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Abstract
　Lifestyle disruptions have caused various health problems in children. Disruptions of lifestyle, such as exercise
and eating habits, also affect bone mineral density, which reflects bone strength. Since exercise time has decreased
in modern society, it is thought that children’s bone mineral density is less today. In the present study, the aim
was to clarify the factors associated with increased bone mineral density, focusing on physical activity and the
relationship between exercise and bone mineral density in pre-school age children in Osaka’s preschool. Forty-
five healthy children enrolled in preschools in Osaka participated in this study. To assess bone mineral density
of the calcaneus, the speed of sound in bone was measured using an ultrasound bone densitometer. In addition, a
self-reported questionnaire was used to collect data on exercise time on weekends and when coming home from
preschool during the preceding month. The questionnaire was completed by the parents of each child. It was found
that bone mineral density of the calcaneus was positively associated with exercise time on weekends in children
and was not associated with exercise time when coming home from preschool in children, suggesting that exercise
time has an effect on bone mineral density in pre-school age children. It is important to ensure that children have
adequate exercise time on weekends to increase bone mineral density.

Key words: pre-school age children, bone mineral density, exercise habits

Introduction
　Various health problems have arisen in children
from lifestyle disruptions. For example, it has been
reported that overweight and/or obesity in children
is increased by skipping breakfast, increased screen
time, and lower levels of physical activity 4，13，18，22，25）,
and that pre-school age children with lower physical
activity levels have increased body fat compared with
pre-school age children with higher physical activity
levels15，19）. In addition, it is known that physical activity
has beneficial effects on children’s mental health2，3）, and
it seems that mental health in children is deteriorating
due to decreased physical activity. Especially in recent
years, since the lockdown caused by the spread of
COVID-19 may have reduced individual physical
activity20）, it is thought that physical and/or mental
health has deteriorated in more individuals.
　Disruption of lifestyle, such as exercise and eating
habits, also affects bone mineral density, reflecting bone
strength. It has been reported that physical activity
has a positive association with bone mineral density in

children and adolescents9，17，26）. However, since exercise
time is decreased in modern society, it is thought that
bone mineral density of children is weakening today.
In addition, there is an increased rate of extremity
fractures in children with obesity, suggesting worse
bone quality7，8，12）. In fact, it has been reported that
fracture incidence increased significantly, about 2
times, from 1999 to 2007 in Japan14）.
　Previous studies reported that bone mineral density
increases between 1 and 4 years of age and between
12 and 17 years age6，21）. Therefore, it is important to
consider bone mineral density from an early stage by
clarifying in detail the factors associated with increased
bone mineral density.
　The aim of the present study was to clarify the
factors associated with increased bone mineral density.
As mentioned above, physical activity has a positive
effect on bone mineral density. However, to the best
of our knowledge, no reports have examined the
relationship between bone mineral density and exercise
time in children. Therefore, the present study focused
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on physical activity and examined the relationship
between exercise habits and bone mineral density in
pre-school age children in preschools in Osaka. Exercise
time was divided into coming home from preschool
on weekdays and on weekends and examined using
a self-reported questionnaire. Bone mineral density
was measured using an ultrasound bone densitometer.
There is no concern regarding radiation exposure when
an ultrasound bone densitometer used, and it is easy to
obtain the consent of the participants. In addition, it has
been reported that ultrasonic bone measurement can
be used to provide health guidance to create strong
bone21）.

Methods
Participants
　Forty-five healthy children enrolled in preschool
in Osaka participated in this study. Their mean (±
standard deviation [SD]) age was 5.6 ± 0.49 years.
The ethics committee at Kobe University of Future
Health Sciences approved the study protocol (approval
number, 2020014). The parents of each participant were
fully briefed on the experiment and provided written,
informed consent for their children to participate in
this study.

Bone mineral density
　To assess calcaneal bone mineral density, the
speed of sound in bone was measured using an
ultrasound bone densitometer (CM-200; Furuno Electric
Co, Nishinomiya, Japan). This densitometer uses
ultrasound (500Hz) to measure the speed of sound in
the calcaneus. The coefficient of variation is 0.5%, and
it provides accurate results by compensating for heel
temperature1）. Measurement of bone density in children
by ultrasonography has been reported11，27）. The speed
of sound in bone was measured in the children in the
morning at 10:00 a.m.

Questionnaire on exercise habits
　A self-reported questionnaire was used to collect
data on exercise time on weekends and when coming
home from preschool during the last month. The
questionnaire was filled out by the parents of each
child. The parents chose the appropriate answer from
a list of five categories (i.e., < 0.5 hours, 0.5-1 hour, 1-2
hours, 2-3 hours, and > 3 hours).

Statistical analysis
　The associations between the speed of sound in the
calcaneus and exercise time on weekends and when
coming home from preschool during the last month
were assessed using Pearson’s correlation analysis.
All P values were two-tailed, and values < 0.05 were
considered significant. All statistical analyses were
performed using the IBM SPSS 21.0 software package
(IBM, Armonk, NY).

Results
Association between speed of sound in the calcaneus and 
exercise time
　The speed of sound in the calcaneus was positively
associated with exercise time on weekends in children
(r=0.325, P=0.029; Figure 1; Table 1) and was not
associated with exercise time when coming home from
preschool in children (r=-0.01, P= 0.96; Table 1).

Discussion
　In the present study, the relationship between
exercise and bone mineral density was examined.
Although the speed of sound in the calcaneus was
not associated with exercise time when coming home
from preschool in children, the speed of sound in the
calcaneus was positively associated with exercise time
on weekends in children. To increase bone mineral
density, it is important to improve lifestyle factors,
such as food, sleep, and exercise, and there have been

Figure 1. Association between speed of sound in the 
calcaneus and exercise time on weekends
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reports that examined their relationships with bone
mineral density. In previous studies of food intake,
it has been reported that increasing calcium intake
with milk or a supplement was associated with a
more positive calcium balance and a trend toward
an increased rate of gain in bone mineral density10，16）.
In addition, several studies have focused on the
relationship between bone mineral density and vitamin
D23，24）. In previous studies of physical activity, it has
been reported that gymnastics training before the age
of 7 years enhanced the acquisition of bone mass26）,
that exercise reduces fracture risk by increasing
the amount of bone accrued during growth, and that
athletes involved in competitive sport from childhood
have 15-30% higher areal bone mineral density than
controls5）. In the present study, bone mineral density in
the calcaneus was positively associated with exercise
time on weekends in children, suggesting that exercise
time in pre-school age children has an effect on bone
mineral density.
　On the other hand, bone mineral density in the
calcaneus was not associated with exercise time when
children went home from preschool. The time of going
home from preschool varies greatly by family, and it is
difficult to ensure adequate exercise time for children
with parents. Therefore, the present findings suggest
that it is important to ensure adequate exercise time
on weekends to increase bone mineral density.
　The present study has some limitations. First, the
relationship between exercise time in preschool and
bone mineral density in pre-school children was not
considered. To further understand the relationships
between exercise and/or time and bone mineral density
in children, studies of the relationship between total
exercise time and bone mineral density are needed.
Second, bone mineral density in pre-school children was
measured only once. Bone mineral density fluctuates
with development. To generalize the present findings,
future studies examining the long-term relationship
between exercise and bone mineral density are needed.
Third, the relationships of sleep time and food habits
with bone mineral density were not examined. Sleep
time and food habits are among the factors that affect
bone mineral density, as is exercise. To improve our
understanding of the factors that affect bone mineral
density in children, studies of the relationship between
bone mineral density and lifestyle, including not only
exercise, but also sleep time and food habits, are
needed.
　In conclusion, the results of the present study

showed that bone mineral density was positively
associated with exercise time on weekends in children,
suggesting that exercise time in pre-school age children
has an effect on bone mineral density. It is important to
ensure adequate exercise time on weekends to increase
children’s bone mineral density.
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保育者養成校学生における多世代交流の認識に関する研究
―地域の高齢者から昔遊びを受け継ぐ「環境」の授業実践を通して―

A study on recognition of multi-generational interaction among childcare school students
―Through class practice of “environment” that inherits old games from local elderly people―

佐　藤　奈　美
Nami SATO

湊川短期大学　幼児教育保育学科

・
・

松　本　直　子
Naoko MATSUMOTO

湊川短期大学　幼児教育保育学科

・
・

西　垣　あおい
Aoi NISHIGAKI

湊川短期大学　幼児教育保育学科

要旨
　本研究は保育学生が地域の高齢者の方々に，昔遊びを直接指導してもらう多世代交流の取り組みを実施し，学生が
どのように感じ，どのように高齢者を捉え，多世代交流について認識しているのかを自由記述とインタビュー調査か
ら明確にすることを目的とした。その結果，昔遊びの名人である高齢者から直接教えてもらう楽しさや価値に気づき，
多世代交流の場を保育に積極的に取り入れることを意識するようになったことの示唆を得た。学生は【実践体験によ
る学び】を深め，【世代間交流の必要性】を昔遊びを受け継ぐ授業から体得したことが示された。

キーワード：環境，地域交流，昔あそび，多世代交流

1．研究の背景と動機
　近年，日本社会の人口減少・少子高齢化の進展は，多
世代が交流する機会の必要性を唱えている。厚生労働
省（2015）1）は加速する少子高齢化に伴い，地域福祉の
将来像と地方創生案である「まち・ひと・しごと創生サ
ポートプラン」を出した。人が住みよい場所を目指して，
全国各地で地域に根差した多世代交流プログラムを勧め
ている。また，厚生労働省のホームページに「地域共生
社会のポータルサイト」2）が作られた。ポータルサイト
によると地域共生社会とは，「地域住民や地域の多様な
主体が参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて
つながることで住民一人ひとりの暮らしと生きがい，地
域をともに創っていく社会」と定義されている。薄れつ
つある人と人とのつながりを何とか作り出そうと，商店
街の空き店舗を「リビングルーム」として開放したり，
学校や介護施設で多世代が交流できるような行事をした
り，「誰一人取り残されない社会」を作るために，各地
で地域の連携により特性を生かした取り組みがなされて
いる（日本財団ジャーナル，2021）3）。
　多世代交流が活性化する社会づくりのために，地域の
大学が貢献できることは多様である。多世代交流の経験
を学生時代にした若者が，次の子育て世代となって，自
立的な地域社会の担い手となっていくのではないだろう
か。須貝（2017）4）は，多世代交流の場の創出は，多世代を
結ぶところに位置する若者に可能性がある。地域社会に
大学生が関わることは，地域コミュニティにおける社会
関係資本形成の観点から意義は重要であり，そこに関与
する大学の社会的責任は大きいことを結論付けている。
　しかしながら COVID-19 の影響により，地域交流が
多くのところで中止され，孤立している高齢者や子育て
世代も増えてきており，地域に根差した新しい支援の在
り方を問われている。孤立は全世代の課題であり，縦割

りを超え全世代横断型施策，つまり，世代別の「仕掛け」
を連携する仕組みづくりが望まれている（藤原，2021）5）。
加えて，大学は地域や社会の知の拠点として，地域と協
働する「開かれた大学づくり」が求められている（文部
科学省，2018）6）。
　本学の地域であるＳ市も「Ｓ市まち・ひと・しごと創
生総合戦略」（2022）7）を打ち出し，「日本一住みたいまち」
を目指して取り組んでいる。本学も，福祉職の学生を育
てる地域の短期大学として「世代をつなぐ」橋渡しとなっ
ていく必要があると考える。しかしながら，コーディ
ネートする力は急に備わるものではなく，学生の間にそ
ういった経験の場が必要であり，それらの経験がこれか
らの社会を担う若者の意識改革につながると考える。加
えて，保育者をめざす学生にとって，子育てや様々な福
祉の支援など，あらゆる世代との交流が求められる。現
代の社会環境に伴い，多世代と交流する場をほとんど経
験していない学生も多く，社会性やコミュニケーション
能力に苦手意識の高い学生も少なくない。
　そこで地域の高齢者注１）の方々に昔遊びを直接指導し
てもらう体験学習を実施する。現代の若者は，身近に老
人の暮らしを感じることが少ないために，高齢者に対し
てのイメージを持ちにくい。一方で，高齢社会の到来は
現実であり，何かきっかけさえあれば，高齢者の姿に非
常に関心を寄せる（天野，2006）8）。そのきっかけとし
て昔遊びの名人である高齢者から直接伝えてもらう意義
は大きい。加えて，昔遊びは親世代から子世代，孫世代
へと引き継がれるものであり，保育者として遊びの知識
を高める必要がある。徳田，請川（2020）9）は保育にお
いて，ほとんどの保護者から知育と徳育に「昔遊び」を
有効な取り組みとして認識され，文化や伝統の維持に高
齢者と子どもの世代間交流の意義が認知されていること
を明らかにしており，保育の現場では保護者も世代を越
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えた交流を求めている。多世代交流で，地域の高齢者か
ら保育学生が昔遊びを実践的に受け継ぐことは，保育の
場で子どもたちに昔遊びをつなぐ橋渡しになる。加えて，
保育者としての基礎的な力への効果にもつながると考え
る。

2．研究の目的と意義
　本研究は，地域における多世代交流の第一段階として，
まず大部分の保育者が取り入れる必要性を感じている

（桧垣，2016）10）昔遊びをきっかけとした，高齢者との
交流を実践し，学生がどのように感じたのかを明らかに
することを目的とする。その際，学生の気づきや意識の
変化に着目する。また，保育所保育指針における「地域
交流」「多世代交流」の位置づけを合わせて検討していく。
　本研究において，学生が保育者としての基礎的な資質
を育くみ，社会性やコミュニケーション能力の苦手意識
が高い学生の課題に応えることにもつながるところであ
ろう。加えて，今後の大学全体の地域交流に対する取り
組みにも一つの方向性を与えてくれることが期待でき
る。

3．調査概要
　本研究は，以下の３つの方法ですすめる。これらの結
果を統合し，検討を繰り返しながら質的解釈を行う。

（１）「保育所保育指針」における，「地域交流」「多世代
交流」の位置づけを検討する。

（２）高齢者（昔遊びの先生）による実践的授業の体験。
（３）アンケート調査とインタビューのデータを分析し

検討する。

4．調査結果
4-1．保育所保育指針 11）における「地域交流」「多世代

交流」の位置づけの検討
　保育所保育指針でも保育者の役割として地域社会との
交流の重要性が示されている。多世代交流のキーワード
となる「地域」「社会」「高齢者」「連携」「交流」の５つ
を抜き出す。保育所保育指針の原文を抜き取り，キーワー
ドとなる言葉に２重線のアンダーラインを引き，前後の
意味のある言葉にアンダーラインを引いた。

表１　第１章　総則

第１章 総則
１　保育所保育指針に関する基本事項
　（1）保育所の役割
　　ウ　保育所は，入所する子どもを保育するとと

もに，家庭や地域の様々な社会資源との連携
を図りながら，入所する子どもの保護者に対
する支援及び地域の子育て家庭に対する支援
等を行う役割を担うものである。

　（5）保育所の社会的責任
　　イ　保育所は，地域社会との交流や連携を図り，

保護者や地域社会に，当該保育所が行う保育
の内容を適切に説明するよう努めなければな
らない。

４　幼児教育を行う施設として共有すべき事項
　（2）幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
　　オ　社会生活との関わり
　　　　家族を大切にしようとする気持ちをもつと

ともに，地域の身近な人と触れ合う中で，人
との様々な関わり方に気付き，相手の気持ち
を考えて関わり，自分が役に立つ喜びを感じ，
地域に親しみをもつようになる。また，保育
所内外の様々な環境に関わる中で，遊びや生
活に必要な情報を取り入れ，情報に基づき判
断したり，情報を伝え合ったり，活用したり
するなど，情報を役立てながら活動するよう
になるとともに，公共の施設を大切に利用す
るなどして，社会とのつながりなどを意識す
るようになる。

　第１章総則では，地域社会と連携を図りながら子ども
の育ちを支え，子育て家庭に対する支援を行うよう努め
ることが保育所の役割であることを述べている。加え
て，幼児期の終わりまでに育ってほしい姿として，社会
とのつながりを意識するようになることを目標としてお
り，地域との交流体験の重要性が明確に示されている（表
１）。
　次に第２章の保育の内容では，保育の５領域「人間関
係」において，高齢者や地域の人々とのふれあい体験が，
人と関わることの楽しさを味わい，家族を大切にしよう
とする気持ちが育つとされている。また，地域社会と連
携することが子どもの豊かな生活体験につながり，保育
内容が充実すると述べている（表２）。

表２　第２章　保育の内容

第２章　保育の内容
３　３歳以上児の保育に関するねらい及び内容
　イ　人間関係
　　（イ）内容
　　　⑬ 高齢者をはじめ地域の人々などの自分の

生活に関係の深いいろいろな人に親しみを
もつ。

　　（ウ）内容の取扱い
　　　⑥ 高齢者をはじめ地域の人々などの自分の

生活に関係の深いいろいろな人と触れ合
い，自分の感情や意志を表現しながら共に
楽しみ，共感し合う体験を通して，これら
の人々などに親しみをもち，人と関わるこ
との楽しさや人の役に立つ喜びを味わうこ
とができるようにすること。また，生活を
通して親や祖父母などの家族の愛情に気付
き，家族を大切にしようとする気持ちが育
つようにすること。

４　保育の実施に関して留意すべき事項
　（3）家庭及び地域社会との連携
　　　子どもの生活の連続性を踏まえ，家庭及び地

域社会と連携して保育が展開されるよう配慮す
ること。その際，家庭や地域の機関及び団体の
協力を得て，地域の自然，高齢者や異年齢の子
ども等を含む人材，行事，施設等の地域の資源
を積極的に活用し，豊かな生活体験をはじめ保
育内容の充実が図られるよう配慮すること。
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表３　第４章　子育て支援

第４章　子育て支援
１　保育所における子育て支援に関する基本的事項
　（2）子育て支援に関して留意すべき事項
　　ア　保護者に対する子育て支援における地域の

関係機関等との連携及び協働を図り，保育所
全体の体制構築に努めること。

３　地域の保護者等に対する子育て支援
　（2）地域の関係機関等との連携
　　ア　市町村の支援を得て，地域の関係機関等と

の積極的な連携及び協働を図るとともに，子
育て支援に関する地域の人材と積極的に連携
を図るよう努めること。

　第４章の子育て支援においては，地域の人材と積極的
に連携を図るように努めることが保育所の役割であるこ
とが明示されている（表３）。
　このように，保育所保育指針では保育所の役割として
地域社会との交流の重要性を様々な視点から述べてい
る。

4-2．地域の高齢者による昔遊び体験の実践授業
4-2-1．昔遊び体験授業の概要と対象者
　対象者は S 市の短期大学で筆頭者が担当する「生活
環境論」を選択している受講生と，活動に興味を持ち参
加を希望した学生（２年生）計 15 名（以下，学生とする）
である。昔遊びの指導者となる先生は，「ふれあい活動
推進協議会」注２）で活動をしている民生委員注３）の方々
である。昔遊びをよく知る６名の高齢者の方々が，指導
者（以下，遊びの先生とする）となって学生に遊びを伝
授して下さった。筆者らは場所と時間を提供し，昔遊び
の指導を依頼しただけに留め，後はお任せすることとし
た。授業の流れは昔遊びについての講義から始まった。
講義内容は以下となる。（表４）

表４　講義の内容

①身近なものや道具を作っての遊び
　・けんぱ・陣取り・竹とんぼ・鉄砲（紙，水）・

釘さし。
②時々買ったり，作ったりしてもらえる宝物だっ

た大事な遊具を使った遊び
　・まり・おじゃみ・ビー玉・おはじき・べったん・

あやとり・ゴム飛び・コマ回し
※他にも学生に問いかけながら，様々な遊びについ

ての講義。

　学生は昔遊びの内容や遊び方について簡単な説明を受
けた後，４グループに分かれて実践指導を受けた。指導
といっても遊びの先生からの直接的伝授である。学生は
遊びを全部体験できるように，２クールで時間ごと（各
10 分程度）に遊びのコーナーを回った。それぞれの遊
びに対して遊びの先生からの丁寧な指導を受けた。学生
は，「けんぱ，コマ回し，けん玉，べったん，まりつき，
紙鉄砲，竹とんぼ，あっちむいてほい」（写真１－写真５）
の８種類の遊びを体験した。

写真１　あっち向いてほい

写真２　竹とんぼ

写真３　駒回し

写真４　まりつき

写真５　べったん
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4-3．調査概要
（１）調査方法

　昔遊び体験授業に参加した 15 名の学生を対象に，
チームズによる FORM を利用した質問調査を実施し
た。加えて，参加学生の中から４名に 20 分程度のイ
ンタビューを実施し，録音，記録をした。それらのデー
タを統合し，結果の検討を繰り返し行いカテゴリー分
析を進め，得られたデータに基づき質的解釈を行った。

（２）調査期間　2022 年 10 月～ 12 月
（３）倫理的配慮

　調査データの扱いにおいては，実施前に学生に対し
て個人の不利益になったり評価の対象になったりしな
いということを説明し了承を得た。また，地域の高齢
者の方にも授業内容や写真は，研究のみで使用するこ
とを説明し了承を得ている。

（４）調査内容
　質問内容は以下の通りとなる。
①昔遊びに参加して面白いと感じましたか？
②本日経験した昔遊びで初めて体験した遊びはありま

したか？
③「はい」と答えた方，その遊びは何ですか？
④幼少期によく遊んだ昔遊びは何ですか？
⑤昔遊びは主に誰に教わりましたか？
⑥保育者として昔遊びを子どもに伝えていく必要性に

ついてお答えください
⑦その理由についてお答えください
⑧昔遊びの先生から実際に指導していただき，どのよ

うに感じましたか？
　解答については学生が答えやすいように選択方式を
多く用いた。

4-4．調査結果
　設問①は５件法とし，全員が「とても面白い・92％，
面白い・８％」と回答しており，活動に満足しているこ
とが示された。
　説問②③では初めて遊び方を知ったと回答した学生が
９名となり，「はい」と答えた回答者の遊びの内容が表

５のとおりである。
　べったんは７名の学生が初めて遊び方を知ったと答え
ており，インタビューで「遊びの名前は知っているが，
遊び方は知らなかった」「遊び方を何となく知っていた
が，初めてやったけど難しくてうまくできなかった」と
語っていた。
　設問④の「幼少期によく遊んだ昔遊び」で一番多かっ
たのはけん玉である（表６）。次いであやとり，駒回し，
おじゃみ（お手玉）となっており，一般的に知られてい
る遊びであることが示されている。
　設問５では昔遊びを教わった人について，複数回答で
答えてもらった。１番は祖父母となっており，昔遊びの
伝承が家族や親族で行われていることが示されている。
インタビューでは教わった場所や，場面について「おば
あちゃんの家に遊びに行ったときに教えてもらった」「一
緒に住んでるからいつもあやとりをしていた」など，祖
父母と関わる機会が比較的多いことを語っていた。また，

「学校の先生より今日の方がわかりやすかった」という
語りが印象的であった。
　設問⑥では５件法で，全員が保育者は昔遊びを子ども
に伝えていくべきだと回答し，その理由として以下の理
由が上がった。内容については学生の記述から，意味が
同じであるものは省略し，内容を損ねないように文章を
抽出しカテゴリー化した。
　子どもに伝えていくべき理由として，やはり一番多く
書かれていたのは，「子どもの育ちに必要である」こと
が挙げられていた。次に「楽しいから知ってほしい」と
いう記述が多く，学生の実体験から感じとった素直な気
持ちの現れだといえる。また，「自然に体を使っている
ことに気が付いた」という記述からも，実際に体験によっ
て，子どもに伝えていくべきであると認識していること
が示唆される。

4-5．自由記述とインタビュー調査の結果
　最後の質問は自由記述による感想とし，15 名による
自由記述に加えて，インタビュー調査のデータを統合し，
KJ 法（川喜多，1967）12）の手法を参考に分析を行った。

表５　初めて知った遊びの種類
遊びの種類 数（人）

べったん ７
陣取り ４
釘さし ２
ゴム飛び １
あんたがたどこさ １

表６　幼少期によく遊んだ昔遊び
遊びの種類 数

あやとり ４
けん玉 ５
駒回し ３
おじゃみ ２
けんぱ，水鉄砲，おはじき，竹とんぼ 各１

表７　昔遊びを主に教わった人
教わった人 数（人）

祖父母 11
親 ３
児童館 ３
保育所や幼稚園の先生 ２
小学校の先生や地域の人 ２
友達の親 １

表８　昔遊びを伝える理由
語句 個数

集中力・できるまでやる力が育つから。 ８
楽しいから知ってほしい。 ６
現代の子どもたちは電子機器によるゲームばかりしている
から。

３

人間関係が深まる。 ２
昔遊びが途絶えてしまうから １
自然に体を使っているので運動能力が高まるから １
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結果として８つの下位カテゴリーが分類され，さらに２
つのカテゴリーが抽出された（表７）。なお，分析の下
位カテゴリーは《　》，カテゴリーは【　】で示し，記
述例を「　」を加えながら学生の意識を概要すると次の
ようになる（表９）。
　カテゴリーは２つ生成された。【実践体験による学び】
は，「昔遊びは体力をつかうものが多い」「簡単そうでむ
つかしい」「工夫していたんだなあ」「身近なものででき
るんだ」など《新たな知見》につながった。また，《探
求心・好奇心の芽生え》や《達成感》を実体験から感じ
取り，保育の現場で子どもに伝えるうえで必要な感情を
経験している。
　学生は高齢者から直接昔遊びを教えてもらうことに
よって，《新たな知見》を広げている。また，昔の子ど
もはお金を使わず工夫して遊んでいることを，《身近な
道具での遊び》を実際に見せてもらうことでそれらを認
識している。
　もうひとつのカテゴリーである【世代間交流の必要性】
では，昔遊びについて，「昔遊びが途絶えてしまわない
ように」と《伝承の必要性》にも触れている。加えて，《直
接学ぶ楽しさ》を「本物から教わったほうがいい。」と
遊びの先生である高齢者から学ぶ意義を「本物」という
言葉で表現している。最も多くみられた記述が，遊びの
先生による《温かい関わり》であり，「優しい」「温かい」
というワードは記述，聞き取りを合わせると 19 件となっ
た。指導してくれた高齢者の方が楽しそうで，自分も楽

しくなったことや，自分の祖父母に会いたくなったとい
う記述からも《温かい関わり》が浮かび上がる。昔遊び
を《上手な指導》と《温かい関わり》から直接体感し，《伝
承の必要性》を《直接学ぶ楽しさ》によって意識し，【世
代間交流の必要性】を実践授業を通して認識したといえ
る。

5．考察と今後の課題
　本研究では世代間交流をとおした学生の意識の変容に
ついて，アンケートとインタビュー調査の結果から検討
した。表５に示す分析結果からもわかるように，学生は
実践体験により，簡単そうでむつかしい」「体力をつか
う」など《新たな知見》を獲得している。知識として学
んできたことも，実際に体験してみると違うことを【実
践体験による学び】として深めている。また，《探求心・
好奇心の芽生え》や《達成感》という子どもに身につけ
てほしい生きる力を学生自身が身につけている。加えて，

【世代間交流の必要性】を《直接学ぶ楽しさ》や《上手
な指導》《温かい関わり》によって認識した。それらの
結果から，「小学校の先生より分かりやすかった」とい
う語りに代表されるように，昔に実際に遊んでいた高齢
者から学ぶことに意義があるのではないだろうかと考え
る。佐藤（2021）は，街頭紙芝居を用いた実践授業にお
いて，学生が伝統文化の伝承の意義を本物から学ぶこと
で体得していると示唆している。本研究の昔遊びも《直
接学ぶ楽しさ》を本物（高齢者の方々）から学び《伝承

