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子 どもの 声と音楽的表現 （2）

声お よび声域 をめ ぐる 議論の 再検討
　 ○志民　

一
成

（東京成徳短期大学）

　今川　恭子

（東京芸術大学〉

1 ．研究目的

本研究は，子 ども の 日常生活 で の 声 を介 した表現 の

全体像を見 つ め，そ こ か ら子 ど もの 音楽的な表現とそ

の 育 ち を捉 え 直 そ う とい う試 み の ，ア プ ロ ーチ の
一

つ

で あ る。

　本論で は，子 ども の 自由な 声 によ る音楽的表現 を，

声区 お よ び 声域，そ し て 声の 技能の 問題 に 焦点化 して

分析 し，これ まで の 子ど もの 声お よび 声域 をめ ぐ る 議

論 の再検討 を 行 う こ と を 目的 と して い る。子どもの 声

域 の 可 能 性 を 今
一

度 吟 味 し，今後，子 どもの 声 と声 を

介 した 音楽的表現の 発達 を考 え る際 に 議論すべ き視点

を示 して い きた い。

2．方法

　東京都 杉並区 の 幼稚 園 にお い て 約 2 年 にわ た っ て 継

続中の フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クを通 じて，子どもの 音声 に よ

る様 々 な音楽的表現 の 事例 を収集 した。フ ィ
ール ドノ

ートの 記録 と並 行 して Mini　 Disc （MD ＞に よ る 録音

を行 い ，録音 した音声を分析 した。

分 析 は，まずMD に 録 音 した 音 声 を パーソナ ル ・コ

ン ピ ュ
ー

タ に 取 り込 み，そ の デ
ー

タ を 2 つ の ソフ トウ

エ ア で ，基本周 波数 （pitch ）や 倍音等 を 調 べ た D。

　この 機器 によ る声 の 音高 や裏 声 。地 声 の 判定 と，フ

ィ
ー

ル ドワークで 記 録 し た フ ィ
ー

ル ドノ
ー

トを 照 ら し

合わ せ な が ら，子 ど もが どの よ う な文 脈に お い て ，ど

の ような声を用 い たの かとい う こ とを検討 して い っ た 。

こ こで は，そ の 中 か らい くつ か の特徴的な 事 例 を 取 り

あげて検討し，考察して い くこ とに する。

3 ．事例の 検討

3−1　子どもの 声域の 可能性 1 ：地声の 声域

　こ れ まで の 4 歳 児 を対 象 と した 声 域 に 関す る 先 行 研

究で は，声域の 上限は 広い もの で も B4 で あ る。しか

し実際に 子 ど もの 普段の 生活 の 中で の 声を聴けば，こ

れ に 対 し て 疑問 を持た ざる を 得な い 。な ぜな らば子 ど

も が 非 常に 高い 声を 日常 的に 使用 して い る の を 目の 当

た りに す る か らだ。で は，な ぜ この よ うな 差 異 が出 て

くる ので あろ うか。次の 事例で 考えてみ る こ とにす る。

　 【事例 1 】年中児 の 女児 A 子 と R 子が 小 山 を 冨 士

II．1に 見たて て ，そ こ から園庭の 中央 に 向か っ て 叫 ん

で い る が，そ の 声 は 話声 と して は か な り高い （E5

か ら F5 付 近 ）。他 の 園 児 や 先 生 が，彼 らの 呼びか

け に 答 え た り し て い る 。そ の 後 くく森 の くま さん 》 を

歌 い 出すが，地声 の まま，かな り高い 音域 で歌っ て

い る 。実際F5 付近か ら歌 い 出 し，最 高で G5 を 出

して い る （譜 例 1）。（2002年 1月 23 日）

譜例 1

　 　 　 　 　 　 と 　 　 こ ろ が 　 　 　お に げ な さ い

　こ こで は 「遠くへ 歌 い かける 」 とい う，こ の 表 現活

動の 意 図 が，音 量お よび声域 の h限 に 相当す る 声 を選

択 させ た と言 え よ う。また二 人の 係 り合 い，他の 子 ど

も達や 保育者 と の や りと り を経て ，彼 ら の気 分が高揚

した結果，こ の よ う な音域 の 声 を 出す に 至 っ たと 思わ

れ る。

　 「歌 う こ と」 を 含 め 声 を 出 す と い う こ とは，そ う い

っ た心理 的な状態 と 「か らだ」 と の か か わ りを捨 象 し

て考 え る こと は で き ない 。なぜ ならば，声帯 を 中心 と

した発 声や呼吸に かか わ る 器官 は，精神状態から強く

影響 を受け，そ の 状 況 よ っ て は，声 の 能 力 （殊 に 声域）

が極端に 制限 さ れ て しまうこ とに なる か らで あ る。吾

い 換 え れ ば，声の 能力が 十分に 発揮 され る に は，そ の

た め の 心 理 的状 況が 整わ な け れ ばな らない の で ある。

とす る な らば，そ の 子 ど もが 持っ て い る 本来 の 声 の 能

力 を 知 ろ う とす る とき，そ の 子 ど もの 心 理 的 状 況 と，

そ の バ ッ ク グ ラウ ン ドで あ る 声 の 生 起す る 文脈を 考慮

に入れ る こ とが 不可 欠 とな ろ う。

3−2　子 どもの 声域の 可 能性 2 ：裏声の 使用

　次に，子 どもは 「裏声」 を普段 日常 の 中で，どの よ

うに使 用 して い るか を，事例で 見て い く こ と に する 。

　　【事例 2 】年 中児 の 女児 S 子 と男児 R 郎 の 二 人 が

　口 に 人差 し指と中指を あて ，「笛 」 を鳴 らすよ う に

　して 裏 声を 出 して い る。S 子の 方の 裏声は C6 とい

　っ た 非 常 に 高 い 音 域 に まで 及 ん で い る 。そ の 後，ゆ

　っ く り と F5 付近 ま で 下降 し て く る （譜例 2 ）。

　 （2002 年 3 月 13 日）
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譜例 2 臥　　　　、P

