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紙芝居に関する研究
〜 保育現場における活用状況および意識調査 〜

　　　　　　　　　　　水出　千尋

　　　　（育期 期大学 幼児教育専攻　専攻科）

1．はじめに

　テ レビの普及と同時に街頭か ら紙芝居屋さんが姿を消して も紙

芝居は活動場所を、幼稚園や保育園、図書館などに移し生 き続けて

きた。1983年 7月に は 「子どもの 文化研究所」 な どが 中心 となっ

て 、
「第
一

回全国手作り紙芝居まっ り」 が開催され現在も各地でさ

まざまな催し測 于われてい る。群馬県では、2002年7 月 20 日〜9

月1 日まで、 群馬県立土屋文明書捻 文学館で 、

”

第 19回特別展 「紙

芝居展 1紙芝居がやっ て きだ
’
力哘 われた。企画は、紙芝居の現在 ・

過去 ・未来と幅広く取 り上げら払 これほどに、資料と内容が充実

した企画は今まで になかっ たとい う声が上が るほ ど紙芝居につ い

て深 く追求された企画展であっ た。また、県外からも反響があ り、

企画展巡回の計画案も立て られてい るとい う。 特別展終了後、 群馬

で燃え始めた 「紙芝居」 に対する熱意の火を絶やさぬようにと、各

方面の関心の ある方々が集まり、紙芝居とい う共通 のキーワ
ードで

議論を出 し合う会が生まれ た。この 会には、児童文化評論家や紙芝

居作家 咽履 ・メデ ィァ 関係の方々 も集ま り、多方面から紙芝居に

つ い て熱 じ、に議論 してい る。その 中で筆者は、実際に
一
番紙芝居を

活用 して い る保育現場での紙芝居 に関 する使用 状況を知 るこ とが、

今後の紙芝居を捉えてい く上で ・2蟹 であると感 じた。

　 今回の研究の 目的 としては、これ らの 動向に対して、群馬県内

の幼稚園・保育園 （保育所）での紙芝居の便用状況 ・意識調査を行

し＼ その 現伏を知るこ とで、今後 の紙芝居の発展のため の基礎研究

に してい きたい と考えてい る。

II．調査方法

（1）調査対象 ：群馬県内の幼稚園・保育園 （保育所）

  調査方法 ：郵送 ・訪問に よる無言己呂ア ンケート方式

（3）実施年月 ：2002年 12月

（4）回収状況 ：幼稚園　　36園 保育者148 人

　　　　　 保育園　　39 園、保育者312 人

　　　　　 合計　　　75 園、 保育者460 人
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1V．ア ンケートの 考察

※注 ：以下　紙芝居舞台 ＝ 舞台とする

　演じる際に紙芝居を枠の 中におさめるもの で、一般的には木

製の もの が多い 。

  回答者の 年齢は図 1 の ような結果で ある。20代・40代 を

合計す ると全体的に高い数値を占めた。 これらの保育者が 幼少

時代に 紙芝居を見た記憶の有無の ア ンケートをとっ たと こ ろ

　　■ある ＝ 92％ （460人中426人）

　　●ない ＝ 8％ （460 人中37 人）とい う結果が表れた。
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　92％の保育者が紙芝居を見た記憶があるこ とか ら、紙芝居は