表９　昔遊びを体験した感想・気づき（自由記述とインタビュー調査より）
カテゴリー 下位カテゴリー 記述・発言例

実践体験による学び 新たな知見 ・昔遊びは体力を使うものが多い。
・たくさん動くことができるので，運動能力が上がる。
・簡単そうでむつかしい。
・遊びが面白い。
・知らない遊びや知っててもやり方を忘れていた遊びを思い出せた。
・色々なルールがあるのだなということをはじめて知った。
・工夫していたんだなあ。

身近な道具での遊び ・身近なもので遊びができる。
・手軽に遊べる。
・お金がなくても遊べる。

探求心・好奇心の芽生え ・自分の知らない言葉が出てきたので，また色々な言葉を調べたいなと
思った。

・次は回せるようにしたい。
達成感 ・できるようになった。

・駒を回せたときに感動した。
世代間交流の必要性 伝承の必要性 ・昔遊びをしっている若者が減っているので知る機会をたくさんつくる

べきだ。
・昔遊びが途絶えてしまわないようにしないといけない。

直接学ぶ楽しさ ・本物から教わったほうがいい。
・楽しく学べた。

上手な指導 ・難しかったけれど，丁寧に教えてくださったのでわかりやすかった。
・子どもの時に先生に教えて貰ったより，上手に教えて下さった。
・教えるのが上手だと思った。

温かい関わり ・地元に帰っておじいちゃんおばあちゃんに会いたくなりました。
・近所のおじさん・おばさんという雰囲気で，とても楽しく昔遊びが出

来ました。
・表情がうれしそうだったからしっかり教わろうと思った。
・みなさん優しくあたたかくて本当に楽しかった。
・指導してくれたおじいさん達がすごく楽しそうだったから，自分も楽

しくなった。
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の必要性》を意識した。一方で，昔遊びを指導している
高齢者の方々も生き生きとしており，昔の子どものころ
の生活を想起させるきっかけになったともいえる。
　昔あそびの体験は，昔の子どもたちの暮らしに想いを
はせることができる。保育者を目指す学生が昔遊びを体
得することは重要な意味をもつ。一方で，昔遊びを指導
している先生も生き生きとしており，昔の子どものころ
の生活を想起させるきっかけになったともいえる。
　本研究の初期段階では，学生が地域において多世代交
流の活動プログラムを企画し，学生を中心として高齢者
－親－子どもの多世代で実際に交流することを予定して
いた。しかしながら，COVID-19 の影響により，今年度
は体験が限られることや，学生の企画が自粛により実践
できずに終わってしまうことを懸念し，授業実践体験と
して筆頭者が地域の高齢者と学生との交流を企画するこ
ととなった。結果として高齢者から昔遊びを直接教わる
という，貴重な体験から学生が学び感じ取ったことは多
かったが，一方で地域共生社会の認識には繋がらなかっ
た。地域と協働する短期大学を目指すために保育学生が
貢献できることのひとつとして，地域交流プログラムを
実施できるような場と環境を，積極的に整え実践してい
くことが望まれる。
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注釈
注１）厚生労働省が 65 歳以上を「前期高齢者」と して

いることから，本論文でも高齢者を 65 歳以上と
定義する。

注２）三田市ふれあい活動推進協議会の活動は，身近な
生活の場で「だれもが安心して豊かに暮らす地域
づくり」をめざして，市民が力をあわせ，専門機
関と協力しながら進める住民自身による自主的な
活動である。

　　　https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/27/gyomu/
chiiki_fukushi/3798.html

注３）民生委員・児童委員は，同じ地域で生活をする住
民の一員として，住民からのさまざまな生活上の
困りごとや心配ごとに関する相談相手になり，必
要な支援を受けられるよう，市や関係機関との「つ
なぎ役」として活動している。
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保育者養成校における造形表現の授業のあり方
―学生の考える成果物のある造形活動の指導に必要なものから―

How to provide classes on plastic arts at a training school for Nursery School
―From what students think is necessary for modeling activities with deliverables―

安　井　良　尚
Yoshihisa YASUI

湊川短期大学幼児教育保育学科　講師

要旨
　本稿では，保育者養成校の学生が保育現場での造形表現活動を考えるときに，子どもたちを指導する上で何を重要
な要素として考え，授業では何を学びたいと考えているかについて調査を行い，その結果をもとに授業内容や課題に
ついて考察する。
　以前より，保育の現場における画一的な成果物のある造形活動についての問題点が取り上げられている。今回の調
査では，「平面でも立体でも様々な表現方法を子どもたちが自由に選んで製作する活動」について，調査対象のほぼ
全員の学生が必要だと答えた。また，このような子どもの活動を保育者として指導するためには，汎用性のある素材
や道具についての知識や表現方法を身につけたいと考えていることがわかった。このことから，授業においても成果
物の形体が学生の考え方によって様々に分化していくカリキュラムで学ぶことの必要性と今後の課題が示唆された。

Abstract
　In this paper, a survey is conducted to find out what students at training schools for nursery school consider to
be important elements in teaching children and what they would like to learn in class when thinking about plastic
arts activities in the field of childcare, and the results are used to discuss class content and issues.
　The issue of plastic arts activities with uniform artifacts in the field of childcare has been discussed for a long
time. In this survey, almost all students surveyed answered that activities in which children freely select and
create various methods of expression, whether two-dimensional or three-dimensional, are necessary. In addition, it
was found that they would like to acquire knowledge of versatile materials and tools and methods of expression
in order to guide children in such activities as a caregiver. This suggests the need for a curriculum in which the
forms of the artifacts are differentiated according to the students' ideas, as well as future issues to be addressed.

キーワード：幼児教育，造形表現，指導法，成果物，カリキュラム

１．はじめに
　2018 年３月発行の幼稚園教育要領解説には，幼児の
表現について「大人が考えるような形式を整えた表現に
はならない場合や表現される内容が明快でない場合も多
いが，教師は，そのような表現を幼児らしい表現として
受け止めることが大切である」と記されており，教師が
受け止めて共感することにより，「幼児は様々な表現を
楽しむことができるようになっていく」1）と示されてい
る。しかし，実際の保育の現場での作業では，成果物の
ある造形表現活動の場合，製作過程に見られる子供たち
の表現の違いを「様々な表現が行われた」としており，
活動の終わり方としては，画一的な仕上がりになる製作
物を完成させることが多いと思われる。
　深谷ベルタが著書の中で『多くの保育現場，そして多
くの養成機関でなされている造形教育は「プロダクト
型」，（プロダクト重視型）の活動ではないか』と疑問を
投げかけており，保育の場合は，以前から言われ続けて

いるにもかかわらず「プロセス型造形」が理解されない
浸透しない理由を，そもそも保育者自身にそのような体
験がない場合が多いことを挙げている。また，プロセス
を重視した活動ならば，あらかじめ約束できるプロダク
トがないために，体験そのものに価値がある2）と述べて
いるように，保育者が用意した見本作品に近づけるよう
な設定がなければ，子どもたちは自由で自発的な造形活
動を通して，より自分なりの感覚や感性を育んでいくこ
とできると考える。保育者に必要なことは，子どもたち
の様々な表現を受け止めて最終的にどのような形になっ
てもその思いに寄り添うことである。子どもができない
部分は保育者が支援することを前提として，みんなで同
じものを作る造形活動は再考する必要があるだろう。
　造形活動の課題を取り上げた先行研究では，現場の保
育者の経験不足を挙げるものが見られるが，その中で
も，大塚 貴之，稲田 達也は，養成校の学生の造形に関
する苦手意識について，学生が養成校に入学する以前か
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らの学生自身の課題もあると述べた上で，『養成校にお
いてそれらの学生のためにできるのは，よりよい学習機
会を提供することであると考えられ，よりよい実践方法
に焦点を当てるならば「教員側に起因している課題」と
して認識されるのではないだろうか。』3）と，養成校の授
業内容の課題点を指摘している。養成校では現場で実際
に行われることを想定した造形表現の授業が行われてい
るが，ここでも成果物については画一的な作品製作が中
心となっているように思われる。

２．研究の背景
　2022 年 1 ～ 2 月に文部科学省が小，中，高校の学級
担任教員等に対して行った「通常の学級に在籍する発達
障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童
生徒に関する調査」4）では，「学習面又は行動面で著しい
困難を示す」とされた児童生徒の学校種別集計は，小学
生 10.4％，中学生 5.6％，高校生 2.2％になっている . 学
年別の集計で見ると小学 1 年生では 12％になっており，
未就学児童では同等数またはそれ以上の支援が必要な子
どもがいることが考えられる。これらのことから保育の
現場に出ていく学生たちは，造形活動を行なっていく上
でも，より丁寧に一人ひとりの子どもに寄り添った指導
が必要な事が示唆されている。
　調査対象の湊川短期大学幼児教育保育学科１回生は，
後期の授業の必修科目である「子どもと造形表現」にお
いて，モダンテクニックを中心として造形あそびのため
の技法を学んだ後，色の混色について理解するために色
彩理論ついても学んでいる。これらの作業を行った後は
スケッチブックに貼り込んでポートフォリオ形式にして
まとめて振り返りができるようになっている。また，教
材研究のために分類した素材を直接貼りつけた冊子製作
も行なっており，授業内ですでに多くの素材や道具に触
れて様々な技法を経験している。
　学生たちが授業内で経験したことをふまえて，成果物
のある造形活動についての考えを調査して分析し授業の
内容と課題を考察する。

３．調査の方法
　2022 年 12 月 23 日に「成果物のある造形活動」を行
う場合についての質問紙調査を行った。結果は本研究の
みに使用することを書面と口頭で説明し，無記名で回答
できるようにして 48 名に対して調査を行い有効回答数
48 件を得た。自由記述の回答は類似コードでまとめて
カテゴリーで分類した。

４．調査の結果
　はじめに，活動の内容を限定せずに，成果物のある造
形活を指導する場合に何が重要だと考えているかについ
て答えてもらった。
　設問の答えをグラフにした図-1 から，「子どもの満足
度」が重要だと答えた学生が 20 名で全体の 4 割を超え
ていた。次に「子どもの発達」8 名，「自由度」7 名，「目
的やねらい」6 名が続き，多くの学生が子ども一人ひと
りのことを考えて造形活動を行いたいと考えている事が
わかる。「季節感」が 3 名，「クラスの統一感」1 名と，
活動における共通性を答えた学生もいた。「保育者の経
験」「設備や環境」など活動を行うための環境を答えた
学生はそれぞれ 1 名ずつだった。（無効回答が 1 名）

　次に，保育者にとって「成果物のある造形活動」に必
要なものについて答えてもらった。

「成果物のある造形活動」を行うために保育者として何
が必要だと思いますか。
　一つだけ選んで○をつけてください。

・絵を描く技術　・工作の技術　・作品を見る力
・素材や道具の知識　
・その他（ ）

　結果は図-2 のように，32 名の学生が「素材や道具の
知識」が必要だと答えており全体の 7 割近くになった。
次いで 6 名の学生が「作品を見る力」と答えている。「工
作の技術」4 名，「絵を描く技術」1 名で，技術が必要だ
とする学生は全体の１割と少ないことがわかった。「そ
の他」5 名の意見の中には「自由な発想」「想像力」「絵
や工作を好きという気持ち」など指導者の感性の部分に
ついて答えた学生がいた。

図-2

現場で「成果物のある造形活動」を指導する場合，何
が一番重要だと考えますか。
最も重要だと思うものを一つだけ選んで○をつけてく
ださい。

・園の方針　・保育者の経験や知識　
・目的やねらい　・季節感　・子どもの発達
・出来栄え　・子どもの満足度　・クラスの統一感　
・設備や環境　・自由度　・保護者の意見　
・その他（ ）

図-1
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　続いて，選んだ理由を自由記述で答えてもらった。回
答をカテゴリーで分類すると，『素材や道具の知識』と
答えた学生のうち 15 名が「幅が広がる」「発想が広がる」
など造形活動の展開ができる事について答えている。ま
た，6 名が「アドバイスができる」「知識を伝えること
ができる」と保育者としての指導について答えている。
他には，「子どもが安全に製作できるように」「子どもた
ちにも知識を知ってほしい」と答えている学生がいた。
　『作品を見る力』と答えた理由として挙げられていた
のは，「良いところを見つけられる」「認めることも必要
だし，何が発達しているのか発達段階が確認できる」と
指導について答えているものが 3 名，「褒めてあげられ
る」が 2 名いた。他には「製作のヒントをつかめるよう
に」などが答えられていた。
　『工作の技術』では，「作り方のコツや手順も説明しな
ければならないため」「助言ができる」が挙げられており，

『絵を描く技術』では「絵をかいてそれが何かが子供に
伝わらない必要がある」（原文のまま）と答えた学生が
いた。
　『その他』の中では，「好きじゃないと伝えられない」
などがあった。

　次に，「平面でも立体でも様々な表現方法を子どもた
ちが自由に選んで製作する活動」についての考えを答え
てもらった。
　この設問は，最終的な成果物が全員同じにならなくて
もよい造形活動を想定している。子どもたちが自分で選
んだそれぞれの製作方法によって成果物の形が分化して
いく活動を行うことについて問うものである。

　一つの造形活動内で，平面でも立体でも様々な表現
方法を子どもたちが自由に選んで製作する活動を行う
事についてどう考えますか。
　一つだけ選んで○をつけてください。

・必要である　・まあまあ必要である
・どちらとも言えない　・あまり必要でない
・全く必要でない

　このような活動自体が必要かどうかを聞いた設問では
図-3 に見られるように，「あまり必要でない」「全く必要
でない」と答えた学生は 0 名だった。「どちらとも言え
ない」は 1 名であった。「必要である」が 43 名で，「ま
あまあ必要である」と答えた 4 名を合わせると，ほぼ全
員の学生が，表現方法を子どもたちが自由に選べる造形
活動を必要だと答えた。

　続いて，こういった活動を行う場合に重要だと思うこ

とについて，造形活動の内容を限定しなかった設問と同
じ選択肢をあげて答えてもらった。

（前設問）のような活動を行う場合何が一番重要だと考
えますか。
最も重要だと思うものを一つだけ選んで○をつけてく
ださい。

・園の方針　・保育者の経験や知識　
・目的やねらい　・季節感　・子どもの発達
・出来栄え　・子どもの満足度　・クラスの統一感　
・設備や環境　・自由度　・保護者の意見　
・その他（ ）

　図-4 から，「自由度」が重要と答えた学生は 18 名と 4
割近くになり，「子どもの満足度」は 16 名と 3 割を超え
た。活動内容を限定しなかった設問と上位の回答は人数
に変化はあったものの同じ選択肢が選ばれている。活動
における共通性を挙げる学生はいなかった。その他の意
見には，「想像力」があった。

　最後に，「平面でも立体でも様々な表現方法を子ども
たちが自由に選んで製作する活動」を行う場合，授業で
学んでおきたいことは何かという設問に自由記述で答え
てもらった。
　回答をカテゴリーで分類すると，「技法や材料」「道具
の使い方」「身近なものからどのようなものが作れるか」
などの造形活動の知識について学んでおきたいと答えた
学生が 14 名となり，次いで，「表現の仕方」「どう表現
すればよいか」などの表現方法について挙げた学生が７
名だった。ここでは 4 割以上の学生が，成果物を子ども
たちが自由に製作するには，保育者が知識としての素材
や道具，表現方法を身につけている事が必要だと考えて
いることがわかる。
　他には，「保育者としての対応」など指導方法につい
て２名が答えていて，「環境」を挙げている学生も２名
いた。「どのような危険が考えられるか」「自由すぎた時
の対応」など活動に対する不安を感じる意見もあった。

５．結果からの考察
　調査の結果から，多くの学生が造形の授業で学びたい
事は素材や道具の知識や表現方法であることがわかっ
た。また，子どもたちの行う造形活動の終わりに成果物
の形を固定せず，自由な表現方法で活動を行う場合にも
これらが必要だと考えていることが明らかになった。

図-3

図-4
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　アレッサンドラ・ミラーニは著書の中で，レッジョ・
エミリアの考え方を取り上げ，「素材や技法にはそれぞ
れ違った有効性と構成力があるのであって，子供たちに
とって，同じアイデアを，異なる材料を使って（紙，プ
ラスチック，粘土などなど）表現する機会を与えられ
ることが，大きな成長のチャンスになるとされます。」５）

と記している。学生たちは，子どもたちの成長のために
も自由で自発的な表現をしてほしいと考えているからこ
そ，より多くの選択肢を示すことのできる保育者になり
たいと考えているのだろう。
　本学の授業で１回生は，少人数のグループに分かれて
３コマずつ５人の専門の教員のもとを移動して学ぶ「基
礎ゼミⅡ」を必修科目として受講している。この中で造
形に関する授業の新たな取り組みとして，子どもの遊べ
るオリジナルの「おもちゃ」や「ゲーム」を考えて製作
した後にグループ内でプレゼンテーションを行い，体験
したり遊んだりしてからお互いに評価し合う事を行って
いる。素材や道具類は教室の棚や段ボールの箱に入れて
あり，そこから学生自身が必要なものを自由に使えるよ
うになっている。また，技法や表現方法について質問が
あればそれに対していくつかの選択肢を提案する事でそ
れぞれが自分の作りたいものを製作している。同じテー
マのもとでも，学生自身の考え方によって製作物の形は
分化していき，最終的な仕上がりは平面や立体など様々
な表現がみられることになった。この授業は少人数のグ
ループで行っているために，お互いに評価し合う時間が
多くあることで各自が工夫した点について十分に共有す
る事ができるため，自分以外の考え方について学ぶこと
で素材や技法の応用力を身につけていける。学生はこの
カリキュラムのもとで，実践的に素材や道具の知識や表
現方法の知見を広げているといえる。

６．おわりに
　子ども一人ひとりの発達や表現したいものを考えた時
に，時間や環境の制約を考慮すれば，最後は全員に同じ
ゴールを設定した方が活動の目安はつきやすく，進度や
子どもたちの発達の違いも確認しやすい。最後まで諦め
ずに仕上げる事や，みんなと同じものを作ったという達
成感を味わう活動も必要ではある。しかし，子どもの自
由で自発的な活動を考えるならば，評価方法も含めて成
果物に対する考え方を見直さなければならないだろう。
成果物の最終的な形にこだわらなければ，子どもたちが
作りたいものは，その時に子どもたちが選んだ方法で自
由に表現できるのである。領域「表現」について幼稚園
教育要領解説では，「自分の好きな表現の方法を見付け
出すことができるようにすることが大切である。また，
自分の気持ちを一番適切に表現する方法を選ぶことがで
きるように，様々な表現の素材や方法を経験させること
も大切である。」6）と記されている。これは，子どもたち
に対する指導方法について記されたものであるが，養成
校で学ぶ学生についても同じことがいえる。養成校の授
業で，成果物が様々に分化していく造形活動について学
ぶ機会があれば，実践の中で体験的に得た汎用性のある
素材や道具の知識や表現方法を使って，保育の現場にお
いて子どもの造形活動の世界を広げていく事ができるは
ずである。そして，子どもたちが造形活動の中で見つけ
た方向性を形に表す最後まで寄り添い，製作の過程が積
み重った先に出来上がったものを成果物として受け入れ
られる保育者となれると考える。

今回の調査で明らかになった学生が学びたいと考えて
いる事は，広範囲で多くの時間が必要とされる部分もあ
る。そのため，どのように授業に反映させていくかは今
後の課題である。これからも，現場の保育者の方々への
調査を行っていくことや，子どもへの実践を行いながら，
造形の授業について考察していきたい。

注
１）厚生労働省 編（2018）「幼稚園教育要領解説」『フレー

ベル館』，pp.245．
２）深谷ベルタ（2018）「造形遊び」風鳴舎，pp.127-

pp.129．
３）大塚 貴之，稲田 達也（2021）「幼稚園教諭・保育

士養成課程における造形の授業が有する課題に関す
る文献レビュー」『大阪総合保育大学紀要』第 16 号，
pp.129．

４）文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的
支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」
調 査 結 果　https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chousa/shotou/054/shiryo/attach/13612 31.htm（ 参
照 2022-12-29）

５）アレッサンドラ・ミラーニ　水沢透 訳（2017）「レッ
ジョ・アプローチ」文藝春秋，pp.159．

６）「前掲書」（2018）フレーベル館，pp.234．
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保育者養成における学生の「絵本」に対する意識の一考察
～保育内容「言葉」の授業を通して～

A consideration of students' awareness of picture books in childcare teacher training
～ Through classes on childcare content“words”～

佐　藤　奈　美
Nami SATO
湊川短期大学

要旨
　保育の専門性を高めるために学生は絵本についての専門的知識を高め，心が揺れ動く実体験を積み重ねる必要があ
る。そこで本研究は保育内容「言葉」の授業において，絵本に関する実践的な授業を展開し，絵本への知識と絵本環
境についての意識の変化について，質問紙と実践の結果から分析した。その結果，学生は，他者の実践を参考にし，
他者に向けて実践することにより【読み聞かせ技術の習得】をした。加えて，絵本に実際に触れ，何冊もの絵本に出
会い，多読したことで【絵本の知識の向上】につながったと認識していることが示唆された。

キーワード：言葉，絵本，環境，児童文化財

1．はじめに
　幼児期の豊かな言葉を育むために保育者は様々な環境
を構成する必要がある。中でも児童文化財である絵本は，
乳児から読み聞かせをすることで豊かな言葉の獲得や表
現力につながる。絵本は，子どもがストーリーに入り込
み，自分の体験と重ね合わせること，知らない世界のイ
メージを広げること，絵本で知ったことを生活の中で表
現すること1）など，限りなく子どもの成長を支える。絵
本は保育生活を豊かにする保育教材であることは，既知
の知識だろう。
　絵本の力について河合・松居・柳田（2001）2）は討議
で以下のように述べている。「日本は子どもに知識を詰
め込む道具であるという力が強すぎる。子ども時代は
もっと情緒的，感性的なものの方が大事であり，その点
において絵本はすばらしいものである（河合）」「絵本は
子どもに読ませるのではなく，大人が読んでやる本であ
る。子どもの気持ちが動かない絵本は絵本の意味がない。
頭ではなく，心の中にどんな言葉があるのか，要は面白
いかということが大切である。（松居）」「素晴らしい日
本語が子どもたちのアイデンティティを育ててゆく。情
報化社会の中で，魂を揺さぶられる時間と空間を得られ
る媒体は絵本ではないだろうか。絵本の力や可能性につ
いて後世に受け継ぎ残していくものであり，その絵本の
力を最大限に活かす方法は読み聴かせである。（柳田）」
保育者を目指す学生は，絵本の力が子どもにとってどれ
ほど大事であるのかを理解するためにも，絵本の知識を
深めておく必要がある。
　しかしながら，近年読書する若者が減少してきており，
本離れは社会問題にもなっている。本離れを解消するた
めに，まず子どもの頃から読書週間を身につけられるよ
う，図書館や学校など地域で様々な取り組みが行われて
いる 3）。例えば，ブックスタートと名付けて０歳児に楽

しい「絵本体験」と「絵本」をセットでプレゼントする
自治体の事業は秋田県をはじめ全国に拡がっている。4）

　幼少期に読書に触れる機会を増やすためには，保育
の環境としての絵本は欠かすことのできない教材とな
る。加えて，絵本の読み聞かせは互いの信頼関係を育む
ための役割も果たす。川合・高橋ら（2008）5）は，絵本
の読み聞かせボランティアをしている保護者へのインタ
ビューから，本の読み聞かせは読書離れだけでなく，親
子のコミュニケーションの改善にも有効であると示して
いる。絵本は言葉の獲得だけにとどまらず，コミュニケー
ションや信頼関係にもつながる教材であり，保育者養成
校は授業において，絵本に触れる機会をできるだけ増や
す事が望まれている。

2．問題と目的
　保育者をめざす養成校学生は「本離れ」をしている世
代である。しかし，前述したとおり，保育と絵本は切り
離すことができず，子どもにとっての絵本環境の意義に
ついては実践的に学んでおく必要がある。幸い学生は読
書が苦手であっても絵本に対する興味は高く，主体的に
学ぼうとする姿は見受けられる。三木（2019）6）は，保
育者と保育学生を対象にした研究結果により，「よい絵
本を紹介する書籍はたくさんあるが，それを読むよりは
まず，実際の絵本に触れてみる，見てみる，読んでみる
ことが重要であろう」と触れている。まずは学生が実際
に絵本に触れることが学びにつながる。絵本をみて心動
かされる体験により，保育に必要な絵本の知識が高まる
のではないだろうかと考えた。
　そこで本研究では，絵本に関する実践的な授業を展開
し，学生が絵本環境の意義や，知識につながったのかに
ついて明らかにすることを目的とする。更に本研究の結
果により，今後の授業改善に活かしたい。
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3．研究方法
　保育内容「言葉」において，学生が「絵本」に親しむ
ための授業を実践する。加えて，受講生を対象に授業終
了後，質問紙調査を行う。授業での学生の取り組み姿勢
と，実践終了後，チームズによる FORM を利用したオ
ンラインでの質問調査結果から検討する。その際，学生
の「絵本」への意識づけにつながったのかについて着目
した。なお，学生の意識について明らかにするために，
自由記述の分析を中心とした。質問内容は以下となる。

①毎週のグループワークによって，読み聞かせの実践
力が向上したと思いますか。

②友達の読み聞かせを聞いて，勉強になりましたか。
③毎週のグループワークにより，絵本への興味が高ま

りましたか。
④読み聞かせのグループワークについて感想をお聞か

せください。
　設問①－③は４件法での回答で，設問④のみ自由記述
とした。

3-1．実践内容
　保育内容「言葉」の授業内で９回に及ぶ絵本に関する
内容を実施した（表１）。４，５人のグループワークが基
本となり，第２回目の授業から第 10 回目まで，継続し
て行った。授業の内容は大きく３つになる。
　まず，授業の冒頭 15 分程度で絵本の読み聞かせワー
クを行った。ワークの内容はテーマに合わせた絵本を各
自選んで２，３冊持ち寄る。その中でひとり１冊ずつの
読み聞かせをする。従って，毎週少なくとも７冊の絵本
を知ることになる。全員が読み終えたら，ブックリスト
を仕上げて読み聞かせ演習を終了する。さらに，読み聞
かせの最終日には各グループでまとめたものを一部提出

させ，クラスで共有できるように１冊のブックリストを
仕上げた。
　次に，各自選んだ絵本の中から，お気に入りの１冊を
選び好きな場面で「絵本かるた」を製作した。
　最後に絵本講師による実践的な講義を受講し，全９回
の絵本に親しむ演習内容を終了とした。

4．結果と考察
　調査協力者は M 短期大学幼児教育保育学科で保育内
容「言葉」を履修している 50 名とする。受講生には質
問紙の趣旨，個人の不利益とならないこと，研究で使用
することを説明し了承を得ている。有効な回答は欠席者
等も含まれ 43 名であった。

4-1．絵本の読み聞かせについて
　毎週実施した読み聞かせ演習について，質問紙と実践
から分析する。絵本の読み聞かせは，回を重ねるごとに
学生の読み方，持ち方など技術面での向上が見られた。
質問紙によると，98％が実践力が向上したと認識してい
る（表２）。また表３から，グループでの実践がより学
びを深め，実践力向上につながったととらえられる。読
み聞かせの技術面や，絵本の種類などの知識が向上して
いることを自身で認識しており，保育者への自信につな
がっていることが伺える。加えて，実践授業の目標とし
た絵本への興味は半数以上の 68％が強く感じているこ
とが明らかになった（表４）。自由記述の分析は KJ 法（川
喜多，1967）の手法を参考に，コード化，カテゴリー化
を行った（表５）。その結果，104 つのコードから，３
つのカテゴリ―が抽出された。なお，分析のカテゴリー
は【　】，サブカテゴリーは《　》で示し，記述例であ
るコードを「　」を加えながら受講生の意識を概要する

