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幼 稚 鬮 に お け る テ レ ビ 視 聴 に 関 ず る 研 究 （2 ）

一絵 本 と ビ デ オ テ ープ に 対 す る保 育 科 学 生 の 捉 え 方
一

橋 爪 千 恵 子

（常葉学国 短 期 大 学 ）

工　 は じめ に

　本研 究 は 昨 庫 の 研 究．（幼 稚 園 に お け る テ レ ビ視聴の

実態 ） に 続 く も の で あ る 。 昨年 の 研究 か ら見 えて き た

こ と は 次 の と お り で あ る。  教育 課 程 に デ レ ビ 視 聴 の

位 置 づ け が 獄 さ れ て い る 幼稚 園 が ほ とん どな い 。   テ

レ ビ 番 組 や ビ デ オ チ
ープ （以 下 「 ビ デ オ 」 と い う） に

対 す る保育 者 の 教 材 研 究 が 足 り な い o   保 育者 が 絵本

や 紙 芝 居 を 読 み 聞 か せ る 代 用 と し て の ビ デ オ の 使 用 が
．
み ら れ る。  テ レ ビ 視 聴 の 有 無 や 利 用 の 仕方 は 保育 者

の 保育観 に 大 き く左 右 さ れ る。

　 そ こ で 、将来保胃者 に な ろ う と し て い る 保 育 科 の 学

生 達 が、保育環 境 ・保育教材 と して の テ レ ビ視 聴 （筆

春 は 、幼 稚 園 で の 幼児の テ レ ビ 視聴 を 保 育 環 墳 ・保 育

教 材 の 一つ と 捉 え る ） を ど の よ う に 捉 え て い るの か を

明 らに し、更 に 今 後 の 保 育 者 養 成 に 生 か そ う と考 え る

も の で あ る。

2 　研究方法

　テ レ ビ 視聴 の う ち、上 記 の ◎の 利用 に 対 す る 学 生 の

捉 え 方 を 探 る た め に 、次 の よ う な 実 験 を 行 な っ た。

［実験 ］ 1994年 10月 18 日 か ら 21日 に か け て 、本 学 保 育

科 の 学 生　2 年 生　約 80名 ず つ に 、　2種 類 の 絵本 とそ

の ビ デ オ を 視聴 さ せ る実 験 を 3回 行 な っ 泛 （延 べ 人 数

479名 〉。　絵本 と そ の ビ デ オ に つ い て 「児童文化財 と

し て 両 者 を 比 較 し た 場合 』 と 「保 育教 材 と し て 両 者 を

比 較 し た 場 合 」 に つ い て の 意 見 数 書 か せ 比較検討ず る。

［実 験 材 料 ］ す て き な 三 に ん ぐ み （ト ミ
ー・ア ン ゲ ラ

ー作　偕成社〉、か い じ ゅ う た ち の い る と こ ろ （モ
ー

リ ス ・セ ン ダ ッ ク 作 　冨 山 房 ） 、フ レ デ リ ッ ク （レ オ

・レ オ ニ 作　好 学社〉、バ ー
シ
ーと こ う ず い （ウ ィ ル

バ ー
ト ・オ ード リー作 ボ ブ ラ 社）、　 は

』
う る ど まほ う

の くに へ （ク ロ ケ ッ ト ・ジ ョ ン ソ ン 作 　文 化 出阪 局 ）

く ま の コ ール テ ン く ん （ドン ・フ リ
ー

マ ン 作 偕 成社 ）

の 各 絵 本 と そ の ビ デ オ ff　 一プ （す べ て ヤ マ ハ 。ビデ オ

・ラ イ ブ ラ リー
発 行 の 世 界 絵 本 箱 ）

3 　結果 と 考 察

　回 答 を 上 記 の 2 項 目 に つ い て 分 析 し、強 い て 厂絵 本

派 」　「ビ デ オ 派 」 に 分類 して み た 。こ の 2 派に 入 れ 難

い も の は 「ど ち ら と も い え な い 」 或 は 「両 方利用派 」

と し た。結 果 は 袤 夏〜2の と お りで あ る 。

爽 1　 児孟 文化財 とし ての 比 較 邑 位 ：人 匸％〕

区　分 絵 本派 ビデオ テ
ープ派 ど ち らともい 凡な し 計

は うる どま ほ うの く に へ 20 （24．4， 42 ｛51．2｝ 20 （24．4｝ 32 〔田 o）

パ
ー

シ
ー

