 近赤外線光を用いて脳の血流，酸素
代謝変化を測定し画像化する装置。 

4 村中李衣・森慶子・森健治「読み聞かせ指導法が読み手に与え
る心理的負荷と聞き手に与えるイメージ」『ノートルダム清心
女子大学紀要. 外国語・外国文学編  文化学編 日本語・日本文
学編』43巻 1号  2019.3  pp.77-91. 

5 V.ベレストフ 原案  阪田寛夫 文  長新太 絵『だくちるだくちる
はじめてのうた』（日本傑作絵本シリーズ）福音館書店  1993. 
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今回の結果として、聞き手の脳反応は、淡々と
読んでも、抑揚を付けて読んでも変わりません。
無意味つづりを声に出して読んでいるときの脳の
状態と比較すると、はるかにリラックスしていま
した。どちらの読み方で読んでも、脳のレベルで
いうと変わらないんです。
ところが、読み手の方はそんなに簡単ではあり
ませんでした。ベテランのグループは、淡々と読
みなさいと言われても、「昔話を淡々と読むとい
うことは、文体に合わせた読み方をすればいいん
だな」と、どうやら自分の中で置き換えをしてし
まうらしいんです。だから、まるでロボットかお
経かみたいな調子で読む人はいない。経験を積ん
だ人は作品に合った読み方になっていくので、読
み進めるうちに中盤あたりで脳の血流状態が落ち
着き、リラックスしていくんです。だけれども、
初心者の場合、昔話を「淡々と」読めと言われる
と、昔話の持っている抑揚を殺さなければいけな
いと考え、無理をして読みます。そのために、脳
に大きな負担がかかり、脳の血流の活動状況を示
す映像が、高ストレスを示す真っ赤になっていく
場合があるんです。
ということは、これから絵本の読みを勉強しよ
うという人に、あまり形で指示を出しても意味が
ないということなんです。それよりも、作品とき
ちんと向き合い自分の声をよく聞いて、そこで自
分の声を聞いている人と自分の間に流れているも
のを大切にすれば、よほどおかしい読み方や場に
はならないだろうと思うんです。今日の 1分間の
冒険で体験していただいたとおりにね。
今までは、「淡々と読むか感情を込めて読むか」
という問いを受けると、「この作品に一番似合う
額縁を考える」という説明をしてきました。きっ
ちりしっかりした枠が似合う作品なのか、それと
も素手で手渡した方がいい作品なのかに合わせ
て、流木で作った額縁のような声で読んだ方がい
い場合もあるし、かっちりした額縁がいい場合も
あるでしょうというような例を挙げてお話しして
いたんです。そのことを裏付けるという意味で、
今回はそういう調査の結果が出てきました。皆さ
んも覚えておいていただいて、困っている方にア
ドバイスして差し上げたらいいんじゃないかなあ

と思います。

② あなたの声が届く喜び～指示命令の声と異な

る声の用い方 気づきましょう～

じゃあ次に行きます。今、声が大事ですよと申
しましたね。それで皆さん、「声の道」っていうの
を、意識したことはありますか？ 

20代の、それも子どもたちに関わる仕事をしよ
うっていう人に、「あなたの声はお好きですか」っ
て聞くと、大抵の人が嫌いだって言うんです。「あ
なたはその、自分で好きじゃない声で子どもたち
につながるんですか」って言うと「ああそうです
ね」って。
だからやってみましょう、声の道です。
こんなふうにやります。職員の方、お願いしま
す。今回も向かい合いまして、じゃんけんをしま
す。私が勝ちましたので、勝った方の人が負けた
方の人に、 と聞きます。「何とお呼びしましょうか」
─「くにちゃんとお呼びください」
「くにちゃんとお呼びください」とおっしゃっ
たので、私はこれからマイクを外して、生の声で、
「くにちゃん」と呼びます。あっちこっちに声の
道を作って「くにちゃん」と呼びますから、くに
こさんは、御自分の胸の真ん中に声が響いたら、
手を挙げてください。分かると思いますか？
─「はい」
分かるって。素晴らしいね。分かるって言って
もらえたので、私も安心していきます。では目を
閉じて。
（左を向いて）くにちゃん
（斜め右を向いて）くにちゃん
（上を向いて）くにちゃん
（正面を向いて）くにちゃん（挙手）
わあ。素晴らしいね。
御自分たちはどうでしょうか。やってみましょ
う。勝った方の人は負けた方の人の名前をあっち
こっちに向かって呼び、 1回だけ、胸の奥に届く
ように声を渡してみてください。どうぞ。

（「声の道」のワークを実施）

はい、できましたか？今見ていると、声がどう

7  
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通っていたと感じたかを説明されている方もいま
したでしょう。右に来て、上に来て、斜めに来て、
最後に正面に来たよねって説明されている方もい
らした。声って意外とはっきり道を通って相手の
胸に行っているんですね。
じゃあ今度は役割を逆にしてやってみましょ
う。どうぞ。

（「声の道」のワークを実施）

はい、どうでしょうか。
このワークにはたくさんの気付きがあると思う
んです。まずはうれしかったでしょう。自分の胸
にまっすぐ届く声を受け止めるのはうれしいこと
なんです。そして、受け止めてもらった側もうれ
しかったでしょう。だから、本を読んで届けると
いうのは、単に使命というだけではなくて、うれ
しいことなんですね。そしてその読む声をもらう
ことも、うれしいこと。これは赤ちゃんに絵本を
読むときに一番はっきり分かることですけれど
も、大きくなっても本来そうなんですよね。
そして今この会場には、何十人もの人がいらっ
しゃいますね。この半分の方が、同時に、同じく
らいのセンテンスで声を出したにもかかわらず、
「ああちょっと、後ろの人うるさいっ」ってならな
かったでしょう？つまり、本当に求めている道が
あれば、声はそこにすっと入ってくるものであり、
うるさくなんかないんです。教室で「うるさい！」
と言っているときは、話し手側は自分の道が定ま
らない、聞き手側は自分の道に届けてくれる声が
見つからないときです。
そう考えると、おはなし会をするとき、自分は
いつもこの位置に座って、子どもたちはここで、
そのフォーメーションが崩れるとまるでいけない
ことであるかように言うのはどうだろうかと思い
ませんか？作品によって、語る人によって、声の
道の作り方はみんな違うわけです。ですから、そ
の声の道を大切にした語りをしてもいいのです。
また、もしかしたら、ごそごそ動いて話を聞いて
いないように見える子どもは、自分の胸の真ん中
にその声が届くように調整しているのかもしれな
い。そんなふうに考えると、読みの現場で「困っ

たこと」といわれるいくつものことが解決するん
じゃないかと思います。
それから、お母さんたちによくあることで一つ。
私は子どもが二人いて、特にお兄ちゃんがいつも
私を怒らせる。でも文句を言えるのは料理してい
るときぐらいしかない。それで、小言を言うとき
は大抵ねぎを切っている。ねぎを刻んでいると、
なんだか悔しさが込み上げてくる。だからまな板
の上のねぎを切りながら、「本っ当あんたたちは
なしてこげなかね。ほんとに母さんは腹が立つ！
ほんともう、なんで分からんのねー！」って言う。
すると、私の「声の道」はまな板に向かっていま
すから、子どもには届いていないんです。まな板
は理解してくれているかもしれませんが。
だから、本を読むときにはどの色の服がいいと
か、ネイルアートをしている人は手袋をはめて読
んだ方がいいとか、もちろんその方がいいかもし
れないんですけれど、もっと大事なことがあると
いうことを心に留めたいなと思うんです。

2 ．絵本を介した響きあいの場を育てる

～マニュアルでなく、自分 似合う声を届けよ

う～

①『さわらせて』を読みあってみる

それでは、実際に絵本を 1冊読んでみようかな
と思います。
みやまつともみの『さわらせて』 6という本です。

御存じですか？初めての方、元気よく手を挙げて。
じゃあ、ちょっと読んでみます。

（『さわらせて』音読）

これが『さわらせて』という作品です。
かわいらしい絵で、物語の展開は、最初のページ
と次のページで応答関係を作っており、二拍子に
なっているといいますか、一、二、一、二と繰り
返される本です。私はよく小児病棟でこの本を読
むんですが、今日は皆さんと読んでみようと思い
ます。
一人ずつにどんどん読んでもらうので、みんな