表１　絵本に関する授業内容

回数 テーマ 絵本例
読み聞かせ時間 学生がまとめた絵本の紹介文

1 ５歳児 ねこのラーメン屋さん
７分

町で人気のラーメン屋さん。蝶ネクタイが似合う三毛猫がこだわりの
ラーメンを作りますが、だれも食べようとしません。理由は？

2 ４歳児 ペンギンホテル
６分

動物達が泊まりに来る海の上のペンギンホテル。オーロラを見たいラ
イオン、人と待ち合わせている狐…。最後はプレゼントを配り終えた
サンタさんが深夜にやってきます。

3 ３歳児 とりかえっこ
５分

僕の声と君の声とりかえっこしない？

4 ２歳児 サンドイッチサンドイッチ
２分

ページをめくるたびに出来上がっていくサンドイッチ！

5 0．1 歳児 がたんごとん
１分　

がたんごとんと真っ黒な汽車がやってきます。みんなを乗せて終着駅
へ。繰り返しのリズムが楽しい絵本です。

6 自立を促す くんちゃんのはじめての
がっこう

授業についていけないくんちゃんをやる気にさせたのは…。

出版
30 年以上前

おおきなかぶ 「うんとこしょ、どっこいしょ」皆で力を合わせて引っ張ります。

行事や季節を
楽しむ

ねずみくんのクリスマス 小さなクリスマスツリーを笑われたねみちゃん。本当は大きなものの
飾りだったのです。

7 リスト作り グループでまとめたブックリストをクラスで共有。
8 かるたづくり 自分の好きな絵本をブックリストから選び、かるたを制作。
9 絵本講義 ・絵本の基本的名称や読み聞かせの技術

・本の内容や年齢に合わせた読み聞かせ方法
・本の選び方など、絵本講師による実践講義を受講
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と次のようになる。
　【絵本の知識の向上】と認識した学生は，テーマに沿っ
た絵本選びをすることで，《多種多様な絵本》を知るこ
とにつながったとしている。さらに「自分が見つけられ
なかった面白い絵本」に出会えて，《面白い絵本》を見
ることができたとグループワークによる効果が示され
た。興味深かったのは，「友達が読んでいた本が面白く
て購入した」という記述である。見たことのない絵本に
友達を通して出会い，心が動かされているということが
明らかになっている記述例である。たくさんの絵本を知
ることから様々な知識を高めている。
　カテゴリーの２つ目は【読み聞かせ技術の習得】であ
る。コード数は 37 で，43 名中，37 名が《他者から習得》
していることを記述している。「読み方が違ったり，読
むスピードが違ったりして勉強になるところがあった」
など，それぞれの読み方を認め，尊重し，参考にしなが
ら，技術を習得している。加えて，「きちんと全員に見
えるように絵本を持つことが意識できるようになった」

「複数人を目の前にして絵本を読むのでたくさん練習し
た。」など，《他者への実践から習得》していることも確
認できた。
　他者の読み聞かせを聞いたり，絵本を選んだりという
ワークにおいて，《発見・気づき》もあった。「保育士に
なったときに役立つ」「テーマにそった絵本を選ぶのは
難しい」などの記述からも保育者としての学生の【新た
な知見】が示された。
　グループワークにしたことで，人に見せるための工夫
や，友達の読み聞かせをみて刺激を受けるなど期待して
いたような相乗効果がみえ，有効的であったことが質問

表２　読み聞かせの実践力が向上したか　n ＝ 43
人数（人） 割合（％）

強くそう思う 20 47
そう思う 22 51
あまり思わない 1 2
全く思わない 0 0
総計 43 100

表３　友達の読み聞かせが勉強になったか　n ＝ 43
人数（人） 割合（％）

強くそう思う 34 79
そう思う 9 21
あまり思わない 0 0
全く思わない 0 0
総計 43 100

表４　絵本への興味が高まったか　n ＝ 43
人数（人） 割合（％）

強くそう思う 28 65
そう思う 15 35
あまり思わない 0 0
全く思わない 0 0
総計 43 100

表５　自由記述のカテゴリー分析結果

カテゴリー サブカテゴリ― 記述内容例（一部抜粋） コード数
（n＝104）

絵本の知識の向上 面白い絵本 自分が見つけられなかった面白い絵本に出会えた。 8
友達が読んでいた本が面白くて購入した。

多種多様な絵本 絵本の種類を知ることができた。 24
年齢別や季節の絵本，人気の絵本など自分の知らない絵本を知る
機会になった。

読み聞かせ技術の
習得

他者から習得 人それぞれ絵本の読み方が違ってそれぞれ参考にできるものが
あった。

37

あまり声色を変えず優しい声で読む人や，見ている人が引き込まれ
るように大きく抑揚をつけて読む人など様々いて，勉強になった。
読み方が違ったり，読むスピードが違ったりして勉強になること
があった。
こんな読み方もあるのかと読み方や見せ方を学ぶことができた。

他者への実践から習得 きちんと全員に見えるように絵本を持つことを意識できるように
なった。

18

聞こえやすくなる話し方や，抑揚の付け方など考えながら反応を
見てできた。
複数人を目の前にして絵本を読むのでたくさん練習した。

新たな発見 発見・気づき 改めて絵本の楽しさに気がつくことができた。 12
実習前の練習になった。
テーマ（年齢）にそった絵本を選ぶのは難しいと思った。
保育士になったときに役立つと思った。
童心にもどって楽しかった。

その他（カテゴリーが上記に属さない記述） 5
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紙により明らかになった。

4-2．ブックリストと絵本カルタの作成
　ブックリストの作成は，実習や保育の現場でも参考に
なるものとしてまとめた（写真１）。さらにリストから
お気に入りの絵本を１，２冊選び，かるたを製作する演
習では，それぞれのオリジナリティーが発揮された（写
真２）。絵札と読み札を考えることは，その絵本にじっ
くり向き合うことにもなる。作者がどの言葉を大事にし
ているのか，どの場面が印象深いのかなど考えることで，
絵本への興味はより高まる。心が揺れ動いたシーンを描
いた学生もいれば，絵のタッチが好きで描いた学生もい
たようである。カルタを作ることで，絵本を楽しむこと
につながり，絵と言葉の面白さに触れていた。

　完成したかるたを持ち寄り，かるた大会を実施したこ
とで，さらに遊びが広がっていた。自分の絵札を必死で
探したり，友達の絵札を探し当てたり同じ絵本を選んで
いても違う絵や読み札になっていることも興味深かった
ようである。どの絵本を選び，どの場面にするのか，読
み札となる語句はどうするのかなど，グループで相談し
ながら主体的に学んでいる姿が見られた。本離れした若
者が「絵本に親しむ」という授業の目標はその姿からも
達成できているといえる。

4-3．絵本の講師による実践講義
　絵本講師による専門的な知見は，絵本に携わってきた
からこそ出てきた質問や，学びになっていた。以下は，
絵本講師による講義受講後の自由記述の一部である。

・本の読み聞かせはどちらかと言えば苦手なタイプで
す。しかし，今日の講義を聞いて，本の持ち方やペー
ジのめくり方などを教えて頂き読み方のコツを掴め
た気がします。

・教えて頂いたことを現場で活かせるよう授業内での
読み聞かせの時から意識して読みたいと思いました。

・今まで何も気にせず読むようにしていました。でも
今回，絵本の持ち方やどのように読んでいくのかな
どを教えて頂いたのでこれから絵本を読む時は教え
て頂いたことを思い出して読むようにしていこうと
思いました。

・今まで絵本を読む時は抑揚をつけないといけないと
思っていましたが，抑揚をつけすぎると子どもたち
は絵本の内容ではなく抑揚を楽しんだり，期待して
しまうと教えて頂き，抑揚をつけすぎるのは良くな
いと気付きました。

・講義の中で絵本を読むことは片手間には出来ないと
いう言葉が特に頭に残りました。

　授業で実践してきた読み聞かせを自ら反省し，課題を
もって講義での学びを生かそうとしていることが読み取
れる。自由に質問する場面では，読むときの環境や，本
の選び方，光の反射についてなど，専門的な質問となっ
ていた。

5．まとめと課題
　本研究では，子どもにとっての絵本環境の意義につい
て実践的に学ぶことで，本離れした学生が，絵本への興
味を高めたのかについて明らかにすることを目的とし
た。結果として，実践的な絵本に関する授業により，保
育において絵本の環境づくりを認識し，読み聞かせへの
興味につながったことが示された。グループワークにお
いては，他者の実践を参考にし，他者に向けて実践する
ことにより【読み聞かせ技術の習得】をした。加えて，
絵本に実際に触れ，何冊もの絵本に出会い，多読したこ
とで【絵本の知識の向上】につながったことが明らかに
なった。青木（2021）7）の研究によると，「絵本の知識は
保育の専門性につながる」と 100％近い現役保育者が回
答しており，さらに学生時代に学んでおくべきことの１
位が「絵本の種類」であった。本研究における実践授業
において，絵本の知識や絵本の種類を学んだ学生は，保
育の専門性の学びにもつながったのではないだろうか。
保育実習での読み聞かせで，子どもが無反応だったと落
胆する学生について村田（2018）8）は次のように述べて
いる。
　子どもは「言葉を楽しむ遊び感覚」を全開にしてお話
やイメージの世界を冒険しているのである。大人は，絵
本を声に出して読んでいる自分のすぐ傍らにいる子ども
が，身じろぎもしない静けさのなかで，どのような喜び
や楽しみに満ちた享受の体験をしているのかを，なかな
か感じとることができないかもしれない。なかには，せっ
かく絵本を読んだのに，子どもが無反応だったと落胆す
る保育者や親もいる。しかし，じっと絵本を見つめて動
かない 子どもはそのとき，視覚も聴覚も触覚もすべて
動員して「言葉を楽しむ遊び感覚」を全開にし，言葉に
よって紡ぎだされる物語やイメージの世界を全身で受け
とめ，言葉が自分のなかで物語の世界を開いてみせ，そ
の世界のなかで言葉が「生命あるもの，生きて働きかけ，
イメージをつくりだすもの」として，つぎつぎと新しい

写真１　ブックリスト（グループ）

写真２　絵本かるた
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場面や懐かしい場面を開き 示していくのを経験し，そ
の世界を冒険しているのである。

　絵本と保育は切り離せないものである。保育の専門性
を高めるために学生は絵本についての専門的知識を高
め，心が揺れ動く実体験を積み重ねる必要がある。本研
究において学生は多様な絵本に実際に触れ，読み聞かせ
の技術を獲得し，絵本への意識が変化したことは示唆さ
れた。しかしながら，絵本と発達との関連性や，絵本と，
豊かな言葉や表現へのつながりについては，学生が自由
記述で触れることはなく，今後の授業における課題であ
ろう。
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呼吸が心身の健康に及ぼす影響
Effects of breathing on physical and mental health

小　原　宏　基
Hiroki OHARA
湊川短期大学

Keywords：Abdominal breathing, Thoracic breathing, Physical and Mental health

Abstract
　As of December 2022, we are still in the midst of the COVID-19 pandemic, and finding an easy way to reduce
stress is important in the field of psychology. The purpose of this study was to investigate the breathing method
that is best for stress reduction among abdominal breathing, thoracic breathing, and normal breathing. We found
that abdominal breathing for one minute significantly reduced physical and mental fatigue compared to thoracic
breathing and normal breathing.

１．研究背景と目的
　新型コロナウイルスは 2019 年 12 月に初めて確認され
て以降，全世界で蔓延し続けており（杉下他，2020），
それによってストレスを抱える人が増加している。それ
から３年後の 2022 年 12 月上旬現在，厚生労働省の調査
では PCR 検査による陽性者数は全国で延べ 25,554,733
人であり，１日辺り（12 月 07 日（水）のデータを参照）
でも 149,383 人と多くの感染者が存在している（厚生労
働省，2022）。現状行動制限は行われていないが，今は
まだ収まったとは言えない状況である。またこころの相
談件数のうち，新型コロナウイルスによるものは増えて
いるとの報告もある（齋藤・法眼，2022）。
　このように我々は日々の生活の中でストレスを受ける
可能性が高いため，容易にできるストレス軽減方法を見
出す必要がある。そこで，小原（2022）は思考場療法

（Thought Field Therapy：TFT）を用いた実験的研究
を行い，ストレス軽減に関する一定の結果を得た。しか
し，それ以外にも様々なストレス軽減方法が存在し，今
後もより実施しやすいものを見出す必要がある。その中
で今回は呼吸法に注目した。
　現状有名な呼吸法としては，ヨーガ療法で用いられて
いる呼吸法や心拍変動（Heart Rate Variability：HRV）
を用いた呼吸法などが挙げられる。まず村上・橋本

（2015）は呼吸法や瞑想などが含まれたアンチエイジン
グヨーガを用いて実験を行い，効果があることを示した。
しかしこの研究では，呼吸法以外の技法も同時に用いら
れている上に，ヨーガ療法に精通する必要があるため，
容易に用いることは難しいといえる。次に杉浦・松永・
榊原・大平（2015）は HRV バイオフィードバック法を
用いて，急性ストレス課題前後の主観的ストレス感につ
いて検討した。結果，HRV バイオフィードバック法を
用いた後の方がストレスを制御できることを示した。ま
た梅沢（2020）は HeartMath 社の em Wave®Pro を用
いて呼吸法の評価を行い，呼吸法のトレーニングの重要
性について触れた。しかし，これらの呼吸法は日々のト
レーニングが必要であるため，すぐに取り入れることは
難しいと思われる。

　ここで一度呼吸そのものに立ち戻りたい。呼吸とは普
段人間が生きるために無意識に行っているものである。
また先述した通り，呼吸は心身に影響を及ぼすといわれ
ている。そのことから，少し意識をして呼吸するだけで
癒し効果を得られる可能性があるのではないだろうか。
　呼吸には大きく分けて腹式呼吸と胸式呼吸があり（cf.
梅沢，2020），これらの呼吸法の効果を検討することは
一定の価値があると考えられる。寺井・梅沢（2004）は
胸式呼吸と腹式呼吸のセルフコントロールの効果につい
て検討した。結果，リラクセーションを促進するために
は腹式呼吸の練習に時間をかける必要があることを示し
た。しかしながら，この研究では明確な数値比較は行わ
れていない。またインターネットなどを検索すると胸式
呼吸を支持する人も多く存在する。そのような中，胸式
呼吸に関するストレス解消に関する研究については先述
したもの以外で筆者自身探し出すことができなかった。
　そこで本研究では容易に用いることが可能である呼吸
法として，腹式呼吸と胸式呼吸，そして通常の呼吸に焦
点を当て，ストレス軽減にはどの呼吸法が良いのかにつ
いて検討することを目的とした。

２．仮説
　一般的に腹式呼吸が最もリラックスできると言われて
おり，様々な研究も存在する（cf. 坂木，2001；寺井・梅沢，
2004；榊原，2011）。そのことから，本研究の仮説は腹
式呼吸のみが有意にストレス軽減の効果があるとした。

３．方法
１）実験参加者
　短期大学の学生 62 名（男性３名，女性 59 名；平均年
齢 18.87 ± .90 歳）が同意の上，実験に参加した。すべ
ての実験参加者は，実験の遂行に支障を与えるような知
覚運動機能はなかった。なお本研究は，湊川短期大学研
究倫理委員会の承認（倫 2022-001）を得て実施された。

２）実施方法
　まず実験参加者へ実験についての説明及び同意を得た
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後，現在の主観的な心身の疲れ度合いについて０（全く
疲れていない）～ 10（とても疲れている）の 11 件法で
回答を求めた。次に実験者の指導の下，無作為に指定さ
れた呼吸法（腹式呼吸・胸式呼吸・通常の呼吸）を１分
間実施した。最後に呼吸法導入前に実施したものと同様
の形式で主観的な心身の疲れ度合いについて回答を求め
た。これを呼吸法を変えて計３回繰り返した。そのこと
から総試行数は３回であるため，かかった時間は説明と
３回の実験を含めて 15 分程度であった。

３）分析方法
　Excel 処理されたデータを IBM SPSS Statistics 28

（Windows 10）によって記述統計および統計処理を行っ
た。３種類の呼吸条件に対し呼吸の前後の心身の疲れ度
合いについて，対応のある×対応のある二要因分散分析

（３呼吸条件×２計測条件）を行った。統計の有意水準
は有意な差を１％（p < .01），５％（p < .05）とした（竹
原，2013）。

４．結果
　図１は呼吸法前後の心身の疲れ度合いを比較した結果
であり，表１はその得点と標準偏差をまとめたものであ
る。対応のある二要因分散分析（３呼吸条件×２計測
条件）を行った結果，有意な交互作用がみられた（F（2,
122）＝6.71，p < .01，ηp2＝.10）。そこで単純主効果の
検定を行ったところ，腹式呼吸法の前後で測定した心身
の疲れ度合いのみが有意であった（p < .01）。また主効
果については計測条件で有意差がみられたが（F（1, 61）
＝5.96，p < .05，ηp2＝.09），呼吸条件では有意差がみ
られなかった（F（1, 122）＝ .40, n.s., ηp2＝.01）。よって，
本研究の仮説は採択された。

５．考察と今後の展望
　本研究では，腹式呼吸と胸式呼吸，そして通常の呼吸
という３種類の呼吸法のうち，どの呼吸法が最も心身の
疲れ度合いに影響を及ぼすのかについて検証した。呼吸

に関する先行研究では，ヨーガ療法の呼吸法の効果（村
上・橋本，2015）や HRV バイオフィードバック法の効
果（杉浦他，2015）について検証がなされており，一定
の効果を見出した。また腹式呼吸と胸式呼吸の比較（寺
井・梅沢，2004）も行われているが，数値による明確
な比較ではなかった。そこで本研究では３種類の呼吸
法（腹式呼吸・胸式呼吸・通常の呼吸）の前後で心身の
疲れ度合いに違いがあるのかどうかについて検討した。
本研究の仮説としては，これまでの研究結果（cf. 坂木，
2001；寺井・梅沢，2004；榊原，2011）を踏襲し，腹式
呼吸法の前後の方が他の呼吸法のそれよりも有意に心身
の疲れ度合いが減弱するとした。
　結果，意識して腹式呼吸法を行うことで心身の疲れ度
合いが改善することが示された。これは腹式呼吸法に効
果があることを示しており，寺井・梅沢（2004）の主張
とも一致している。また医学分野の研究からみると，松
尾・山本・米田・三木（2003）は腹式呼吸の効果につい
て検討しており，腹式呼吸のコントロールに成功すれば
換気効果を改善し，呼吸困難感を緩和する可能性を示し
た。この呼吸困難感の緩和というものが心理的にも影響
があり，呼吸が楽になったことで心身の疲れ度合いが改
善されたと感じた可能性が考えられる。しかし，これは
今後の検討課題に入るであろう。
　先述した通り，呼吸法にはヨーガ療法由来のものや
HRV を用いたものなど様々なものが存在する。また人
間は日々呼吸をしなければ生きていけず，これは無意識
行動の１つである。今回そのような呼吸のうち腹式呼吸
を意識的に１分間実施するだけで癒し効果があることが
統計学的に明確になった。この結果は呼吸という無意識
行動を少し変えるだけで誰でも容易に癒し効果が得られ
るということになろう。
　しかしながら，本研究には課題も散見される。まず呼
吸の統制である。今回複数名が同時に実験に参加したこ
とから，各呼吸法を間違わずに実施していたのかどうか
について明確な確認ができていない。そのことから，個
別実験でも同じ結果が得られるのかどうかを確認する必

図１　呼吸法前後の比較

表１　呼吸法前後における心身の疲れ度合いの平均値と標準偏差
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要がある。次に実験環境の問題である。湊川短期大学は
男女共学であるが，男性の人数よりも女性のそれの方が
圧倒的に多い。そのことから性差の分析ができていない。
そのため，今後臨床現場で活用するためにもさらなる検
討が必要であるといえる。

要旨
　2022 年 12 月現在，いまだ新型コロナウイルス禍にあ
り，容易にできるストレス軽減方法を見出すことは心理
学分野において命題となっている。そこで本研究では腹
式呼吸と胸式呼吸，そして通常の呼吸の中で，ストレス
軽減にはどの呼吸法が良いのかについて検討することを
目的とした。結果，腹式呼吸を意識的に１分間継続する
ことで胸式呼吸や通常の呼吸よりも有意に心身の疲れを
軽減することが示された。

謝辞
　本研究を行うに辺り，実験にご協力くださった湊川短
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保育実習におけるリアリティ ･ショック
―質的データ分析法による自由記述の分析―

Reality Shock in Childcare Practice :
Analysis of Free-text Descriptions Using Qualitative Data Analysis Methods

南　　　雅　則
Masanori MINAMI

びわこ学院大学

・
・

松　本　直　子
Naoko MATSUMOTO

湊川短期大学

要旨
　本研究の目的は，保育実習に参加した学生が「保育実習におけるリアリティ・ショック」に対してそれをどのよう
に対処しようとしたのか，また，自分の認知をどのように変えていくことで環境との適合を図ろうとしたのかを探索
的に検討することであった。近畿地方にある短期大学（２校）の保育士養成課程に在籍する大学生 94 名（男子４名，
女子 90 名）が本研究の協力者となった。保育実習期間の終了後，実習前に予想していたことと実際に異なっていた
ことや，実習を通して学んだことなどを 400 字程度の自由記述で求めた。質的データ分析法を援用し，保育実習にお
けるリアリティ ･ ショックを規定する 20 の概念コードと３つの大カテゴリー，７つの中カテゴリーが生成された。
本研究の結果，「保育実習におけるリアリティ ･ ショック」は，学生に保育者としての資質とは何なのかということ
を問い掛け，学生自身の成長につながったことが示唆された。
   
キーワード：保育実習　リアリティ ･ ショック　質的データ分析法

Abstract
　The purpose of this study was purposed to clarify how students who participated in childcare practice attempted
to cope with reality shock in childcare practice and how they tried to adjust to the environment by changing their
perceptions. 94 junior college students (4 males and 90 females) enrolled in nursery teacher training programs
at junior colleges (2 junior colleges) in the Kinki region participated in this study. After the end of the childcare
practice, the students were asked to write a free description of approximately 400 words about what they had
expected before childcare practice and what they had   learned through childcare practice. Using qualitative data
analysis methods, 20 concept codes, 3 major categories, and 7 medium categories were generated to define reality
shocks in childcare practice. The results of this study suggest that Reality Shock in Childcare Practice made
students think about the qualities of a nursery teacher and promoted their own growth.

Key Word: Childcare Practice　Reality Shock　Qualitative Data Analysis Methods

１　問題と目的
　保育者養成校の学生にとって実習とは，これまで講義
で学んだ理論と実践を結びつけながら自己の保育観を形
成し，保育者となるための準備を育むプロセスと捉え
ることができるもの（浜崎・加藤・寺薗・荒木・岡本，
2008）であり，学生にとっては子どもたちを目の前にし
て実践を積み，新しい気づきを得ることのできる場の一
つである。
　保育実習の重要性に関する先行研究について，谷川

（2010）によれば，その多くは実習の結果として学生に
どのようなことが身についたのかという教育的効果のみ
に問題の焦点が当てられており，学生が変容に至るプロ
セスを捉える視点が希薄であり，学生自身の認識に基づ
いた実習の内実が論じられていないことから，保育実習
における学生の変容プロセスを検討することの必要性が
指摘されている。また，浜崎ら（2008）によれば，実習

態度や実習充実感は保育への好奇心に影響を与えている
ことが明らかにされており，実習中に得た充実感や満足
感はさらなる保育への関心を高めることが示唆されてい
る。しかし，岩井（2001）によれば，保育実習中は子ど
もへの関心よりも自分の評価に関心があることが指摘さ
れており，浜崎ら（2008）も，保育実習における充実感
や対人関係よりも，自分の保育がうまくいったかどうか
という自己の保育行動への関心の高さが保育者効力感に
強く影響することを指摘している。
　谷川（2010）は，実習における学生の戸惑いや葛藤と，
それに伴う学生の保育に関する認識の変容プロセスを

「リアリティ ･ ショック」という概念を用いて把握しよ
うと試みている。リアリティ ･ ショックとは，自分の職
業に対して向上心を持って臨む人が，職場の現実と自ら
の職業的な理想や価値との間に生ずるズレによって，う
まくいかない，あるいは成果が得られないと感じたとき
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の反応（Kramer，1974）であるとされる。谷川（2010）
は，保育職にリアリティ ･ ショックをあてはめたとき，
養成教育を終えた新卒保育者がリアリティ ･ ショックに
直面することが想定されるが，実際には，それ以前の養
成課程においても学生が実習を通じて現場を体験する際
にしばしばリアリティ ･ ショックに直面すると述べてい
る。リアリティ ･ ショックが，用いられる文脈によって
ポジティブに影響するかネガティブに影響するかが異な
る両義性を有する概念（Kramer，1974）であることから，
実習において学生が直面するリアリティ ･ ショックは戸
惑いや葛藤を引き起こすだけではなく，成長の大きな
きっかけになることも考えられる。こうした点を踏まえ
た上で，本研究では実習前に抱いていた保育イメージや
予想と実習における実際の経験とのズレによって生じる
困難さや戸惑いを「保育実習におけるリアリティ・ショッ
ク」と操作的に定義する。ただし，「保育実習における
リアリティ・ショック」には学生の成長を促すきっかけ
としての性質も有しており，ネガティブに影響するだけ
ではなく，ポジティブにも影響するものであるとする。
　そこで本研究では，学生が感じた「保育実習における
リアリティ・ショック」に対し，子どもとの応答的な関
わりを通してそれをどのように対処しようとしたのか，
また，自分の認知をどのように変えていくことで環境と
の適合を図ろうとしたのかを探索的に検討する。具体的
には，学生の自由記述から，実習前にどのようなことを
考え感じていたのか，またそれが実習に行ってどのよう
に変化したのか，実習を通してどのようなことを感じた
のかを質的データ分析法（佐藤，2008）を援用して概念
化を図ることを目的とする。

２　方法
研究協力者　近畿地方にある短期大学（２校）の保育士
養成課程に在籍する大学生 94 名（男子４名，女子 90 名）
が本研究の協力者となった。
調査時期　2021 年６月～ 2021 年７月
手続き　保育実習期間の終了後，第一筆者が担当する教
育心理学の授業時に実習レポートの協力を依頼した。教
示は「保育実習に行く前に感じていた不安などが，実際
に実習ではどのように感じられましたか。また，子ども
たちや先生方の様子で，事前に予想していたことと異
なっていたことはどのようなことでしたか。実習で新し
く気づいたことや学んだことはどのようなことですか。」
とし，自由記述で 400 字程度の分量とした。
分析方法と手順　本研究では佐藤（2008）の質的データ
分析法を援用して，以下の手順で保育実習における学生
のリアリティ ･ ショックを規定するカテゴリーを生成し
た。
第１段階　コーディング：94 名の自由記述から 74 名が，

保育実習の実習前・実習中・実習後に自分自身や関わっ
た子どもについて評価した記述部分をセグメントとし
て抜き出した。

第２段階　オープン ･ コーディング：各セグメントで記
述された内容についての評価を研究テーマに合致する
概念コードに置き換え，小カテゴリーとしてまとめた

（例えば“何か先生が話せば子どもたちは注目してく
れると軽く考えていた”という記述を「指示」という
概念コードをつけた）。

第３段階　大カテゴリーの生成：類似する概念コードを
まとめて大カテゴリーを生成した（例えば「活動」「指

示」「認識」「トラブル」などは実習前の子どもの様子
がどうなのかを評価するものであるため《実習前の不
安・予想》という大カテゴリーでまとめた）。

第４段階　中カテゴリーの生成：概念コードと大カテゴ
リーを結ぶ中カテゴリーを生成し，その定義づけを
行った。その後，これらのカテゴリーの階層構造とセ
グメントを表にまとめた。分析結果の本文中における
表記について，大カテゴリーを《　》，中カテゴリー
を〈　〉，概念コード（小カテゴリー）を「　」で示
した。セグメントは“　”を用いて引用し，引用の際
には No. を記した。