と こうずい 13 （15．9｝ 56   ．2｝ ！3 〔】5，9） 92 〔10 

か い じ ウ うたちの い る と こ ろ 43 （57．3｝ 17122L7） 【5 （20．G） 75 ⊂田 0）

くまの ⊃ 一ル テ ン くん 50 〔38．  3コ 臼 1．B） 16 ：20．2冫 79qo9 ）

フ レ デ リ ツ ク 3T く35．の 24 （30．o， 25 （3r．2， 60 （loo，

す て きな三 にん ぐみ 26 ：3之 1） 31 〔3日．ヨ」 24 〔29．6） 81 〔｝00）

騒 153 【34．ω 203 （42．の 11 ヨ （23．6） 479 （lo帥

表 2　 保湾敏刷 として の 比毅 単位 二人 ｛％）

区　分 絵 本派 ビデオ テ
ーブ漂 両方利用派 計

はうるど燦匡うの くに へ 51 （62．2） 4　 〔4．9） 2ア ｛32．9〕 82 （糟 o）

バ ーシ ーと こ うず い 25 （30．5》 23123 』〕 34 （41．5＞ a2 ｛ioo）

かい じ ゅ うたちの い 尊 とこ ろ 43 （57．5） 3　 （4．田 z9 ｛3B、ア） 75 臼00 ｝

く宏の コ ール テ ン くん 32【4D．5， 国 ｛】7．7》 33 〔41．8） 79q けロ）

フ レ デ リ ック 4ア ‘55．的 10 ‘1a5｝ 23 匸2ε．7） 80 （】oの

すて きな三 にん ぐみ 50 こ6、．力 4　 〔4．9127 〔33．4〕 81q 囗o）

計 24E 〔51．帥 5ε に12．1冫 173 〔35．D479 （1GO｝

　2 種 類 の 文 化 財 （絵 本 と ビ デ オ ） を 比 較 検討ず る ζ

と に つ い て は、賛 否 両 論 あ る と 思 う。各 々 は そ れ ぞ れ

固 有 の 特 徴 （長所 と 短 所 と い う 言 い 方 が 許 さ れ る と し

た ら ） 長 所 と 短 所 を 併 せ も つ も の で あ り、比較 す るこ

と は 不 可 能 で あ る、或 は 無 意 味
．
で あ る と い う 意見 も あ

ろ う。し か し 、現 実 に 保 育 の 現場 で 両 者 が 利用きれ て

い る以 上、各 々 の 特 微 に つ い て 改 め て 比 較 検 討 す る こ

と は、保 育 の 質 を 問 う意 味 か ら も 必 要 で あ ろ う。ま た、

こ こ で は 保育者 が 保 胃 教材 と し て 利用す る塲 合 に つ い

て の 比較検 討 も 取 り上 げ、子 ど も と 保 育 教 鞍 と 保育者

と い う 開 係 か ら の 肴 察 も 試 み た い 。

（工）児 蠶 文 化 財 と し て の 比 較

　 こ の 側 厮 か ら光 粒 当 て て み る と、全 体 の 傾向 と して

は ビ デ オ が や や 優 勢 で あ る （衰 k）。特 に 作 品 「は う

る ど ま ほ う の く に へ 」 と 「パ ーシ
ー

と こ う ず い 」 で そ

の 傾 向 が 著 し い。被 験 者 の 意 見 に は 「ク レ ヨ ン で 絵を

描 い て い る 過 程 が わ か り や す い 」　「動 き が あ る の で 楽

し い 」 　（以 上 rは う る ど ま ほ う の く に へ j ）、 「機 開

車 の 顔 の 衰 情 が 変化 す る の
．
で 親 し み や す い 」 、　「動 き

が あ る こ と に よ り ス ト
ーリーが 理 解 し’や す い 」 　〈以 上

「バ
ー

シ
ーと こ う ず い t ） な ど と い う も の が 多 か っ た 。

1 れ らの 意 見 を ま と め る と、こ の 2 作 品 は ス トーリ
ー

の 展 開 が 特 に 動的 で あ る こ と、そ し て そ の 動 きが こ の

作 晶 の 生 侖 で あ る た め に 、ビ デ オ の 方 が ｛乍品 の 持 つ お
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も し ろ さ、楽 し さ が 視 聴 者 に 伝 わ りや す い と 捉 えた 被