6 みやまつともみ 作『さわらせて』アリス館   2014. 
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耳を澄まして聞いて。大切なのは、読む人じゃな
くて聞いている人です。声を聞いて、どんな場所
が見えるか、どんな感じの動物たちか。一人ずつ
の声が見せてくれるものは、ジェスチャーたっぷ
りに表現しようとしなくても、その人の声とか間
合いで違った風景になるの。耳をよく澄まして聞
いてね。
じゃあ、いってみようと思います。
「さわらせて」。
（受講者を指名して）じゃあ、いぬ。（その隣の受
講者に向かって）いぬさんに、「さわらせて」って
言ってみてください。みんな耳で聞いててね。は
い、どうぞ。
―「いぬさん ちょっと さわらせて」
なんだか遠慮がちですよね。（他の受講者に向
かって）今、腕を広げてる感じがした？すぼめて
いる感じがした？すぼめている感じがしたね。ほ
ら、見えてるじゃない。腕をすぼめて、「いぬさん、
悪いけどいいかな。私も事態がよく分かってない
んだけど、とりあえず触らないといけないみたい
だから…」っていう感じが出てた。いい声、正直
な声だったね。
じゃあ、いぬさんはどうだろう。耳を澄まして
聞いてみましょう。
─「いいよ せなか さわっていいよ」
相手の心持ちを全部理解して、私も協力いたし
ましょうという感じでしたね。
じゃあ、次行きましょう。
（後ろの席の受講者に向かって（以下同様））ね
こさんに言いますよ。はい、どうぞ。
─「ねこさん ちょっと さわらせて」
ああ、小さい女の子が見えましたね。風に吹か
れて飛ばされそうな感じがしない？お外の風の感
じがしたよ。
そうしたら、ねこさんはどうかな。聞くよ。
─「くびなら いいわ ああ いいきもち」
ああ、でも他にも幸せがある感じですね。他に
も幸せを持ってるけど、触らせるのもいいわって。
というふうに私が言ったことに、「いいや、そう
じゃない」と思うことが大事。私はそう思ったと
いうだけで、そう思えというんじゃないんです。
みんなそれぞれ、感じ方が違うんです。

じゃあ、うさぎさん。はい。
─「うさぎさん ちょっと さわらせて」
あ、なんだか探究心がある感じがしますね。
ちょっとその耳のあたりをピンセットで採って調
べてみたい、みたいな。
じゃあ、うさぎさんはどうかな。
─「どうぞ おしり さわってごらん」
うん、何でもないことよっていう感じですね。
じゃあ、次行くよ。ひよこさんね。耳澄まして
ね。どんなふうに言うのかな。
─「ひよこさん ちょっと さわらせて」
後ろに男の子がいて「おい！行ってこい！」っ
て命令されたから、しょうがなく来たみたいな感
じね。「わたし、あなたのこと触らないと後が怖
いの…」って。
じゃあ、ひよこさんはどうかな。
─「はい おなか やさしく さわってね」
どう？几帳面だったね。「はい、いいですよ。  

30度だけあなたの方に体を向けますから」って。
几帳面ないい声でしたよ。
じゃあ次、かめさんに言ってください。
─「かめさん ちょっと さわらせて」
走り込んできて、その勢いで、わっと言いまし
たね。
かめさんはどうでしょう。かめさん、どこにい
るかめさんかな。
─「いいよ こうら さわってみるかい」
おお、このかめ元気でしたね。水の中にはいな
かったね。岩の上に上がっていて、来るのを待っ
ていたみたいな感じでしたね。
じゃあ、わにさん。わにさんに聞くよ。
─「わにさん ちょっと さわらせて」
ああ、怖くないんだね、わにさんのこと。そば
に来て言ったね。 

─「しっぽ だけだよ きをつけて さわってね」
うん、もう他のことで疲れてるね、今のわにさ
んは。いいよもう、触るくらいのことは、ってい
う感じだったね。
今度はぞうさんに言ってください。みんな聞く
よ。どこにいるぞうかな。
─「ぞうさーん ちょっと さわらせて」

おり
あら、檻を開けて中に入ってきたね。すぐそば
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で言ったね。
じゃあ、ぞうさんどうかな。言ってみてくださ
い。
─「はい はな どうぞ あくしゅ しよう！」
ああ、大分慣れてるねえ。いいよ、このくらい
だったら大丈夫だよっていう感じだったね。
そうして、最後が、

さらさら ほわほわ もこもこ ふわふわ
つるつる ごつごつ ざらざらざら
さわってみると たのしいな7

って書いてあるんですね。
どうでした。私が今言った解釈が正しいという
ことじゃなくて、聞いてみると私はこう見えたな
とか、私はこういうふうに感じたなとかが、お一
人ずつの中にあったでしょう。本来、演じようと
しなくても、本をめくったその日その時に自分が
口に出す言葉の中には、風景があるんですよね。
そして子どもはそれを感じる。だから、「ああ、ふ
じ組の先生よりゆり組の先生の方が格段にうまい
な」みたいに評価して聞く子は誰もいないです。
ふじ組の先生にはふじ組の先生が見せてくれる世
界があって、ゆり組の先生にはゆり組の先生が見
せてくれる世界がある。それを感じてもいいんだ
なあと思える場、響きあえる場を作ること。今、
皆さん、だんだんに耳を澄ましてくださっていた
じゃないですか。そういう場があれば、物語は生
き生きするんだと思うんです。

② 小児病棟での読みあいから
きずな

私は今、絆プログラムというものに関わって
います。小児病棟に長期で入院している子どもと
その御家族を対象にした、読みあいのプログラム
です。その中でも、特に感染病棟の子どもたちは、
面会が制限されています。大抵の場合にはお母さ
んが、そして週末にお父さんやおばあちゃんが交
代して、ずーっと付き添っています。病室は狭く
て、カーテンで仕切られた一人一人のスペースも
幅があまりない。そこには長椅子があって、昼間

前掲注(6)  pp.29-30. 

絵本を読みあい育ちあう 

はその上に替えのバスタオルや荷物を置いていま
すが、夜はその荷物をよけて、付き添いのお母様
がその細い長椅子で寝ておられるという状況で
す。お風呂もなかなか自由には入れず、大急ぎで
シャワーを浴びていらっしゃいます。そのような
状況だから、実は子どもも、すごくお母さんに気
を遣っている。そして他の家族はいろいろ我慢し
て家にいる。だから、そこをつなぐようなことを
できないかなと思ったんです。
そこで、子どもが本を読んでくれて、それをお
母さんや病室のみんなが聞いている様子を録画し
て、それを御家族に送る。もちろん、プロジェク
ト側では御家族の了承なしにはデータを公開しな
いという約束です。このプログラムでは、いつも
何かをしてもらうばかりだった子どもが、自分が
何かをしてあげられるんですね。読むことができ
ない子の中には、兄弟が誕生日だけれどお母さん
は自分のところに付き添いでいるからということ
で、私が本を読むときにその本のページを丁寧に
めくってくれた子もいました。
その中で、この『さわらせて』を選んだ親子さ
んがいたんです。普段は本が決まったら、実物を
持っていって、「どうやって読む？」「どこから映
そう？」「パジャマはそれでいい？」って打合せす
るんですね。打合せすることも、ちょっと特別感
があっていいじゃないですか。ところがその女の
子は、点滴につながれていない方の手でぱっと絵
本を持ちました。そしてすぐに「さわらせて」っ
て読み始めて、「いぬさん ちょっとさわらせ
て」って、お母さんの方にずいっと顔を寄せていっ
たんです。
そうしたらお母さんは次のページをめくって、

「いいよ せなかさわっていいよ」って言って子
どもの顔を見たの。
すると子どもは、その「いいよ」っていう言葉
と一緒にお母さんが自分の方に体を寄せてきてく
れた瞬間、照れたような甘えたような様子になっ
て、すごくうれしそうだったんです。
ページをめくって、女の子が「ねこさん ちょっ
とさわらせて」って言ったとき、「じゃあ、これで
もいい？」っていうふうに聞こえたんです。「ね
こさんになったお母さんも、私のこと好き？」「私
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のそばにいるの、OK？」というふうに。そうした
らね、お母さんが、「くびなら いいわ ああ い
いきもち」。それはまるで、ふわぁってお母さん
が背伸びしたみたいに聞こえました。そのときそ
こにいた誰もが、私も、もう一人いたボランティ
アの女の子も、そしてもちろん娘さんも、お母さ
んがまるで光のシャワーを浴びたみたいに感じま
した。病院のシャワーは浴びられなくても、世界
一美しいシャワーを浴びているような、そんなふ
うに「ああ いいきもち」って聞こえたので、とっ
ても安心したの。
そうしたら女の子が、もうどんどん聞いていっ
たんです。「ちょっと さわらせて」って。そし
てお母さんは、何を聞いても、「いいよいいよ」「ど
うぞ」って言うの。それをずっと聞いていると、
女の子が「母さん、こんなに窮屈だけど、私のそ
ばでいい？」「母さん、私何もしてあげられないけ
れど、いい？」って言っているように聞こえて。
お母さんもそれに対して、「もちろんよ、あなたが
生きているんですもの。そんなこと何でもないの
よ。うれしいのよ」って答えているように聞こえ
たの。
そして最後に、「さらさら ほわほわ…」女の子
はここをすごく早く読みました。その後、女の子
はお母さんを肩でつついて、「さわってみると
たのしいな」って言ったの。それは、「注射もある
し検査もあるし、いろいろあって嫌だけれど、で
も母さんと一緒なら楽しいな」っていうふうに聞
こえたの。そうしたらお母さんが、子どもを
ひゅっと抱きしめて、「触られるのも楽しいよ」っ
て言ったの。この本にはないんです、そんな文章
は。それはどういうことかというと、この本は触
る側の人間が主人公で物語が描かれているので、
「さわってみると たのしいな」で終了なんです。
でも、実際の読みあいの場になってみたら、触る
側と触られる側は対等なんですよね。あなたがい
るからこその喜びがそれぞれにあり、それを伝え
ないわけにはいかなかったのがお母さんの言葉で
しょう。だから、愛する娘の「さわってみると
たのしいな」というメッセージに、お母さんが「触
られるのも楽しいよ」と答えた。それで終了して、
よかったなあと思ったんです。