倫理的配慮　研究協力者に対し，レポートは大学での授
業成績には関係がないこと，学籍番号や氏名などの個人
情報は保護されること，レポートの内容は本研究の目的
以外には使用されないことを口頭並びに文書で伝え了解
を得た。

３　結果と考察
⑴　保育実習における学生のリアリティ ･ ショックを規
定する条件の階層構造と中カテゴリーの定義
　研究協力者 94 名中 76 名の記述からセグメントとして
抽出された記述は 187（合計文字 10,994 字）であった。
コーディングとカテゴリー化の結果，20 の概念コード

（小カテゴリー），《実習前の不安 ･ 予想》《実習中の子ど
もの様子》《実習での学び・気づき》の３大カテゴリー，
７中カテゴリーが生成された（Table1 ～ Table3）。ま
た，これらの階層構造とは別に，「はさみ」「指導案」の
２概念コード（小カテゴリー）が生成された（Table ４）。
これは記述中にこれらの語が特徴的に見られたためであ
る。
　《実習前の不安 ･ 予想》における中カテゴリーは，実
習前に自分が感じていた実習への不安などを表す〈実習
への不安・考え〉と，子どもが実習でどのように反応し
てくれるかの予想を表す〈子どものついての予想〉の２
つであった。また，《実習中の子どもの様子》における
中カテゴリーは，実習中の子どもの活動が実習前に予想
していたよりもできていたことを表す〈予想していたよ
りもできていたこと〉，その反対に，実習中の子どもの
活動が実習前の予想と異なり，実習中に困難さを感じた
り驚かされたことを表す〈実習中に感じた困難さや驚
き〉，保育実習を通して目にした子どもの様子を表す〈子
どもの様子〉の３つであった。最後に《実習での学び・
気づき》における中カテゴリーは，実習を終えてこの先
自分が保育士になろうと思えた，また，なるためにもっ
と学ぼうと思えたことを表す〈学びの姿〉と，実習を通
じて子どもの姿をどのように理解していくのか，また，
どのように接していくのかということに気づくことがで
きたことを表す〈新しい気づき〉の２つであった。
⑵　保育実習における学生のリアリティ ･ ショックを規
定する条件
①《実習前の不安 ･ 予想》：自分は実習でうまくやって
いけるのかという不安と，子どもはこんなふうにやって
くれるだろう，子どもの反応はこんな感じだろうという
予測で評価されていた（Table1）。
　〈実習への不安・考え〉は，“子どもがなついてくれる
か不安（No.2）”，“人前に立って何かをすることが苦手

（No.5）”，“絵本の読み聞かせの際に立ち上がる子や友達
と話し始める子がいたらどうしよう（No.56）”，“子ども
たちが私が考えた活動に参加してくれるか不安（No.91）”
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といったような，うまくやれるだろうか，子どもは自分
の言うことを聞いてくれるだろうかという自分が感じて
いる不安を評価する記述が見られた。
　〈子どもたちについての予想〉は，「活動」「指示」「認
識」「トラブル」「関わり」「生活」の６つの観点で評価
されていた。自分が実習で関わることになる子どもたち
の様子を場面ごとに予想したものであったが，“ある程
度自分のことができたり，手先も器用（No.18）”や“何
か先生が話せば子どもたちは注目してくれる（No.34）”，

“子どもたちから寄ってくるもの（No.19）”など，子ど
もたちは○○だろうと安易に予想していたことがうかが
われ，“「大学でも嫌ほど学んできたし，少しはできるこ

とがあるだろう」という気持ち（No.92）”のようになん
とかなるだろうと評価していた記述が見られた。また，

“月齢による発達段階の差をあまり重視せず考えていた
（No.90）”や“子ども同士の言い合いやケンカの際には，
保育者が最初から中立に入ると思っていました（No.28）”
のように実際に子どもに接して初めて自分の認識が違っ
ていたことを評価する記述もあった。
　このように，この部分では実習前の段階で自分がうま
くやれるだろうかという不安を感じていたということ
と，子どもの様子についてある程度予想していたことが
明らかとなった。

Table1　保育実習における学生のリアリティ ･ ショックを規定する条件《実習前の不安・予想》の階層構造，セグメント
《大》 〈中〉 「小」 No. セグメント

《
実
習
前
の
不
安
・
予
想
》

〈「実習への
不安・考え」〉

2 子どもがなついてくれるか不安に感じていました。
5 人前に立って何かをすることが苦手で実習に行くまでは不安でいっぱいでした。

10 ３歳児の子どもは伝えたいことを言葉で表現できないから私が問いかけたりしないといけない
と思っていました。

23 実習前は上手く説明できるかな，話をしっかり聞いてもらえるかなと，子どもは楽しんでくれ
る前提で自分の心配ばかりしていました。

42 やる気がでなくできるのにやっていない子どもや泣いている子どもへの対応が難しく，どのよ
うな声掛けをすれば良いのか不安でした。

42 最初はやっていけるのか心配でした。
50 最初はどのように接したら良いか分からなかったり消極的になりすぎたりしていました。

56 絵本の読み聞かせの際に立ち上がる子や友達と話し始める子がいたらどうしようと不安だらけ
だった。

57 沢山，子どもの前に立つ機会があることが不安で仕方がなかった。
59 実習に行く前はちゃんと話を聞いてくれるだろうか，等色々と不安を感じていました。
65 何もわからないし，実習はとても大変だと聞いていた。
66 子どもがどの様に活動の中で個性を表現するのか分かりませんでした。
74 日誌が一番辛いと思っていました。
88 責任実習や部分実習があまり上手くいかないかもしれない。
91 子どもたちが私が考えた活動に参加してくれるか不安。

〈
子
ど
も
に
つ
い
て
の
予
想
〉

「活動」

5 ５歳児とはある程度の事が自分でできるようになり，あそびでも友達と協力をして物事を行う
ことができると思っていました。。

16 絵を書く際まだ虫やだんごむしなどの色の区別や特徴までつかんで描くことができないかも知
れないと思っていました。

18 ４歳児はある程度自分のことができたり，手先も器用なのだと思っていました。

20 手遊びでは，子どもたちが今までしたことがないものをするとポケーっとするかなと思ってい
た。

26 ５歳児クラスに配属だったので，生活面や製作の面で出来ることも多いだろうと予想して指導
案を書きました。

26 子ども１人でできるだろうと思っていた。
33 虫についてあまり知らないと考えていた。
52 ３歳児が縫い物が出来るとは勉強していなかった。
54 ハサミを使うことは可能なのではないかと実習前は考えていました。
60 子ども達は「絵本」が好きだから読み聞かせを静かに見るものだと思っていた。
63 ハサミを使えると勝手に思ってしまっていた。
89 折り紙を折る際に少しは本を見て折ることができると思っていた。

「指示」

4 片付けと言ったら，素直に片付けてくれると思っていました。

12 朝の会をする，課題活動をするとなったら，子どもは椅子に座っていると漠然と思っていまし
た。

31 言葉で伝える時にしっかり自分の言いたい事が伝わるだろうと思っていました。
34 何か先生が話せば子どもたちは注目してくれると軽く考えていた。
45 絵本は集中して静かに聞くものかと思っていた。

83 実習前では，子どもに注意をする際の声かけが必要な場面では，保育者が導いていくイメージ
がありました。

85 実習生がやってみせると子ども達も一緒に遊んでくれると思っていました。
85 私がやってみたことを一緒にやってくれると思っていました。
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②《実習中の子どもの様子》：実際に実習に行くと子ど
もの様子が実習前の予想よりできていたことや，その反
対に実習前の予想と異なりうまくできなかったり困難さ
を感じたり驚き，また，日常の子どもの様子がエピソー
ド的に評価されていた（Table2）。
　〈予想していたよりもできていたこと〉は，“上手に針
に糸を通して縫い物をしている（No.52）”や“友達に注
意し合ったり，言葉で伝え合ったりする姿（No.83）”を
見て，もうこの年齢でこんなことができるのかといった
驚きに近い評価である。大学の授業で学んだ内容と比べ
るとずいぶん早い段階でできることが増えている現実に
直面していることがわかる。
　〈実習中に感じた困難さや驚き〉は，実習中に自分が
やろう（やらせたい）と思ったものの，子どもが思うよ
うに動いてくれなかったり，意図を伝えられなかった
ことを評価する「うまくできなかったこと」や，“１日
パンパンのスケジュールの中で子ども達が日々生活して
いる（No.9）”のような驚きや“子どもがなぜそうした
行動を起こしてしまったのか聞くことができませんでし
た（No.94）”のように「驚いたこと」や「感じた難しさ」
として評価されている。“自分が考えていたとおりには
ものごとが進まない（No.46）”ように，実習前にこれぐ

らいのことはできるだろうと予想していたことがうまく
できなかったり，やろうと思っていたことが“ハサミを
上手く使えない子が多かった（No.26）”ためにできなかっ
たり，子どもに何かをやらせるために“声掛けにたくさ
ん工夫をしなくてはならないことが難しい（No.12）”と
いった難しさを感じていたことがわかる。このように「う
まくできなかったこと」「驚いたこと」「感じた難しさ」
からは，保育実習の場面において指導上の困難さや戸惑
いを感じていたことがうかがえる。
　〈子どもの様子〉は，“３歳～４歳になると自分で話し
たい，という気持ちは沢山伝わってきますが語彙が少な
いためか私には伝わらないことが多かったです。一生懸
命伝えようとしてくれるけど，代弁しようとしても理解
できずにいました（No.37）”や“お別れを寂しがってい
るのに，言葉では強がって「〇〇先生がおるから大丈夫」
と言っていて，「強がりを言えるのか，この年齢の子ど
もは」とすごく驚くと同時に，感心しました（No.38）”
のように子どもたちの成長や発達の評価である。
　このように，この部分では実際に実習に行きそこで初
めて出会った子どもの現実から，予想以上にできること
や指導上の困難さを感じ，いわゆる保育実習におけるリ
アリティショックを感じていたことが明らかとなった。

《
実
習
前
の
不
安
・
予
想
》

〈
子
ど
も
に
つ
い
て
の
予
想
〉

「認識」 ３ 給食をいっぱい食べてもらってたくさん成長してもらえることが良いと思っていました。
71 月齢の差はあまり見た感じでは分からないと思っていた。

71 少し支援が必要な子どもでも，授業で習ったことや実習先の保育者さんと同じ声かけやポーズ
をしていたら大丈夫だと思っていた。

71 支援のある子どもは，他の子どもとあまり変わらず，関われば大丈夫だと思っていた。
90 月齢の差はあっても少しの差しかないと考えていました。
90 月齢による発達段階の差をあまり重視せず考えていた。
92 「大学でも嫌ほど学んできたし，少しはできることがあるだろう」という気持ちでいていました。

「トラブル」 3 子どもたちがけんかを始めると，理由がいろいろあってもあやまれることが大切で重要なのか
と思っていました。

16
５歳児では，年長さんだということもあり，ある程度のことはできますが喧嘩が起きてしまっ
た時の仲直りの仕方や謝ることの大切さはあまり気付くことができていないかもしれないと
思っていました。

28 子ども同士の言い合いやケンカの際には，保育者が最初から仲介に入ると思っていました。

94 子ども同士のトラブルが起きた時，トラブルを起こした子どもがお互いに謝って仲直りした後，
活動に移ることができれば良いと思っていました。

「関わり」

19 子どもたちから寄ってくるものかと思っていた。
56 ４歳児は人見知りの子どもが多く，心を開いてくれるには長い時間が必要だと思っていました。
81 実習前は子どもたちと上手く関われるか不安でした。
87 ４・５歳児でもある程度保育者が手伝ったりしないといけないと思っていました。

「生活」

16 ３歳児では，行く前半分くらいの人数がまだオムツの状態でトイレトレーニングが必要かもし
れないと思っていました。

62 その日案の日程どおりに進めていくのだと思っていた。

73 乳児クラスから幼児クラスに進級したばかりなのでまだ自分のことは一人ではできないと思っ
ていた。

76 ２歳児の６月なので，着替えやトイレなど自分でできない子どもが多いのかなと思っていた。

Table2　保育実習における学生のリアリティ ･ ショックを規定する条件《実習中の子どもの様子》の階層構造，セグメント
《大》 〈中〉 「小」 No. セグメント

《
実
習
中
の
子
ど
も
の
様
子
》

〈「予想していた
よりもできてい
たこと」〉

1 喧嘩しても自分たちで「ごめんね」「いいよ」を言い合っていたり，「〇〇〇だったから嫌だ」
と自分の意見を言えていて。

6 私が腕に付けている名前の名札を見て，ほとんどの子どもがスラスラと名前を読み，すぐに覚
えてしまう子どもが多くいました。

10 目で見ながら手を動かして線の上を切るということがもうできる。

10 ３歳児の子どもでもペラペラと自分の思っていることや土日にあった話などをしてくれて，普
通に会話が成り立つ。

16 ほとんどの子がオムツが取れていました。
16 たくさんの子どもが特徴を捉えて描けていた。

16 友達同士で「もう少し話し合った方が良いよ」や「叩くのは良くないよ」など子ども達だけで
解決できるような言葉がけを行っているところ。



33

湊川短期大学紀要　第59集

《
実
習
中
の
子
ど
も
の
様
子
》

〈「予想していた
よりもできてい
たこと」〉

20 私の手元をよく見て声をよく聞いて全員が真似をしていた。
31 予想以上に５歳児は自分で言える事，出来る事が多い。
33 子どもたちの考える時間や答えまでのヒントを準備していたのですが全く使いませんでした。

38 金曜日の帰りの会の後，一人の子どもと土日の予定について話していたのですが，その内容を
月曜日までしっかり覚えていたこと。

52 ３歳でも，上手に針に糸を通して縫い物をしている子もいて。

66 友達を思いやり，助けを求めていたりしている友達の側に寄り添える事が出来る様になってい
る。

68 静かに私の話を聞いてくれて，声掛けなど全然必要ありませんでした。

73 ３歳児の様子を見るとほとんどの子どもが登園したらまず何をしないといけないのかや，用意
する順番などを把握していて保育者の声かけがなくても一人ですることができていました。

83 子ども同士で「今，しゃべったらあかんよ」と友達に注意し合ったり，言葉で伝え合ったりす
る姿がありました。

〈
実
習
中
に
感
じ
た
困
難
さ
や
驚
き
〉

「
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
こ
と
」

5 給食の時も「食べさせて」と言ってきたり，「これして，あれして」と言われることが多く，ま
だ自分でできない事も多い。

6 ルールを説明したりする時は，自分が思っている以上に時間がかかり，口で説明するだけでは
なかなか理解することは難しい。

12 参加していない子どもが居たりしました。
12 「片付けしよう」や「手を洗おう」だけでな子どもは動いてくれませんでした。
19 どうしたら良いのか分からないことが多くぼーっとしてしまうことが多々あった。
21 予想していたのと違っていて最初はどうすればうまくかかわれるか分からなく不安でした。
26 トイレに行った後，自分で拭けない子がいた。
31 自分の伝えたい事が子どもに伝わらない事が何回かありました。

34 服の裏表や前後が分からなかったり，一人でトイレに行けるけれどお尻を拭くことが難しかっ
た。

36 読み聞かせの途中で集中が切れてしまい，他のことに興味をもっている子どもがいた。
46 自分が考えていたとおりにはものごとが進まない。

47 静かに話を聞いてほしくても，おとなりのお友達とお話をしていたり，一つ一つに口々に話し
たりと進めるのが大変でした。

48 子どもが助けを求めてきた時に，どうやって話せばいいか，仲直りできる方法はあるのかなど
全然分からなくなって援助ができませんでした。

67 最初は，子どもたちの集中させ方，ピアノのテンポ，絵本の読みきかせ等わからなくて，集中
してきいてもらう事ができなかった。

70 ５歳児クラスでは，相手の気持ちを考えられる子どもと伝えられない子どもなどみんなそれぞ
れだったので，トラブルの仲介が難しかったです。

71 全然上手に関わることが出来ませんでした。
77 どこまで見守り，どこから手を差し伸べるのかわかりませんでした。

85 実際に部分実習で新聞紙遊びをしてみると，私が新聞紙を破いても７人中３人くらいしかやっ
てくれず，違う遊び方を見つけ遊ぶ子どもが多くいました。

89 「先生折って」と伝える子どもばかりで子ども自身で折ってみるということがありませんでし
た。

92 授業とは違いじっくり考える時間も無く頭が追いつかないため戸惑ってしまうことが多かった
です。

92 私たちではできないことやわからないことばっかりでした。

「
驚
い
た
こ
と
」

２ 保育者の仕事が沢山あり，その数をこなさなければならない。

5 悔しくて泣いてしまう子が多かったり，嫌なことがあると泣いてしまう子が居たりと思ってい
たよりも（想像よりも）はるかに多く。

9 １日パンパンのスケジュールの中で子ども達が日々生活している。
26 製作の際，ハサミを上手く使えない子が多かった。

54 子どもの前に立ってみると，なかなか言うことを聞いてくれない子ども，話を聞かずに遊んで
いる子どもなど，自分では予想できていなかった子どもの姿。

59 はさみを使用する際に上手に使える子とあまり上手に使えない子が居てそこは少し予想外でし
た。

63 まだ完璧にハサミを使えるようになっていなかった。

「
感
じ
た
難
し
さ
」

12 “なぜ”片付けなくてはならないのか，“なぜ”手を洗わなくてはならないのか理由を付けたり，
掃除機上手なのは誰？など声掛けにたくさん工夫をしなくてはならないことが難しい。

14 幼児を観察する時に，幼児が見える位置で立つや，保育者がどういった支援をしているのかを
しっかりと見ることが出来ないこともあった。

94
実習中トラブルが起きた時，たたいてしまった子どもと泣いてしまった子どもの仲裁に入る場
面で，私はたたいてしまった子どもに，「〇〇ちゃん痛かったと思うよ。謝ろう」と声をかける
だけで，たたいてしまった子どもがなぜそうした行動を起こしてしまったのか聞くことができ
ませんでした。
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《
実
習
中
の
子
ど
も
の
様
子
》

〈「子どもの様子」〉

4

自由遊びの際，給食の際も，「お姉ちゃん先生～！」と呼んでくれたり，私が弾いたピアノにす
ごく興味を持ってくれて，３週間でこんなに仲良くなれると思ってもなかったので，すごく距
離が縮まったし，１週間目では見れなかった姿が２週間で見れて，２週間目で見れなかった姿
が更に３週間で見れるようになって，だんだん見れなかった姿が見れるようになっていたので
すごく嬉しかったです。

9
ヒップホップも左右が難しく踊りながらも左右を考えるというのが子ども達は頭をかかえなが
ら練習を積み重ねる度に左右も分かるようになってきて，踊りも覚えて自信がつきリズムに
のってニコニコで踊っている姿をみて，左右の意識と踊ることの２つを両立をコツコツこなし
ていくことに驚きました。

17
戸外で子どもたちと一緒に見守りながら遊んでいたら，子どもたちが喧嘩をしてしまったとき
に，私なりに子ども達の気持ちを受け容れながら，どうしたら良いのかを伝えました。そうし
たら，子どもたちは，あまり納得していなさそうにしていて，そのまま遊びに戻っていきました。

18 自分のことはほとんど自分でできる子もいれば何回か声かけをしないと理解ができない子がい
る。

27
自由遊びの中で鬼ごっこをしたのですが子ども達はタッチされ鬼になることが嫌な様子でタッ
チされても泣いてしまう子や「今，休憩してるの」という子どもが多く鬼になった子も中々鬼
と逃げる人が代われず途中で辞めていってしまい遊びがなり立っていない様子。

37

私が驚いたことは，トラブルが起きた際の「ごめん」，「いいよ」などのやりとりです。以前別
の授業で「３歳～４歳ではごめんと言われたらいいよと形式的に返してしまい気持ちが乗って
いない」と学んだためそれを頭に置き実習に取り組みました。４歳よりも３歳クラスでよく見
かけました。お友達におもちゃを勝手に取られた子どもが「〇〇ちゃんが使ってたのに！」と
私に言ってきました。「〇〇ちゃんも使ってたから，そういう時は貸してって言うんだよ」と伝
えると，すぐに「貸して」と言い，「いいよ」と承諾していました。先程まで怒っていた子どもが，

「貸して」と言われたらすぐ「いいよ」と気持ちを切り替え別の遊びを始めました。私には「え？
それでいいの？」と思い，「本当にいいの？」と聞くと，「うん」と遊びを続けました。私はそ
れを見て本当に驚きました。３歳の中でも，なかなかいいよを言わなくてケンカになりました
が，３歳は少ないように思います。４歳になるとこういったトラブルが一気に増えていました。
初めは形式的に行っていたやり取りに気持ちがのってくるよう成長したのかなと感じました。
また，３歳～４歳になると自分で話したい，という気持ちは沢山伝わってきますが語彙が少な
いためか私には伝わらないことが多かったです。一生懸命伝えようとしてくれるけど，代弁し
ようとしても理解できずにいました。

37

先生からは「言葉は伝わらなくても子ども達は気持ちを受けとめられると嬉しいから大丈夫」
とアドバイスを頂いたので，「そうだね，嫌だったんだね」，「そうなんだ，嬉しいね」と声をか
けるよう意識していました。子どもがそれで嬉しかったり喜んだりしてくれているのか分から
ないけれど，満足気に遊んでいく姿を見かけました。少しずつ子ども達に慣れて，子ども達の
ことを分かっていきたいです。毎回，子ども達が喋る量の豊富さに驚きますが，会話になると
まだ伝えたいことが分からないけど，年長さんになるにつれて分かってくるので，たった数年
でこんなに話せるんだなと少し感動しました。

38

３週間の実習で子どもたちと関わっていると，大きくイメージが崩れました。まず１つ目の『言
葉の鮮明さ』に関しては，４歳児クラスの子ども達は，「食べる」が「ぱれる」だったり，「～した」
が「～ちた」だったりと，意外とまだまだ聞き取りにくかったりしました。２つ目の『食事の
量が少ない』に関しては，沢山食べる子と全く食べない子の差がとても激しかったです。ご飯
の時は食べるのがゆっくりな子どもも，パンの日やお弁当（手作り）の時は早めに食べていま
した。『けんか』については，激しめのけんかの内容だったり，自分の気持ちがぐちゃぐちゃに
なっている時は保育者の仲裁で解決していました。ですが，大抵の子どもが自分で謝って仲直
りしていました。『自分のことは自分で』したがる子どもが数名いましたが，ほとんどの子ども
が「一緒にやって」，「先生して」や，言われてからやっと動く感じでした。意外とまだまだ甘
えたがる子どもが多い印象を受けました。

38
最終日，かなり私にべったりだった子どもが，お別れを寂しがっているのに，言葉では強がっ
て「〇〇先生がおるから大丈夫」と言っていて，「強がりを言えるのか，この年齢の子どもは」
とすごく驚くと同時に，感心しました。

41

新聞紙遊びをした際，最後に動物に見立てた袋を使いこの動物に新聞紙を食べさせてあげよう
という設定で遊びを取り入れたのですが，終わった後に皆も給食を残さず食べようねと声掛け
をしたのですが，子ども達は「動物が見てるから頑張って食べないと！と苦手なものを一生懸
命食べている姿を見て，印象に残ることは頭の中で残っているんだなと改めて感じることが出
来ました。

52
ただ手遊びや絵本を読むのではなく，手遊びや絵本に関連する話をしたり，クイズを出したり
と少しの工夫だけで，子どもが「どんな本を読むんだろう」「次はどんな手遊びかな？」とワク
ワクしてくれているのがとても伝わってきました。

69 話をする際に，子ども特有の「私がね。あのね。私がね。〇〇やねん」など，自分の話を聞い
てもらおうと必死に話をする姿が本当に可愛く思いました。

74

５歳児クラスに入ったと時，絵本コーナーの所で，入れる場所や向きにこだわる子と，言葉で
伝えるよりも先に手が出てしまう子どもとでトラブルがあり，私はこだわりがある子どもが蹴
られていることで，トラブルに気付きました。すぐに止めに入ったものの，なぜそうなったの
か子どもに理由を聞く時に，中々話が進まず，泣いた子どもを取り合えず落ち着かせることに
しました。

81 みんなの前に立つのが苦手な子どもがいました。保育者は，その子に対して，ただ単に応援す
るのではなく，その子の思いを聞いていました。その思いを聞き，子どもに考えさせていました。

88 予想通り実習記録を毎日書くことに苦戦しました。家で書くことも難しく，書くのに時間がか
かりすぎて徹夜で行った日もあります。

90 高月齢の子どもは友達と話したり，歩き回ったりなどしていましたが，低月齢の子どもは友達
と話したりできず，喃語を話したり，はいはいで動いたりなどしていました。
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③《実習での学び・気づき》：実習を通して実感した自
信の成長や，次の実習や保育士になるという自身の目標
に向けての意欲と，子どもと関わる中で得られた学びが
評価されていた（Table3）。
　〈学びの姿〉は，“自分自身でも少しずつ３週間で成長
を感じる事が出来て（No.4）”や“自分に余裕が出てき
たことを実感（No.57）”に見られる「自身の成長」や，“思っ
ていた以上に，子ども一人ひとりの特徴をとらえ，一人
ひとりに合わせた援助を考えなければならない（No.6）”
や“自分から距離を縮め，話しかけに行くことの大切さ

（No.82）”に見られる「学び」，“次の実習ではしっかり
今回の反省をいかして頑張りたい（No.14）”や“幼稚園
の先生の姿を見て，憧れをもち，私もやってみたい。と
いう思いが強くなり（No.5）”に見られる「意欲」の３
つの観点で評価されていた。このように，実習を通して
自分自身の成長を実感することができ，実習での学びが
次への意欲に繋がったことがうかがえる。しかし，“自
分が保育士に向いていない気がした（No.29）”のように，

実習に行って自分は保育士には向いていないのかもしれ
ないと記述した学生がいた。これは，実習が事前に予想
していたようなものではなく，実際に行って初めて困難
さや戸惑いを感じた可能性が考えられる。つまり，保育
実習というある一定の定められた枠組みに自分を適応さ
せていくことが難しい場合に生じてしまったリアリティ
ショックであったと言えるのかもしれない。
　〈新しい気づき〉は，「関わり」「理解」「対応」「指示」

「トラブル」の５つの観点で評価されていた。これは実
習前の評価である〈子どもたちについての予想〉の６つ
の観点とほぼ同様の領域と判断できる。つまり，“相手
の気持ちを考えられるようになることが大切（No.3）”，

“自分の気持ちを上手に表現できる子どもばかりじゃな
い（No.23）”，“喧嘩した際に保育者が干渉しすぎず子ど
もたち自身で解決させることに意味がある（No.25）”な
ど，子どもと関わる中で実習前には見られなかった学生
の新しい気づきの評価である。実習を通して学生の実践
的学びの深まりが得られたと考えられる。

Table3　保育実習における学生のリアリティ ･ ショックを規定する条件《実習での学び・気づき》の階層構造，セグメント
《大》 〈中〉 「小」 No. セグメント

《
実
習
で
の
学
び･

気
づ
き
》

〈
学
び
の
姿
〉

「
自
身
の
成
長
」

４ 部分実習を重ねていくごとに，子どもたちの反応が分かるようになったり，声掛けや援助の方
法も分かってきて，自分自身でも少しずつ３週間で成長を感じる事が出来て良かったです。

