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幼 稚 園 に お け る テ レ ビ 視 聴 に 関 す る 研 究 （3 ＞

　　　　 　　　　　　 　　　　一
幼児 の 反応 を 基 に 一

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　橋 爪 　千恵 子

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （常葉 学園 短期大学 ）

1 ．は じ め に 一研究 目 的
一

　本 研 究 は 幼 児教育 の 内容 を 追究 す る こ とを本来 の 目

的 と し、こ れ ま で に （1）静岡 県 下 の 幼 稚園 で の テ レ ビ

視聴 の 実態 （2）テ レ ビ 視 聴 に 対 す る 保育科 学生 の 捉 え

方 に つ い て 、 絵本 の 読 み 聞 か せ と の 比 較 とい う 観 点 で

調査
・
考察 し て き た。今 回 は 、当 事 者 で あ る 幼 児 の 反

応 を 基 に 考 察 ず る。

2 ．研究方 法

　絵本 の 読 み 闇 か せ と ビ デ オ デ
ー

プ （以 下 ビ デ オ と略

す ） の 視聴 に 対 す る 幼 児 の 反応 を 得 る た め、次 の よう

な 謌 査 を 行 な っ た。

（1）対 象

（2） 日 時

（3） 手 続 き

（4） 内容

静 岡県内 私 立 幼 稚 園年長 T 組 （男児 12名、

女児 12名 ）

19［］・1年 12月　7日、　12日　 10 ：50〜 11 ：1G

T 組 の 担 i壬 に よ る 絵 本 の 読 み 聞 か せ と ビ

デ オ の 視聴 （絵 本 『す て き な 三 に ん く
．
み ！

rか い じ ゅ う た ちの い ると こ ろ 」 及び各

々 の ビ デ オ 使用
一ヤ マ ハ ヒ

’
デ オ ラ イ ブ ラ

リー
発行 ）

絵本 の 読 み 聞 か せ 中 と そ の 後 の 保 育者 と

の や り と り、 ビ デ オ 視聴 中 と そ の 後 の や

りと りで 幼児 の 裘 情 ・ 発 言 ・ 態度 な ど を

複数 （8人） の 観察 者 の 目 で 見 て 記 録 す る

3 ．結果 と 考察

（1）幼児 の 反 応

　 絵本 rす て きな 三 に ん ぐみ 』 で は、保育者 が絵 本 の

表紙 を 見 せ る と 題名 を 読 ん だ り、　 「 こ れ 、家 に あ る 」

「こ れ、見 た ： とあ る 」 等 の 反 応を示 す 。 読 み 進 め て

い く と 絵 本 の 言 葉 を 真 似 て 言 っ た り、　 「 い ち も く さ ん

？」 等 と 聞 き 返 し た り 「そ う 」 と う な ず い た り、絵本

の 言 葉 に 沿 っ て 動 作 （マ サ カ リ を 振 り あ げ る 真 似 ） を

し た りす る。聞 い て い る う ち に 思 い 出 し た の か 「図 書

館 で 惜 りた よ 」 と い う発言 も出 る。幼 児 が 保育 者の 読

み 聞 か せ を よ く聞 い て い ると い う印象 を うける e

　 その ビ デオ作 品 で は、 まず初 め の ナ レ
ー

タ
ー

の 歌 う

声 に み ん な 笑 う。　「お っ た 」 と い う 言葉 に 「お っ た ？ j

と 言 5
．
て 笑う．金茸を 落 と す 「チ リ ン 、チ リ ン J と い

う擬音 に 「わ っ は っ は 」 と笑 うなど、ナ レ
ー

タ
ー