本に書かれているのは作者が考え抜いた言葉だ
から、書いてある以外の言葉は読んではいけませ
んとよく言われます。けれども、プライベートな
それぞれの読みあいの中ではそれも許されるん
じゃないかなと思います。公共図書館で読む場合
のお約束事とはちょっと違って、読みあいという
とても個人的な場所の場合はそれでもいいんじゃ
ないかなって。どちらが良い悪いではなくて、両
方素敵だなと思います。だから、母さんの声が
あって良かったね、子どもの声があって良かった
ねって思ったんです。
読みあいってどういうことか、なんとなく理解
していただけましたか。本を交換して読むという
ことではなくて、相手の今この場でのまなざしを
受けながら、自分を差し出していって、それが響
きあって、読みの空間が育っていく。これを読み
あいと言っているんです。
そう考えていくと、いろいろなことが風通し良
く見えてくることがあります。

3 ．絵本の特質を考え直す

① ペーパーバックとハードカバー

例えば、ここに『てじな』という本があります。
手品師のおじさんが手品を見せてくれるという絵
本ですね。
これは最初、1998年に、年少版の「こどものと
も」で出ました 8。そのときはペーパーバックで
した。その後、2007年になってハードカバーで再
登場しました9。皆さん御存じですか？御存じの
方、元気よく手を挙げて。
これ、現場で読む場合、どちらで読まれます？
ペーパーバックで読むのとハードカバーで読むの
が違うっていうことは意識されます？実は随分違
うんです。今からお話ししますが、どちらが良い
というのではなく、どっちがより生きるかという
のが作品によって違うんです。それを大切にした
いなと思います。この絵本はその違いがとても面
白いので、ちょっとペーパーバックで読んでみま
しょう。

8 土屋富士夫「てじな」『こどものとも  . 年少版』通号 254 号  
1998.5. 

9 土屋富士夫 作『てじな』（幼児絵本シリーズ）福音館書店   2007. 
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（『てじな』読み聞かせ）

最後に裏表紙を見せると、こどもたちから「おっ
ちゃん！もいっぺん手品やって！おっちゃん！
おっちゃん！」っておじさんに声がかかる。私で
なくて。
でも、ハードカバーで読むと違うんです。御存
じのように、ペーパーバックはページ周りが切り
落としです。でもハードカバーの場合は、中の
ページより表紙が一回り大きい。ページの周り
を、表紙のはみ出した部分が額縁のように囲んで
います。この額縁の中にお話が納まっていますか
ら、読み手が手品のお話を読んでいることが強調
されるんです。内容も、ページのサイズも一緒で
す。でも、読む側も、この固くてかっちりしたも
のを持っていますから、私は本を読む人だという
意識が強くなります。ハードカバーで読んで、最
後に裏表紙を見せたら、子どもたちは「おもしろ
かった！李衣さんもう一回読んで」って言います。
でもペーパーバックで読んだときには「おっちゃ
ん、もう一回やって！」と、読み手の私にではな
く作中のおじさんに頼みたくなる。子どもたちが
教えてくれた分かりやすい例です。子どもたちと
直に結びあえるお話のときには、どちらかといえ
ば、ペーパーバックの方が向いている。ハードカ
バーは逆に、その枠の中でお話を楽しんでいると
いうことが意識される場合にいいんじゃないかな
と思うんですね。
また『ぐりとぐら』 10のお話ですけれど、初めて

読んだときにとても楽しかったですよね。そして
あの卵、自分でも抱えきれないくらい大きいよう
に思いませんでしたか？あれを読むとき、冷静に、
「ははあん、この卵はノネズミの等身大だから、ま
あ、普通の卵と変わらないな。 Lサイズの卵 1個
分だな。そうすると、これでカステラを作って全
員が食べられるか？」なんて思う人はいないです
よね。それは、私たちが等身大マジックにかかっ
て、ノネズミのサイズから世界を見上げるような
感覚でお話にすっと入っていけるからで、それは
物語と直に結びあえるというペーパーバックの力

10 前掲注(2) 

が強かったんだと思うんです。
この間イギリスに行ったら、この『はなをくん
くん』11が、ペーパーバックで平積みされていまし
た。向こうはペーパーバックが主流ですよね。で
もこの『はなをくんくん』は、ハードカバーだか
らいいんです。なぜでしょうか。この本は御存じ
のように、中はずっと冬で、色のない世界が続き
ます。それが、だんだん春の気配がしてきて、そ
れは匂いで嗅ぎ取られて、みんながその匂いに誘
われて集まっていくと、最後に真ん中にポンと春
の喜びの花が咲いている、というお話ですよね。
ハードカバーだと、このページの外に見える表紙
の縁が黄色でしょう？だから、中がずーっと冬の
モノトーンの世界であっても、縁から、「待ってい
てね、もうすぐ春が来るよ」という思いが色で感
じられる。だから私たちは、この中のモノトーン
の世界を、この黄色い額縁で春の気配を感じなが
ら、読み手に支えられて読むことができる。この
黄色があるとないとでは大違いですよね。だから
この作品は、やっぱり日本でハードカバーで出て
いることに意味があるなあと思います。聞いてい
る方もだけれど、語る方にも意味があるなと思う
んです。あまり言及されないことですが、大切に
した方がいいかなと思います。

② 大型絵本の問題

それから、大型絵本について。保育や幼児教育
を学んでいる学生たちを見ていると、実習先に大
型の絵本があると必ずそちらを使おうとするんで
すが、これもたくさん問題があると思うんです。
以前、実習に行った学生がこんなことを言った
んです。
「先生、私『からすのパンやさん』 12大好きだった
んです。だから実習のとき、食育と兼ねて『から
すのパンやさん』を読んだんですけど、大型絵
本13を使って読んだら、いつもよりめっちゃ疲れ
たんやけど」って。

11 ルース・クラウス 文  マーク・サイモント 絵  木島始 訳『はな
をくんくん』福音館書店   1967. (Ruth Krauss  illustrated by Marc 
Simont  The happ  da   New York: Harper & Row  1949) 

12 加古里子 作『からすのパンやさん』（かこさとしおはなしのほ
ん 7）偕成社  1973. 

13 加古里子 作『からすのパンやさん』（ビッグブック）偕成社   
1997. 
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皆さんもそんな御経験がないですか。同じ作品
でも、大型絵本になると、目で捉える情報量が大
きすぎるために疲れてしまうんです。『からすの
パンやさん』は、画面からあふれるほどのパンの
焼けた匂いや、いろいろな種類のパンに目が回る
ような気持ちが、あのサイズだからこそちょうど
エネルギーの出し入れのつじつまが合うんです。
でも、大型絵本になると、画面に繰り広げられる
絵のエネルギーが大きすぎて、全部読んでいると
疲れるんですよね。
じゃあ『ねずみくんのチョッキ』 14 15はどうで

しょう。比べて御覧になったことがありますか。
びっくりしますよね。今日は両方の資料を、
ちょっと見てみたいと思います。
表紙を開きます。皆さん、内表紙にチョッキは
何枚ある？オリジナルは、タイトルの「チ」の字
にかかっている 1枚だけですよね。そしてここに
は誰かいる？いないよね。ところが大型絵本は、
チョッキは何枚ある？「チ」にかかっているのと、
ここにもう出てきているねずみくんが着ているの
で、2枚。
次めくります。オリジナルは左から右に開いて
いきますが、大型絵本は右から左。向きが逆なん
ですね。
めくって、

おかあさんが あんで くれた
ぼくの チョッキ
ぴったり にあうでしょう16

オリジナルの方は、主人公は一人です。一つの
舞台に一人の登場人物がいるでしょう。これは、
自分が主人公になるところが、人生の中で 1回あ
るということ。でも大型絵本は、舞台下手から次
の登場人物が出ていますから、最初から二人。
ページをめくると、オリジナルはもう一人来て
二人になりました。大型絵本も二人。つまり、オ
リジナルは一、二となって、大型本は二、二とな

14 中江嘉男 文  上野紀子 絵『ねずみくんのチョッキ』（絵本のひ
ろば 5）ポプラ社  1974. 

15 中江嘉男 文  上野紀子 絵『ねずみくんのチョッキ』（ポプラ社
のよみきかせ大型絵本）ポプラ社  2004. 