７ 「保育者は女優」というようになりきることも子どもの成長に大きく影響するんだなと思いまし
た。

15
保育するうえでやり甲斐などを同時に感じることが出来ました。保育者として子どもと関わり
あうことの大切さや子どもの成長する姿などを見れて自分自身すごく充実した期間になり少し
ずつ自分自身も成長することが出来ました。この期間に学んだ様々なことを活かしながらこれ
からも頑張っていきたいと強く感じることが出来ました。

57
ピアノも何度も子どもの前で弾き，最初は失敗しましたが，最後には楽器を使って一緒に演奏
が出来たり，子どもの方を見ながら弾くことが出来たり，自分に余裕が出てきたことを実感す
ることができました。

「学び」

６
自分が思っていた以上に，子ども一人ひとりの特徴をとらえ，一人ひとりに合わせた援助を考
えなければならないというような印象を受けました。現場の保育者さんの一つひとつの様々な
工夫や援助が実際に見られて，とても勉強になりました。

７
楽しそうな遊びだけをやることだけが保育ではなく，どのように育ってほしいか，どんな姿を
見せて欲しいかを一から考え，活動と活動に関連性をもたせ，子どもがより興味を深め，子ど
も自身で探求していく力が身につくように考えることができました。

17 私自身が子どもたちにたくさんのことを教えてもらってとても楽しくて充実した実習でした。

30

研究保育で製作をさせて頂いて全体が見れていない，子どもの待ち時間が長くなってしまった
りと反省点が多く見つかり，立って「出来た」と見せに来る子どももいて個人個人での対応に
なってしまいました。別日に保育者が製作をしている時は，子どもが立ち歩いたりせず，スムー
ズに流れが出来ていたのでその違いを考え，保育者の行動や声掛けを自分のものにしたいと強
く思いました。

47 手あそびやピアノ，ペープサートを行うだけで，話を聞ける環境になったりと，たくさんの驚
きと学びを得られた３週間実習になりました。

65
なかなか伝えても分かってくれない子もいましたが，最後の方になると私たちが伝えたいこと
を分かってくれ，してはいけない行動をしなくなり，自分の言葉で伝える方法に変わった姿を
見て何度も伝えることで子どもたちも保育者の気持ちに応えてくれるんだとこの３週間で学ぶ
ことができました。

68
静かだった場合のことをしっかり決めていれば良かったと思いました。そして，静かだったた
め，製作の説明や手遊びの説明などをした際，子ども達が理解出来ているか曖昧な所がいくつ
かありました。子ども達が理解出来ているのか確認するためには，どうしたらいいのか考えて
いくことが今後の課題です。

75 月齢が低く新聞紙を上手くちぎれない子どもには，もっと言葉掛けや援助方法を考えてから責
任実習を行うべきだった。

82 自分から距離を縮め，話しかけに行くことの大切さを感じました。

88 予想通り実習記録を毎日書くことに苦戦しました。家で書くことも難しく，書くのに時間がか
かりすぎて徹夜で行った日もあります。

「意欲」

５ 実際に幼稚園の先生の姿を見て，憧れをもち，私もやってみたい。という思いが強くなり，私
自身の中で変わることができて嬉しく思っています。

13 担当の保育者の方にも，沢山練習してきたのが伝わってきてよかったと言ってもらえてとても
嬉しかったです。これからも練習をおこたらないようにしたいと思います。

14 様々な経験や体験が出来，自分に足りないことを理解出来たとは思っているので，次の実習で
はしっかり今回の反省をいかして頑張りたい。

29 この実習では自分が保育士に向いていない気がした。

71 支援の必要な子どもとの関わり方や，声かけの仕方，行動の特徴などたくさんのことについて
学んでいきたい。
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《
実
習
で
の
学
び･

気
づ
き
》

〈
新
し
い
気
づ
き
〉

「関わり」

３ あやまるということが大切なのではなく，なぜ今友だちは嫌な思いをしているのかを気付かせ
てあげて，相手の気持ちを考えられるようになることが大切ということがわかりました。

４
援助を必要としている子どもたちの援助に入りすぎて，他の子どもたちに待ちの時間が出来て
しまい，子どもたち一人一人の様子を見ながら援助を行い，全体を見て保育を進めていく難し
さを知りました。

８ 子どもに全て援助するのではなく，今は何をしていいのか，何の時間なのかを気付かせてあげ
ることが必要で大切。

13 前向きな言葉を使った声掛けを使うことで子どもも自ら動けている。
19 保育者である自分が楽しめないと子どもたちも楽しく過ごすことができない，笑顔がみれない。
19 マイナスな気持ちでいることが子どもや先生たちにまで態度として出てしまっていた。

22 何にしても出来ていることの出来ていることを褒めてあげることで周りの子は「私も褒めても
らいたい，やろう！」という気持ちになり，子ども自身で気付いてもらうことが大切。

31 ただ伝えるだけでは子どもが理解しにくく，物事を順序だてたり子どもに言葉を反復してもら
うなど何かアクションを１ついれるだけで子どもはすぐに理解してくれる。

36 絵本の読み聞かせ１つでも工夫がいる。

36 子どももそれぞれに合った声掛けが大切だと学び机上では知り得なかったことを痛感しまし
た。

43 子ども一人ひとりに適した声掛けや援助の仕方や子ども一人ひとりの遊び方は異なっている。

48 大人が子どもの話しをきちんと聞いてあげることで，子ども達は自分で考えて，話すことがで
きる。

60 どのように絵を見せるか，声色の変化や強弱を行い惹き付けられるか，子ども達に問い掛ける
かによって子ども達も楽しく読み聞かせを見て，内容を友達同士で話していました。

63 一人一人に合った言葉がけや対応をしなければいけないと改めて感じました。そのためには，
子どもをよく見て，個性や性格を，いち早く把握する必要があると感じました。

66 子どもは自分にかかわってくれると嬉しくなり，自分を見せたい。私だけの物だ，と思ってい
るのではないかと感じました。

73 時計を読むことができなくても時間を把握することができるような環境作りも大切。
74 どう子どもと関わり声かけをしていくかが何よりも難しい。
77 子どもたちの挑戦する（やってみたい）気持ちを受けとめ，自分で考えることを尊重すること。
79 絵本を読み進めていく中で絵や言葉に反応し，発言する子どもが思ったよりも多かった。
83 子どもが自分たちの力で解決できるよう見守っていくことが大切。
87 ほぼほぼ手伝わずに見守ることが大切。

87
子どもが分からないことが出てきた時は，答えを直ぐに伝えて解決するのではなく，答えに子
ども自身が気づき自らの力で分かることにより，達成感や自分で何とかしたいという気持ちに
なり，次の活動に繋がる。

「理解」

９ 全員がけじめをつけて取り組む姿に５歳の子でもこんなにメリハリをつけて動くことが出来る
のだと毎日感じました。

18 保育者は１人ひとりの特性や発達段階をしっかりと理解した上でこの状況ではこの子に援助が
必要だと見通しを持っておくことが必要。

23 自分の気持ちを上手に表現できる子どもばかりじゃないことを知ることができました。
35 発達段階によって手遊びをやる物が変わり，年齢別に合った手遊びがある。

45 絵本の絵に興味を示して声を上げたり，共達と話すことも集中の証であり，そういった呟きも
大切にしていかなければいけないのだと感じました。

48 まだ言葉の発達が上手くないからこそ援助などの工夫をしていかないといけないと思いまし
た。

53 子どもの声を拾いながら上手く展開していけるように舵取りしながら保育を進めていく事がよ
り子どもの成長に繋げられる。

84 先生と子どもの間に，信頼関係が生まれて，子ども達は約束事を守れたり，「この人の言う事を
聞こう」と思えるのではないかと思いました。

91 友達の思いを聞いたり，考えたりしながら，自分の思いも伝えることができている場面がたく
さんある。

「対応」

２ １つひとつの声掛けだったり，援助等の助け，準備物，どこに何を置き，その時にどう行動を
とるのか等を予測し，書かなければならなかった。

62 子どもたちの様子や時間配分を見て，別の活動に変更したり，時間短縮を行ったりしていると
聞いて保育者の臨機応変な対応はとても大切なのだと感じました。

71
私が行った園はアレルギーの子どもが多く見られ，行く前は，ラップに名前が書かれていたり，
何がダメなのか書かれている程度だと思っていたけれど，お皿を変えたり，食べる机を変えた
りとたくさんの工夫がされていたことに感心しました。

「指示」
６ 男の子と女の子に分れて２列に並ぶ時でも，男の子はグー，女の子はパーというように，保育

者が口で言うことに加え，視覚を足していることに気が付きました。
34 子どもの前で話し活動を進めていくことの難しさを感じました。

「トラブル」
25 喧嘩した際に保育者が干渉しすぎず子どもたち自身で解決させることに意味がある。

94 トラブルが起きた時は，どちらが悪い！という先入観をもたず，お互いの気持ちをしっかり聞
き，納得した上で解決できる援助を行うこと。
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⑶　概念コード「はさみ」「指導案」についての考察
　「はさみ」については，実習前に“ハサミを使うこと
は可能なのではないか（No.54）”や“ハサミを使えると
勝手に思ってしまっていた（No.63）”のように，子ども
たちは当たり前に使えると思っていたが，実際には“ハ
サミを上手く使えない子が多かった（No.26）”や“ハサ
ミの持ち方が分からない子ども，線に沿って真っ直ぐ
に切ることができない子ども（No.54）”のように使えな
い子どもがいることに気づかされたことがうかがえる

（Table4）。自分が思っていたようにはさみが使えない
現実に接して，思い込みではなく子どもの様子をありの
ままに見る必要性に気づかされ，単にはさみが使えると
か使えないということだけではなく，他の活動の場面に
おいても何ができるのかやどうしていけばいいのかとい
うことを考え直すきっかけになっていったのではないか
と思われる。

　また，「指導案」については，“思ったより難しくて，
苦戦しました（No.2）”や“子どもの姿を予想すること
が難しく 15 分の計画を立てることも困難（No.34）”の
ように，書くことが大変だったということがうかがえる。
しかし，実習を通じて“子どもたちはどういったことに
興味を持っているんかなと観察し，内容を決め，導入の
時に，質問すると，「あの子なら答えてくれるかな？」
とか「あの子なら，手挙げてくれるかな？」と予想して
いました（No.4）”や“また一から考え直しました（No.7）”
のように，目の前にいる子どもの姿からどのように指導
案を書けばいいのかを考え直していったことがわかる。
これは，はさみが使えなかったとか，事前に考えていた
ような指導案ではだめだというような「保育実習におけ
るリアリティ・ショック」に対し，自分の認知を変えて
いくことで環境に対応していこうとした姿であると言え
るだろう。

Table4　保育実習における学生のリアリティ ･ ショックを規定する条件「はさみ」「指導案」のセグメント
《大》 〈中〉 「小」 No. セグメント

「はさみ」

26 製作の際，ハサミを上手く使えない子が多かった。
54 ハサミを使うことは可能なのではないかと実習前は考えていました。

54 ハサミの持ち方が分からない子ども，線に沿って真っ直ぐに切ることができない子ども，保育
者が伝えた通りに上手にできている子どもなど，思ったよりも個人差があり。

59 はさみを使用する際に上手に使える子とあまり上手に使えない子が居てそこは少し予想外でし
た。

63 まだ完璧にハサミを使えるようになっていなかった。
63 ハサミを使えると勝手に思ってしまっていた。

「指導案」

２ 初めて指導案を書いたのですが，思ったより難しくて，苦戦しました。

４
初めての経験となる指導案を書いて，部分実習や研究実習の保育内容も初めから自分で考えた
ので，子どもたちはどういったことに興味を持っているんかなと観察し，内容を決め，導入の
時に，質問すると，「あの子なら答えてくれるかな？」とか「あの子なら，手挙げてくれるかな？」
と予想していました。

７ いざ指導案を書くとなると，どの遊びも関連付けることが難しく，また一から考え直しました。
７ その年齢にあった遊びでどんなねらいを持って取り組むかが重要。

26 ５歳児クラスに配属だったので，生活面や製作の面で出来ることも多いだろうと予想して指導
案を書きました。

30 指導案を書いたときに予想していた子どもの姿や時間配分などが実際に行ってみると全く異な
り，全体を見ること，まとめることなどが難しく，自分の課題点だと感じました。

34 子どもの姿を予想することが難しく 15 分の計画を立てることも困難でした。

４　本研究のまとめと今後の課題
　本研究は，保育実習における学生の変容プロセスの検
討を「保育実習におけるリアリティ・ショック」の面か
ら試みたものである。質的データ分析法による自由記述
の分析結果から，学生が子どもとの関わり中で感じた
困難さや戸惑いである「保育実習におけるリアリティ ･
ショック」は，学生に保育者としての資質とは何なのか
ということを問い掛け，学生は実習を通じて自らの成長
を感じ取ることができたのではないかと考えられる。
　実習前の予想と異なる子どもの姿に直面し，子どもに
関わることの難しさを経験し，そのような中で学生が保
育者としての資質を肯定的に捉えることができたこと
は，保育実習が理論と実践を結びつけながら自己の保育
観を形成し，保育者となるための準備を育むプロセス（浜
崎他，2008）であることを改めて明確に示すこととなっ
た。学生は，実際の保育の場面では大学の授業で学習し
たとおりにならないことがあることや，発達についての
理解が不十分であったことなど，実習に行って初めてわ
かることを経験し，次の実習や保育者としての学びを深
めようとする意欲につなげることができたといえるだろ

う。
　最後に本研究の限界を以下に整理する。本研究は保育
実習期間の終了後の保育実習レポートの提出を求め，そ
の自由記述を分析したものである。そのため，実習前の
実習に対する意欲（例：「実習を楽しみにしている」と
か「実習が心配だ」など）を学生個々に把握することが
できず，全体の特徴を分析するだけにとどまってしまっ
た点である。実習前に参加意欲の高かった学生，あるい
は参加意欲の低かった学生が実習を通してどのように変
化したのかといった点について見ていくためには，今後
インタビュー調査なども組み込んでいく必要もあろう。
また，実習園の雰囲気や子どもたちの様子の受け止め方
は，学生一人一人異なると考えられ，個人と環境の適合
の面からの検討も必要ではないかと思われる。
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保育者養成校における音楽教育について
─とくにフレーベルの教育思想を中心に─

About Music Education at a School for Training of Nursery Teachers
─ Focusing especially on Fröbel's Educational Thought ─

吉　田　雅　代
Masayo YOSHIDA

湊川短期大学　幼児教育保育学科　非常勤講師

Abstract
　Music education at a School for Training of Nursery Teachers is considered essential. By the way, in recent
years, high schools and universities have been called upon for high school-university collaboration, so when
considering music in early childhood education, how is the collaboration in music education from nursery schools
and kindergartens to elementary schools? There are good reasons for making such considerations.
　This is because the content of music education in nursery schools and kindergartens differs greatly from music
education in the lower grades of elementary school. The author believes that clarifying these differences will enable
us to grasp the essence of music education in early childhood education. To do that, it is necessary to pay attention
to the genealogy of early childhood education after the Meiji period, and the introduction of early childhood
education from Europe and the United States, which had a great impact on early childhood education in Japan.
　Those who are in charge of music education today are already aware of the difference between music education
in nursery schools and kindergartens and music education in the lower grades of elementary school, which I
mentioned at the beginning of this paper. To put it simply, the big difference between the two is that nursery
schools and kindergartens do not have textbooks, but elementary schools have music textbooks approved by the
Ministry of Education.
　What does this mean? In other words, this means that“curriculum education”is being carried out in elementary
schools. Teachers have the goal of teaching this to their students with a clear sense of purpose during this time.
Instructional time is divided, and now it is divided into math time, language time, and music time. Just because
the students still want to sing, they can't just keep going.This is the big difference between a nursery school and a
kindergarten. Nursery schools and kindergartens do not abruptly discontinue what they are currently engrossed in
for another subject and change it to something else. This is clearly indicated in the kindergarten curriculum.
　In this paper, I would like to consider music education at a school for training of nursery teachers through
Fröbel's educational thought. In the previous issue, I have already discussed the origins of early childhood education
in Japan, especially the genealogy leading up to the establishment of the world's first kindergarten. The genealogy
of the history of educational thought in Europe and the United States in the previous issue focused on the history
of German educational thought after Pestalozzi. But, this time I would like to go back to Rousseau.
　While I was working on this paper, a tragic event happened to those involved in early childhood education. It
happened at a private nursery school in Susono City, Shizuoka Prefecture. Three nursery school teachers were
arrested on suspicion of assaulting kindergarten children. It turned out that the nursery school was suspected
of not reporting to the city or prefectural police while receiving internal notifications about abuse. As someone
involved in early childhood education, reading the article in the newspaper that day left me with a dark feeling. All
of the arrested nursery teachers were women, and the woman whose real name was made public was 30years old.
　As one of the teachers who will train future kindergarten teachers, I am deeply shocked by this tragic incident.
I would like to make it one of the themes of my future research, not to regard this incident as just another social
incident, but to find out why it happened.

Key word：Early Childhood Education, Educational Thought, Friedrich Fröbel, Music Expressions, the Piano
Accompaniment Method
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１．はじめに
　保育者養成校における音楽教育は必須のものとされて
いる。ところで近年，高等学校と大学が高大連携と叫ば
れているように，同じく幼児教育の音楽を考えたとき，
保育園・幼稚園から小学校への音楽教育の連携はどのよ
うにはかられているのだろうか。このような考察をする
のには，それなりの理由があるからである。
　じつは，保育園・幼稚園の音楽教育と小学校の低学年
の音楽教育とは，その内容が大きく異なっているからで
ある。その差異を明らかにすることによって，幼児教育
における音楽教育の本質が捉えられるのではないかと筆
者は考えている。そのためには，明治以降の幼児教育の
系譜，またその際にわが国の幼児教育に多大な影響を与
えた欧米からの幼児教育の導入にも注目する必要があろ
う。

　本稿の冒頭で述べた保育園と幼稚園の音楽教育と小学
校の低学年の音楽教育の差異は，こんにち現場で音楽教
育を担当している者であれば，すでに認識しているとこ
ろであろう。両者の大きな違いを端的にいえば，保育園
や幼稚園では教科書はないが，小学校には文科省の検定
済みの音楽の教科書が存在しているということであろ
う。これは何を意味しているのであろうか。すなわち，
これは小学校では「教科教育」がおこなわれているとい
うことにほかならない。教員はこの時間内に明確な目的
意識をもって，生徒たちにこれを教えるという目標があ
る。時間を区切って，今は算数の時間，国語の時間，音
楽の時間という具合に区切られている。生徒たちがまだ
歌を続けたがっているからといって，そのまま続けるこ
とはできない。
　ここが保育園や幼稚園との大きな違いである。保育園
や幼稚園では，いま園児たちが夢中になっていることを，
別の教科のために突然，中断して，ほかのことに変更す
ることはない。これは幼稚園教育要領に明確に示されて
いる。その第１章総則第１の「幼稚園教育の基本」の２
の項では，
　「幼児の自発的な活動としての遊び

4 4

は，心身の調和の
とれた発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮し
て，遊び

4 4

を通しての指導を中心として第２章に示すねら
いが総合的に達成されるようにすること」（傍点筆者）1）

となっている。
　園児が砂場で楽しく砂いじりをして遊んでいれば，そ
のまま遊ばせていることだろう。この「遊びを中心とし
た保育」が，保育園や幼稚園では重要なのである。この

「遊び」という教育思想は，じつはドイツの実践的教育
思想家フレーベル（Friedrich Wilhelm August Fröbel，
1782-1852）が提唱したところである。なお，上の「幼
稚園教育の基本」の引用文中の第２章に示すねらい

4 4 4 4 4 4 4 4 4

につ
いては，後述する。
　筆者は本稿において，このフレーベルの教育思想を通
して，保育者養成校における音楽教育について考察した
いと考えている。

２．欧米における教育思想の系譜─ルソーを中心に─
　わが国の幼児教育の起源について，とくに世界で初め
ての幼稚園が創設されるまでの系譜に関する考察は，す
でに前号で述べておいた 2）。
　前号での欧米における教育思想史の系譜では，ペスタ
ロッチからあとのドイツ教育思想史が中心であった。し

かし，今回はジャン＝ジャック・ルソー（Jean-Jacques
Rousseau，1712-1778）まで 遡

さかのぼ
っておきたい。なぜなら

「ルソー，ペスタロッチ，フレーベルと続く近代の教育
思想家群像は，哲学史上のカント，フィヒテ，ヘーゲル
と続く哲学者群像の大山脈にもたとえられる」3）もので，
彼らの教育史上の業績は燦

さんぜん
然と輝くものであるからであ

る。とくにルソーの自然観は，その後のゲーテやフレー
ベルに多大な影響を与えているからである。このような
理由から，本稿ではルソーをとりあげたい。
　さて，フランス革命にも大きな影響を与えたルソーは，
フランスを代表する啓蒙思想家である。そのフランス革
命（1789-1795）は，ルソーが亡くなって 11 年後に起こっ
ている。
　彼の著作『人間不平等起源論』（Discours sur l'origine 
et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 
1775），『社会契約論』（Du Contrat Social ou Principes 
du droit politique, 1762），『エミール』（Émile, ou De 
l’éducation, 1762）などは，わが国でもよく知られている。
しかし何と言っても，童謡，文部省唱歌の「むすんでひ
らいて」が最も有名であろう。この曲の作曲者が，この
ルソーだと聞いて，驚く人も少なくないだろう。
　先に挙げたルソーの著作のうち，『エミール』は教育
書である。エミールという名の男の子の教育について描
いたフィクション性の強い教育書である。教育書『エ
ミール』は，エミールという名の少年の精神的発展過程，
あるいは人間形成を描いた教育書なのである。すなわち
彼の誕生から成人するまでの過程が５つの期間に分けて
詳述されている。このルソーの教育書は，のちのゲー
テ（Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832）に多大な
影響を与えている。ゲーテは教育思想家ともみなされて
いるが，その理由は彼の作品に「教養小説」というジャ
ンルがあるからである。彼の「教養小説」の代表的作品
に，『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』（Wilhelm 
Meisters Lehrjahre, 1795-96）と『ヴィルヘルム・マイ
スターの遍歴時代』（Wilhelm Meisters Wanderjahre,
1829）がある。この２作品は前編と後編，あるいは姉妹
編ともいわれる作品で，ルソーの『エミール』と同じよ
うに，少年ヴィルヘルムの人間形成が描かれている。一
人の人間が幼少時代，少年時代，青年時代を経て大人に
なるまでの過程を，すなわち自分の周囲で起きたいろ
いろな体験談を語り，このように経験を積み重ねなが
ら精神的に成長してゆくプロセスを描いた作品のこと
を「教養小説」（Bildungsroman），あるいは「発展小説」

（Entwicklungsroman）という。したがって，この「教
養小説」というジャンルの小説を読めば教養が身につく
という意味ではない。

　「自然に帰れ」は，ルソーを代表する標語となってい
る。ルソーの自然に関する思想は，この『エミール』に
おいて最もよく現れている。ルソーはこの書を通して，

「自然の意味」を明確にしようとした。ルソーが意味す
る自然は，人間の教育と大いに関係がある。それは人間
の教育を自然の営みと同じように考えるからである。す
なわち，植物が栽培によってつくられるのに対して，人
間は教育によってつくられるという考えが前提となって
いる。このルソーの自然観の根幹にあるのは，人間が要

4

教育的存在であるということである。すなわち，人間が
ほんらいの人間になるためには，その前提として教育が
必要である，ということを意味している。
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　人間は誕生と同時に，からだ
4 4 4

の器官や肉体の成長とと
もに，精神的な内的発展をおこなうための教育も不可欠
だと考えるからである。「人間の心には生まれつきの不

4

正というものは存在しない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（傍点筆者）4）というルソー
の論述から，ルソーは性善説派とみられている。これを
裏づけるような彼の論述は『エミール』の随所にみられ
る。ルソーの代表的な次のような主張，「万物をつくる
者の手をはなれるときすべてはよいものである

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

が，人間
の手にうつるとすべてが悪くなる

4 4 4 4 4 4 4 4

」（傍点筆者）5）とい
う論述が，『エミール』の冒頭に見られる。これは一体
何を意味しているのだろうか。

　キリスト教世界では，人間は神の手でつくられたと考
えられている。だから人間は生まれたばかりの赤ちゃん
のときは，もともと善

4

なのである。ところが神の手から
離れて人間社会に入れられると悪

4

に染まると考えられて
いる。
　「子どもは理性の時期がくるまでは道徳的，社会的義
務の観念が持てないから，六・七歳ころまでは自分が無
力であることを知らせ，教師に従わせるべきであると述
べている」6）。だからこそ幼児には，教育が必要なので
あって，たしかに汚

けが
れなく生まれてきた子どもであって

も，善悪の判断がつかないままでいることが多いと考え
ている。そのためにはそれを指導する教師が必要なので
ある。ルソーは，罰を罰として科してはならないと注意
をしたうえで，さらに続けて次のようなことも述べてい
る。
　「粗暴な子には早くから道徳観念を教える必要があり，
その具体的な方法として嘘を例に挙げ，嘘をつくと次か
ら信じてもらえない結果を思い知らせたり，物を壊せば
新しい物を与えず我慢させなくてはならない」7）といっ
た躾

しつけ
の原理を挙げている。

　このようにルソーは性善説に立つ教育思想家であるか
らといって，子どもは生まれながら汚れたところがない
のだから，自由に任せておけばよいとは考えていない。

　筆者がこの論稿を進めていたとき，保育・幼児教育に
関わる関係者にとって，いたましい出来事が起こった。
それは静岡県裾野市の私立の保育園でおこった。園児を
虐待したとして，暴行容疑で保育士３人が逮捕された事
件で，保育園が令和４年６～７月に虐待行為に関する内
部通知を受けながら，市や県警に通報していなかった疑
いがあることが 12 月５日，市関係者への取材で分かっ
た。市は８月に情報提供を受けるまで問題を把握できず，
この間も虐待行為が継続していた可能性がある 8），とい
うものであった。事件の実態調査はまだ進んでいない
が，この日の新聞の記事を読んで保育・幼児教育に関わ
る一人として，暗

あんたん
澹たる思いにさせられた。逮捕された

保育士はいずれも女性で，実名で公表された女性は 30
才であった。市と園による調査の結果，現在の段階で確
認されたことが報告された。その内容は次のようなもの
であった。①園児にカッターナイフを見せて脅す②足を
つかんで宙づりにする③ズボンを無理やり下ろす──と
いった虐待行為が確認された。
　内部通報が園側に今年（令和４年）の６～７月ごろに
あったにもかかわらず，８月の半ばごろまで，園側は対
応せず，犯人隠避容疑で保育園の園長は刑事告発を受け
ている。この間，園児たちはずっと虐待を受けていたこ
とになる。

　このようないたましい
4 4 4 4 4

出来事を前にすると，どうして
このようなことが起こったのだろうかと自問させられる
と同時に，保育・幼児教育の理想的な教師とは，どのよ
うな教師のことなのだろうか，とあらためて考えさせら
れる。

　この問いにふさわしい研究が先行研究にある。幼児教
育思想史の専門家である乙訓稔の理想的教師像である。
少し長くなるがそれを紹介したい。
　「……彼（筆者注，ルソー）の児童観や教育理念を理
解し，またその前提となる人間観や自然観を理解してい
る教師であるが，そのような教師についてルソーの言及
を挙げることで，『エミール』における望ましい教師の

4 4 4 4 4 4 4

在り方
4 4 4

を明らかにしておこう。
　ルソーによれば，教師は金銭のためではできない高尚
な職業であるので，よい教師の第一の資格は金で売買さ
れるような人間であってはならないし，また教師自身が
子どもをよく教育できるように教育されていなければな
らない。まさに，ルソーが言うように，人間を形成する
ことを考えるのであれば，その人自身が人間として完成