と ： S ’／ 下
・R 郎

子 ど もはす で に生後 4 ヶ 月頃 か ら裏声 を 持 っ て い る

と言わ れ るが，子 どもは 裏声 を獲得す る や 否や，その

声 を 自分の 表現の
一

手段 と して 用 い始め る 。 乳児の 場

合，無意識に裏声を 発す る とい う場 合 が ほ と ん どだが，

こ の 事例の よ うに，幼児 の 場 合 で は 明 らか に意図的で

あ る こ と も少なくな い e ただし 「裏声 を使 う」 と い う

意図 が あ るの で は なく，表現上で の 必然性か ら，地 声

と異質 の 声 と して 「裏 声 」 を選択 し て 用 い て い る と い

う こ とで ある。こ の 事 例 で は 「笛」 な い し，それ に近

い イ メージ を表現す る ため に，高 く澄 ん だ 音 色 の 声 と

して 裏声を選択 して い る の だと推測 され る。

　
一

方，歌唱 （楽 曲 を歌 う こ と） に お け る 声域の 拡大

を考 え る と き，裏声の 使用 と い う問題 を抜 き に して 議

論 す る こ と はで き な い。地声の まま高 い 音域 を歌 う こ

とに は限界が あ り，また 声 帯等の 発声器官 に 悪 影響 を

及 ぼしか ね な い か らで あ る。さ らに，歌唱 に お い て 裏

声を使用 す る 場合 に は，「換声 」 の 技能が 不可欠 とな

る。こ の 地声と裏声 を ス ムーズ に移行 （チ ェ ン ジ） さ

せ る 技能 は，高度 な声 楽 の 技 能 で あ る が，換声 を修得

して い ない 場合，歌唱 に おける声域 は大 き く限 定 され

る こ とに な る。

　こ れまで の声域 に 関 す る 先行研究の 多 くは，平均的

な 話声位 か ら次 第 に 上 下 に 音程 を広 げ て い き，そ の 限

界点を 判定す る とい う方法を採 っ て い る。この 方法 で

は 当 然，地 声を 出発点 とす る ため，換声の 技術が十 分

身に つ い て い な い 子 ど もは，調査 の 際 に地声で 発声で

き た 音域の み を声 域 と判定 さ れ て しま う。つ ま り，高

音域の 声区 と して 欠くこ との で きない 裏声に つ い て，
．
卜分 に顧 み られ て き た と は 言い 難 い の で あ る。

　確か に子 どもは，声 によ る 自由な 表現 の 中 で 裏声を

頻繁に 用い ，また地声 と裏声の 換声 を 日常 的に，ま た

無 意 識 に 行っ て い る こ とが わ かる 。 だ からとい っ て ，

歌 唱 に お い て も裏声 を駆使 して 歌え る とい うわ けで は

な い。な ぜな らば自由な 表現で の 裏声の 使用は，そ の

表現 に至 る文脈 に お い て，そ の 表 現 に 適 した 声 と して

選び出した結果で あっ て，歌唱 の 際 に 高 い音 域 を歌 う

た め に 裏声 を意図 的 に 使用 す る と い う こ と とは，そ の

声 を生起させ て い るもの が全く異なる からで ある。そ

して ，換声の 技能 に 関 して も，歌唱 に お い て は 楽曲の

音程 の 高低 に 対応 しなが ら，コ ン トロ
ー

ル して 行 う こ

とが 求め られ るため，その 技能として の レベ ル に 大き