16 前掲注(14) (15)  pp.2-3. 

る。
次のページ（ pp.6-7）。オリジナルは、次はあひ
るさんが主人公になって、自分が主人公になる機
会が 1回ある。大型絵本は、もう舞台下手からサ
ルさんが現れていますからやっぱり二。
めくると、オリジナルは二人いまして、一、二、
一、二と進んでいきますが、大型本はずっと二、
二、二、二。オリジナルでは、それぞれの人物が 

1回だけ、一人になって「すこし きついが に
あうかな？」と言う場面がありますが、大型絵本
にはないんです。
そして、想像がつくかと思いますが、舞台の下
手から現れる動物は次第に大きくなっていきます
から、目線はどんどん、下手から次に出てくる人
物に集まっていくんですね。
少し飛ばして、大型本の方で次に出てくるのは、
もうどう見てもライオンですよね（ pp.14-15）。で
も、オリジナルの方は、この場面の主人公である
アシカがいます。
さらに進むと、ぞうさんが出てきました（ pp.22-

23）。オリジナルはこの場面の主人公であるうま
がいますが、大型絵本の方はぞうがページの端か
らはみ出ています。ここでこんなに大きく出てい
る。ここから次のページをめくるときの子どもた
ちの驚きが違うというのは分かりますか。オリジ
ナルの方だと、突然大きなぞうが現れるから「わ
あ」って驚きますけれど、大型絵本はページをめ
くる前からもう「わあ」なんですね。
そして見てください、大型絵本の方では誰かが
出てきました。舞台上手から、ねずみくんが出て
きたんです。そして、ここでもうチョッキがどん
な有様になっているか見ているんですよ。一方の
オリジナルは、ぞうさん以外誰も出てきていない
でしょう。
オリジナルの方をめくると、ねずみくんが、

うわー
ぼくの チョッキだ！17

そりゃあ驚きますよね。でも大型絵本の方は、

17 前掲注(14)  pp.28-29. 
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うわー
ぼくのチョッキだ！18

あんたさっきから見とったやん。ここで驚くの
はおかしいでしょうと、突っ込みを入れたくなり
ますよね。
次のページへ行くと、大型絵本では

ぼっ ぼくのチョッキ…19

とせりふが付いていますね。オリジナルは、伸
びきったチョッキを引きずりながら、言葉もなく
うなだれている。
そして、最後にめくると、オリジナルの方では
奥付の上に、ねずみくんがいます。ぞうさんが、
伸びてしまったチョッキを鼻に引っかけてぶらん
こにして、ねずみくんを乗せてあげているんです。
一方の大型絵本には、このイラストの隣に

よかったね
ねずみくん！20

と書いてあります。いやいや、良くない。これ
は、奥付のページの上に、「ねずみくんへのせめて
ものおわびにこんなこともあったんだって」と、
小さく無言の絵が置かれることによって、物語が
デクレッシェンドしていくんです。でも、最後に
ばーんと「よかったね ねずみくん！」と出てく
ると、「いや、良くはないだろう」と思ってしまう。
以前、ある方が大型絵本で読み聞かせをされた
ときに、「よかったね ねずみくん！」って読んだ
ら、聞いていた子どもが「あ！分かった！」って
言ったんです。続けて、「チョッキもう 1枚ある
もんね！」って。どういうことかお分かりです
か？その子は、これはどうして「よかったね」な
のかなって不思議だったんだと思うんです。そこ
で、ハッと内表紙の絵を思い出したんですね。絵
の中にチョッキは 2枚あったから、 1枚は伸びて
もいいんじゃないかなとその子は思った。

18 前掲注(15)  pp.28-29. 
19 同上  pp.30-31. 
20 同上  pp.32-33. 

皆さんはこれをどう受け止められますか。子ど
もがそう考えて自分に収まりを付けようとしたこ
とは理解できるけれど、それは作品の本意ではな
いですよね。たった 1枚の母さんが編んでくれた
大事なチョッキ、でもみんなで着回していくうち
にくしゃくしゃになってしまった。これは別に
チョッキじゃなくてもおもちゃでもあることだよ
ね。子どもは、そういうことを繰り返しながら、
「たった一つ」ということの意味を覚えていくし、
心に残していくということですよね。それを「 2

枚あったから良かった」にしてはいけない。この
大型絵本の作りや構成が、期せずしてそんなこと
を招いてしまったということを覚えておきたいな
と思ったんです。
だから、何でも大型にしたらいいというもので
はない。宮西達也の『おっぱい』 21も、あの小さい
サイズで肩のところで開いていくからこそ、母さ
んのおっぱいのことを思い出してちょっとくす
ぐったくて、ああ、ぼく（わたし）にも母さんの
思い出があったよねって思えるんですね。それ
が、大型絵本 22になって顔の真下に来ると、子ど
もがその有様を見上げて「大きすぎ。怖い」と思っ
てしまうようなこともあります。ですから、とて
も大切な作品であればこそ、その一冊がその形で
そこにあることの意味を考えたいですし、それを
してくださるのも皆さんの力だなあと思います。
くれぐれも、「読みやすいように」「見やすいよう
に」ということだけで大型絵本の方に走らないよ
うに、気にかけていただきたいなと思います。

③ めくる手・支える手が伝えるもの

次は「めくる手」「支える手」についてお話しし
ます。
もちろん本を読むときには、表紙の書誌事項を
必ず紹介するというのは大切なことだと思ってい
ます。それが小さい子どもさんたちの本であろう
と、作者に敬意を払うという意味もあるし、子ど
もが大きくなったときに、何度も繰り返して聞い
ていた同じ作者の名前があるなと耳に留めること

21 宮西達也 作『おっぱい』（たんぽぽえほんシリーズ）鈴木出版   
1990. 

22 宮西達也 作『おっぱい』（大きな絵本）鈴木出版  2005. 
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もありますから。
ですが、例えば、『ねこガム』23のように、そのこ

とに縛られすぎない方が良い絵本もあります。ち
なみにこれは最初ペーパーバックで出たのです
が24、そのときは裏表紙の魔法のねこガムの絵は
一つだけだったんです。でもハードカバーになっ
たときにガムの数が増えました。これは、ちょっ
とまずい。このガム、包みから出そうになってい
ますね。それをつまみ出して口に入れるところか
ら、物語が始まっているんだと思うんです。
となれば、この『ねこガム』、「ねこガム、きむ
らよしお作」と表紙を読んでから、「クチャクチャ
…」と本文に進んでいくよりも、裏表紙に描かれ
たガムを包みから抜いて表表紙に戻し、そのまま
表紙絵の男の子の口の中にガムを入れて、「クチャ
クチャ クチャクチャ… プー」って読んだ方が
いいよね。一度最後まで読み終わって、裏表紙を
みんなの方へ向け、そこにあるガムを見ながら「も
う 1枚、いく？」って尋ねてみる。そして聞き手
と呼吸を合わせながらまた最初から「クチャク
チャ クチャクチャ…」。全部読み終わったとき
に、ああ面白かったねって言って、最後に「『ねこ
ガム』、きむらよしお作でした」と書誌情報を伝え
るのでもいいと思っているんです。何が何でも最
初に作者の名前を読まなきゃいけないって考える
より、それが本当に作者に敬意を払うことかなと
考えることも大事かなと思います。
それは『ねこガム』もそうだし、『がたんごとん
がたんごとん』 25もそうです。「『がたんごとんが
たんごとん』、安西水丸さく」っていうのは、最後
に言ってもいいんじゃないかなって思います。絶
対じゃないですよ。読み方次第であると言いたい
のです。『がたんごとんがたんごとん』の表紙で
は、三両編成の汽車が背表紙につながっています
よね。ところが、表紙をめくると、汽車の先頭が
表紙のときより少し前に出ているんです。そし
て、汽車の顔にぐっと力が入っているんです。だ
から、多分これは、表紙のタイトルを「がたーん

23 木村良雄 作『ねこガム』福音館書店   2009. 
24 木村良雄「ねこガム」『こどものとも  . 年少版』通号 334 号  

2005.1. 
25 安西水丸 作『がたんごとんがたんごとん』（福音館あかちゃん

の絵本）福音館書店  1987. 