の 声

や音 に 反応し て い ると い う印象 で あ る。ビ デ オ の 終 わ．

り の 場 面 で は 「終わ り？ jr こ れ で ？ 」 と、も の 足 り

なさ そ うな 発言 が 閔 が れ た。

　絵本 r か い じ ゅ う た ち の い る と こ ろ 』 で は、保育 者

が裹表 紙 と裏表 紙 を 開 い て み せ る と、題名 を 読 ん だ り

「か い じ L♪ う ド ラ ゴ ン 」 　「か い じ ゅ う ○ ○ 」 等 と 言 い

始め 少 しさ
’
わ つ く。 し か し・、保育 者が 読み始め る と静

か に な り聞 く。　 「森 や野 原 だ っ て 」 「どん どん生 え て

だ っ て 」　「へ 一え 」　「ず げ え 」 と か、か い じ ゅ う が う

な る 場面 で 「う お 一
」 と 声 を 出 す 子 や 「 し一

」 と 靜 か

1こず る よ うに 注意 す る 子 な ど、文 章 や 絵 に 呼応 し た 自

由な発 言も出 る がほ とん ど の 幼児 が よ く 聞 い て い た。

　 ま た、怪獣た ち が 踊 っ て い る ベ ージ は 文章 が な い が

体 を 動 か す 子 が 何 人 か あ ら わ れ た。ひ と り ひ と り 違 う

動 き を し て い る の が 印象的だ っ た。

　 こ の ビ デ オ 作 品 で は、第 一場 衝 に 「手 し か な い、変

な か い じ 1♪ う 」 と 言 う。 マ ッ ク ス が 暴 れ る場面 は静 か

IZ見 て い る が、　ケ ラ ラ ン タ ラ ラ ン と い う音 楽 が 流 れ る

と 厂あ は は は 」 と 笑 う。怪 獣 お ど りの 場 面 で 啻楽 が 流

れ る と 「お も し ろ い 」　「あはは 」 と笑 う。 終 盤 の 頃、

女 児 の 私語 が 聞 か れ る 。 ヒ デ オ が 終 わ る と 「も う 終 わ

っ ち ゃ っ た 」　「は や一い 」 と 口 々 に 不満 そ う な 声 を 出

す。

（2）考 察

　上記 の よ うな 読 み 聞 か せ 中 の 反応 と そ の 直後 の 保育

者 と の 会話 で の 幼 児 の 発言 や、 ビ デ オ視聴 中 の 反応 と

そ の 直後 の 会話 とを総合 し て、次の よ う な 観点で 考察

し て み た い 。

　   内容 の 把握

　 幼児 た ち は 読 み 聞 か せ 後 の 保育 者 と の 会話 の 中 で 、

厂どう して ○ ○ な の ？ 」 と 自分 な りに内容 を 理解 し た

上 で 質 問 や 疑問 を 出 し た り、あ る 場面 を 指 し て 「こ こ

が い い （や さ し い ）、ど う ほ1う じ ゃ な い み た い 」 と か

「こ の ペ ージ の ○ ○ が こ う言 っ て い る の がお も し ろ い 」

と か、内容 に 関 す る感想 が闇 か れ た。 ま た、　 「こ こ に

フ ク ロ ウが い る 」　「こ の 怪獣 、 ぶ た み た い 」　「こ こ に ．

ひ げ が 生 え て る 」 「 スープ が あ る 」 な ど、実 に 細 か く

絵 を 見て い る こ と が わ か る。輪 本 は絵 が 動 か な い か ら

読 み手 が読 ん で い る文章 を聞 きな が ら、幼児 が 自分 の ．
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ベ ース で す み ず み ま で じ っ く り絵 を見 る こ とが で き る

