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園生 活 に おい て 幼児が用 い る リズ ミカル な表現

青 井 倫 子 （愛 媛 大 学 ）

　 　 　 　 　 　　 問 題 意識 と 目 的

　 発表 者 は こ れ ま で 、幼稚 園や 保 育 所 な どの

自由 遊 び の 時 間 に 、幼 児た ち が 遊び 集 団 を形

成 し、そ れ を維持 す る 過程 に お い て 、 どの よ

うに 集団 調 節 を 行 っ て い る の か に つ い て 検討

を行 っ て き た 。 遊 び集団 の 調 節 過程 を 分析す

る うえ で は 、進行 中 の 友だ ちの 遊 び に 途 中か

ら参入 が試 み られ る 「仲間 入 り」 の 場 面が 非

常に 有効で あ っ た 。 こ の 、友 だ ち の 遊 び へ の

「仲間 入 り 」 の 際 に 、 幼 児 た ち は 「入 れ て 」

とい う表現 をし ば し ば用 い るが、 こ の言 葉は 、

「話 し言葉 」 と して 用 い られ る 場合 と 、独 特

の リズム と音 調 を 付 し て 「リズ ミカル 」 に表

現 され る 場合 とが あ る。幼児 た ち は 、 こ れ ら

の 表 現 を、場 面 に応 じて 微 妙 に 使 い 分 けて い

る よ うに 思 わ れ る 。

　 と こ ろ で 、子 ど もた ち の 生 活 の な か に は 、

こ う した独 特の リ ズ ム と音 調 を与 え られ て い

る リズ ミ カ ル な表 現 が 多 く存在す る。幼児 は

生活 の な か で 、　「で た らめ う た 」 の よ うに 即

興的 に リズ ミカ ル な 表 現 を創 り出す こ とも多

い が 、た とえば 「○○ち ゃ ん、遊びま しょ ♪」

一匚は
一

い 、ち ょ っ と待 っ て ね ♪」 な ど遊びの

誘 い に 行 っ た場 合 の 玄 関 先 で の や りと りや 、

「お ま え の か あ さん 、で 一 べ 一そ ♪」 と言 っ

た応 酬 ・か らか い の 表 現 な ど 、 子 ども た ちの

間で 共 有 さ れ て い る もの も さ ま ざま あ る e

　 こ の よ う な リズ ミ カ ル な 表 現 は 、近 年 、遊

びの 減 少 と と も に 子 どもた ち の 生活 の なか か

ら減少 し つ つ あ る よ うに も思 わ れ る が 、一
方、

幼 稚 園や 保育所 な どの 園生 活 の なか で は 、保

育 者や 幼児 た ち は 、話 す行為 と歌 う行為 を結

び付 け、あ らゆる 場面 で リズ ミ カル な表 現 を

用 い て い る 。

　 本研究 に お い て は 、幼稚 園や 保 育所 の 生 活

の なか で 用 い られ る リズ ミ カル な表 現の う ち、

特 に 「話 し言葉」 と 「歌」 と の 中間形 式と し

て の 「リ ズ ミ カ ル な 言葉 1 に 着 目す る 。 こ の

よ うな表現 は、音楽 的 な表 現 で あ りなが らも、

い わ ゆる 「歌」 とは 異な り、行 為者 自 身 に歌

唱 と し て の 自覚 はな い 。そ れ で い て 、 これ ら

は 、単 に 字義上 の 意 味伝 達 の 目的 を持 つ 「話

し 言葉」 と し て で は な く 、 リズ ムや 音 調 を付

さ れ る こ とに よ っ て 、 日常 会 話 とは異な る 響

き を与 え られ て 発せ られて い る 。本研究で は 、

保 育者 と幼 児 、 あ る い は 幼児 同 士 の や りと り

に お い て 、 こ の よ う な中間形 式 と して の リズ

ミ カル な 表現が どの よ う に用 い られ て い るの

か の 検 討 を通 して 、 リズ ミ カ ル な表現が 、園

とい う集 団保育 の 場 に お い て ど の よ うな意 味

を持 ち 、 どの よ うな機 能を果 た して い る の か

を考 察 す る。

　　　　　　　　方 　 　 　法

観組 象 ： 広 島市 内 の 公 立 W 保育 園 の 幼児

（3 歳 児 3 ク ラ ス 、 4 歳児 2 ク ラス 、 5歳

　児 2 ク ラス ） と保育 者 。

観塞盪亘 ：登園後の 好きな遊びの 時 間 、 及 び 、

　 お集 りや 給食な どの 一斉 活 動 場面 。

難 ： 周辺 的 ・半参 与的観察方法 。

記麹 Z法 ： ビデオカ メ ラ に よ る録画 お よ び

　状 況 の 補助的記 述 。

分攤 ： 幼児 あ る い は保育 者 に よ っ て 、

「話 し言葉 」 と 「歌」 の 中間 形 式 と し て 「リ

　ズ ミカ ルな表 現 」 が 用 い られた事例、及び 、

　 リズ ミ カ ル に 表 現 され る 言 葉 と 同様の 言 葉

　が 「話 し言 葉」 の 形 式で 用 い られ た事 例 。

・そ れぞれ の 事例 につ い て 、 前後の 文脈 や 状

　況 説明 の 補 足 を行 い な が ら文 宇化 。
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　　 　 　 　 　 　 結 果 と考 察

