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わ らべ うたの 記憶 に み る地域性

　　　　　　　
一

メ ロ ディ
ー

分析を通 し て
一

　　　　　　 〇　関戸 洋子　　吉用愛子

（名古屋 芸術大学短期大学部　　岐阜聖徳学園大学短期大学部）

1　 研 究目的

　 筆者 らは これ まで に 保育者養成学科 に通 う学 生達 を

対象 に 、彼等 がど の よ うなわ らべ うたを子 どもの 頃に

遊び、記憶 して い る か を調 査 し て きた。そ の 結果、 「花

一
匁1 「か ご めか ごめ」 「ず い ずいずっ こ ろばし］ rあ

んたがた ど こ さ」 等 の わ らべ うた を多 くの 学生たちが

遊ん で い た と い う こ とがわか っ た 。 そ して、わ らべ う

た の 歌詞に は 、地域によ っ て 違 うもの と地域差の な い

も の が あ る こ と も分 か っ た。しか し、こ れ ま で の 調査

で は、メ ロ ディ
ーの 採集は 行 っ て い な い た め 、学生 の

記憶す る わ らべ うた が ど の よ う に 歌 わ れ て きた の かは

わか っ て い な い。そ こ で 、本研究 で は学生達 がわ ら べ

う た の メ ロ デ ィ
ーを どの 程 度記憶 し、どの よ う に 歌 っ

て い たか を録音採集す る こ とに よ っ て 明 らか に して い

く と と も に、地域 に よ っ て 歌い 方に 違 い が あ る の かを

名古屋市 と岐阜地区 に 絞 っ て 比較す る。

9　 研究方法

（調査 対象）

　N 大短大部保育科 20eo 年度 入 学 生 　　　　163 名

　G 大短 大 部幼児教育 学科 2  年度入 学 生　 72 名

（調 査時期）

　 2001 年 2 月〜6 月

（調査内要 〉

　 まず、2000 年 10 月 〜 12 月 に学生達 が ど の よ うな

わ らべ うた を子 ども の 頃 によく遊 び、記憶 して い る

か を 予備調査 し、そ の 中 か ら 最 も 記述 の 多 い わ らべ

うた 6 曲を選 ん で 学生 に
一

人ず つ 歌 っ て もら い 録音

した 。録音 し たわ らべ うたは、記述 の 多 い 順か ら 「花

一
匁」　 「か ごめ か ごめ 」　「ずいず いず っ こ ろば し G

　「お ち ゃ らか 」　 「ア ル プ ス 1 万 尺 」　 「郵便屋さ ん 」

で あ る e

丗　調 査 結果

（1 ）学生 の 記憶 に み る 特徴

　表 1 は 学 生 達 がそ れぞ れ の わ らべ うた を ど こ ま で 歌

えたか を 比 率 に よ っ て 表 して い る。なお 、　 「花
一

匁 」

は 、　 「最後ま で歌え る 」 グル ープの 中に 遊び の 途中 で

ふ た 手 に 分 か れ て 相談す る と こ ろ の 前 ま で 歌 っ た 学 生

も含めた。

　学 生 達が最 も よ く記 億 して い る わ ら べ うた は 「か ご

めか ご め」 で あ り、88．9％ の 学生が曲の 最後まで 歌 う

こ とが で きた e そ し て こ の う た を 全 く歌え な い学生 は 、

わずか 2．1％ で あ り、 「か ごめ か ごめ 1 の メ ロデ ィ
ーが

学生達に よ く浸透 して い る こ とが わ か る 。 次 に 「お ち

ゃ らか 」　 「アルプ ス 1 万 尺 」 が続 き、何れ も 8割以 上

の学生 が 曲の 最後ま で 歌 っ て い る。　 「アル プ ス 1 万尺 」

を全 く歌えな い 学生 は、3．4％ で あ り、 「か ごめ か ごめ 」

と 同様の 傾向が み ら れ る が、　 「お ち ゃ ら か 」 を 歌えな

い 学生 は こ れ ら 2 曲に く らべ る と IO．2 ％ と 多 い こ と が