の で 、そ の 子 な りに 強 く印象 づ け られ内 容 も把握 し や

す い の だ と 思 う。

　
一

方、ビ デオ 視聴後 の 幼児 の 感想 に は 「ポ ボ ポ ーと

い う の が お も し ろか っ た」　「音 楽 が お も し ろ か っ た 」

　 厂声 が お も し ろ か っ た 」 と い う よ う に 、内容 に つ い て

で は な く 効果 音 や バ ッ ク に 流 れ る音楽 な ど 表面 的 な 暁

像 を 捉 え て い る こ と が わ か る 。

　（D に あ る よ う に 、幼 児 た ち は ビ デ オ に 対 して 「も う

終 わ り？ 早 い 」 とそ の ス ピ ー
ドに 驚 き、不 満 を述 べ て

い る こ と か らも ヰ） か る よ うに 、 ビ デ オ は 幼 児 た ち の ベ

ー
ス とは異 次元 の 部 分 を 持 つ 。 内容 を 把握 し な い う ち

に 画 面 が ど ん ど ん 進 ん で い っ て し ま う と い う こ と で あ

ろ う。

　   集 中度

　 こ の 点 は 幼 児 の 表 面 上 の 姿 だ け で は 捉 え に く い （よ

そ を見 て い るよ うで も集 中 し て 聞 い て い る場合も あ る ）

が、絵 本 よ り も ビ デ オ の 方 が 画 函 を よ く 見 て い る と い

え る。 絵本 で は文 童 が長 か っ た り興 味 の な い 部分で は、

絵 本 か ら 目 が 離 れ、 い わ ゆ る手 い 痕 ず ら を 始め た り席

を立 っ た りす る。 絵本 の 方 を 見続け る IZは、読 み 手 の

．技術 も さ る こ と な が ら 幼児 自身 の 興味 ・関心 と あ るエ

ネ ル ギ ーを 必 要 と す る。 そ れ は 幼児 の 個人 差 か ら も こ

よ う。 し か し ビ デ オ （テ レ ビ ） は 今 日、幼児 の 日 常 生

活 の
一部 と も な っ て い て 、そ れ を 見 る こ と は 内 容 が 面

白 い か 否 か に 拘 ら ず 苦に な ら な い の で あ ろ う。

　   記 憶性

　 『す て き な 三 に ん ぐ み 』 の 絵本 で 、　 「獲物 J と い う

君葉を 聞 い た幼児 が 「うさ ぎ？ 」 と保 育 者 に 問 う と い

う 反応が あ っ た 。 こ れ は、
’
こ の 子 が 保 育 者 の 読 む の を

よ く 聞 い て い たと い う こ と と、そ の 言 葉 か ら狩 りの 場

面 を連想 した こ とが う か が わ れ る。 こ れ は こ の 幼 児 の

過 去 の 経験 か ら出 た も の だ ろ う 。 ま た （1）で 述 べ た よ

う に 絵本 の 衰紙を 見 て 「こ れ 家 に あ る 」 「見 た こ とあ

る 」 と い う 反 応 や 、途 中 で 「図書 館 で 借 り た よ 」 と 気

づ い た 点 な ども併 せ、絵本 の 方 が 心 に 残 り や す い と 言

え そ うだ。

　   想 像性

　 絵本 『か い じ ゅ う た ち の い る と こ ろ 』 の 読 み 聞 か せ

後、　「ど う して 木 が 生 え た ん だ ろ う ？ 」 「じ ゅ う た ん

の 下 に 種 が ま い て あ っ た ん じ ゃ な い ？ 」 と か 「マ ッ ク
・

ス が 戻 っ て き た時 に は 木 はな か っ た J　r お母 さ ん が ノ

コ ギ リで 切 っ た の か も しれ な い 」　「枯れ た ん だ よ 」 と

い う よ
1
う に 、様 々 な 疑 問を 口 に した り、そ れ に 応 えよ

，う と す る幼児 の 姿 が 見 られ た 。 あ る場 面 の 絵 か ら次 の

場 面 の 絵 ま で を 自分の 想像 力 を 駆 使 し て、そ の 子 な り