験者 が 多 か っ た と い う こ と で あ ろ う。

　
一方、絵 本 の 方 が 優 位 な の は r が い じ ゅ う た ちの い

る と こ ろ J と 「フ レ デ リ ッ ク 」 で あ る 。 こ れ らに つ い

て は 「絵 が 良 い の で 絵 を 見 て い る だ け で い ろ い ろ な イ

メーヅ を 抱 く尹と が で き る 」、厂絵 本 だ と 動 か塗い の で

か い じ ゅ う の 動 き や 声 な ど を 自 由に 想 像 す る こ とが で

き る」　（以 上 「か い じゅ う た ち の い る と こ ろ 」 ） 「絵

の 瀚 ら し s．を v っ く り味やい た い 』 resag面 （1 べ

｝ジ ご と の 絵 ） が 心 1こ残 り・《容 を 深 く考 え ら れ る J

　「絵 を 見 な が ら イ メ
ージ を 膨 ら あら れ る 」　（以 上 「プ

レデ リ ッ ク ） ） と い う 意 見 が 多 くみ られ た。つ ま り、

絵本 の 命 と も い え る 「絵 」 が 芸 術 性 が 高 く、文 章 に 呼

応 して 十 分 に 表 現 し て い れ ば 、文章 を 耳 で 聴 くこ と に

よ り、本来動か な い 絵 か ら も動 き を 十 分 に想 橡す る こ

と （しか も、一人 々が そ の 人 な りに ） が で き る と い う

こ と で あ ろ う。　「お と な は 文享を 読 む が 、子 ど も は絵

を読 む 」 と 言わ 鹿て い る が 、絵 本 の 中 セ縷の 果 た ず 役

割 が い か に 重 要 で あ るか を 衷 づ け る も の と い え よ う。

（2） 保育教 材 と して の 比 較

　 こ れ は
．
「自分が 保冑 者 な ら両 者 を 教材 と して ど の よ

うに 梶 え 利用 した い か 」 という 面か ら光 を 当 て 粕もの

で あ る。表 2 が ら わ か る よ う に 全体 で は 「絵 本派 」 が

最も 多 い
．
（5L 　 8％ 〉。　儷 々 の 作

’
晶 で み る と、　「は う

る ど ま ほ う の く に へ J　「か い じ ゅ う た ち の い る とこ ろ 」

「フ レ デ リ ッ ク 」　「ず て．き な 三 に ん
．
ぐみ 」 を 視 聴 した

被 験 者 が、教材 と して は 絵本 の 方 を 圧 倒 的 に 支持 して

い る こ と が わ か る。　「は ろ る ど ま ぼ う の くに へ 」 で は

r教 材 と し て 考 え る と、ビ デ オ で は 子 ど も た ち 全 員 が

同 じ イ メ
ー

ジ を も っ て ．．し ま
．
う の に 対 し て 絵 本 で は 勳 罍

が な い 分 想 像 す る 範 囲 が 広 い か ら 子 ど も の 個 性が 出て

良 い j　「絵 本 な ら 読
．
み 聞 か せ な が ら 保 育 者 が 子 ども の

反 応や．こ と ば を 聞 き取 り、想像 を 膨 らめ て や るなど子

ども と の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を と り や す ，L1」 な どの 意

見 が あ る。　「か い じ ゅ う Saち の い る と こ ろ 」 と rフ レ

デ リ ッ ク 」 は （1）で も 絵本 の 支 持 が 多か っ た も の だが

こ の 面 で の 支 持 理 由 に 「子 ど も は お と な が 思 い も し な

い よ うな こ と を 想 像 す る し考 え 出 す。そ れ は 絵本 の 影

響が と て も 強 い と 思 う 。 自 分 も 幼 児 期 に 読 ん で も らっ

嫩 本 は よ く覚 え て ys ・．強 い 印 象 を 受 け 騰 本 や お

話 は、成 長 した 今 で も 心 に 残 っ て い る 」　「ビ デ オは 見

て い る時 は 楽 し い が 流 れ て い っ て し ま う感 じ で、終 っ

た あ と心 に 残 る も の が な い と い う こ と を 今 日の 実験 で

強 く実感 した 」 と い う回 答 も あ っ た 。 特 に 「す て きな