わ か る 。こ れ ら の わ らべ うた は 幼児歌 曲集な どに よ く

掲載され て い る もの で あ り、メ ロ デ ィ
ー

の 記憶が子 ど

もの 頃の も の な の か 、そ れ と もそ れ 以降の も の な の か

は 特定 で き な い が 、学生 の よ く知 っ て い るわ らべ うた

と言 え よ う。

表 1　 学生 の 記憶 に み る 特徴

最 後 ま で 歌

える

途 中 ま で 歌

え る

歌 え な

い

花
一

匁 67．2％ 21．7％ 11．1％

か ごめ か ごめ 88 ．9 ％ 8 ．9 ％ 2、1％

ず い ずい ・・ 50．6跖 353 ％ 14．0跖

お ち ゃ らか 85．1％ 4，7驚 10，2％

ア ル プス 1万 尺 84．7毘 11．1％ 3．4％

郵便 屋 さん 68，1％ 6，8％ 25．1％

　 「花
一匁 」 は、予備調 査 の 結果 で は 学 生 達 が 最 も よ

く遊 び、記憶 して い る わ らべ うた で あ り、筆者 ら の こ

れ ま で の 調 査 で も 最 も よ く 遊 ばれ て い る も の で あ る。

こ の うたを最後ま で歌 っ た学生 は 67．2％ で あ り、上 記

3 曲 に く らべ る と 少な い 。曲 の 途中で 忘れ て しま っ た

学生 が 多 く、こ の 傾向 は 「ずいずいずっ こ ろば し丿 に

も み ら れ た 。　 「郵便 屋 さ ん 1 は 全 く歌 え な い 学 生 が 、

25．1％と多 くみ られ た。

（2 ） 地域に よ る 比較

　地域 に よ っ て わ らべ う た の 歌 い 方 に違い が あ る の か

を み る た め、名古 屋 市 （50 名） と岐阜 地 区 （31 名 ） の
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学生 の うた を比較 した。なお 、譜例 は 学 生 の 実音 で は

な くミ
ー

ラ型 を採用 した 。

  花
一

匁

　 「花
一

匁」 の 冒頭 の 歌 い 方は全員同 じだ っ たが 、 「ま

けて くや し い は な い ち も ん め 」 の 歌 詞 で は 2 種 類 の メ

ロ デ ィ
ーが歌われ て い た。　（譜例 1 ）

譜例 L

一
　 　 ま 　げ 　 て く や し い 「t ¢ い ち も h の

つ ぼ に お わ れ て と っ び ん し ゃ ん 」 の メ ロ デ ィ
ーが 不 確

か な学生が多くみ られた。地域 に よ る違い は なか っ た。

譜 例 5

一 一
ず　　　　 い　 ず ずっ こ 　　 ろ 　 　ば　　 　　 　　し

ず い ず い

一
v

　また、途 中に歌われ る問答 の 所 に は様 々 なバ リエ ー

シ ョ ン が み られた。名古屋 市は 「おかまかぶ っ て ち ょ

っ とお い で 」 が、岐阜地区で は 「鉄砲 か つ い で ち ょ っ

と お い で 」 が最 も 多 く歌われ て い た。 「おかま ・・
」

は ア ウ フ タク トで 歌 わ れ ， 「鉄砲 ・・
」 は 強拍部 か ら

歌われ て い た。　 （譜例 2 ） 両地域に共通す るも の には

「ざぶ と ん か ぶ っ て ・・
」 が あ っ た。こ の 問 い か け に

対 す る 返 答に は 問 い で 歌 わ れた 「おか ま」 や 「鉄砲 」

の メ ロ デ ィ
ーを そ の ま ま 使 っ て 歌 う も の と、 「そ れ で

も こ わ く て よ う い か ん 」 と い う歌詞 の つ い た メ ロ デ ィ

ーが み られ た 。　 （譜例 3 ）

譜例 2

一
　 　 6　　 が 　　　　ま　 か 　 ぶ つ　　 て 　　　5 よ コ と お

　　
い
　

で

一
り

　 　 　 て っ 　rf う か つ い で 　 ち ： O と お 　い で

　