の 動 き を 作 り物 語 を つ な げ て い る の で あ る。だ か ら友

達 か ら の 疑問 に 自分 の 想 像力 で 応 え ろ こ と が で き る し、

友 達 の 意 見 く想 像 ） を 聞 く こ と で 更 に 想 橡 を 広 げ る と

い う 1乍業 を し て い るよ う に 思 う。 想像 と い う 1乍業を す

る か ら こ そ 絵本 は 幼児 の 記 憶 に よ り残 りや す い の で は

な い か 。 ビ デ オ で は 視 聴者全 員 が 同
一

画面 の 動 き の 世

界 に 置 か れ る。 こ の 場 合 は一
連 の 動 きを見 て い れ ば い

い の で 受動 的 で あ る。怪 獣 踊 り の 場 面 で は、絵本 の 場

合 に は教 師 が 厂 ど ん な 踊 り か な 」 と い う問 い に 体を動

か す 子 も 見 ら れ た が、ビ デ オ で は 画面 の 踊 り を 見 て 笑

う だ け で、体 を 動 か す 子 が 見 られ な が っ た点 も両者 の

違 い で あ る。 ビ デ オ で は幼児 が個 々 に 想像 を す る と い

う作業 が行 なわ れ に くい 一例と い え よ う。

4 ．結語

　 今回 の 調 査 結 果 で 得 ら れ た よ う に 、集中度 や 連続性

の 動 き と い う ビ デ オ の 特性 を生 か し た 教材 の 選択 や 利

用方法 は よ り研 究 さ れ る べ き で あ ろ う。 し か し、絵本

の ビ デ オ版 は ス ピ
ー

ド性、画
一

的な動 き が あ る が た め

に 、幼 児 の 内容 理解 や 想 像 力、語 彙 力 を 育 て る カ が 弱

い の で は な い だ ろ う か。 ビデ オ の 視聴 は、 や は り研究

心 に 富 ん だ保育 者 の 読 み 聞 か せ と は、根本 的 に 異 な る

も の と い え よう ． 幼児 に と っ て 、保 育 者 に 絵 本を読 み

聞 か せ て も ら う こ と と ビ デ オ を 視 聴 す る こ とと は、た

とえ同 じ作品 で も 全 く 別 の 文化 Htと の 関 わ りと 言 え る。

　 幼児 教育 の 場 で は、文 化財 と 幼 児 の 開 わ り は保 育者

が選択 ・決定 した内容 が 幼児 た ち に 受動 的 に 与 え ら れ

る場合 が 多 い。 し た が っ て、人 間教育 の 土 台 で あ る 幼

児 期 に は 想 壊 力 や 語 彙力、創 造力 な ど心 を登 か に 育 て

る よ う な 保育内 容 と そ れ に 沿 っ た文 化財 の 選択 が 重 要

で あ る。 ま た、人 と人 （保育 者 と幼児、幼児と幼児）

と の 関 わ りの 大 切 さは言 うま で も な く、幼児期 か ら 自

分 の 考 えを持 ち そ れ を 表 現 す る 力 を 育 て る こ とも幼児

教 青 の 目 標 で あ る こ と を 考 え る と、絵本 を 読 み 間 か せ

る 代 用 と し て ビ デ オ を 視 聴 さ せ る だ け と い う の は 避 け

た い。一時 の 幼児 の 反応 だ け で ビ デ オ を 利用 す る の で

は な く、先 に 述 べ た よ うに ビ デ オ で な け れ ば 見 せ ら れ

な い と い う、そ の 特 性 を最 大隈 に 生 か し た 利 用法 が 保

育現 場 で の 課題 だ と 思 わ れ る。

　［付記 ］

　 今 回 の 調 査 は 筆 者 の ゼ ミ の 学生 と共に 行 な っ た 。 幼

児 の 反応 に 関 し て はよ り正確を 期す るため、そ の 表情
1
発言 ・態度な ど に つ い て 8 人 の 記録 を突 き 合 わ せ 確認

iし た。 ご 協 力 い た だ い た 幼稚 園 に 深 く感謝 し た い。
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