ごとーん がたーん ごとーん」と読んで、一呼
吸置いてから表紙をめくって、 ごとー「がたん！
ん がたーん ごとーん」と続けるのが良いので
あって、その間に「安西水丸 さく」と言うこと
が、果たして必要でしょうか？最後まで汽車が走
り終わった後に「この汽車は〇〇駅から発車した
ね」というふうに表紙に戻ってから、改めて表紙
の書誌事項を言ってもいいんじゃないかなと思っ
ています。

4 ．最近の仕事を通して学んだこと

さあ、それでは、実際に読みあいがどんなふう
に生かされているのか、皆さんにお話ししたよう
なことを大事にすることで、現場でどのような読
みあいが展開されているのか、それをお話しした
いと思います。

① 小学校での読みあいワークショップ

私は読みあいのワークショップを全国でやって
います。幼稚園でも、小学校でもやっています。
やり方は至ってシンプルです。誰かと誰かがペア
になって、「相手の人に似合うだろうな」そして「自
分が読むならこれを読むといいかな」という両方
の思いで、相手のために絵本を選んであげて、そ
れを二人で読みあう。ただこれだけのことなんで
すね。でも、子どもたちは絵本の探偵になって、
たくさん並んだ絵本の中から、その人に似合いそ
うな本はどれかなと考えて、内緒で絵本を選びま
す。そして、一、二の三で、あなたのために選ん
だ絵本はこれよって紹介しあい、その後は二人で
似合う場所で読みあいます。
以前 1年生と 6年生のペアで読みあいをしたこ
とがあります。 1年生にとってみれば 6年生は神
様みたいな存在のようで、ある子は、お兄ちゃん
にはうんと難しい本がいいと思って、図書室で探
すときに「一番難しい本はどれ」って司書の先生
に聞いたんだそうです。その子が最終的に選んだ
のは国語辞典だったんです。どうやって読むのか
なって思っていたら、 6年生のお兄ちゃんが「す
ごいの選んでくれたな」って言って、二人で目を
閉じて、ぱっと開いたところに指さして、その文
字をお兄ちゃんが読んであげていた。こんな読み
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あいもいいなあって思いました。
思春期でいろいろなことが苦しい子どもたちも
読みあいにチャレンジしていますし、お年寄りと
子どもがペアになって読みあうということもやっ
ています。親御さんと子どもで読みあうときに
は、親子でペアになると、親御さんがすぐに読み
の指導に入って、「かぎかっこがきっちり読めて
いない」とか言い出しかねません。ですからなる
べく、自分の親ではない大人と組むんです。そう
すると、その子のいいところが全部見つかって、
それを思わずおうちの人に伝えてあげたくなっ
て、そうすると子どもがすごくうれしくなったり
して。そのような活動をしています。

② 少年更生施設での読みあいワークショップ

このようなワークショップを背景に、他の場所
でも読みあいのワークショップを行っています。
ここでは、マレットファンというタイで教育支援
をしている NGOと共に取り組んだ、入所してい
る少年同士の読みあいのプログラムを見ていただ
きます。

（動画視聴）

どうですか。
この講座の最初、 1分間の冒険の中で、お互い
の気持ちが同じではないけれど響きあって一つの
空間を作っていたように、それから、「声の道」を
やってみたら、声そのものが思いを届ける大切な
道を通って相手に届くものであって、それをない
がしろにして形だけにこだわる必要はないだろう
と思ったように。形も大切だけれど、なぜその形
ができたのかなって考えると、彼らの幸せな読み
あいの姿に行き着くのかもしれないですね。
彼らはいろいろな困難があった子どもたちです
けれども、だからこそ、愛おしい声や思いを受け
取れるのだなとも思いました。この施設の職員の
方たちにとってもそれは、「大きな発見だった、ま
た来てほしい」と言われていました。自分が善い
ことをするのと同じくらい、自分がいることが認
められることや、何でもないことで誰かに喜ばれ
たり、自分も喜べたりすることも大切なんです。

絵本を読みあい育ちあう 

だから、本が手の届かない遠い存在になってしま
うのではなく、だんだんみんなの胸の中に育つと
いいなと思います。いろんな場所で少しずつ絵本
を介したコミュニケーションが広がるように、読
みあいを広げていきたいと思っています。

5 ．おわり 

『保育をゆたかに絵本でコミュニケーション』 26

という本の最後に、私が今まで聞かれたことのあ
る、いろいろな質問が出ています。
例えば、「集団で読んでいる途中で勝手に動き
出しちゃう子がいるけれど、どうしたらいいです
か」とか、「年齢の違う子どもたちが集まって絵本
を読むときは、どういうコツがありますか」とか、
「どうしてもテンポが合わないんですが、書いて
あるとおりに読まないとだめですか」とか。
一つずつになるべく具体的に答えていますが、
詰まるところ、さっきからずっとお話ししている
ように、絵本は生き物であって、その中にだけ答
えがあるんじゃないということです。その生き物
をどう育てるかというのが、絵本を読む人と読ま
れる人の響きあいなんだということ。そして私た
ちは、現実の世界をよく知っているつもりでいる
のだけれども、本を開いた瞬間から、本の中では
どんなふうにも生きられるし、あなたがその中に
入ってくるなら一緒に本気で物語の中を生きるよ
という覚悟を伝えられること。そして、どんなに
物語の中が楽しくても、ずっとその中で生きてい
くわけにはいかなくて、やがては外の世界に戻っ
て来なければいけないんだよということ。でも、
また入りたいときにはいつでも喜んで、あなたの
傍らの人として一緒に入っていくよという覚悟。
その覚悟が、本をしっかり閉じて表紙を前に向け
るときにできていれば、途中で何か言われたとき
にも、大抵の質問の答えは出てくる。この本を読
んでもらうと、大方のことはそこに行き着くな、
矛盾しないなと分かってもらえると思います。
それから、今日の講座ではちょっと不思議な
ワークをしたけれど、そんなワークを通して、こ
れから本の学びに入っていきたいっていう方がい

26 村中李衣 著『保育をゆたかに絵本でコミュニケーション』かも
がわ出版  2018. 
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らしたら、『ワークで学ぶ児童文化』 27をお使いい 会図書館という場所、子どもと本を結ぶ場所、そ
ただけたらと思っています。 して、この道を選んだ「わたし」という場所、大
最後になりますが、私たちが今立っているこの 事に大事に歩んでいきましょう。

場所は、過去を未来につなげる場所です。国立国

27 村中李衣 編著『ワークで学ぶ児童文化：感じあう伝えあう』金
子書房  2015. 

8  
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「絵本を読みあい育ちあう」紹介資料リスト

（東京本館） → 国立国会図書館東京本館で所蔵
（デジタル化） → 「国立国会図書館デジタルコレクション」（館内・図書館送信対象館内限定公開）
注：デジタル化図書については、原則として原本は御利用いただけません。なお、一部の図書については、別途所蔵している複本を
御利用いただける場合があります。 

No. 書名 著者名 出版事項 請求記号 

1 保育をゆたかに絵本でコミュニ
ケーション 村中李衣 著 かもがわ出版, 2018 FC32-L1545 

2 絵本の読みあいからみえてくるも
の 村中李衣 著 ぶどう社, 2005 UG71-H85 

3 ワークで学ぶ児童文化 : 感じあう
伝えあう 村中李衣 編著 金子書房, 2015 

FA35-L57
（東京本館） 

4 さわらせて みやまつともみ さく アリス館, 2014 Y17-N15-L42 

5 ねずみくんのチョッキ なかえよしを 作 , 上野紀子 絵 ポプラ社, 昭和 49 Y17-4254 

6 てじな 土屋富士夫 作 福音館書店, 2007 Y17-N07-H656 

7 はなをくんくん
ルース・クラウス 文 ,
マーク・サイモント 絵 ,
きじまはじめ 訳

福音館書店, 昭和 42 
Y17-248
（デジタル化） 

8 ねこガム きむらよしお 作 福音館書店, 2009 Y17-N09-J376
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レジュメ

絵本と子どもをつなぐ国際子ども図書館の実践

福島 清裕

1 ．成長段 に合わせた年齢層別のプログラム

① ちいさな子どものためのわらべうたと絵本の会
（1）わらべうたから絵本へ
（2）実演プログラム例
（3）絵本 1：【0～1歳】
（4）絵本 2：【1～2歳】
（ ）絵本 3：【3～4歳】
② 子どものためのおはなし会
（1）特色
（2）実演プログラム例
（3）絵本の選び方 1：形・大きさ
（4）絵本の選び方 2：内容
（ ）絵本の選び方 3：組立

2 ．専門機関等との連携イベント

① 上野動物園との連携「おたのしみ会」
② 東京文化会館との連携「子どものための音楽会」
③ 各国大使館等との共催イベント

3 ．様々な視点からの絵本紹介

① 子どものへやの小展示
② 国立国会図書館キッズページ「よんでみる？」
③ 夏休み読書キャンペーン
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絵本と子どもをつなぐ

国際子ども図書館の実践

福島 清裕

国立国会図書館国際子ども図書館児童サービス
課の福島と申します。これから、絵本をどのよう
に子どもたちに届けているのか、国際子ども図書
館の実践についてお話しします。内容は大きく分
けて「成長段階に合わせた年齢層別のプログラ
ム」、「専門機関等との連携イベント」、「様々な視
点からの絵本紹介」の三つになります。

1 ．成長段 に合わせた年齢層別のプログ

ラム

国際子ども図書館では、子どもの成長段階に合
わせたプログラムを実施しています。 

6か月から 4歳未満までの乳幼児向けには、将
来、本に興味を持つきっかけとなるよう、親子で
楽しめるわらべうたや手遊びを組み合わせた「ち
いさな子どものためのわらべうたと絵本の会」を
実施しています。家庭でも親子で楽しんでもらう
ことを目指しています。 