　園生活の なか で 保育者や幼児 が用 い る音楽

的表現 の う ち 歌 唱的 な 表 現 は 、大別 す る と 、

い わ ゆる 「歌」　 （遊び歌、既成 の 歌、そ れ ら

の 替 え歌 、即 興歌 な ど） と 、話 し言 葉 に独 特

の リ ズム と音 調 を 付 した 、歌 と話 し言 葉の 中

間形 式 と して の 「リズ ミカ ル な表現 」 と に 分

け ら れ る e

　保育 者 は、 ク ラス や 園の 幼 児全体 を対 象 と

した 一斉活 動 の 場面 に お い て 幼児 に呼 びか け

た り語 りか け る 場合 に 、リ ズ ミ カ ル な表現 を

頻繁 に 用 い る 。 リズ ミ カル に 表現 する こ と で

自然 に 子 ど もた ちが 同期 して く る た め 、話 し

言葉で 伝達す る の と は 異な り、一
方 的 、明示

的 な指示 ・命 令 と感 じ られ に く く 、 子 ど もの

自発 性 を特 に尊 重 しよ うとす る幼 児保育の 場

に あ い や す い と い う理 由に よる と思 われ る a

　保育者 が用 い る リズ ミカ ル な表現の 多 くは 、

集合 時 の 「ふ じ組 さ ん ♪」
一 「は

一
い ♪ 」 と い

っ た 「お 名前 呼 び」 や 、　 「ご一
緒 に ♪」

一 「い

ただ きま す ♪」 の よ う に 、全 員の 声 が揃 う ま

で 何度 も、また毎 日 の 日課 の な か で 繰 り返 し

行 われ る も の が多 く あ る 。そ の 繰 り返 し の な

かで 、 幼児 た ち は呼吸 を あ わせ タイ ミ ン グよ

く呼応す る こ と を 学習 す る と 同時 に 、同 じ 表

現形 式 に 従 っ て 音楽 的 なや り と りをす る 協 同

と感覚運動 レ ベ ル で の 共感 か ら、時 間 と場面

が共 有 され 気持 ちが融 合 して い く こ と
一
集団

と の
一

体 感 、 仲 間 との 連帯 感
一

を 経験す る 。

　 こ の よ うな リズ ミ カル な表現 は 、い わ ゆる

歌 とは異 な り、特定 の 活動 や 場面 に 固有 に 用

い られて い る。 自由遊 び の 場面 に お い て は、

「入れて ♪」　「替
一

わ っ て ♪」
一「い い よ ♪」

な どの リズ ミ カルな表 現 が幼児た ちに 教示 さ

れ る 。そ れ らは 、何 らか の 言語 的な意 味 の 伝

達 を意図されなが ら も、 リズミカル に表現さ

れ る （始 ま りと終 わ りの 存 在） こ と で 、意 識

的に 日常会 話 と して の 自由 な応答形式 を断 っ

た 、ある パ ター
ン化 さ れ た 形式が 与 え られ 、

園 生活 にお ける リチ ュ アル な表 現 と して 定式

化 されて い る 。 保育者 は 、園 とい う多 くの 幼

児 が存 在す る 集団 保育 の 場の な かの ある 特定

の 場面で 交わ され る お きま りの や りと りに、

独特の リズ ム と音調 を付 け リズ ミカ ル に 表現

する こ と で 、全 体活 動 が 円滑 に すす んだ り、

幼児の 仲間 との か かわ りが親 密 にな っ た り拡

大 し て い くよ うな、一
つ の 完結 した 呼応 形 式

を 幼児 に提示 して い る 。

　
一

方、幼児 は リズ ミカ ルな 表現 の 持 つ 、言

語 の 明 確化 、定式化 され た呼 応 ＝ 多様 なや り

と り に 拡大 する 可 能性 （日常 会話 の 形 式） の

遮 断 、 相 手 との あ い だに 生 じ る仲間意識や気

持 ち の 交流 な ど、 リ ズ ミ カル な 表 現 の 持 つ 機

能 を利 用 しな が ら、保 育 者や 仲 間 と の 関 係 を

調 節 して い る。た とえ ば 、 自由遊び 場面に お

ける 「仲間入 り」 や 「物の 貸 し借 り 1 な どい

ざ こ ざの 生 じやす い 場面で の 、 　「入 れて ♪」

「替 一
わ っ て ♪」 な どの 表現 は 、保育 者 に よ

っ て 呼応 形式が定 式化 さ れ て お り、ま た 、言

葉 に 「歌 ユ の 要素 が 付加 され て い る こ と で 相

手 との あい だ に和 や か な 雰 囲気 が形 成され や

す い 。 そ の た め 、直 接 「話 し言葉 」 で 交渉 す

る よ りも受容 され る 可能 性が 高 いと い う期 待

が ある 。 親密 な仲 間集 団が形 成 されつ つ ある

年 長 児 に お い て は 、 親 しい 関 係 に な い 友 だち

との 交渉で 、 こ の よ うな リチ ュ ア ル で リズ ミ

カル な表 現が 用 い られ る 傾 向 が み られ る 。

　 ま た、幼児 たち は 、相 手の 申 し出 を拒 否す

る場 合の 「だ めよ ♪」 や 、遊 びか ら抜 け る時

の 「や 一めた ♪」 の よ うに仲間関係 を閉 じる

際 に も リズ ミ カル に表 現した り、非難、応 酬、

か らか い な どの はや し言葉を リズ ミ カル に 唱

え た りする 。こ う した 表現 を用 い る こ と で 、

非難 や拒否 の 緊張 が緩和され る と同時 に、言

語的や りと りの 拡大が避 けられ た り、ゆるや

か な 共感関係が 保 留さ れ 、い ざこ ざの 拡 大や

仲間 関係の 断絶が 回避 され る 。

　［結 果
・
考察 の 詳細 、事例 は 当 日 資料 を 配 布 予 定】
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