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

されていなければならない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

のである。さらに，そのよう
な教師を具体的に言えば，『エミール』における望まし
い教師は，子どもを子どもとして考え，子どもを愛し，
子どもの遊びや楽しみを好意をもって見守る人であり，
生徒をその年齢に応じて取り扱う教師であって，そのた
めに生徒を観察する熱心な教師であることが必要なので
ある。そして，ルソーに従えば，教師よ〈単純であれ，
慎重であれ，ひかえめであれ〉，また〈正しく，人間的で，
情け深くあれ
4 4 4 4 4 4

〉とも言えるのである。」9）（傍点引用者）
　このように乙訓は，ルソーの『エミール』を援用しな
がら，望ましい教師の在り方

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を述べている。筆者は乙訓
のこの理想的教師像の引用の中で，「その人自身が人間
として完成されていなければならない」と，「情け深く
あれ」の言説がとくに心に残っている。

３．ルソーからフレーベルの教育思想へ
　ルソーの自然観に基づく教育思想は，先にみたゲーテ
のみならず，フレーベルにも受け継がれていた。しかし，
ルソーは自然という言葉を体系的に使っておらず，しか
も何の脈絡もなく，順序もなく，自然という言葉を使っ
ていたので，彼の自然という概念を理解するのは容易で
はないとされてきた。しかし，そんななかでもルソーは，
唯一『エミール』のなかで自然を定義づけている箇所が
ある。ルソーの自然観のどの箇所がフレーベルに伝わっ
ていったのかを理解するためにも，少し長くなるが『エ
ミール』のその箇所を考察する。
　「わたしたちは感官をもって生まれている。そして生
まれたときから，周囲にあるものによっていろんなふう
に刺激される。自分の感覚をいわば意識するようになる
と，感覚を生みだすものをもとめたり，さけたりするよ
うになる。はじめは，それが快い感覚であるか不快な感
覚であるかによって，つぎにはそれがわたしたちに適当
であるか，不適当であるかをみとめることによって，最
後には理性が与える幸福あるいは完全性の観念にもとづ
いてくだす判断によって，それをもとめたり，さけたり
する。この傾向は，感覚がいっそう鋭敏になり，いっそ
う分別がついてくると，その範囲がひろがり，固定して
くる。しかし，それはわたしたちの習性にさまたげられ，
わたしたちの臆

おっけん
見によって多かれ少なかれ変質する。こ
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の変化が起こるまえの傾向が，わたしたちの自然と私が
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

呼ぶものだ
4 4 4 4 4

。」（傍点引用者）10）

　先に理想的教師像のときに，ルソー研究家の乙訓稔の
見解を紹介したことがあったが，ここでも乙訓は，ルソー
のいう自然を明快に次のように述べている。
　「人間生

せい
具
ぐ

の感覚とその発展としての理性が求める完
全と幸福を求める性

せいこう
向であり，後天的な習慣による変化

以前の性向と考えられる。また〈わたしたちの自然〉と
いう表現からも分かるように，それは人間の本性を意味
する概念にほかならない。まさに，ルソーが意図する自
然の教育とは，人間の本性を育てる教育

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

であり，自然に
従う教育とは人間の本性の歩みや発達に従う教育

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

なので
ある。」（傍点引用者）11）

　この引用個所に明快に示されたルソーの自然観は，「自
4

然
4

の人間の教育」だからといって，何も人間を森の中や
孤島へ住まわせ，ロビンソン・クルーソーのような生き
方を求めたのではない。重要なのは，本来あるべき人間

4 4 4 4 4 4 4 4

と社会や文化の在り方
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を提起していることなのだ。

　この段でルソーの考察を終了するにあたって，ルソー
からフレーベルへ受け継がれていったものを述べておき
たい。この二人の教育思想家の最も大きな特徴であり，
共通するところは「母親の存在」であろう。ルソーは『エ
ミール』の冒頭で述べているように 12），「よき母親の教
育書」となるように願って，この教育書『エミール』を
書いたのだった。実際のところ，ルソーは自分の子ども
たちを孤児院に送ってしまって，自分で自分の子どもを
育てたことはなかった。そんな悲しい経験の懺

ざん
悔
げ

として，
『エミール』は書かれたものである。
　幼い子どもたちには，愛情と看護と保護が必要であり，
子どもがいかに要

4

保護的，要
4

教育的な存在であるかを論
じている。ルソーは，それゆえに母親の存在が最も重要
だと考え，「よき母親の聖書」となるようなことを願っ
て，『エミール』を書いたのだと冒頭で述べている。そ
のような意味ではフレーベルもよく似ていると言えるだ
ろう。フレーベルの幼児教育のベースにあるのは，母親
に理想的な「母親像」を求めていた。彼の幼児教育の出
発は，子どもが最初に生活する場である家庭がまず想定
される。その家庭の中心にいるのは母親である。乳児は
母親の膝の上で授乳される。ここから幼児教育は始まっ
ている。膝の上で乳児は母から初めて言葉を学ぶ。だか
ら人間の第一言語を母国語，ないしは母語という。
　母親としての教育書，すなわち「母をして真の母とな
る教育」の書を絶えず考えていたフレーベルは，「母の
聖書」ともなるべき書を書いている。それが『母の歌と
愛撫の歌』（Mutter- und Koselieder，1844 年）である。
この書についてはすでに考察したことがある 13）。
　このようにフレーベル（Friedrich Wilhelm August
Fröbel, 1782-1852）は，その教育思想においてルソーか
ら多大な影響を受け，彼の教育思想の中でも「母親」の
役割はきわめて大きい。筆者は前号でもこの「母親」に
関する考察をしたことがあった。本稿ではそれを踏まえ
てさらに展開する予定だが，前号の一部を以下に引用す
る。
　「かくして，わが国の幼児教育はドイツの教育思想か
ら，なかでもフレーベルの教育思想の受容と実践が，そ
のまま今日に至っているといえるだろう。これは同時に，
フレーベルの教育思想の特徴である最も重要なことを忘
れてはならないだろう。すなわち，それは〈母親〉の存

在が重視されているということにほかならない。
彼の教育思想の中心には，いつも母親の存在があった。
乳幼児にとって母親はどうあるべきなのかというよう
に，保育者に対する教育より，母親に対する言説のほう
が明らかに多い。」14）

　昨年の筆者の論稿でもすでにそのことを指摘している
が，次にフレーベルの教育思想における「母」の存在を
中心とした教育思想について考察したいと思う。

４．フレーベルの教育思想における母の存在
　フレーベルの幼児教育の根底には，すでに見た通りい
つも「母」の存在があり，彼の幼児教育の出発点ともなっ
ている。子どもは「母の愛」で育まれ，母と子どもの内
的一致が何よりも必要だと，フレーベルは考えていた。
これにはフレーベルの幼少時代の生い立ち

4 4 4 4

とも深い関係
があるだろう。フレーベルは誕生の九カ月後に母親を亡
くし，彼が四歳のときに牧師の父親が再婚し，フレーベ
ルが十歳の頃には，母方の牧師をしている伯父に引き取
られた経験があった。つまりフレーベルは幼い日から両
親のこまやかな情愛を受けて育ったことがなかった。と
くに生涯一度も母親の愛情を受けたことがなかった。こ
のことが晩年になって，ユニークな書を出版することに
なったのかもしれない。そのユニークな書というのが，
先に挙げた『母の歌と愛撫の歌』である。
　フレーベルは代表的な教育書である『人間の教育』を
世に出して，また世界初の幼稚園創設者として，すでに
教育思想家，あるいは実践家として広く名を馳せていた。
しかし，フレーベルにはまだやり残した

4 4 4 4 4

思いがあったよ
うで，「母の聖書」ともなるべきものを探求していた。
それは世の女性に幼児教育を通じて，「理想的な母親像」
を構築することにあった。こうして生まれたのが，この

『母の歌と愛撫の歌』である。母親の愛情に飢えていた分，
それがフレーベルに理想的な母親像の本を書かせたので
あろう。つまり母親と幼児との間は，こうあって欲しい
という願いのような歌の本

4 4 4

である。この歌の本の特徴が
最も分かる歌を一つ紹介したい 15）

　ばったりこ　ぼうやがころびます
　にこにこ“愛”が起こします
　ぼうやがかわいく笑います
　お母さんが見守れば
　ぼうやは痛くありません
　ぼうやはおもしろいことばかり ──
　ばったりこ　またころぶ
　にこにこ　お母さんまた起こす
　こうして心も体も育ちます
　いつでも思いやりに支えられ ── 16）

　この歌の詩には，親子の情愛が溢れている。ところで，
先にこの『母の歌と愛撫の歌』のことをユニークな書で
あると筆者は言った。では，いったい何がユニークなの
だろうか。それは詩

4

と絵
4

と歌
4

からなる「三
さん

位
み

一
いったい

体」の育
児書で，同時に保育者教育の教科書ともなったからであ
る。
　詩の内容を見てみよう。最後の段に，「いつでも思い
やりに支えられ──」とあるように，いつも母親が温か
いまなざし

4 4 4 4

で幼いわが子を見つめている。もう歩けるく
らいの幼児と母親が戸外で遊んでいる場景なのだろう。
幼児が転ぶ。しかし，母親は手を貸さず，幼児が一人で
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立ち上がるのを待っている。痛いはずだのに，幼児はに
4

こにこしながら
4 4 4 4 4 4 4

立ち上がる。ふつう子どもはころんだら
4 4 4 4 4

泣いて甘えるものである。ころんでも
4 4 4 4 4

，痛くないのは母
親の温かいまなざし

4 4 4 4

と愛情を感じているからである。こ
れによって，母と子どもが心を通わせる場面である。こ
れは，子どもは「母の愛」で育まれ，母と子どもの内的
一致が何よりも必要であることをフレーベルは提唱して
いるのだろう。このようにフレーベルのこの歌の本には，
子どもの肉体的な成長をあらわす歌

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，あるいは遊戯の歌
4 4 4 4

があったり，親子が一緒に遊んで親愛の情を深める歌
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

な
どがある。

５．保育者養成校における音楽教育
　さて，本稿の主要テーマである「保育者養成校におけ
る音楽教育について」であるが，これまで保育園と幼稚
園から小学校への音楽教育の連携は，どのようにはから
れているのだろうかという，このような切り口

4 4 4

で考察を
してきた。これは教育現場で音楽を担当している者であ
れば，すぐに認識できることであったからである。
　冒頭で述べた通り，両者の大きな違いとして，保育園
や幼稚園では教科書はないが，小学校には文科省の検定
済みの音楽の教科書が存在していることをすでに指摘し
ておいた。このテーマの考察を分かりやすくするために，
いわゆる見える化にして

4 4 4 4 4 4 4

「教科書」を問題にした。本稿
の前段では，ここで中断したままになっていた。これを
受けて，以下にこのテーマの考察を続けてゆきたい。こ
のように考えたねらい

4 4 4

は，小学校における音楽教育と保
育園や幼稚園のそれとの違いが大きく，その違いに注目
すれば，保育園や幼稚園の音楽教育の特徴がより一層に
明確にされると考えたからである。

　たしかに保育園や幼稚園には教科書は存在しない。し
かし，文部科学省から平成 20 年３月 28 日に学校教育法
施行規則が改正されるとともに，幼稚園教育要領，小学
校学習指導要領および中学校学習指導要領が公示され
た。さらに平成 30 年４月からは，「幼稚園教育要領」，「保
育所保育指針」，「幼保連携型認定こども園教育・保育要
領」という，いわゆる３文書

4 4 4

が同時に改訂された。
　これによって，幼児の音楽教育に関する理論と実践が
示されたのである。その内容は主に幼児期における生活
と遊びが中心となっている。保育園や幼稚園の教育が，
現場の教員の独

ひと
りよがりや恣意に任せた教育にならない

ように明記されており，保育園や幼稚園のよき指針と
なっている。

　このように「幼稚園教育要領」，「保育所保育指針」，「幼
保連携型認定こども園教育・保育要領」の３文書

4 4 4

には，
これまで筆者が述べてきたフレーベルを中心とした欧米
の教育思想の影響が明らかにみられる。
　平成 30 年の，いわゆる３文書

4 4 4

の改訂，すなわち，「幼
稚園教育要領」，「保育所保育指針」，「幼保連携型認定こ
ども園教育・保育要領」の改訂は画期的なものであった。
なぜならこの改訂の目指すところは，幼稚園，認定こど
も園，保育所という３つのタイプの幼児教育施設を，そ
の管轄省庁が異なるにも関わらず，その施設でおこなわ
れる保育や教育の内容にあたる箇所をできるだけ同一に
しようとするねらい

4 4 4

があるからである。
　すなわち，保育所より幼稚園でおこなわれている教育
の内容のほうがすぐれている

4 4 4 4 4 4

というようなことにならな

いように，同等化をしたといえるだろう。これら３つの，
すなわち幼稚園，認定こども園，保育所などの施設で学
ぶところに優劣はなく，教育の内容にも対等あるいは同
等をはかるというものであった 17）。

　本稿では「幼稚園教育要領」，「保育所保育指針」，「幼
保連携型認定こども園教育・保育要領」の３文書

4 4 4

の一つ
ひとつを論じるだけの紙幅もなければ，筆者にそれだけ
の能力もない。したがって，本稿では音楽教育に関する
規定だけに視点をおいて，３文書

4 4 4

に対応してゆきたい。
　「幼稚園教育要領」には，幼児教育における基本的な
考え方が示されている。幼児教育には，人間的な成長と
発達を基軸として営まれることが前提とされている。そ
の保育の内容には次の５つの領域がある。すなわち，1.健
康，2. 人間関係，3. 環境，4. 言葉，5. 表現である。幼児
の成長のために，保育者はこれら５つのことを念頭にお
いて指導計画を立てなければならない。
　「幼稚園教育要領」第１章「総則」の第１「幼稚園教
育の基本」の項目２では，心身の調和のとれた発達の基
礎を培う重要な学習として「遊び」が採り入れられてい
る。これはフレーベルの教育思想の影響であることは明
らかである。

　「幼稚園教育要領」の第２章の「ねらい及び内容」では，
音楽教育と深い関りのある項目が続く。そのなかの「表
現」の１．「ねらい」に続けて，２．「内容」では次のよ
うな項目が続く。中でも音楽教育と深い関りのあるもの
だけを抜粋して採りあげる。

（１）生活の中で様々な音，色，形，手触り，動きなど
に気付いたり，感じたりなどしてたのしむ。

（４）感じたこと，考えたことなどを音や動きなどで表
現したり，自由にかいたり，つくったりなどする。

（６）音楽に親しみ，歌を歌ったり，簡単なリズム楽器
を使ったりなどする楽しさをを味わう。

　さらに３．「内容の取扱い」では，
（２）幼児の自己表現は素朴な形で行われることが多い

ので，教師はそのような表現を受容し，幼児自身
の表現しようとする意欲を受け止めて，幼児が生
活の中で幼児らしい様々な表現を楽しむことがで
きるようにすること。

（３）生活経験や発達に応じ，自ら様々な表現を楽しみ，
表現する意欲を十分に発揮させることができるよ
うに，遊具や用具などを整えたり，他の幼児の表
現に触れられるように配慮したりし，表現する過
程を大切にして自己表現を楽しめるように工夫す
ること。

　以上，「幼稚園教育要領」，「保育所保育指針」，「幼保
連携型認定こども園教育・保育要領」の３文書

4 4 4

から，音
楽教育に関する重要な項目を抜粋したが，これらの内容
とねらい

4 4 4

を果たすために保育者養成校では，日々どのよ
うに実践しているのかを示したい。

　そもそもピアノが幼児教育の場である幼稚園に，いつ
ごろから「教育用具」として導入されるようになったの
であろうか，きわめて興味深い。これに関しては先行研
究がある。村上優が，「明治期の大阪の幼稚園における
ピアノの導入について」18）というタイトルですでに発
表している。この研究によれば，大阪で初めてピアノが
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設置されたのは 1883（明治 16 年），町立愛珠幼稚園だ
とされている。当時としてはまだ珍しく高額であったピ
アノが同園に設置されたのは，同園の設立当初から財政
的に豊かであったからのようであった。幼稚園の所在地
のあたりには富裕な商人たちが住み，その商人たちの財
力の後

うし
ろ盾

だて
があったようである。しかし，このピアノ設

置に関して，村上はもっと重要な理由を指摘している。
財政だけの理由でなく，この幼稚園の設立当初から，「遊
戯とならんで唱歌や音楽

4 4 4 4 4

の指導を重視していたこと」を
挙げている。唱歌や音楽の教育には，たとえ高額であっ
ても，ピアノは必要だと考えていたのだろう。このよう
な考えは幼児教育の関係者のなかに広まっていったので
あろう。さらに村上によれば，ピアノは園児の行進や唱
歌の伴奏に用いられるようになった。幼児教育における
ピアノの導入の沿革はこれくらいにして，じっさい保育
者養成校では，どのようにピアノ教育がおこなわれてい
るのだろうか。

　幼稚園にピアノが設置されたときから，ピアノは唱歌
の伴奏やあるいは園児の行進に使われていた。これは今
もほとんど変わらない。したがって，保育者養成校では
ピアノ伴奏法を学ぶことがきわめて重要である。ピアノ
伴奏だけでなく，弾き歌い

4 4 4 4

ができるように必要な読譜の
知識を身につけなければならない。子どもの豊かな音楽
表現を促進するためにも，伴奏者には「伴奏付け」，「移
調奏」などが求められる。
　将来，幼稚園や保育園で園児たちが安心して歌の輪に
はいれるようにするためには，ピアノ伴奏者に次のよう
なレベルまで技量を高める必要がある。
　１．子どもの様子に合わせて，テンポを調整したり，

子どものその日の体調に合わせて，歌いやすいよ
うに，音の高さを高低させたりすることができる
ようになることが重要である。

　２．保育者の演奏するピアノや歌に合わせて，園児た
ちは体を動かしたり，遊んだりする。さらに歌詞
や子どもたちの様子に対応して，テンポや強弱の
変化をつけ，遊びの楽しさを広げていくようにす
る。

　幼稚園のなかでは，ピアノを使った効果的な音楽教育
がいろいろと考えられる。たとえば自由な遊びの終わり
に，「もうお遊びは終了しました」という合図のかわりに，
おかたづけ
4 4 4 4 4

の曲をピアノで弾くようにする。すると園児
たちもおかたづけ

4 4 4 4 4

の歌を歌いながらお片づけをして，終
わったものから保育者のもとへ集まってくる。「つぎは
何をするの？」という表情をした園児たちが，保育者の
指示を待つことになるのだ。

　音楽教育のもつ重要な側面は，人間の成長と発達，す
なわち人間形成と大きな関りをもっているということだ
ろう。以下に紹介する一節は，世界的に活躍をしている
ピアニストの深沢亮子のピアノ教則本 19）の巻頭にある
言葉の一部である。以下の言葉には，すでにみてきたル
ソーやフレーベルの教育思想のエッセンスが凝縮されて
いるように思う。さらにまた，幼児教育の基本となる「幼
稚園教育要領」，「保育所保育指針」，「幼保連携型認定こ
ども園教育・保育要領」の３文書

4 4 4

の理念も反映されてい
るように思われる。

　「音楽は，人の心に，生きることへの勇気，慰め，安
らぎを与えるものであり，平和のためにあるのだと私は
考えます。言いかえれば，音楽を愛する心は，人間や自
然を愛する心につながるものだとも言えましょう。思い
やりに満ちた，やさしい言葉や感謝の気持，大自然の前
に立ったときの，あるいは美しい音楽や秀れた絵に接し
た折の，深い感動や生きる喜び，道ばたにひっそりと咲
く可憐な野の花への限りない愛情など，人間はみな，多
かれ少なかれ，こうしたことを感じとる力をもっている
ものですが，ピアノを弾く場合に，特に大切なのは，こ
のような心を育んでゆくことだと思います。」

　筆者はルソーやフレーベルの教育思想を考察するうち
に，この世界的ピアニストの言葉こそが自然観や平和に
基づく人間として崇高な姿だと，ますますその思いを強
くするようになった。この言葉はピアノに向かう姿勢に
とどまらず，日々の生活の中で生きる指針が示されてい
るようだ。

６．おわりに
　今，あらためて論題の難しさを痛感している。日頃，
将来の保育士あるいは幼稚園教諭になる学生を指導して
いて，個人的に年々その思いを深くしている。それには
いろいろな事情が考えられる。筆者自身が本学での教歴
を重ね，今では自分の子どもよりも若い学生を指導する
ことになったこともあろう。それ以上に大きな要因とし
て挙げられるのは，目まぐるしいほどの時代の変わりよ
うだろう。少子化で受験者数の減少は受け皿である大学
側に大きな影響をもたらしている。第２次ベビーブーム
の頃は，大学進学者が多かっただけでなく，当時の時代
の風潮として，女の子，男の子に関係なく，ピアノを習
わせる家庭が多かった。あの頃には，世の中にゆとり

4 4 4

，
あるいは勢い

4 4

のようなものが感じられた。あの頃とは異
なり，今はピアノ指導にもあらたな苦労が増えていると
いうことだろう。
　筆者は本稿でルソーからフレーベルの教育思想の系譜
をたどりながら，わが国の幼児教育のことをあらためて
思った。ルソーやフレーベルの自然を中心に据えた教育
観は，今もゆるぎないものであろう。また偉大な両教育
思想家が幼児教育において，その重要性を主張した「母
親」の存在は，今も変わらないだろう。しかし，いっぽ
うで社会は絶えず変化を続けている。幼児教育には母親
が側

そば
にいてやるのが一番よいと考えるルソーやフレーベ

ルの教育思想も，今の時代にはそぐわない
4 4 4 4 4

ところが生じ
てきていることも事実だろう。子どもにとって，家庭に
は両親がそろっていることが理想だろう。しかし，今の
わが国はひとり

4 4 4

親の家庭も少なくない。そうなれば母親
は経済的事情から外へ働きに出なければならない。まだ
まだ不備なところも多いだろうが，ルソーやフレーベル
の時代よりは，今は保育の施設も進歩しているだろう。
フレーベルの時代はようやく世界最初の幼稚園ができた
ばかりだったのだから。
　今回，この原稿の執筆中に心に痛む問題があった。そ
れはすでに述べた，静岡県の保育園で起こった保育士た
ちによる虐待事件であった。次回はこの問題も踏まえた
保育者養成校における教育について考察したいと考えて
いる。
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注
１．汐見稔幸／無藤隆監修『〈平成 30 年施行〉保育所保

育指針　幼稚園教育要領　幼保連携型認定こども園　
教育・保育要領　解説とポイント』（ミネルヴァ書房，
2018 年，PP.333-334）

２．『湊川短期大学紀要第 58 集』（湊川短期大学，2022 年，
PP.7-12）を参照されたい。

３．乙訓稔『西洋近代　幼児教育思想史──コメニウス
からフレーベル──』（東信堂，2005 年，P.2）

４．ルソー著，今野一雄訳『エミール上巻』（岩波書店
1964 年，P.130）

５．乙訓稔，前掲書，P.65.
６．乙訓稔，前掲書，P.67.
７．前掲書『エミール上巻』，P.147.
８．『日本経済新聞』（2022 年 12 月６日，43 面）を参照。
９．乙訓稔，前掲書，PP.67-68.
10．ルソー著，前掲書，P.26.
11．乙訓稔，前掲書，P.58.
12．前掲書『エミール上巻』，P.17.
13．『湊川短期大学紀要第 58 集』（湊川短期大学，2022，

PP.8-10.）を参照されたい。
14．前掲書『湊川短期大学紀要第 58 集』，P.8．
15．この歌は過去に一度，紹介したことがあるが，この

論稿を進めるにあたって，最も理解が得られると考え，
再度紹介した。『湊川短期大学紀要第 58 集』（湊川短
期大学，2022，P.9）を参照されたい。

16．西垣光代（1986）「〈母の歌と愛撫の歌〉におけるフ
レーベル教育思想の今日的意義」（『日本ペスタロッチ・
フレーベル学会紀要　人間教育の探求　創刊号』，乙
訓稔 PP.51-66. に所収，日本ペスタロッチ・フレーベ
ル学会）。西垣光代掲載論文の P.59.

17．汐見稔幸／無藤隆監修『〈平成 30 年施行〉保育所
保育指針　幼稚園教育要領　幼保連携型認定こども
園　教育・保育要領』（ミネルヴァ書房，2018 年，P.1）
を参照。

18．村上優「明治期の大阪の幼稚園におけるピアノの導
入について」（『四天王寺大学紀要第 68 号』，四天王寺
大学，2019 年に所収）

19．深沢亮子編『深沢亮子ピアノ教室』（ドレミ楽譜出
版社，1977 年）
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保育現場における自然体験活動についての一考察
―科学絵本の制作を通して―

A Study About Nature Experience Activities In Childcare Field
―Through The Creation Of A Science Picture Book―

池　上　典　衣
Norie IKEGAMI

嵯峨美術大学

・
・

永　井　　　毅
Takashi NAGAI

相愛大学

・
・

小　舘　誓　治
Seiji KODATE

兵庫県立人と自然の博物館
兵庫県立大学　自然・環境科学研究所

Summary
　In recent years, while the importance of hands-on nature activities for children has been emphasized, the number
of opportunities for children to engage in nature has been declining. In the field of early childhood education, the
promotion of hands-on nature activities is considered an urgent issue. Interest leads to actual experience and
vice versa. Both adults and children, including childcare workers, must develop an interest in nature, which will
encourage participation in hands-on nature activities. There is a great possibility that picture books can serve as a
catalyst for this.
　In this study, we focus on picture books as an opportunity to develop interest in nature, consider how science
picture books can be used in childcare settings, and produce picture books. The university academic at a childcare
training school, art university academic, and museum researcher will collaborate to produce the books, drawing
on their respective of expertise. The picture books produced will be provided to child-care facilities, read aloud to
children, and children and caregivers' impressions will be collected and discussed. In order to make the book easier
to use in childcare settings, a tentative version will be distributed and feedback collected through a questionnaire
with the final version reflecting the feedback recieved. We will conduct a second questionnaire on the final version
and discuss the results.