4歳以上向けには、本の楽しさを伝え、本や図
書館に親しむきっかけとなるよう、おはなし会を
実施しています。小学校 1年生までは保護者に促
されて、どうにかやっと一人で参加できる子もい
ますが、 2年生以上になると自分から進んで参加
してくれています。
高学年向けにはおはなし会とは違った取組があ
るべきと考えていますが、この年代向けのプログ
ラムは、当館ではまだ実施できていません。
中高生向けには 2016年 4月から「調べもの体

験プログラム」を実施しています。六つのコース
のうちの一つに外国語の絵本を見てストーリーを
考えるコースを設けています。

① ちいさな子どものためのわらべうたと絵本の会

最初に乳幼児向けの「ちいさな子どものための
わらべうたと絵本の会」を御紹介します。対象は 

6か月以上 4歳未満の子どもとその保護者で、 1 

組までの事前申込制です。わらべうた、手遊び、
絵本の読み聞かせを組み合わせ、親子で楽しんで
いただくプログラムです。

（1）わらべうたから絵本へ

わらべうたは日本で昔から歌い継がれてきた子
どものための歌です。節やリズムが単純で短く、
誰でもすぐに楽しめます。
わらべうたで言葉の響きやリズムを楽しみ、人
の声の心地良さが分かった子どもは、絵本を読む
声にも耳を傾けるようになります。
国際子ども図書館では「わらべうたは絵本への
架け橋」と位置付けて、わらべうたと絵本の会を
行っています。

（2）実演プログラム例

この表は当館で実際に行っているプログラムの
一例です。

種類 タイトル 

1 わらべうた にぎりぱっちり 

2 わらべうた めんめんすーすー 

3 絵本 『でてこいでてこい』 

4 わらべうた ねずみねずみ 

 絵本 『どうぶつのおかあさん』 

6 わらべうた いちりにり 

7 わらべうた おふねがぎっちらこ 

8 絵本 『おおきなかぶ』
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9 わらべうた ふくすけさん 

10 わらべうた さよならあんころもち

わらべうたと絵本を交互に組み合わせて、子ど
もが飽きずに楽しめるようにしています。

（3）絵本 1：【0～1歳】

次に年齢ごとにどんな絵本を選んでいるかにつ
いてお話しします。 

0歳児から 1歳児は最後まで読むことにこだわ
らず、好きなページを繰り返し見て、「絵本は楽し
いという体験を親子で一緒に積み重ねる」ことが
大切だと考えています。 

0歳児はまだ視力が発達の途中段階のため、輪
郭線がはっきりしていて、 1ページに 1対象物の
絵本をよく見ています。そのような絵本の例とし
て『たまごのあかちゃん』、『でてこいでてこい』等
があります。
そして、擬音語や擬態語、短い言葉の繰り返し
が効果的に用いられ、リズムがよい絵本の例とし
て『がちゃがちゃどんどん』等があります。
また、絵本をおもちゃと同じように扱い、絵本
をなめたり破ったりすることもあるので、破れに
くく、めくりやすいボードブックもおすすめです。

（4）絵本 2：【1～2歳】 

1歳から 2歳になると食べ物、動物、生活の絵
本など身近なものを写実的に描いた「認識絵本」
をよく見ています。例えば『くだもの』、『どうぶ
つのおかあさん』等です。
個人差はありますが、 2歳頃から一人で絵本の

ページをめくるようになります。また、話に始ま
りと終わりがある、「ストーリー性のある絵本」を
楽しめるようになります。例としては、『おつき
さまこんばんは』、『もこもこもこ』、『のせてのせ
て』等です。

（5）絵本 3：【3～4歳】 

3歳から 4歳になると、読み聞かせを通じて、
昔話絵本や起承転結のある短い物語絵本を楽しめ
るようになります。昔話絵本の例として『おおき

なかぶ』、『てぶくろ』等、起承転結のある短い物語
絵本の例として『わたしのワンピース』、『ちいさ
なねこ』等があります。事前申込みのお子さんの
年齢構成を見て、当日読む絵本を選んでいます。

② 子どものためのおはなし会

次に「子どものためのおはなし会」を御紹介し
ます。子どもたちに本の世界の楽しさを伝え、子
どもたちが図書館や本に親しむきっかけとなるよ
う、おはなし会を行っています。夏休み期間を除
く毎週土曜日、 4歳以上の子どもを対象に行って
いるプログラムで、時間は 30分程度です。

（1）特色

国際子ども図書館で行っているおはなし会の特
色として次の 3点があります。 

1点目、子どもの対象年齢を「 4歳から小学 1年
生までの会」と「小学 2年生以上の会」に分けて、
年齢別に行っています。それぞれ 30分程度です。
子どもたちが年齢に合ったおはなしや絵本を楽し
むことができるような内容にしています。 

2点目、ストーリーテリングを入れています。
子どもは語られる言葉を聞いて自分の心の中にお
はなしの世界を思い描き、想像を膨らませていき
ます。この体験を繰り返すうちに本の世界を深く
味わうことができるようになると言われていま
す。一例として「ホットケーキ｣  1という同じパ
ターンが繰り返し展開していくおはなしがありま
すが、「4歳から小学 1年生までの会」で語ると子
どもは前半の褒め言葉を重ねていく部分は静かな
ままで、後半の面白フレーズを繰り返す部分から
ようやく笑い始めるのに対し、「小学 2年生以上
の会」では前半から既に笑い始めます。年齢に
よって楽しめるものが違うということがよく分か
るおはなしです。 

3点目、参加できるのは子どものみです。子ど
もたちにおはなしの世界を集中して楽しんでもら
うために、保護者の方の参加は御遠慮いただいて
います。おはなしを子ども同士で共有すること
で、一人で本を読む時とは違った世界が広がりま

1 東京子ども図書館 編『おはなしのろうそく 18』（東京子ども図
書館, 1990）所収
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す。 最初は「形・大きさ」についてです。

（2）実演プログラム例

次に当館で実際に行っているプログラムの一例
として、ある日の「 4歳から小学 1年生までの会」
のプログラムを御紹介します。

わらべうた どんぐりごろちゃん

おはなし 『鳥呑爺』＊

絵本の読み聞かせ
（メインの絵本） 『サリーのこけももつみ』

絵本の読み聞かせ
（おまけの絵本） 『やさいのおなか』

わらべうた さよならあんころもち
＊ 稲田浩二, 稲田和子編著『日本昔話百選』（三省堂, 2003）所収

おはなし会では絵本を 2冊入れています。当館
では最初に読む絵本を通称「メインの絵本」、2冊
目に読む絵本を通称「おまけの絵本」と呼んでい
ます。
絵本の特色としてメインの絵本はしっかりした
内容の長めの絵本から 1冊、おまけの絵本は気軽
に楽しめる短めの絵本やことばあそび・詩の本か
ら 1冊選んでいます。
メインの絵本はおはなしと時間（長い・短い等）、
内容（楽しい・怖い・悲しい・重い・軽い等）、地
域（日本・外国等）、主人公（動物・人等）が類似
しないことや、おまけの絵本は全体のバランスや
時間調整を考慮しています。また、季節や行事を
意識した本を選ぶよう心がけています。

（3）絵本の選び方 1：形・大きさ

ここでは主に、国際子ども図書館のおはなし会
など、集団への読み聞かせで使用している絵本に
ついてお話しします。
おはなし会に正解はありませんが、当館のおは
なし会で得た経験により、良いと思われる方法を
いくつか御紹介します。
初めておはなし会に取り組む職員でも半年ほど
の研修で、一人でおはなし会を開催できるように
しています。
まず、メインの絵本の選び方を中心にお話しし
ます。

一つ目は本自体にある程度の大きさがあるこ
と。良い例として『どろんこハリー』という絵本
があります。
二つ目は絵が見やすく、遠くからでも絵の輪郭
と色がはっきり分かること。色が鮮やかであれば
いいというものではなく、単色でも遠目が利くも
のもあります。良い例として『かもさんおとおり』
という単色の絵本があります。

（4）絵本の選び方 2：内容

次は「内容」についてです。
一つ目は対象年齢が合っていること。子どもの
発達には段階があり、絵本もいろいろあるので、
年齢にふさわしい絵本を選んでいます。そのた
め、おはなし会では「 4歳から小学 1年生までの
会」と「小学 2年生以上の会」に分けています。
二つ目は  W1H がはっきりしていること。子
どもに分かりやすい展開があるものは、子どもが
ストーリーに入りやすく、子どもにも納得しやす
い結末が望まれます。例えば最後にハッピーエン
ドになる『おおきなかぶ』、勧善懲悪ものとして『三
びきのやぎのがらがらどん』等があり、子どもが
読み終えた後、「ああ、よかった」とホッとできま
す。
三つ目は季節や行事を考慮することです。『ど
ろんこハリー』のシリーズ本で、夏なら『うみべ
のハリー』、冬のクリスマス前なら『ハリーのセー
ター』、また、『くんちゃん』のシリーズ本では、
春なら『くんちゃんとにじ』、夏なら『くんちゃん
のもりのキャンプ』 2、秋なら『くんちゃんはおお
いそがし』3、冬なら『くんちゃんのだいりょこう』 4

といった具合です。
四つ目は絵と文のバランスが合っていること。
具体的には次の 3点です。 

1点目、1冊の中で、一つの絵に対して文章が極
端に長すぎたりしないこと。絵に対して文章が多

2 ドロシー・マリノ 作 , 間崎ルリ子 訳『くんちゃんのもりのキャ
ンプ』ペンギン社, 1983. 