保育教材 と して も使われ て お り、記憶に多 く残っ てい る とい う

こ とが 需え る 。
「ある」 と答え た 者の 中で演じて もらっ た相手を

調べ たとこ ろ、保育者とい う割合が 70％ とな っ た。（図 2）こ の

こ とよ り保育 者が演 じ る紙芝居の 記憶の 大きさが 分か る。紙芝

居屋さんと答えた方は 40 代以 hが大
’
トの 割合を占め た。

  舞台数の 比率は図 3の ようで ある。台数の 有無だけで数値

をだす と、園に舞台が あると答 えた園は 75 園中 65 園で 87％で

あ っ た。ほとん どの 園で紙芝居の 舞台 が あるとい うこ とが表れ

てい る。しか し、各園での 舞台数を考えると、（幼）よ り （保）

の 方が比率が多い こ とがわか り、園に
．．一一

台 と答えた と ころは

（幼 ）よ り （保 ）の 方が多い こ とが わ か る。こ の結果か ら、紙

芝居 に舞台は必要であ る とい う関心の 高さは、（保）よ り （幼）

の ほうが高い と考 えられ る。

  事前準備 につ いて は 図 4 の とお りで ある。

行事や 季節に あわせ た り、ね らい をたて た りとい っ た配慮で紙

芝居を選 んで い るこ とが分か る。子 ど もに その 場で紙芝居 を選

ばせ る とい う結果力將 られた。紙芝居は絵本と違 っ て 先生 に演

じて もらわない と観 るこ とがで きない の で、この 方法は子 ども

が喜ぶ よ うで あ る。しか し、こ の 方法 を行 う場合 は抜 き の 技術

や紙芝居の 内容 を身 に付 けてお か な けれ ばな らな い。下読み を

す る・抜 き方の 練習をするなどは、事前準備をする とい う点で

は、不足気味の ようで ある 。

　 童’巳計 の 紙芝居の ケースの 裏側等に は 「紙 芝居 の や り方」 （又

は）「紙芝居を楽 しむために」 が記されて い る。事前準備の 項 凵

の み を取 リヒげる と
．
ト記の ような説明書きが 記されて い る。

1 ．必ず舞台 をお使い ください

2 ．下読 みを して くだ さい

3．画が順番通 りに揃っ てい るか確かめ ましょ う

などとある。筆者 自身 も保育の 現場に立 っ た経験の ある身 とし

て生 活の サ イ クル の 中で これ らの 下準備 をす るこ とは、容易な

こ とで はない と理解 して い る。しか し、「さ っ と抜 く」 「間をあ

ける」 などの技術をほんの 少し、眼を通 し、練習すれば紙 芝居

の 効果が よ り高くな る と推測 して い る。

  実演方法につ い て は図 5 の とお りで ある。手で も っ て お こ

な うとい う結果が 68％か ら、舞台所有率の 高さに対 して、実際

の利 用 率の 低さが表れてい る。また、紙芝居実演家の右 手和子

氏によれ ば、 自身の 著書の 中で 「お芝居が 舞台の 上で行われる

の と同 じように紙芝居も舞台 とい う枠の 巾で行われては じめて

現実の 世界で はない 別の 世界 がで きあが る
…
　　紙芝居の 絵は

舞台の 中に入れて 演 じられ る よ うに描か れ て い るの で す。舞台

を使 うこ とでよ り効果的に な ります」 （※D やは り図 3 と図 5

の 比較で は 「舞台はあるが あま り使用されて い な い」 とい うこ

とが 明 らかに な っ た。実際の 保育現場で は 「時間が な い 」
「面倒

で ある」 とい う声があが っ て い るこ とも事実である。 この こ と

につ い ては、筆者自身もよ く理解 してい る。原因のひ とつ には、

舞台や抜 きの 技術などにつ い ての 、知識 や情報 が十分に伝達さ

れてい ない ため と考 えて い る。こ れ らを改善 し て い くた め には、

紙芝居の 特質をよ り効果 的に 伝えるため に、今後、学生 ・保育

者の 方々 に伝 え るこ との，2eeが ヒげ られ る。ア ン ケートか らは、

多 くの 園で紙芝居の 舞台を所 有してい る と答え られ てい た が、

実際に 活用 してい る者は 16％とい うこ と が表れ た。

  　絵 本と紙芝居の 利用頻度（1DO％）

　　●絵本 58％に 対 して、紙芝居は 42％ であっ た。

　児童文化財と しての 絵本は、質や内容につ い て、そ の研究対

象と して 取 り上 げ られ る こ とが多 い。しか し、こ の結果 か らは

紙 芝居 も絵本 と 同様 に児童文化財 と して 多 く利用されて い る こ

とが表れ て い る こ とか ら今後、紙芝居 も重要視す る必要性 があ

る こと力脂 摘 されてい る。

IV．まとめと今後の 課 題

　 日本で生 まれ育っ た紙芝居、現在 は 屯に 保育の 現場の 中で沾

躍 して い るが、そ の 歴史をた ど る と様 々な 時代の 流れの 中で変

化 を とげ て きた。そ して、テ レ ビゲームやパ ソコ ンなど高度な

機械化と科学化が進行して い る現在の 中で 『KAM 工SHIB

AI 』 が注 目さ れ、日本か ら羽ば たきは じめて い る。

　 今回の ア ン ケート結果で は、群鳥 県内に おけ る紙芝居の 保 甫

現場で の 沽用状況を見るこ とが 出来た 。

　 研究結果では、紙芝居の技術な どが伴っ て いな くと も保育者

があたえる紙芝居 は、子どもが 楽 しみ、好ん でい るとい う現状

や、紙芝居 に関 す る 自山 記述の 欄 か ら、演 じ手 と観客 ・観客相

互 に 「共感が生まれ る」 とい う声も述ぺ られてい た。しか し紙

芝居は構造上、絵 本の ように子 どもが自ら手に取 り読む とい う

こ とが難 しい ゆえに演 じ手の 役割は 大きい 。まずは 演 じ手自身

が紙芝居を楽 しみ、それ を きっ か け に、舞台や演 じる際の 技術

を身に付けるとい うこ とで もよい と考え る。

　 紙芝居は 子ど も達が集中 して見 る とい う こ とで、子 どもの 行

動を コ ン トロ
ー

ル して しまうの で はな く、紙芝居の 根底に ある

さまざま魅力をたくさん の人が見つ めて くれるよう、さらに追

究 し、今後の 紙芝居運動 に役 立 て て いきたい 。　　　　 以 　上

付記 ： 短期 間 の 調査 にも かかわ らずア ン ケートにご協力をい た だい た幼

　　　稚園 ・保育園 （保育所 ）の 先生方には大 変感謝 申し上 げ ます。
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