Keywords : Art，Childcare training school, Collaboration with different fields, Nature activity, Science picture book

1．研究の背景
1.1　自然体験活動の重要性
　近年，教育・保育における自然体験の減少傾向が指摘
される一方，自然体験活動の重要性が強調されている。
例えば，文部科学省（2007）の答申において「自然の中
で活動する体験を持つ青少年が全般的に減っている」「家
族や友達と一緒に自然体験を行う割合が著しく減少して
いる」1）などが挙げられている。また，子どもの自然体
験などの減少傾向を踏まえ , それらの活動の充実が求め
られるとともに , 学校などで青少年の体験活動の機会を
意図的・計画的に作り出す必要があるとしている。さら
に幼稚園教育要領等において「幼児期において自然のも
つ意味は大きく，自然の大きさ，美しさ，不思議さなど
に直接触れる体験を通して，幼児の心が安らぎ，豊かな
感情，好奇心，思考力，表現力の基礎が培われることを
踏まえ，幼児が自然とのかかわりを深めることができる
よう工夫すること 2）」（文部科学省 2017）注）が示されて
いる。このように , 身近な自然の事物・現象に関わりを
持つことで，幼児・児童の様々な資質・能力を養うこと
が重要であり，家庭内や友達との自然体験が不足してい
ることを教育・保育現場でも補っていく必要性があると
考えられる。

1.2　自然体験における絵本の有用性
　子どもたちの自然とかかわる機会が減少する中で保育
現場における自然体験活動の促進は喫緊の課題であると
考えられる 3）。佐々木ら（2021）は現代の子どもたちに
自然体験が不足しているとした上で絵本が自然体験を保
育実践に取り入れる際に有効的なツールであることを述
べている。また，絵本は「自然の実体験そのものと代わ
りうることはできないが，土の中の様子であったり，生
き物そのものの視点で世界を見たりと，日常の枠をこえ
た多様な自然と多様な形で出会わせてくれる 4）」とした
上で，身の回りの小さな自然体験を丁寧に重ねる中で実
体験の感動を重要視し，思考や理解につなげるときに絵
本を活用することを保育者が意識していくことが大切で
あると言及している。さらに，木村ら（2021）は，自然
と触れ合う実体験が重要であるとした上で，57 冊の科
学絵本を分類調査した結果，領域「環境」の「（１）身
近な環境に親しみ，自然と触れ合う中で様々な事象に興
味や関心をもつ」というねらいを達成するための活動や
発見を楽しんだり，考えたりする活動に関する内容が多
く取り入れているとし，「科学絵本活用の可能性が見出
された 5）」と述べている。
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1.3　科学絵本の現状
　まず科学絵本の定義として，坂内（1983）の「文と絵・図・
写真が一体となって，科学の基本的な法則や概念，科学
の方法等を体系的に理解しやすくつたえる絵本をいう。
自然や社会・科学への興味と関心をさそい，正しい自然
観や人間観を育て高めることを目ざしている 6）」がある。
　科学絵本の取り扱う対象は自然だけでなく，音や物の
性質などの物理，電気や光などの化学，数や確率などの
数学，服装や地図などを扱った社会文化等と幅広く，物
語を中心にしたもの，情報を中心にしたもの，文字がな
く絵のみで構成されているもの，しかけなどを用いて楽
しませるものなどさまざまな手法で制作されており，図
鑑と比べるとストーリー性があることが共通している。
　さまざまな分野を網羅する科学絵本であるが，木村ら

（2021）は分類調査した科学絵本について，「遊びや生活
に取り入れていくような活動や，図形や記号に対する関
心を引き出す活動を計画する際には，該当冊数が少な
かった 5）」と指摘している。
　また石井（2020）は現代における科学絵本の役割や特
性について述べた上で，「科学とアートの親和性」を強
調しながら，膨大な時間をかけて作り出される美しい自
然の造形を絵本として仕上げるには「アート性」が要求
されるとし，「科学絵本にはアートがチャレンジできる
のりしろが十分にある 7）」と述べている。

2．研究目的
　保育現場での自然体験活動をより豊かなものにするた
めには，子どもが自然に対して興味を持ったタイミング
で活動を行うことが重要であるとともに，導入や声かけ
を行う保育者の知識も必要となる。科学絵本によって子
どもが身近な自然に興味を持ち，そのタイミングで自然
体験活動を行うことで子どもの理解が深まり，体験がよ
り豊かなものになると考えられる。
　現状の科学絵本は，遊びや生活に取り入れられるもの
の割合が低いこと，よりアート性の高いものが求められ
ることから，実践につなげやすく個性的な表現の絵本が
必要であると考える。本研究では，保育現場で活用でき
る科学絵本のあり方を考察し，ふさわしい絵本を制作す
る。

3．研究方法
　保育者養成校の大学教員と美術大学教員と博物館研究
員がそれぞれの専門性を活かしながら，絵本「おしゃれ
なさくらさん」を共同制作する。制作した暫定版の絵本
を保育現場に配布し，実際に読み聞かせを行ってもらい，
子どもの様子や保育者の感想を収集する。アンケートは
２回実施し，１回目のアンケート結果を反映して，より
保育現場に求められる絵本となるよう修正し完成させ
る。完成版を配布した後２回目のアンケートで再度意見
を収集し，考察する。

4．制作した絵本について
4.1　原作の要点
　共同制作絵本の原作を作る上で様々な先行論文を参考
にした。保育実践での絵本活用について富田ら（2022）
は，絵本の読み聞かせで保育者が演出することによって，
子どもたちが「空想と現実との間を揺れ動く 8）」様子を
事例の読み取りより述べている。また，絵本の読み聞か
せによる食育が家族の食についての話題を誘発させてお

り，子どもの食への関心の高まりにつながっていること
を示している。さらに音楽聴取活動の分野においても，
大塚（1997）が保育実践に視覚媒体としての絵本の読み
聞かせを活用することによって，子どもの身体的な動き
や集中力に肯定的な影響がみられたこと 9）を報告して
いる。絵本におけるオノマトペなどについては，阪井ら

（2021）が乳幼児にとって絵本の読み聞かせが音の面白
さを楽しむ心地よいひと時であると示している 10）。
　このような先行研究より，原作執筆時は以下の点を考
慮した。
①　空想と現実をつなげながら，その中間的な感覚を楽

しめる
②　絵本の世界観が子どもの自然に対する興味関心に誘

発できる
③　読み聞かせの際，子どもが楽しめる音を文章に含む

4.2　作画の要点
　科学絵本の絵は，実にさまざまな描法で制作されてい
る。絵の特徴に着目して分類していくと，写実的なもの
とデフォルメの効いたもの（絵を意図的にくずして描い
たもの）の二つの傾向があり，その境界は曖昧で相対的
である。
　そこで，自然に関する絵本 24 冊を下記の３つに分類
し表１にまとめた。
　Ａ）写実的である。
　Ｂ）写実的な要素もあるが人物表現などにデフォルメ

が効いている。植物や昆虫の擬人化なども含む。
　Ｃ）全体としてデフォルメが効いている。

　写実的な絵を思い浮かべやすい自然に関する絵本であ
るが，分類してみるとデフォルメの効いた絵の本も多く
あることがわかる。
　「おしゃれなさくらさん」の絵を制作するにあたって，
写実的でなくデフォルメを効かせた独自の描法を用いる
ことにした（図１）。打ち合わせを重ねる中で，登場す
る植物や生き物に性格などを設定してキャラクターとし
て作り上げ，そのキャラクターを最もよく表すよう描法
を決定した。
　作画の際は現実にあるモチーフの特徴を踏まえつつ，
擬人化した上で，その性格なども想像できるように描き
すすめた（図２）。また，文章に書かれていない生き物
や草花の物語を想像して絵に追加し，読み聞かせだけで
なく子どもだけで見る際にも楽しめる絵本になるように
工夫した（図３）。

4.3　「おしゃれなさくらさん」の概要
　さくらさん（ソメイヨシノ）が主人公である。近くに
生えるいちょうさん（イチョウ），もみじさん（イロハ
モミジ），あらかしさん（アラカシ），くすのきさん（ク
スノキ）が季節ごとに見せる姿をそれぞれ特徴的に描い
ている。
　春，満開の花びらを振りまくさくらさんの横で，い
ちょうさんともみじさんはまだ冬芽が膨らんだところで
ある。夏になると３本の木に緑の葉が生い茂り，生き物
たちが集まってくる。
　秋が来るとさくらさんは赤い葉に変わり，いちょうさ
んは黄色に，もみじさんは赤に葉の色を変える。そして
秋になっても緑の葉のままのあらかしさんとくすのきさ
んが登場する。さくらさんの葉が散り始め，常緑樹と落
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葉樹の違いがわかる。
　そこにゆきぐもがやってきて北風を吹かせると，赤や
黄色の葉が舞い散る。冬になり，あらかしさんとくすの
きさんは緑の葉のまま，さくらさん，いちょうさん，も
みじさんはほとんどの葉を落とし，冬芽だけがついてい
る。
　最初のページに戻ると，また春になり季節が繰り返し
ていくことがわかる。メインのストーリーとともに，木々
の周りにはカエル類やヘビ類，トカゲ類，昆虫などが描
かれ，季節ごとに変わる姿を見てそれぞれの物語がサイ
ドストーリーとして想像できるようになっている（図
３）。
　絵本を見た子どもたちだけでなく，読みきかせた大人
や保育者にとっても新しい知識を得て身のまわりの樹木
や自然に興味を持つきっかけになるよう，巻末には絵本
に登場した樹木についての解説をイラスト入りで掲載し
た（図４）。

4.4　三田地域の自然環境の現状と監修の要点
　幼稚園，保育所，こども園の身近な自然環境は，地域
によって様々である。園児が日常的に利用している身近
な自然としては，園庭や近隣の公園，隣接する樹林，畑

表１　イラストレーションの特徴による自然にかかわる絵本の分類
分類 絵本の例

Ａ）写実的である。 「旅の絵本」安野光雅 作（福音館書店　1977）
「くも」新宮晋 作（文化出版局 1979）
「にわとりとたまご」イエラ・マリ エンゾ・マリ 作（ほるぷ出版 2015）
「どうぶつのおやこ」藪内正幸 画（福音館書店 1966）
「地面の下のいきもの」松岡達英 絵／大野正男 文（福音館書店 1988）
「くだもの」平山和子 作（福音館書店 1981）
「しっぽのはたらき」川田健 文 ／藪内正幸 絵（福音館書店 1972）
「たねのす ? かん」古矢一穂 文／高森登志夫 絵（福音館書店 1990）
「こけをみつけたよ」今津奈鶴子 作 / 上野健 監修（福音館書店 2019）
「うんちみたいなむしがいた」伊藤知紗 作（福音館書店 2016）

Ｂ）写実的な要素もあるが
人物表現などにデフォル
メが効いている。植物や
昆虫の擬人化なども含
む。

「むしさん　なんのぎょうれつ？」オームラトモコ 作／絵（ポプラ社 2017）
「地球 ? その中をさぐろう ?」加古里子 文／絵（福音館書店 1975）
「モグラくんとセミのこくん」ふくざわゆみこ 作（福音館書店 2011）
「ターくんのちいさないけ」西村繁男　作（福音館書店 2012）
「せいめいのれきし」バージニア・リー・バートン 文／絵／いしいももこ 訳（岩波書店 2015）
「いし」中川ひろたか 文／高畠那生 絵（アリス館 2020）

Ｃ）全体としてデフォルメ
が効いている。

「うごく－はう，のぼる，ゆれるくずのおはなし」たかはしきよし 文／絵（福音館書店 2010）
「やさいさん」tupera tupera　作（Gakken 2010）
「やさいのおなか」きうちかつ　作／絵（福音館書店 1997）
「しずくのぼうけん」マリア・テルリコフスカ 作／ボフダン・ブテンコ 絵／内田莉莎子 訳（福音館
書店 1969）

「はるがきた」ジーン・ジオン 文／マーガレット・ブロイ・グレアム 絵／こみやゆう訳（主婦の友
社 2011）

「そらまめくんのはらっぱあそび―なつのいちにち―」なかやみわ 作（小学館 2017）
「バナナのはなし」伊沢尚子 文／及川賢治 絵（福音館書店 2013）
「つちはどこ？」坂井治 作（福音館書店 2019）

図１　デフォルメを効かせた絵の例（表紙）

図２　擬人化した絵の例

図３　サイドストーリーが想像できる絵の例
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や田んぼなどの耕作地，空き地，河川敷，社寺の境内・
樹林，里山などがあげられる。しかし，園庭や公園では
近隣住民の要望などもあり，栽培植物以外は雑草と呼ば
れて除去される。そのため，昆虫などの生き物の存在も
少なくなってきている。
　「おしゃれなさくらさん」では，地域の自然を取り上
げるという観点から，場所の設定を筆者らの勤務地であ
る兵庫県三田市の地域の人里を含む里山周辺としてい
る。三田市が公表している「未来に伝えたい三田の自然」

（三田市生態系レッドデータブック策定委員会編 2003）
の中では，三田地域の重要な小生態系のタイプとして，
13 のタイプ（水田，ため池，草原，湿原，湿性林，河川，
河川岩上，滝，孤立林，林縁，社寺林，岩角地，バッド
ランド）11）をあげ，それぞれのタイプの該当場所の評
価をしている。
　この絵本では，人里近くの，ため池やその周辺の草原

（定期的に草刈りをしている場所，耕作地などを放棄し
た場所を含む），林縁などのタイプが含まれる。登場す
る生き物は，上記のような場所でよく見られる植物・動
物が選定されている。特に，この絵本の主人公であるさ
くらさん（ソメイヨシノ）と他の４種類の樹木（イチョ
ウ，イロハモミジ，アラカシ，クスノキ）のそれぞれの
違いに着目して四季の変化が描かれている。ソメイヨシ
ノは，都市部でも農村部でも良く見られる樹木である。
ソメイヨシノは春に葉の展開よりも先に花が咲き，その
後葉がでてくる。果実ができ（他のサクラ類が存在しな
いと果実はできにくいとされるが），秋には他の樹木よ
りも比較的早い時期に紅葉して葉を落とす。同様にイロ
ハモミジ，イチョウも秋に葉を多量に落とす，いわゆる
落葉樹である。一方，アラカシとクスノキは冬も緑色の
葉を枝に付けている常緑樹である。落葉樹の中でも葉の
形や，落葉したときの葉の色が異なる木を登場させるこ
とや，常緑樹と対比させることで季節変化を際立たせて
いる。また，他の植物も花期や果期などの変化を示した
り，セミ類やカエル類などの成長変化などが描かれてい
る。一方で，セイタカアワダチソウ，アメリカザリガニ
などの外来種も登場する。
　「おしゃれなさくらさん」は，四季の変化が描かれて
いるため，最後まで読むと冬の季節からまた最初の春へ
つながることが連想できるようになっている。
　春には蕗の薹（フキ）や土筆（スギナの胞子茎）など
の植物が登場し，夏にはセミ類が見られ，秋にはススキ
の穂，ヨウシュヤマゴボウの果実などが表現されている。
いずれも希少種ではなく，一般的に生育・生息している

と思われる種類である。しかし，場所によっては，これ
らも姿を消している場合も少なくない。
　特に保育者に興味をもってもらうために，絵本の巻末
に大人向けの樹木の解説を加えた（図４）。ただし，漢
字には小学生でも読めるようにふりがなをつけるように
した。身近な公園などで植物を観察する際に，葉を対象
とすると比較的長い期間，観察に使えると考えたからで
ある。樹高が高い場合，樹木の葉を採集しづらいが，周
辺をさがすと落ち葉があることも多い。また一般に興味
を持ちやすい果実（一部種子）についてもわずかながら解
説をしている。ここでの５つの樹種は葉っぱ１枚でも特
徴のある樹木である。ソメイヨシノはどこでも見られる
樹種なので，これを基準として，もう１種類の他の樹種が
あればそれぞれを比較しながら観察することができる。
　絵本の中では樹木の樹皮の模様の違いも表現してい
る。成長段階では同じ種類でも樹皮の模様が異なる場合
も多いが，ある程度の太さになると似通った模様となり，
特徴が際立つ。

5．保育現場での意見収集
5.1　アンケート結果（１回目）
　制作した暫定版「おしゃれなさくらさん」を三田地域
の保育現場で読み聞かせしてもらい，26 名に１回目ア
ンケートを実施した（図５）。結果を反映した修正を行い，
完成版を制作して再度提供し２回目アンケートを 16 名
に実施した。アンケート結果をもとに考察し，保育現場
で活用できる科学絵本のあり方について探る。
　調査データの扱いについては，実施前に回答者に対し
て，個人の不利益になったり , 個人が特定されたりしな
いよう扱い，研究のみで使用することを説明し，了承を
得ている。

図５　１回目のアンケート用紙の例

　１回目アンケート結果をカテゴリー分けして表にまと
めた（表２）。

5.2　絵本の修正と２回目アンケート結果
　意見を反映して修正した点は以下である。

図４　樹木の特徴を解説したページ（見開き）
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表２　絵本の感想等の記述例

カテゴリー
改善点

／
継承点

記　述　例

登場するキャラ
クターの性格 改善点 ・さくらさんが意地悪だったことが残念。（同意見８）

文章表現

改善点

・イチョウさんはきいろいはっぱをわさわさとゆらしています。→イチョウさんは…わさわさゆらしきもちよさそうです。で
はどうか？

・４歳児に読んでみて→雲にさくらさんの葉っぱが飛ばされて可愛そうだったとの意見が沢山出ていた。
・夏の場面：最後にとっても涼しくて気持ちですねなど気持ち良さを伝える言葉があるといいかなと思います。
・秋の葉っぱが色づいた場面 : いつの間にか散ってしまっているので，でもしばらくするといちょうさんは黄色に色づき葉っ

ぱを ? と入れ，うーさんとくーさんも登場し，きれいだねなどの表現をいれるときれいなんだと感じられるかと思います。
・「しゃついちまいだなんてはずかしい」が，子ども的には，普通なのでよくわからない。（同意見２）
・最後のすっぽんぽんが，あまり笑わなかった。
・「つかいふるし」という言葉が気になった。「おすそわけ」や「わけてあげる」など別の言葉の方が良いのでは？（同意見２）
・「さくらさんのたくさんはっぱのついた太い枝の下に入れました」のところでは，一文に言葉の情報量が多すぎるので，

子どもは想像しにくいかと思う。
・「もりでいちばん美しいわたくしにふさわしいわ」のところでは，何がふさわしいのか読み取りが難しかった。
・この絵本が左から右に読んでいく絵本なので，絵の中の配置に合わせて左から右の順番で名前をあげるとわかりやすい。
・「すっぽんぽーん」は，さくらさんが最後でいいと思う。

継承点
・文章表現も良くて内容も分かりやすかったと思います。（同意見２）
・３歳児に読んでみて→「すっぽんぽん」などの言葉に反応して笑っていた。
・お話に興味を持ち，よく聞いていました。

絵本の構成

改善点

・ストーリー的には意地悪なさくらさんが笑われておわりなのが，もっと仲良く終われたら嬉しい。
・絵本の終わりが冬で終わっていたので，また春になって桜が満開になったらきれいだろうなと思った。（同意見４）
・季節の変わり目が急でわかりにくいです。
・終わり方が少し突然なように思えたので，もう少し工夫すれば良いのかとも感じた。（同意見２）
・夏に突然くーさんとうーさんが出てくるので春から全季節を通して出てきた方が統一性が出てくるし子ども達も親近感が

湧くと思います。
継承点 ・行間もあり，読みやすかったです。

登場する
キャラクター
の呼び方

改善点
・うーさんとくーさんのネーミングがわかりにくかった。（同意見４）
・ナレーターの部分もさくらさんという表現になっていたので「　」の部分はセリフとしてさくらさん。「　」がない部分

はさくらと表現したほうが読みやすかったように思います。
絵本全体に
ついて 改善点

・桜さんは，オシャレで意地悪？イチョウさん，モミジさんはどういうキャラクター？アラカシさん，クスノキさんは緑の葉っ
ぱだとなぜ格好悪いの？と，前提として自然物に一定の知識・興味があってはじめてこの絵本を有効的に活用できるのだ
ろうな？と感じたのが正直な感想です。

継承点

・一年の季節の移り変わりを感じるたびにこのお話を思い出すことでしょう。お話を通して自然事象との関わりがもて，子
どもの心の中にいつまでも生きつづけるのだとしみじみ感じました。

・年少児はへぇ ? という感じで聞いてくれ，春になったら園庭の桜咲くかなぁ ? と興味を持っていました。
・子どもたちは身近な桜や紅葉，イチョウなどの自然が出てきて，喜んでいた。
・子どもたちはさくらの木の一年のうつり変わりに関心を持っていました。
・子どもの反応：話に聞き入って楽しそうに見ていた。
・絵本を読み進めるうえで，季節の移り変わりに気づき，発言する子どもがいた。
・四季の移り変わりがわかった。木の名前がわかった。（同意見３）

絵について
（キャラクター） 改善点

・くまのイラストがネズミっぽいかと思う。色なのか，耳の形なのか，ヒゲなのか。　
・木の顔がもうすこし優しい顔がいいな，と子どもたちが言っていました。
・さくらさんの顔が柔らかい印象だと，可愛らしいかなと思った。
・生き物に爬虫類が多いなと思いました。

継承点

・裏表紙にヘビが隠れてることに気付き喜んでいた。
・さくらさんの表情が豊で魅力的ですね。目が特に素敵だと思います。
・秋の場面でカエルたちが泣いて別れている絵が，可愛い。なんで泣いてるんだろーと話もできそう。
・キャラクターはかわいらしく，良いと思いました。
・季節ごとの生き物をよく見ていました。初回読み聞かせると，そちらに興味がいって話ができないほどでした。（同意見３）
・生き物の細かな絵がたくさんあったので，全体の読み聞かせの後もじっくりと読むことができる本だと思いました。

絵の構図等 改善点 ・くーさんとうーさんが木陰で涼んでる絵がちょうどページの真ん中にあり，気持ちよさそうな表情がわかりにくい。
・数人に読み聞かせをする時に，絵（背景）と文字が，一体化？する場面があり，読みづらい所がありました。

絵について
（雰囲気）

改善点 ・『あきになりました』のページは，もう少し夕焼けの色を落とすと，さくらさんの赤が映えるかと思った。

継承点

・絵が力強く表情や色彩が豊かで，子供たちもすぐに惹きつけられていた。
・おしゃれでかわいいイラストで目で見ても楽しめるような内容だと思います。
・絵が芸術的で，カラフルでよかった。
・その季節ごとにやってくる生き物がわかり，冬には生き物が何処にいるのかも描かれていてよかった。
・色使いが鮮やかでよかった。（同意見２）
・筆のタッチが丁寧で細かく描写されていますね。
・春夏秋冬の違いが出ていて季節が変わっていく様子がすごく伝わってきました。（同意見４）
・イラストはとても目を惹くものがありました。（同意見６）
・個性的な絵で，表情がわかりやすく楽しく見させて頂きました。
・子どもたちは絵が面白いと言って笑っていた。（同意見２）
・どの場面もじーっと集中して見る子どもたちの様子が見られました。
・初めて絵を見た時，とても個性的でドキっとしましたが，何度か読んでいるうちに愛着がわいてきました。

巻末解説ページ
について 改善点

・吹き出しなどで木のイラストに言葉などを付けても面白いのではないかなあと思います。
・実際の木の写真と一緒に説明があれば，木を探しやすいかと思う。（同意見２）
・ページをまたいで文字が書かれているので，見開きの部分は見づらかった。

継承点

・最後のページの木や葉の紹介のページを見ることにより，子どもたちも登場する木のことを理解した様子だった。
・身近な木や木の実について，詳しく知ることができて良いと思う。（同意見４）
・イラストは見やすかったです。
・この部分が一番良かった。このページをもっとボリュームのあるものにして欲しい。
・読んだあとで，もう一回見てみようという気持ちになります。今度は，散歩に出かけた時，見たり触れたりしてみたいと

思います。
・木の名前の由来や豆知識が面白かった。
・子どもたちも興味を持って見ていたり，知っている木もあり，友だちと会話を楽しんでいた。
・ここをコピーしても使えるので参考になりました。
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①　登場するキャラクターの性格等を見直し文章を修正
する。（図６）

②　わかりにくい言い回しや名前などを変更する。
③　文章の変更に合わせてキャラクターの表情などを描

き変える。（図７）
④　見えづらい絵や文字を改善する。
　文章と絵の修正は全ページに対して行い，樹皮の表現
等も追加してより詳細な情報が伝わるようにした。（図
８）
　修正した完成版を再び保育現場に提供し実施した２回
目アンケートの中から以下の２項目に着目して考察す
る。
・自然体験の保育実践前の絵本活用について
　『保育実践における「自然体験」と「絵本（図鑑や科
学絵本を含む）」の繋がりについて先生方のご意見を自
由にお書きください。特に自然体験の保育実践前に絵本
を活用する効果や利点を教えてください。』（以下《自然
体験の保育実践前の絵本活用について》と示す）の質問
項目について自由記述を収集した。収集した意見をカテ
ゴリー分けし，表３に示す。
・制作の感想について
　『絵本「おしゃれなさくらさん」を保育実践で使って
みての感想をお聞かせください。』（以下《制作絵本の感
想》と示す）の質問項目について自由記述を収集した。
記述を元にカテゴリー分けし，表４にまとめた。

6．考察と今後の課題
6.1　考察
　１回目のアンケートにより，暫定版の感想とともに保 図７　キャラクターの表情の描き変え修正

図８　樹皮の表現や構図を修正図６　キャラクターの性格等を見直した文章修正
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表３　自然体験の保育実践前の絵本活用について
カテゴリー 記　述　例
興味関心が
高まる

・絵本を見て，おもしろそう！楽しそう！やってみたい！と思う気持ちを引き出してくれる事。
・子どもがイメージを持ちやすい・イメージを友達と共有できるため，実体験が共感に繋がる。
・絵本や図鑑を見ることで，こども達の好奇心を探ることができ，次の活動や体験に繋がることができる。また色んなことに興味を

持ち始め，探究心が掻き立てられる。その為戸外に出るとそれぞれに興味のあることに夢中になって見たり，感じたり，やってみ
ようとする姿が見られる。

・絵本などを通して，注目する視点ができることで，漠然とある自然物のなかから興味を持って関わろうとする姿につながる。
・図鑑などは，子どもも手に取りやすく，繰り返し見返す中で，現実の経験と図鑑で得た情報が重なり，喜びに変わる場面を何度も

見た為。その経験の積み重ねが，自然への興味や知識へつながっていくと思います。
・活動の前に話だけするより，絵本や図鑑を見た方がより理解し，興味も持つ。
・絵本や図鑑は視覚的に興味を得やすくわかりやすい為。
・実際に絵で見て，関心を抱いてくれます。
・絵本を読むと子供がすごく熱中してきいてくれる。

理解や認識
につながる

・言葉で知らせたり，教えたりするより，目で見た方が子ども達には理解しやすいように思う。
・子どもひとりひとり興味や関心が違うので絵本や図鑑で子ども自身が知りたいと思うことを見たり聞いたりできるため。また保育

士自身が知らないことも子どもたちと一緒に調べられるため。
・絵本は想像力を豊かにします。 図鑑などは知識を与えてくれます。 導入することで，実体験が発見，ときめきに繋がると思います。
・散歩に出かけた先で気になった自然物の名前や特徴を知るためには図鑑がとても重宝します。そして，自分で調べ名前や特徴を知

ることで達成感や知識として繋がる効果があると思います。
・自然体験活動は視覚からが伝えやすく，その後，五感を使って伝えるのが幼児には分かりやすいと考えます。

主体的活動
につながる

・機会があるごとに，保育室等で絵本や図鑑を見る。室内用と園庭用を用意していると，園庭用は子どもたちが手に取りやすい場所
に置く。遊んでいる時に発見したものを自ら調べたりしている。散歩時は，コンパクトサイズ物を持参することにより，子ども同
士で図鑑を開いている。

・絵本や図鑑は導入し，自然体験の後も子どもたちが自分で開いて見返したりさらに調べたりできる。
・子どもたちが実際に見てみたい，試してみたい，作ってみたいと思う気持ちを持つきっかけになる。
・４歳児の散歩の前に，季節の自然絵本を読み聞かせ，それ以外は特に何も言わずに出て行きました。 すると，公園までの散歩の

道中でも足元の草花を見つけては『先生！』と発見してくれた喜びを伝えてくれました。 保育者の意図と導入がしっかりとあれば，
子どもにとやかく言わずとも，キャッチしてくれるんだなぁ，と心底思った体験です。 しかし，同時に感じたのは，まずは，保
育者が自然への興味関心を持たなければ，なかなか難しいよな，という事でした。

・絵本や図鑑の方が親しみを持ちやすいと感じたため。また，子どもたちが手に取ることができる場所に置いておくと，見たいとき
に見れてより興味・関心が持てると感じたため。

・子ども自身が面白いと思い，自分で調べることができる為。
・子どもが知ったことを反すうすることが大事だと思っている。大人が用意した自然体験でも，自分の目で見て調べて自分の知識に

していく。そのためには絵本や図鑑が適切だと思う。また大人発信だけではなく，子ども自ら調べたいことが出てきたときに絵本
や図鑑は有効だと思う。

実体験に
つながる

・絵本や図鑑で知ったことを実際に自然の中で発見する喜びが味わえ良いと思う。
・実体験のあとに絵本を見返す楽しさがある。
・絵本を見ることで，実際に見た時に，イメージが持ちやすく，気づいてほしいことに目を向けることができる。
・絵本を読んで興味を持ったこと感じたことを体験から発見して，また絵本を読むと内容が深まっていくという循環がある為，どん