3 ドロシー・マリノ 作 , 間崎ルリ子 訳『くんちゃんはおおいそが
し』ペンギン社, 1983. 

4 ドロシー・マリノ 作 , 石井桃子 訳『くんちゃんのだいりょこう』
岩波書店, 1977. 
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いとバランスが悪くなります。 

2 点目、絵と文章が前後していないこと。前
ページに絵、次ページに文章だと、文章をコピー
して読むなどの工夫が必要になります。 

3点目、絵が文章を正しく伝えていること。文
章と絵（もしくは絵の雰囲気）が合っているか？
また、場面の様子や登場人物や出てくるものの数、
色などが文章と絵で食い違っていないか？等を確
認します。良い例として、どのページにも 11匹
の猫が出てくる『 11ぴきのねこ』、文章と絵が合っ
ている『まあちゃんのながいかみ』等があります。

（5）絵本の選び方 3：組立

最後はプログラム内容の「組立」に当たって気
を付けていることについてお話しします。
一つ目として、子どもの年齢やレベルに差があ
る場合は年齢の低い子の方に合わせています。「4

歳から小学 1年生までの会」の中でも、 4歳と小
学 1年生の子どもではレベルが全然違うので、な
るべく低い年齢の子のレベルに合うようにしてい
ます。
二つ目として、 2冊目に読むおまけの絵本につ
いても御紹介します。子どもの集中力は長くは続
かず、 1冊目で疲れたり、飽きたりする場合もあ
るので、 2冊目は 1冊目より軽めの内容にしてい
ます。違う種類のものを何冊か用意しておいて、
参加者の人数や雰囲気を見て、読む絵本を決める
こともあります。おまけの絵本の例として、物語
の本では『きょだいなきょだいな』、『よかったね
ネッドくん』、ことばあそび・詩の本では、『もけ
らもけら』、 クイズの本では、『かぞえうたのほん』、
『やさいのおなか』、『どうぶつのあしがたずかん』
等があります。

2 ．専門機関等との連携イベント

おはなし会のほか、専門機関等との連携イベン
トも行っています。上野公園に隣接する土地柄を
活かして、近くの専門機関と連携しています。

① 上野動物園との連携「おたのしみ会」

一つ目の、動物をテーマに行う「おたのしみ会」
は、上野動物園との連携イベントです。

年ごとにテーマとなる動物を決めて職員がその
動物に関する絵本を読み、その後、上野動物園の
飼育員さんがその動物の生態などを紹介します。 

2017年はヤギ、 2018年はパンダをテーマに開催
しました。このおたのしみ会では、動画のほか、
動物の本物の頭骨や餌も見せて、子どもたちの科
学的な関心につなげたいと考えています。

② 東京文化会館との連携「子どものための音楽

会」

二つ目の「子どものための音楽会」は、東京文
化会館との連携イベントです。
新進演奏家によるコンサートの後に、職員によ
る音楽に関する本を紹介するブックトークをしま
す。聞いたばかりの楽器の音色がどうして出るの
か、本に書かれた説明を紹介すると、子どもたち
は興味深そうに聞いています。また、ブックトー
クを聞かれた演奏家の方が、自分が演奏する楽器
を扱った子どもの本があることに興味を持たれ、
子どものへやへ本を読みに立ち寄られたこともあ
りました。子どもたちやその保護者だけではな
く、さまざまな方を子どもの本とつなぐことがで
きるのも連携イベントの効果の一つだと思いま
す。

③ 各国大使館等との共催イベント

その他、各国大使館等との連携イベントも行っ
ています。 

2017年 6月には、在日フランス大使館／アンス
ティチュ・フランセ日本との共催で、フランスの
絵本を紹介するイベント「ボンジュール！フラン
ス絵本のひろば 2017」を開催しました。その一
環として、フランス在住の絵本作家であるステ
ファニー・ブレイク（Stephanie Blake）氏とオリヴィ
エ・タレック（ Olivier Tallec）氏を講師に招き、小
学生向けのワークショップを 2回実施しました。
また、 2017年 10月には、カナダ建国 1 0周年

を記念し、在日カナダ大使館との共催で、英語と
日本語による絵本の読み聞かせ等の小学生向け文
化交流イベント「カナダは 1 0歳！絵本で知る「カ
ナダってどんな国？」」を開催しました。ブック
トークでは、カナダの国旗の話から始まり、『赤毛

8  
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のアン』や、「カナダの森」の出てくる本を紹介す
る等、カナダの本につなげ、子どもたちは集中し
て聞いていました。

3 ．様々な視点からの絵本紹介

最後に、当館が行っている、様々な視点からの
絵本紹介についてお話しします。

① 子どものへやの小展示

最初に子どものへやの小展示について御紹介し
ます。国際子ども図書館の子どものへやでは、い
くつかの場所を展示コーナーとしています。
その一つは時事問題など、世の中で話題になっ
ている事柄に関する本や新聞記事を紹介する
ニュースのコーナーで、1～2週間ごとに  点程度
紹介しています。
もう一つは 2か月ごとにテーマを決めて行って
いるテーマ展示で、2018年の 11月と 12月はお風
呂をテーマとした「おふろの本」です。テーマを
決めたら、絵本、物語、昔話、知識の本、詩など
様々なジャンルの本を組み合わせて、計 1 タイ
トルを展示します。
いずれも展示の際には、本の表紙が見えるよう
に展示しています。大人は本の背表紙を見れば、
その本の内容についてある程度の判断ができます
が、これは子どもにはなかなか難しいことです。
本の表紙を見せて展示することで、子どもたちが
自分で本に手を伸ばすきっかけになればと考えて
います。
小展示のうち、テーマ展示のブックリストは国
際子ども図書館ホームページで公開しています。
「小展示」のページ  では、開催中と過去の展示
のブックリストを掲載しています。
また、「展示から広がる本の世界―「子どものへ
や」における展示の工夫」のページ 6ではテーマ設
定や、選書方法等も紹介していますので、こちら
も併せて御覧ください。

 「小展示」国際子ども図書館ウェブサイト < https://www.kodomo. 
go.jp/use/room/childroom/month.html> 

6 「展示から広がる本の世界―「子どものへや」における展示の工
夫」国際子ども図書館ウェブサイト < https://www.kodomo.go. 
jp/promote/activity/exhibition/index.html> 

② 国立国会図書館キッズページ「よんでみる？」

次に国立国会図書館キッズページ「よんでみ
る？｣7を御紹介します。
子どもたちが興味を持ったものを調べ、更に興
味を広げることができる本や、世界に興味や関心
を持ち、国際理解を深めることができる本も紹介
しています。このページは小学校 3年生程度の子
どもたちを主な対象としています。紹介している
資料には絵本以外のものも含まれますが、こちら
も是非御覧ください。

③ 夏休み読書キャンペーン

最後に「夏休み読書キャンペーン」について御
紹介します。これは本を読んでクイズに答える子
ども向けのキャンペーンです。
毎年、夏休み期間に「子どものへや」で開催し
ています。 2018年は 7月 20日から 9月 2日まで
開催しました。 

4歳から参加可能ですが、まだ字が読めない子
もいるので、大人が手伝ってもいいことにしてい
ます。
問題は初級編・中級編・上級編の 3コースがあ
り、各コースの問題数は  問です。日本と外国の
ものを取り混ぜた読み物や昔話、知識の本、夏ら
しい季節感のある本から出題しています。
初級編は小さい子どもも参加できるよう、絵本
中心の問題です。その  問目は好きな本を読んで
（もしくは読んでもらって）その書名を記入して
もらう問題にしています。 

3コースとも、子どもたちが出題された問題の

7 国際子ども図書館キッズページ「よんでみる？」 < https://www. 
kodomo.go.jp/kids/research/book/index.html> 
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本を子どものへや内で自分で探して読み、 1問に
つき三つの選択肢の中から正解だと思う番号に〇
を付け、全問解き終えたらゴール地点に行って、
自分で答え合わせをします。全問正解者には本に
挟む短冊状のしおりをプレゼントしています。
何を読もうか迷っている子どもに、本に親しむ
きっかけを見つけてもらい、いつもは手に取らな
いような本を手に取ってもらう機会でもありま

