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幼 児 の り トミ ッ ク 教育 に 関 す る基 礎 的 研 究
　　　　　　

一
リ ト ミ ッ ク 指 導 と 人 閙 闘 係 の 広 が り を 中心 と し て 一

高 　 橋 　敏 　 唯

（見 真 幼 稚 園 ）

○ 神 　 原 　 雅 　 之

（広 島文 教 女 子大学 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 弖，　こまじ｝め ここ

　 リ トミ ッ ク は、ス イ ス の 音 楽 教 育 家 。作曲家 で あ っ

た エ ミ
・一

ル ・ジ ャ ッ ク ＝ ダ ル ク ロ ーズ （Dalcroze，E．J。，

18G5〜1950） に よ っ て 創 案 ざ れ た 音楽 教 冓 法 で あ る。

こ の 音楽 と 身体の 動 きを 融合 さ せ た 教 育 は、感 覚 的 な

能 力 の 覚醒 や 創造性の 伸長 を 目指 し た も の で あ る。加

え て 今 日、こ の 教 胃 の 持 つ 特 性 は．単 に 音楽 的な 表現

の 枠 に 留 ま ら ず．運 動 や そ の 他 の 科 学的な 領域 で も 求

め られ る と こ ろ の、学 習 の 墓 盤 とな る 諸能 力 の 覚 醒 に

深 く寄 与 し て い る と す る 見 方 に 支 え られ、幼 児 期 の 教

育は も と よ り 舞 踏 教 育 や 障 害 児 教 育 な ど幅 広 い 分 野 か

ら注 目 され て い る 。 こ れ まで の リ ト ミ・
ソ ク 研 究 の 内容

は、音 楽 構 成 要 素 を 軸 と した 指 導 方 法 に 関 す る 研 究が

主 と さ れ て き た．つ ま り音 楽 的感 性 を 刺 激 し、よ り 積

極 的 な 表現能力の 拡大に ウ ェ
・イ トが お か れ るこ とに な

る。も ち ろん、そ の 指 導 の 褫 野 に は、常 に 全 人 的 な 成

長 を 含 む も の で あ る。つ ま り、他者 の 表現 を 受容 し、

自己衰出を 行 う 過程 で 得 られ る共 感 体験 は、人 間 教 育

と して の 意 味 を 十 分 に 内包 し て い る。 し か し、こ れ ま

で の リ トミ ッ ク研 究 の 中 で は、そ の 指導 の 過程 で み ら

れ る入 との か かわ りに 焦点 を 当て た報告 は あ ま り見 ら

れ な い。

　 そ こ で 本研究で は 。幼児 の リ トミ ッ ク指 導 に み ら れ

る 人間関係の 変 容に 瞽 員 し、観察調 査 を行 っ たe そ こ

か ら幼 児 期 に お け る 望 ま し い 人 と の か か わ ゆを 育 て、

高 め て い くた め の リ トミ ッ ク 指 導 に つ い て
…

考 察 を 加

え る。

　　 2 ．リ ト ミ ッ ク に お け る人 間 関係育 成の 視 点

　 コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン を成 立 ざ せ る た め に 、我 々 は、

言 葉 を 始 め と し、身 振 り、手 振 り、顔の 表情等な ど 様

々な 表現 媒体 を駆使す る。 特 に 幼児 は、意志の 表 出 に

際 し て、言 語的な 朱 熟 さ を カ バ ーす るた め に 、こ れ ら

身 体 的な 動 き が 想像 以 上 に 重 要 な 役 割 を 果 た す e こ の

よ うに、内 的 感 情 の 発露 は 身 体動 作 に よ っ て 結合 さ れ

る と い う の が 幼児の 表 現形 式 の
一

つ の 特 徴 で あ る 1）
e

フ
’
）レ ーナー（Bruner，J．s．）カs、　重テ為 白勺裹 象　（enaetive ）

は 映 像的表象 （ikonic）や 象徴 的 表象 （symbolF の に

優先 す る と し惣 由縁 k も言 え る。こ の よ う に 、幼 児 の

身 体 的 な 動 き は 自己 表 出 の 手 段 と して 最 も 源 初 的 で あ

り、学習 の ス タ
ー

トと し て位 置 づ け られ る。 言 い 換 え

る な ら ば、ヒ トは 物 事 の 本 質 を最 初 か ら 記 号 化 （言 葉