な 差異が あ る と言 え よ う。

4 ．考察

以 上，事例 の 検 討 を通 して ，子 ど もの 声 と声 域 を考

える ヒで考慮すべ き，二 つ の視 点 が 得 られ た。

　ま ず第 1 点 と し て，子 ど もが 自己 の 声の 能 力 を 十 分

に発揮す る と き，声お よび声域 の可能性の拡大は，そ

の 声が発せられ る背景 と深 く関わ っ て い る と い う こと

で あ る。つ ま り，T一ど も が 本 来有 して い る 声 の 能 力 を

知 る た め に は，声の 発せ られ る時 の 心 理的な状態 と，

そ の 表現が 生 起す る 背景を考慮す る必要がある と言え

よ うa

第 2 に，円常 生活 の 中 で ，子 ど もが 声 を介 した 音楽

的な表現で，裏声を使 用す る こと が しば しば見受 け ら

れ る が，そ れ は 表現 上 の 要請 か ら表現 に 見含 っ た 声と

して 選択 した結果なの で あっ て，歌唱 の 際に 高い 音域

で 意図的 に コ ン トロ ール して 裏声を使 用す る とい う こ

と とは，区 別 して考える 必要がある と い うこ とで ある 。

換 言 す る な らば，「歌 う」 と い う 局 面 に お い て 「裏

声 を使 う1 や 「チ ェ ン ジす る 」 と い っ た 「歌 う こと の

技 能 」は，子 ども の 自 由な 声 の 表現 にお け るそ れ とは，

声が生起す る に 至 る プロ セ ス 自体が異なるの で ある。

　こ の 二 つ の 視点 を 勘案す る と，声が 生 ず る プ ロ セ ス

こ そ が，歌唱 に お ける 声と 声域 の 可能性 を広 げ る 上で

の，重 要 な 手掛か りと な るの で はな い だ ろ うか。

5 ．おわ りに　一今後の 議論 に向け て
一

　 「声 を 出す 」 と い う行為 は，そ の 子ども の 精神的
・

身体的状態 と して の 「か らだ」 を 通 して ， 声 が 生 ずる

プロ セ ス そ の もの で あ る と言え よ う。そ うで ある な ら

ば，そ の 背景やプ ロ セ ス を 解明す る こ と が，声 を 出す

子 ど もの 「か ら だ 」 とそ の 発達の し くみ を知 る こ とに

つ なが るの で は な い だろ うか。

　なぜ 日常 生 活 に お け る 自 由な 音 楽 的 表現 で は 可 能で ，

楽曲を 歌 う時 に は そ れ が 困難に な る の か，とい う こ と

を 明 らか に して い く こ と，つ ま り．声が 生起す るバ ッ

ク グ ラウ ン ドと，声 を発す る に 至 る プ ロ セ ス を解 き明

かす こ とが，今後， Fど もの 声 を考え る と き に重 要 な

視点と なる で あろ う。

注

D 使 用 し た ソ フ トウ エ ア は Melodyne 　 Cre8 と

　wavesurfer 　1．4 で ある。前者は 音声の 基本周波数

　 とそ の 相当す る音名の 判定 に 用 い，後者は 主 に ス ペ

　 ク トロ グラム （い わ ゆ る 声紋分析） を用 い て 倍音 成

　分の 分析を行い ，裏声 と地声の 判定 の 材 料 と した。
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