譜 1列3

　 　 そ　　n で 　　も　 こ　　b く　　て　　 k 一　　い 　　か　 ん

  　か ごめか ご め

　 こ の 曲は、ほ と ん ど の 学生 が 同 じよ うに 歌 っ て い た e

唯
一

の 違 い は、曲中 の 「よあけ の 盤 」 の 下線部分

を 4 分音 符 で 歌 う も の と 「ば 」 を 長 くの ば し 「ん 」 を

「に 亅の 直前に 歌 う もの に分かれたと こ ろ だけで あ る。

また，地域 に よ る 違 い はなか っ た。　 （譜例 4 ）

譜1列4

　 　 　 ず 　　　い 　　　 ず

  　お ち ゃ ら か

　 こ の 曲 は ．全 て の 学生 が 同 じよ う に 歌 っ て お り、地

域差は み ら れ な か っ た。

  アルプス 1万尺

　 こ の 曲 も、ほ と ん どの学生 が 同 じ よ う に 歌 っ て い た 。

唯
一

の 違 い は、最後 の 音を 2分音符 で の ばして 歌 う も

の と 4 分 音符を 二 つ 歌 う も の に 分 か れ た と こ ろ だ け で

あ る。また、地域 に よ る 違 い はなか っ た。

  郵便屋 さ ん

　 「郵便 屋さん」 に は歌 い 始 めか ら多 くの バ リエ
ーシ

ョ ン がみ られ たが、地域差 と し て現れ た 箇所は、曲中

の 「籔 エあげま し ょ 」 の 下線部分を ア ウ フ タ ク ト

で 歌 う も の と シ ン コ ペ ーシ ョ ン で 歌う も の に 分 か れた

と こ ろで あ る e 前者 は 名 古 屋市 に、後者 は 岐皐 地 区 に

多か っ た。　 （譜例 6 ）

譜 1列 6

一
ひ 　　 　　　ろ ラ 　 　　　 　　 　　　 　 て め　　　　　げ　 i 　　　　　 し k

ぱ　 　 　 　　 　 　 ん に

一

ぱ　　 　　ん 1；

  ず い ず い ずっ こ ろばし

　 こ の 曲 の 冒頭 は 4 種類の 歌 い 方で歌わ れ て い たが、

ほ と ん どの 学生 は こ の 曲を 半音の な い 3音で 始め 、途

中 か ら 転調 し て 歌 っ て い た。　 （譜例 5）また 、　 「ち ゃ

iliiiiiiiiiiiiil
　 　 　 　 　 ひ ろ ， て あ げ ま し よ

IV　 ま と め

　今回 の 調査 か ら、学 生達 の 記憶す るわ らべ うた に は

バ リ エ ーシ ョ ン の ぼ と ん どな い も の と 多 く あ る も の が

あ り、前者 は幼児歌曲集等 に多 く掲載 され、後者 は あ

まり掲載 さ れ て い な い も の で あ る こ とが わ か っ た 。地

域性も前者 に は全 くみ られなか っ た。また、記憶 と い

う面か らみ る と、前者 は 後者 に 比べ る と全曲記憶 し て

い る者が多い 。 1曲が短 く 繰 り返 しが 多 い こ と が覚 え

や す さ に つ な が っ て い る と考え られ る。そ れ は 1 曲 の

長 い 「ず いずいず っ こ ろば し」 を 途 中か ら歌 えな くな

る学生が多い こ と に も表れて い る。

　今後は 保育現場 で ど の よ うにわ らべ うたが遊 び歌わ

れ て い る の か を調査 して い きた い 。
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