や 音 符 な ど ） さ れ た も の と し て 受 け 止 め る の で はな く．、

ま ず は 五 感 （視覚 。聴覚 ・触覚等） を 通 し て 感 覚 的 。

知 覚 的 に 刺激 を 受 け 止 め る。そ こ で は同 時 に 、情動 的

な 体験 を併 せ持 つ と い う の が 特徴 的 で あ る。 こ の 情動

の 付与 され た簓肉運動感覚的 （kinesthe七iesence ） な

能 力 は、そ の 後 の 様 々 な 学 習 の ベ ース と な る。感 性 の

伴わ な い 知 識や 情報 が、実質的な 意味に お い て 説得力

を持 た な い の は周 知 の 通 りで あ る e こ う し た 感性 に よ

っ て 支 え ら れ た 意志 と そ の 反 応 の
一

致 ・調 和 を 図 る の

も ま た 身体運動の 大 き な 役割 と 言 え る。

　 リ ト ミ・
ソ ク に お け る 音 楽 と 動 き の 融 合 は．こ う した

考 え方 に 基 づ く もの で、音楽の 技術 ・知 識 の 獲得に 先

ん じて 、音 や 音楽の 原体験、つ ま り音 に 対 す る イ メ
P・

ジ や 音楽 の 情動 性 を 身 体運 動 を 通 し て 感 得 し よ う と ず

る もの で あ る。併 せ て 、リズ ミ カ ル な 動 き は、身体的

な リ ズ ム の 発見、身体四 肢 の 制 御、空 間 的 認 識 の 高 ま

りな ど の 能 力 の 拡 大 に 有 効 な も の で あ る （Ayres；1983，

Fros七ig；1978，川 村 ：！
（」84・！987）e こ れ らの 諸能力は ．

そ の 延 長 線 上 に 位 置づ け られ る と こ ろの 、自己意識 の

確 立 と他 者 と の 様 々 な 人 聞 関 係 の 理 解、そ こ で の ダ イ

ナ ミ ッ ク な 人間関係 を コ ン トロ ール す る力 （統 制 力 ）

な ど の 基盤 とな る能力で あ る
2 ） 3 ）。ず な わ ち、り f・ミ

ッ ク 教 育 の 過 程 に は、幼児の 集 団 社 会 に お け る原 体 験

的 営 み が 豊 富に 内包 さ れ て い る と い う の も 見 逃 琶な い

点 で あ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 3 ．調 査 の 方 法

　 1 ）調 査 日 時 ： リ ト．ミ ッ ク 指導の 観察 は、吶 8年5月．

6月．11月 に 行 っ た。ま た、比 較 資 料 と して 「冢 庭で の

遊 び の 姿 に 関 す る ア ン ケ
ー

ト 調 査 」 、そ し て 屋 外 に お

け る 遊び と し て 「砂 場遊ひ と アス レ チ ッ ク で の 遊 び 」

を 観 察 調査 し た。

　 2 ） 観 察 対 象 児 ： 対 象 児 の 選 定 は、望 月 ・川 原 の 研

究 潟
を 参 考 に さ ぜ て 頂 き、あ らか じぬ r リーダ ー的 な

子 」　「孤 立 的 な子 ll 「受動的な 子」 の 3 つ の タ イ プの

　 裏 a　 観 禦対 象 とさ れ た 幼児 の 人数及び 年齢

纓
リー

蓉
’的 孤

音
的 受

書
的
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幼 児が 選 ば れ た。こ の 選 定 は、幼児 の 性 格 を熟知 して

い る保育者の 合議に よ っ て 行 わ れ た （表 ユ ）e

　 3 ） 観 察 者 ： 観 察 チ ェ ッ ク は、日 常 の 保 育 場 面 の 状

態 で 行わ れ た。そ し て 、幼 児 に と っ て 違 和 感 の な い よ

う に と の 魏慮 か ら園内の 複数 の 教師 が 行 っ た。また、

指 導 は通 常 の 保 育 の 雰 囲 気 を 極力 保 つ よ う に 心 が け た。

観 察 者 は保 育 に 支 障 がな く、しか も 観 察 対 象 児 が 充 分

に見届 け られ る と こ ろ に位置 し．幼 児へ の 働 き か け は

必 要 最 小 限 に と どめ た。

　 4 ） 調 査 に 使 用 し た 指 導 案 と 観 察 チ ェ ッ ク の 方 法 ：

調査園 で は．教育の 重点 目標 の
一

つ に
“

音楽性 の 芽 を

培 う
”