す。
国立国会図書館ホームページの国立国会図書館
デジタルコレクション掲載の『国立国会図書館月
報』2014年  月号8にその事例紹介を掲載してい
ます。

以上、絵本と子どもをつなぐ国際子ども図書館
の取組について御紹介しました。

8 「国際子ども図書館・夏のイベントの事例紹介 夏休み読書キャ
ンペーン」『国立国会図書館月報』638号, 2014. , pp.20-21. <http: 
//dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_86  922_po_geppo140 .pdf? 
contentNo=1&alternativeNo=> 
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「絵本と子どもをつなぐ国際子ども図書館の実践」紹介資料リスト

（デジタル化） → 「国立国会図書館デジタルコレクション」（館内・図書館送信対象館内限定公開）
注：デジタル化図書については、原則として原本は御利用いただけません。なお、一部の図書については、別途所蔵している複本を
御利用いただける場合があります。 

No. 書名 著者名 出版事項 請求記号 

1 たまごのあかちゃん かんざわとしこ ぶん ,
やぎゅうげんいちろう え 福音館書店, 1993 Y18-7562 

2 でてこいでてこい はやしあきこ さく 福音館書店, 1998 Y17-M98-730 

3 がちゃがちゃどんどん 元永定正 さく 福音館書店, 1990 Y18-4735 

4 まるまる 中辻悦子 さく 福音館書店, 1998 Y17-M98-585 

5 くだもの 平山和子 さく 福音館書店, 1981 Y17-8012 

6 どうぶつのおかあさん 小森厚 ぶん , 藪内正幸 え 福音館書店, 1981 Y17-8010 

7 おつきさまこんばんは 林明子 さく 福音館書店, 1986 Y18-1997 

8 もこもこもこ たにかわしゅんたろう さく ,
もとながさだまさ え 文研出版, [1977] Y17-5294 

9 のせてのせて 松谷みよ子 文 , 東光寺啓 絵 童心社, 昭和 44 Y17-492 

10 おおきなかぶ 
A.トルストイ 再話 , 内田莉莎子 訳 ,
佐藤忠良 画 福音館書店, 1966 Y18-M98-330 

11 てぶくろ : ウクライナ民話 エフゲーニ・M.ラチョフ 絵 ,
うちだりさこ 訳 福音館書店, 昭和 40 

Y17-62
(デジタル化) 

12 わたしのワンピース 西巻茅子 著 こぐま社, 1969 Y17-609 

13 ちいさなねこ 石井桃子 さく , 横内襄 え 福音館書店, 1967 Y17-M99-215 

14 サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー 文・絵 ,
石井桃子 訳 岩波書店, 1976 Y17-5097 

15 どろんこハリー
ジーン・ジオン 文 ,
マーガレット・ブロイ・グレアム絵 ,
わたなべしげお 訳

福音館書店, 昭和 39 
Y17-26
(デジタル化) 

16 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 絵 ,
瀬田貞二 訳 福音館書店, 昭和 40 

Y17-48
(デジタル化) 

17 まあちゃんのながいかみ たかどのほうこ さく 福音館書店, 1995 Y18-10529 

18 くんちゃんとにじ ドロシー・マリノ さく ,
まさきるりこ やく ペンギン社, 1984 Y18-N00-126
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19 うみべのハリー
ジーン・ジオン 文 ,
マーガレット・ブロイ・グレアム絵 ,
わたなべしげお 訳

福音館書店, 昭和 42 
Y17-254
(デジタル化) 

20 ハリーのセーター
ジーン・ジオン ぶん ,
マーガレット・ブロイ・グレアムえ ,
わたなべしげお やく

福音館書店, 1983 Y17-9445 

21 やさいのおなか きうちかつ さく・え 福音館書店, 1997 Y18-12512 

22 きょだいなきょだいな 長谷川摂子 作 , 降矢なな 絵 福音館書店, 1994 Y18-9400 

23 もけらもけら 山下洋輔 ぶん , 元永定正 え 福音館書店, 1990 Y18-5268 

24 どうぶつのあしがたずかん 加藤由子 文 , ヒサクニヒコ 絵 岩崎書店, 1989 Y11-3548 

25 かもさんおとおり ロバート・マックロスキー 文・絵 ,
わたなべしげお 訳 福音館書店, 昭和 40 

Y7-240
(デジタル化) 

26 11 ぴきのねこ 馬場のぼる 著 こぐま社, 昭和 42 
Y17-259
(デジタル化) 

27 ものぐさトミー ペーン・デュボア 文・絵 ,
松岡享子 訳 岩波書店, 1977 Y17-5394 

28 よかったねネッドくん 改訂版 レミー・チャーリップ さく ,
やぎたよしこ やく 偕成社, 1997 Y18-M98-322 

29 かぞえうたのほん 岸田衿子 作 , スズキコージ え 福音館書店, 1990 Y18-4944 

30 ことばのこばこ 和田誠 さく・え 瑞雲舎, 1995 Y18-11181
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おわりに

石井 光惠

二日間通して四つの講義がございました。それ
ぞれに趣の異なる講座であったかと思います。
今回のテーマの中心は、子どもの成長発達を「絵
本の核」として考えるということでした。絵本と
いうのは、様々な表現方式、表現形態を持ってい
ますし、表現の可能性も幅広くあります。ですか
ら、子どもから離れる絵本という方向性もありま
す。また、最初に申しましたとおり、大人の気持
ちをくすぐるものでないと手に取ってもらえない
という側面もあります。加えて、絵本は商品とし
ての側面も持っていますから、売れなければいけ
ません。これは、「えっ」と眉をひそめようとひそ
めまいと、事実です。売れないものは市場から無
くなってしまいます。そのような本の中でも、良
いものはしっかり揃えておくことができるのが、
図書館の仕事の一つかなと思います。
ですので、今回は原点に戻って、子どもと絵本
の関係性を突き詰めて考えていきたいと思ったの
です。それぞれの先生方にも、この軸をしっかり
持ってお話しいただけたのではないでしょうか。
今、時代の流れとして、世界的に自然科学への
関心が高まり、子どもたちにも科学的思考を育ん
でほしいという方向に動いていると思います。そ
ういう意味ではとてもいい時代で、科学絵本に限
らず、科学的な視点の入った絵本がいろいろ出て
きています。一方で、受講者の皆さんは女性が多
く、中には、「理科って苦手」とか「虫、苦手！や
だー！」という苦手意識がある方もいらっしゃる
かと思います。けれども、科学絵本によく目を通
していただくと、様々に良いものが有ります。真
鍋先生も、子どもの頃に『せいめいのれきし』を
読んで、今では恐竜学者になられていますし、そ
のように、絵本から科学の世界に目覚めていく子

どもたちもいるわけです。そういう意味では、科
学絵本へのまなざしというのも、これから大切な
視点としてお持ちいただければと思います。それ
らの絵本の中には、従来のように知識を中心に語
るのではなくて、この世界を物語るという意味合
いのものも出ています。
また、今日お話しされた秋田先生は、様々な研
究をされてデータを集められ、いろいろな方と出
会って情報を得ていらっしゃいます。行政の中心
的なところにも関わっておられ、第四次「子供の
読書活動の推進に関する基本的な計画」（以下「第
四次計画」という。）の策定にも、「子供の読書活
動推進に関する有識者会議」の座長として携わっ
ていらっしゃいます。そのような先生からお話を
伺って、計画のどこにポイントがあるのか、よく
分かったのではないかと思います。第四次計画で
は、大人が子どもに絵本を手渡すというだけでは
なく、友人同士で本を紹介しあうなど、子どもが
主体となって読書活動の推進に関わるという方向
性が打ち出されています。これは大事なことだと
思います。司書の方たちは非常に真面目なのです
が、だからこそ自分の責任ばかり考えがちです。
子ども同士が育ちあうということも考慮に入れ
て、「どんな本が好き？」「じゃあ今度〇〇さんに
紹介しようね」といった方向も模索していただけ
ると良いかと思います。
最後の村中先生は、文字どおり会場を巻き込ん
での講義でした。村中先生がおっしゃっているこ
との中心にあるものは、身体です。先生は、絵本
が人間の体に起こす感動、喜び、ドキドキ感といっ
た身体性の問題をとても深く考えておられます。
また、絵本を読む・読まれるということは、ただ
物語や知識を伝えるだけではなく、読む人、読ま
れる人の鼓動が生まれ、それが互いに響きあうの
だということをずっとおっしゃっています。本は
「もの」ですが、それを媒介としたときに、人と人
との出会い、人間と人間との接触があるという講
義であったかと思います。そのことを様々なワー
クで体験していただきましたが、その中で自分の
体に感じたことを、大切に持ち帰っていただけれ
ばと思います。
繰り返しになりますが、今回の講義では子ども
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の成長発達との関係を「絵本の核」として捉えた 回の講義で皆さんが受け取った思いを大切に、こ
いという希望がございました。それぞれの先生方 れからもお仕事に励んでいただけたらと思いま
が御講義で示された「絵本の核」は、その一つ一 す。
つが、皆さんに伝わっているものと思います。今
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