三 IZん ぐ み 」 の ビ デ オ は 「ナ レ
ーターの 声 や 口 ず さ む

効 果 音 が 愉 快 な た め、そ れ ら に つ ら れ T い つ の まに か

話 が 終 っ て し ま っ た よ う に 思 う 」 と い う 内 容 の 回 答 が

目 だ っ 海 。つ ま り、効 果 音 の 「楽 し ませ るJ と い う効

果 が 強 過 ぎ る た め に 、か え っ て 「視 聴 者 が ス トーリー

を 追 い な が ら 思 考 す る」 と い う行 為 を奪 っ て し ま うの

で あ る。 ま た、被 験 者 の 回 答 に 共 通 し て あ げ られ て い

る の は 「子 ど も た ち の 家 庭 で の テ レ 欝 見聴 の 多 さ」．、
及 び ビ デ オ の 「デ ン ポ の 速 ざ 」 と 「一方通行 性 」 で あ

愚。こ の こ と を 指 摘 し た 多 く  被 験 者 が 、　「絵 本 は 子

ど．も の 様 子 を脚 ．が ．ら子 ど も に 含 ・ た tt−tsで 読 め る し、
子 ど も と 言葉をや ．．り と り し な が ら楽 し む こ と が で き る」

と い う 主 旨 の 意 見 を 述 琴 て い る。ビ デ オ で は 、 子 ども

と 保 青 教 材 と い う 関 係 が 強 く 保 育 者 不 在 の 観 が 否 め な

い が、絵 本 の 読 み 聞 か せ で は、子 ど も と 保 育 教材の 問
に 介在 ず る保 育 者 の 役 割 が 大 き く 関 わ っ て い る．ζとを

指 摘 して い る ・ こ の こ と 力働 鰡 で の 保 育 教 材 と し て

考 え た 駘 ・絵 本 が ビ デ 1　e，Z．！tし て 高 し皮 髄 得た 最

も大 き 腰 町 あ ろ う詣 方・儲 鯏 用
、y．々1・

や
う朗 （3．6 ・1％ ）に は 匿 デ オ 縮 り彫 ろ の は E　 Sft本
を 読 繝 かせ る 代靴 璽 で 聴 く ・絵 本 や 顎 面
で は

畔 斌 †分 1こ伝 え られな い．もの 観 せ た い 駘

罐 繍 卿騨 聯 難 か
騨 隙 こ

4 　 結 論

　被験 者 の 回 答 は 自分 の 見 た 絵 本

．
・ ピ朔

・
の み襯 え

た も の で あ る の で ・．
一繍 滅 1熔 観

．
的 雄 果 と は い

え な い か も し れ な い．
．
し》 し、絵 本 と ビ デ tttse す る

．
保 醜 の 牲 の 提 妨 蘇 び 織 妹 6 て 酵 嚶 え

方 が 異 な る と い う こ と の 亠 例 を 示 す こ と が で き た の で

は な い か と思 う。

　本 研 究 か ら・学 生 達 は児童 文化 財 の 面 力・ ら光 を 当そ
た 場 合 は・　r子 ど も ti）立 場 」

．
「字ど も 時 代 」

’it　iJど っ

て 「見 る （聞
．
く） 」 と い う 行 為 N し、 「お も し塾さ」

．

「楽 し さ 」 と い う 観 点 で 作 品 を比較 し て い る の に 対 し、
保育 教 材 の 面 か ら の そ れ ぞ は、

．
自分 を 「保 育者の 立場」

に 麗 き 、
．．t

厂子 ど も の 発逮、教 青 」 と い う観点 か ら比 較

検討 し て い る こ と が う か が わ れ 興 味 深 い。ま た ； 自分

の 幼 児 其腋 思 い 起 こ し た り、実 習 で め 体 験 を 踏 まえ て

他 の 児童文 化 財 に ま で 言 及 して い る 回 答 も 多 く み られ

た。こ れ は 被 験 者 が 2 年 生 で あ り学 内 で の 理 論 の 学 習

に 加 え て 、複 数 の 実習 を 体 験 して い る か ら で も あ ろ う。

　保蕎 者 養 成 の 面 か ら は、学 生 に、多 く の 子 ど も と 関

わ り 子 ど も の 生 の 実．態 な つ か む 経験 、麁 々 な 文 化財 に

接 し て 広 い 視 野 か ら 考 察 す る時 間 を 与 え る こ と が必要

で あ る と 考え る。
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