こ と を 掲げ、年間 を通 して 様 々 な 遊び の 中で の

音楽 的体 験の 場作 り を 積 極的 に 推進 し て い る。本調 査

で 用 い た指導 内容は、年間指導計
’
画 の 中か ら抽出 し た

も の で あ る。 指 導 案 は、導 入 一展 開 一整 理 の 構 成 （約

30分 ） で 組 ま れ、そ の 中に は あ らか じめ、ベ ア に な っ

た り、数人組 に な っ た りす る グル
ープ 活動 を 畳0回以 上

挿 入 す る よ う に した。

　観察者 は、あ らか U め 決め ら れ た 観察対象の 幼児 の

他1 と の 関わ りを、観察チ ェ ッ ク用紙
51

に 記 され て い

る項 目 （ 「遊 び の 姿 」 r協 調 性 の 姿 」　「ふ つ か り合 い

の 姿 」 そ の 他 ） に 従 っ て、5 分 間 隔 で 記 録 した。

　　　　　　　
・
三．結果 と

．
考 察ら 圏

　 観 察 の 結 果、リ ト ミ ッ ク IZお い て 「没頭 し て 遊ぶ 」

姿 は 他 の 遊び と 比較 し、決 し て 少な い もの で は な か っ

た （図 1）。ま た 、協調的 な 行 動を 引 き 出 す 契 機 と して

の 役割 も 十分 に 果た して い る よ うここ思わ れ た く図2）。

　幼児 は年齢の 高ま り と共 に、同ク ラ ス 児 と の か か わ

り か ら同 年 齡 の 他ク ラ ス児へ 、そ して 同年齢児 か ら 異

年齢児 へ と、少しつ つ 批会的な 広が りを持ち、その 閣

係 を 徐 々 に 深 め て い く様 相 も 確 認 さ れ た。そ の 過 程 で、

自我 の 芽 生 え が 見 ら れ る よ う に な り、精 神 的 に も 自 立

し て い く。つ ま り幼 児 は、生 活 を 取 り巻 くさ ま ざ まな

活動 に よる 人 との 接触 を契機 と して、人 と の か か わ り

の 密 度 を 濃 く し て い く よ う に 思 わ れ る。こ う し た 発 達

且臓

・ ・
　　　　
歟

7日≒

δ臼tl5ek4

眦

の プ ロ セ ス は、リ トミ ッ ク は 勿 講 の こ と、砂 場遊び や

ア ス レ チ ッ ク で の 人 との か か わ りを み て い く中 で も 観

察 さ れ た。す な わ ち、リ トミ ッ ク に おけ る人 と の か か

わ り 方 の ス タ イル は、他の 場 面 で の 遊 び の 姿 と 類 似 し

た 傾向 を示 して い た。こ の こ とは、幼児の 生 活 の 営 み

を トータル に 提 え、多 面 的 な 活 動 を 通 して 人 と か か わ

る力 を 育 ん で い こ う とす る幼 児 教 育 の 立 場 か ら して、

む しろ 好 ま しい結 果 と捉 え る こ と が で き る。

　 さ ら に、今 回 の 観 察 で 気付 か れ た 点 は、幼児の 身体

的 な 音 楽 反 応 を 誘 引 す る こ と が、槙 極 的 な 人 と の か か

わ りを 促す た め に も 重要 と な る、と い う こ と で あ る。

そ の 身体的音楽反応 を導 く動因と して、第
一

に 挙げ ら

れ る の は、そ こ で 奏 さ れ て い る 「音 楽 」 そ の も の で あ

る よ う に 思わ れ る。す な わ ち、音楽 に よ v て 内 的欲 求

（inner　 drive） が刺滉殳さ れ、イ メ v・ジ が 鮮明 に 描 か れ

た と き．そ れ は幼児 の 内的高 ま り （意志）の 結果 と し

T 、行 動 に 反 映 され るT ）。こ の 観 点 か ら、我 々 は、リ

トミッ ク の 過 程 で、音 楽 と動 きの 因 果 関 係 を見失 わ な

い よ う に し、か つ 幼児 に と っ て 音 楽 が 単 調 と感 じ取 ら

れな い よ うに す る こ とが鍵 と な る よ うに 思わ れ る 。 今

後
一

層、リ トミ ッ ク が幼 児 の 生活 の 中 で ナ チ．za ラ ル に

感 じら れ る よ う に 、幼児の 好 ま しい 人間関係を促す 場

と し て 位 匿づ け て
1．、 く こ と が 重 要 で あ る。
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図 1 「遊 び の 姿 （没 頭 して 遊 ふ ） 」 の 変 容 ； 4 歳 児

5分 1 分 　 1u分 　 2 命 　 2 分 　 3 分

図 2 「協 調性 の 姿」 の 変容 ；4 歳児
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