どん心が豊かになると思います。
・実践前に絵本や図鑑を見ることで　子どもたちの意識も高くなり，知ってるものが出れば自信を持って発言し，思い出すきっかけ

にもなります。
・導入以外にも，体験後の関心を深める機会になります。
・自然体験活動は視覚からが伝えやすく，その後，五感を使って伝えるのが幼児には分かりやすいと考えます。
・絵本や図鑑などで見たものを自分たちで探しに行こうと，期待感をもって自然の中に出掛けることができる。
・絵本を見ながらこども達が興味を持てるようにしていきます。　その中で保育者のことばでより探究心を湧き立たられるようにし，

こども達がが感じたこと，気づいたこと，発見したことなど共感していく。そして見つけたものや疑問に思ったことなどを図鑑で
調べる…という流れを作るようにしている。図鑑を見て導入が始まる場合もあります。

・絵本の活用により，子どもたちのやってみたいすごいな等の実体験の発想に繋がる。
・実際に自然物にふれる事（栽培，飼育等）によって体感し，子どもたちが思いを考えることができるので，導入として体感・経験

し遊びにつなげていけると考えています。
・絵本や図鑑から得た知識を家族や友だちに伝える機会が増えます。自然体験の内容にもよりますが，絵本や図鑑を見てから散歩に

出かけ，目的の物が見つかるとより散歩が楽しくなり，季節感を感じる機会につながります。

表４　制作絵本の感想について
カテゴリー 記　述　例
楽しい ・桜の木の，桜が咲いてない頃の様子を知れた喜びを感じた。（５歳児）

・楽しそうに見ていました。（３・４・５歳）
・動物を指差して喜んでいました。（１歳児）
・生き物やさくらさんを見て，手で触って喜んでいた。
・楽しいエッセンスがたくさん詰まっていてどのページを開いても子ども達とのやりとりが楽しめる絵本。

興味関心が
高まる

・興味深げに見ていました。（３・４・５歳児）
・さくらの木はもちろん，周りの虫等にも興味を示していました。（５歳児）
・絵の中の虫や動物の，表情や仕草が楽しく，いろいろな事を発見して，「何を思ってるのかな？」「何をみてるのかな？」「何して

るのかな」と話が広がった。（３・４・５歳）
・草花の成長は身近ですが，木の季節の移り変わりについて子どもたちに知らせるのによい題材だと思いました。
・身近な草花，虫等がたくさん出てきて，子どもも興味を持って見れていてよかったです。季節の話やさくらの木について調べたり

活動する際に役立ちそうだと思いました。
・四季の移り変わりを感じる事が出来，一年を通して楽しめる。
・色合いが綺麗で，低年齢の幼児も目を向けていた。以上児には季節の移り変わりや森の自然の共存する様子がよく伝わると感じる

内容だった。
理解や認識
につながる

・四季の流れがよく分かって，四季に気付いている子もいた。
・さくらさんの表情や季節の移り変わっていく部分に目がいき，友達と思ったことを伝えあっていた。（５歳児）
・年間を通して読める絵本だと感じた。桜の木の夏の様子，秋の様子，そして冬，春にしかスポットライトの当たらない桜の木の１

年の過ごし方が分かる良い絵本だと思った。
・四季の違いが知れて良かったです。
・季節の移り変わりを，美しい絵や文章がある絵本から伝えられたことが良かったです。
・さくらさんや背景が少しづつページによって色が変わっていき，季節の流れは分かりやすかったです。

実体験に
つながる

・園にある桜の木と照らし合わせながら楽しそうに見ていた（４歳児）
・庭の桜の木の下で読み聞かせしました。読む前に桜の木陰に集まってと声を掛け，うさぎさんとくまさんが木陰で涼むページでは，

絵本の場面を体感していました。（５歳児）
・園にある桜の木があるおかげで，夏の日差しから守られていること，春はキレイな花が見られたりと，思い出しながら話せた。
・園庭に大きな桜の木があるので，桜の木に関心を持ってもらうのにもよい機会でした。
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育現場で求められる科学絵本がどのようなものかを探る
ことができた。
　登場するキャラクターの設定については，筆者らが考
えていた「面白さ」が保育現場では「違和感」として感
じられるという意見が多くあり，設定を大幅に変えて文
章を修正することになった。今回の絵本制作の意図は，
自然に対する興味関心を高めることであったが，暫定版
では四季の移り変わりによる樹木の変化や生き物の生活
などに目がいかず，キャラクターの性格などが印象的に
なってしまっていた。完成版で文章を修正することで，
違和感を払拭することができ，読んだ子どもたちの印象
も変化したと思われる。
　また，読み聞かせする文章はわかりやすさが重要であ
ることも再確認できた。声に出した時の心地よさや楽し
さなども考慮して，文章を推敲していく必要がある。
　デフォルメの効いた独自の描法で仕上げた絵は，絵本
の絵として思い浮かべやすい「やさしい」「さわやか」
なものではなく，少し重く個性の強いものであったが，
結果として子どもたちは受け入れてくれていた。よって
完成版を制作する際には，キャラクターの設定変更に伴
い，表情のみ修正することになった。アンケートの中に

「芸術的でカラフル」「力強く表情や色彩が豊か」「おしゃ
れでかわいい」という記述が見られたように，アート性
の高いものとして受け入れられたと考えられる。
　実践につなげやすい科学絵本になるように設けた解説
ページは，「コピーしても使える」や「散歩に出かけた時，
見たり触れたりしてみたい」などの記述にもあるように
実用的に仕上がったと言える。専門性の高い知識を入れ
込み，保育者などの大人も楽しめるページとして今後も
活用されることを期待している。
　２回目のアンケートにより，保育現場で求められる科
学絵本の特徴と完成版「おしゃれなさくらさん」の感想
を比較し検討することができた。《自然体験の保育実践
前の絵本活用について》の結果から，保育現場で求めら
れる科学絵本は「興味関心を高め，理解や認識につなが
り，主体的活動や実体験につながる絵本」であることが
わかる。そして《制作絵本の感想》の結果から，完成版

「おしゃれなさくらさん」は「楽しめて興味関心を高め，
理解や認識につながり，実体験につながる絵本」になっ
ていたと言える。完成版「おしゃれなさくらさん」は，「主
体的活動につながる」という点では十分でなかったが「楽
しい」という点が加わっていた。「主体的活動につながる」
科学絵本とはどのようなものであるのか，検討し今後の
活動につなげていきたい。

6.2　今後の課題
　自然体験活動は子どもにとって，自分の目で見て，触っ
て，五感で世界を知っていく，感覚的なものであるはず
である。今回制作した「おしゃれなさくらさん」は正し
い知識と実用性を重視したことで，情報的な内容に偏っ
ていたように思われる。感覚や感情に訴えかけ，命の大
切さや自然の深遠な美しさに子どもが自分で気づいてい
くような科学絵本が理想である。子どもが心を動かすこ
とで，もっと知りたい，やってみたいという主体性にも
つながっていくであろう。

7．総括
　本研究では保育者養成校の大学教員と美術大学教員と
博物館研究員が絵本「おしゃれなさくらさん」を共同制

作した。アンケート結果から，制作した絵本は保育現場
で求められるものに近いものになったことがわかる。保
育・美術・自然というそれぞれの専門性を活かし共同制
作したことで，様々な観点から加筆修正し，完成させる
ことができた。
　この絵本が豊かな感性を持った子どもたちに読まれ，
可能性を広げる一助となることを願っている。

本研究は，令和３年度湊川短期大学学内科研費の助成を
受けたものである。

〈注〉
「幼稚園教育要領解説」,「幼保連携型認定こども園教育・
保育要領解説」,「保育所保育指針解説」では本文中の
表記の仕方が異なるため , 本稿では「幼稚園教育要領解
説」を代表として引用した。
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地域に開く大学図書館の電子情報サービスの可能性に関する調査
Research on the Potential of Electronic Information Services 

in College Library Open to the Community

山　田　哲　也
Tetsuya YAMADA

湊川短期大学図書館
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Abstract
　The spread of the new corona-virus has necessitated a variety of changes in the services offered by college
libraries. For example, mailing services to users and electronic reference services are the main examples. However,
there has been no particular development in the services provided by college libraries to the local community. In
this study, as a college library that promotes openness to the local community, we examined the ways to provide
services as a regional center of learning in the post-corona era, and studied ways to make learning available
without having to visit the university library. As a result, we were able to show the correlation between the types
of electronic information services and the content of the required services.

keywords: College Library，Library Service，Electronic Information Services

１．はじめに
　今日，大学図書館は教育・研究の多くの情報を扱う大
きな役割を担っている。特に学生にとっては，専門的学
修や卒業研究・修了研究などでなくてはならない存在で
あるが，一方で地域では数少ない高等教育機関でもある
ことから，地域の期待もあり，地域開放も進めている。
図書館というと知的情報の宝庫でもあるが，利用者は思
いのほか学修や研究の情報を書籍だけではなく図書館設
置の PC から得ることも多い。読書や調査する利用と並
行して，映画など視聴覚コンテンツを見たり，ひととき
の休憩に利用する学生などもいる。海外の大学図書館で
は，ラーニング・コモンズだけではなく，カフェが館内
に併設されたりしているところも珍しくない。図書館で
こころや身体を休めたり，コミュニケーションが生まれ
たり，多様な空間であることから，本学では多様な空間
創出のために，近年，美術展を開催することも行ってい
る。多様な図書館環境の例として，居間でリラックスし
ながら読書するような環境や大型ディスプレイが並ぶ大
学図書館などは海外で多く見られる。図１・２に著者が
2019 年に訪問した韓国，韓国教育大学 Korea National
University of Education，図３・４に 2022 年に訪問し
たオーストラリア，サザンクロス大学 Southern Cross
University の様子を示す。居心地のよい空間と電子情報
が得られる環境がうまく組み合わされている。現在，大
学図書館の機能は，電子化・情報化など，新しい図書館
のニーズともに進化してきている。多様な教育支援，学
習環境の提供，学術情報の提供，地域社会への貢献など
の役割やサービスはそのまま質を落とすことなく，図書
館環境を再構築する必要がある。そのため，大学図書館
では，職員が常駐し，電子情報も利用しながら，リファ
レンスサービスを行っている。文献や情報の調べ方を案
内したり，利用者とともに探しだしたりするサービスで
ある。インターネット上で論文などを調査する際のガイ

ドも充実させてきている。

２．新型コロナウイルスと図書館の電子情報サービス
　2020 年，新型コロナウイルスのまん延により多くの
大学図書館は，学外の利用を停止した。地域に開放する
大学図書館は少なくないが，大学がオンライン授業等に
移行し，第一に学内の図書館利用を機能させるために，
学外利用までには手が回らなかったのが現実であると考
えられる。大学図書館は様々サービスのあり方を再考せ
ざるを得なかった。
　𠮷井（2022）は，公立図書館の電子図書館化で期待さ
れる効果として，電子書籍など特色あるコンテンツの提
供や地域資料や貴重書の利用促進ツールの他，業務省力
化，省スペースを挙げたうえで，新型コロナウイルス流
行前に電子図書館サービスを導入した図書館の利用が増
していることを指摘している 1）。
　中田ら（2021）は，新型コロナウイルスの影響を受け
て大学図書館は，結果的にオンラインコンテンツの需要
拡大とそれに伴う各種ツールの環境整備，そして特に大
学での電子書籍の整備が一気に加速し，図書館サービス
の在り方が大きく変容を遂げたことを報告している 2）。
　大串・田中（2010）は，レファレンスをメールや
web 上で受け付けるサービスが様々な利用者に対し多
様なシチュエーションにおいて利便性が見込まれ，レ
ファレンスサービスの新たな地平を開いたことを指摘し
た 3）。レファレンスサービスも新型コロナウイルス流行
によって，その必然性が高まったと言える。

３．目的
　新型コロナウイルスのまん延により，大学図書館の
サービスも様々な変容を必要とした。例えば，利用者に
対する郵送サービスや電子上のレファレンスなどが主な
ものとして挙げられる。しかしながら，地域への大学図
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書館のサービスとしては特に進展はない。本研究では，
地域開放を進める大学図書館として，ポスト・コロナ時
代の地域の学びの拠点としてのサービスのあり方とし
て，大学図書館に足を運ばなくても利用できる学びのあ
り方を検討し，その方策を検討することを目的とする。
　山田ら（2021）は，大学図書館の地域連携の基礎研究
を行う中で，地域利用者は，レファレンスサービスの認
知度が低い一方で，OPAC（web 上で使用できる蔵書目
録）には一定の認知があり，大学図書館を探求する学び，
活用できる学びなど新たなスタイルの学びを支援する枠
組みを作る必要性を示した 4）。ポスト・コロナ時代の大
学図書館が提供できる地域サービスのあり方を検討する
ために本学図書館利用者や他学・公立図書館の取り組み
状況を調査し，コロナ時代の地域の学びの拠点としての
地域サービスの最適化を図る。

４．方法
　2021 年８月，大学に研修や講習で訪れた社会人 49 名

（教育関係者が９割）に対し，「ポスト・コロナ時代の大
学図書館利用に関するアンケート」として質問紙調査を
行った。
　調査項目は，地域や学校図書館の利用度，OPAC（オ
ンライン検索システム）の認知度，web 上のリファレ
ンスに対する期待度，郵送サービスの希望，電子書籍

（ebook）に対する期待度をリッカート尺度による５件
法で調査した。また，大学図書館の web 上（電子上）
での期待，地域社会との連携で果たす役割について自由
記述で回答を求め，その結果を社会情報サービス社のテ
キストマイニングソフト，トレンドサーチ 2015 におい

て，出現頻度の高い語句を中心にして語句の間の関係を
マッピングしネットワーク図を作成した。
　さらに，近隣の図書館の電子化を調査し，不足を補完
し，サービスの向上を図るために 2022 年 10 月に公立図
書館司書経験者にその取組状況についてインタビュー調
査を行い，他のデータと合わせて総合的に分析した。

５．結果と考察
　質問紙調査を単純集計した結果を表１に示す。OPAC
は，既に存在する電子情報サービスと言えるが，web
レファレンス期待度，郵送サービスの希望，ebook 期待
度は，ポスト・コロナ時代の新たな要請として考えられ
るものである。ebook 期待度が 3.53 と若干高い数値を
示している。様々な図書館で新型コロナウイルス流行に
よって，図書館に足を運ばなくても利用できる安心感や
近年の web サービスの普及が電子利用を身近にしてき
たことも伺える。web レファレンスにも一定の期待が
集まっていることがわかる。郵送サービスは，図書館に
足を運ばなくても利用できるサービスであるが，電子情
報化に関するサービスに比べ，煩雑や有償であることが
希望を下げていることが考えられる。
　年代（20 歳代～ 60 歳代以上の５段階に分類した。），
ebook 期待度と他の項目との関連を知るために，それぞ
れの相関係数を算出した（表２）。その結果，年代と図
書館利用度，OPAC 認知度，web レファレンス期待度，
郵送サービス希望，ebook 期待度には相関が認められな
かった。一方，ebook 期待度と web レファレンス期待度，
郵送サービス希望には正の相関が認められる。図書館の
電子情報化サービスへの期待が高い人はどちらの項目も

図３　サザンクロス大学の図書館環境の例 図４　サザンクロス大学の学生利用状況の例

図１　韓国教育大学の図書館環境の例 図２　韓国教育大学の学生利用状況の例

表１　質問紙調査結果（量的調査）
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期待していることがわかる。ebook 期待度と郵送サービ
ス希望にも正の相関があることは，ここでも図書館に足
を運ばなくても受けられるサービスへの期待があると言
える。
　ebook 期待度と web レファレンス期待度，ebook 期
待度と郵送サービス希望に相関がみられたことから，そ
の傾向を知るために ebook 期待度と web レファレンス
期待度のクロス集計を図５に示す。ebook 期待度と郵送
サービス希望のクロス集計を図６に示す。度数が高いの
は Web レファレンス期待度４ポイントの付近であるが，
郵送サービス希望では，３ポイントの付近であることが
わかる。ebook の期待 Web レファレンスの期待はとも
に相対的に高く，その２つのサービスを合わせて進める
ことは利用者のニーズにこたえられる可能性がある。
　大学図書館の web 上（電子上）での期待に関する自
由記述のネットワーク図を図７に示す。「仕事終わり」
の周りに図書館利用の語句があることから，図書館の開

館時間に関することや「ライン」の語句から SNS 上の
利用の提案が見えてくる。電子情報化サービスは，開館
時間に関するサービス改善や SNS 利用による活性化の
展望が広がる。大学図書館の地域社会連携で果たす役割
に関する自由記述のネットワーク図（図８）では，「専
門書」及び「絵本」のまとまりがあり，大学図書館とし
ての特徴が見られる。自由記述の文章には絵本の読み聞
かせなど企画を希望する意見が見られることから，これ
まで行ってきている図書館の企画展示などの有効性も示
唆される。図９に近隣の公立図書館司書経験者に対する
公立図書館の電子化のついてのインタビューの概要を示
す。公立図書館では，電子情報化が徐々に進み，多様な
利用者に対して web アクセシビリティについて配慮が
あることが，大学図書館の地域開放では参考になる。ま
た図７のネットワーク図に現れていたように，SNS の
利用があり，社会の情報化に合わせた大学図書館運営の
必要性も浮かび上がった。

表２　年代・ebook 期待度と各項目の相関係数

図５　ebook 期待度と web レファレンス期待度

度

数

図６　ebook 期待度と郵送サービス希望

度

数
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６．まとめ
　地域開放を進める大学図書館として，ポスト・コロナ
時代の地域の学びの拠点としてのサービスのあり方とし
て大学図書館の電子情報化について，利用者の質問紙調
査から検討した。
　ebook 期待度と web レファレンス期待度，郵送サー
ビス希望には正の相関が認められるなど，電子情報化の
期待は同様に期待を持たれていることがわかった。ま
た，自由記述のテキストマイニングから図書館の開館に
関するサービスや SNS 利用など新たな視点が見いだせ
た。電子情報化には，予算措置も必要であるため，学生
の意識調査などを追加し検討することによって，効果的
なサービスを目指していきたい。

　本研究は，2021 年度湊川短期大学学内科学研究補助
金の助成を受けた。
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図７　大学図書館の web 上（電子上）での期待に関す
るネットワーク図

図８　地域社会との連携で果たす役割の自由記述に関するネッ
トワーク図

web サイトより様々な「お知らせ」を実施するように
なり，貸出期間の延長の申請が電子上で行えるような
り，市民へのサービスは向上した。また，様々な企画
展がインターネットより閲覧できるようになった。

web サイトは，文字の大きさの変更や背景と文字の反
転が可能であり，web アクセシビリティについて配慮
されているが，高齢者がインターネットを使用しての
貸し出しや、本の検索などを行えないことがある。

Instagram を活用しており，市の web サイトと紐づけ
されている。

利用する人が幅広いジャンルに及ぶが専門的な本がそ
ろっていないとのことより，様々な専門書を用意する
必要がある。

図９　公立図書館司書経験者インタビュー概要
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保育者養成課程における歌唱教材についての一考察
A Consideration on Singing Teaching Materials in the Nursery Teacher Training Course

前　川　尚　子
Shoko MAEGAWA

湊川短期大学　幼児教育保育学科

Abstract
　In the Area of“Expression,”it is expected to cultivate rich sensibilities and the ability to express themselves,
and to enrich their creativity by expressing their feelings and thoughts in their own way. In this study, we
examine the vocal range that changes with growth, along with the process of musical development from musical
expressions born from life and play and consider points to consider when selecting singing materials. Therefore,
by selecting a musical score corresponding to the vocal range in which the player can vocalize without difficulty,
the player can become more familiar with the music and enjoy it more. In addition, from the lyrics, the relationship
with the area of“Language”, listening to other voices and sounds, and singing together with the area of“Human
relations”etc., and comprehensive activities with other domains are born. We believe that by having a variety of
experiences through singing activities, we will develop into developing a rich sensitivity and expressive power.

Key words：Music Expressions, Singing and playing the piano, Childcare worker training

要旨
　領域「表現」おいては，感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して，豊かな感性や表現する力を
養い，創造性を豊かにすることが求められている。本稿では，生活や遊びの中から生まれてくる音楽的な表現から音
楽的発達の過程とともに，成長に伴って変化する声域について検討し，歌唱教材を選択する際の留意点を考察する。
それにより，声域に対応した無理なく発声できる音域の楽譜を選択することによって，音楽に親しみ楽しさをより味
わうことができる。またその歌詞からは領域「言葉」との関係を，他の声や音を聞くこと，またともに歌うことによっ
て領域「人間関係」との関わりなど，他領域との総合的な活動が生まれる。歌唱活動よって多様な経験をすることに
より，豊かな感性や表現力を育てることへと展開していくと考える。

キーワード：音楽表現，弾き歌い，保育者養成

１．はじめに
　保育者は子どもたちの発達を理解したうえで、子ども
の表現力を向上させるための指導法について理解するこ
とによって，子どもたちと音楽の楽しさを共有できると
考える。歌唱は表現する楽しさを感じることができる活
動である。そのためにも無理なく歌える，楽しく歌える
曲とはどういう曲かを考察するうえで，声域を考慮した
選曲の必要性を感じた。現在，ピアノ伴奏付き歌唱教材
は多く，またさまざまなアレンジの楽譜が存在している
中，保育者養成校では学生の演奏技術に合った楽譜を選
択することが必要となる。それにより，子どもの様子を
見ながら，子どもの反応にあわせて演奏することができ，
音楽の楽しさを無理なく共有でき，表現することも可能
になると考える。しかしながら、人気のあるアニメーショ
ンなどの楽譜を演奏する場合には，演奏技術が伴わない
理由が調号に因るものもある。そのような場合に弾き易
い調に移調した楽譜で弾きたいと望む学生も多い。確か
に弾き易い調性の楽譜を演奏することによって，その安
心感から，学生は心に余裕をもって演奏できると想像で
きる。しかしその反面，歌を伴っての演奏の場合には，
移調することによって歌唱のメロディーの音域がどのよ

うに変化するのかを知った上で，楽譜の音域が子どもた
ちの声域に合っているのか，子どもたちは無理なく歌う
ことができるのかを検討することが必要となる。声域に
合わない歌を歌うことにより，子どもたちは無理をして
大きな声を出して歌う，「どなり声」となってしまうこ
とがあるとの多くの研究もなされている。「幼児の声域
は未発達で狭いため，中には頭声的発声をしなければ出
せない音域を使っている曲もあるが，そのような声で歌
わなければならない場面では，どなり声になり，無理に
声を出そうとして，のどを痛めることにつながる。」と
久保田（2017 p.58）は述べている。子どもたちが無理
なく歌えるためにはどのような配慮が必要か，成長と声
域の観点から，その留意点を探るとともに考察する。

２．乳幼児の音楽的発達過程
　乳幼児期は表現に必要なさまざまな動きや感情を獲得
し，コミュニケーションを通して人との関係性を築いて
いく大切な時期である。乳幼児の発達には個人差がある
が，身体の発達とともにどのような音楽的発達を遂げて
いくのか，また成長とともにどのような音楽活動が必要
となるのか，例をあげながら，その過程を年齢別に考察
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する。
　聴覚は胎児期 28 週ころまでに機能が完成し，約 20 週
間は体内でいろいろな音を感じる。胎内で一番よく聞こ
えていた母親の声は生後も聞き分けることができる。生
後６か月間で音楽に対する知覚能力も高く，旋律をひと
まとまりの連なりとして聴いている。声は鳴き声から音
声へと発達していく。２～３か月頃は「クーイング」が
多くなり，声を立てて笑うようになる。４か月頃には首
がすわり，周りの世界を認知しはじめ，音のする方向が
分かり，５、６か月頃には音楽に対して体で反応し始め，
リズミカルな遊びを喜ぶ。４～６か月頃は高さを変えた
り長さをかえたり「声遊び」をする。６か月頃からは大
人と遜色ない聴覚に近づくと言われ，言語習得の準備を
始める。音声言語の基礎に繋がる「規準喃語」が出てく
るようになり，歌っているような声も出現させる。乳児
の発声に対して大人がマザリーズと呼ばれる音声で話し
かけるとますます盛んに声を出し，また歌いかけに対し
て声を重ねてくるようになる。７か月以降は音楽を聴い
て手を叩き，リズムで反応していく。
　ゆっくりと語りかけることから始め，声の高さや長さ
を変えながら話しかけたり歌ったり，また６か月頃から
は膝の上で弾んだり揺らしたりとリズミカルに遊ぶ。こ
のようなコミュニケーションによって，この時期の音楽
的発達は遂げられていく。この時期には短い簡単なわら
べうたが適している。例）「ぎっこんばったん」「おふね
がぎっちらこ」「うまはとしとし」「いっぽんばしこちょ
こちょ」など。

　１～２歳児においては，歩行が安定することにより手
を自由に使えるようになり，手や指を使うことも器用に
なる。音に対する探索活動は，運動機能が発達するなか
で，より積極的になっていく。自分のリズムで手遊びを
楽しむ時期である。またこの時期は言葉の活動が盛んに
なると，歌いかけに対して一緒に歌う。しかし１歳では
１曲すべてではなく，断片的に印象の強い部分を繰り返
す「部分歌い」であり，それに満足している場合が多い
ので，教え込んだりしない方がよい。オノマトペにも興
味をしめす。２歳頃になると，歩く，走る，跳ぶなどの
動きが発達する。簡単な曲を始めから終わりまで歌える
子も出てくる。歌いながら積極的に動いて楽しむように
なる。またこの頃から４歳頃には遊びの中で見たり聞い
たりしたことをきっかけに気持ちを歌で表現し，言葉に
自由に旋律をつけるような「つくり歌」を歌う。
　この時期は運動機能が発達し，言語活動がさかんにな
ることから，手遊び歌やオノマトペを使ったうた，繰り
返しの言葉を使ったうたなどが適している。例）「だる
まさん」「むすんでひらいて」「ちいさいまめこーころ」「お
べんとうばこのうた」など。

　３歳児は様々な動作や運動を十分に体験することに
よって，身体感覚を高めていく。転がる，ぶら下がる，
またぐ，押す，引っ張る，投げるなどさまざまな動作を
行うことができる。身体をコントロールし，物を操作す
ることができる。音楽に対しても体の動きで積極的に関
わることを好み，鈴やカスタネットなど簡単な楽器を鳴
らすことが出来るが，曲に合わせてリズムを刻むという
よりも音を出すこと自体を楽しむ。また語彙数も急激に
増加し，短く簡単な曲を歌えるようになるが，歌声や伴
奏の音高に合わせて歌うことは難しい。お気に入りの曲

を何度も歌うことに喜びを感じる。
　この時期は，手遊び歌や体全体の動きを使うわらべう
たなどが適している。例）「かごめかごめ」「ひらいたひ
らいた」「とおりゃんせ」「げんこつやまのたぬきさん」

「チューリップ」「かえるのがっしょう」など。

　４歳児は活動的であり，身近な環境に全身で関わって
いく。簡単なルールのある遊びを喜び，音楽に合わせて
歩いたり，スキップしたり，簡単なリズムパターンを模
倣できるようになる。タンブリンや鈴など違う楽器で１
曲を合奏ができるようになる。また歌詞を間違えずに歌
うことが可能になる。少しずつ音高感覚も身につき，旋
律の輪郭を歌えるようになる。また想像力も広がり，歌
詞からイメージを膨らませるようになってくる。
　この時期は音楽に合わせることや一緒に演奏すること
ができ始める。例）「なべなべそこぬけ」「アルプス一万
尺」「おしくらまんじゅう」「おちゃらか」「南の島のハ
メハメハ」「あめふりくまのこ」など。

　５～６歳児は快活に飛び回り，自信をもって活動する
ようになる。５歳児は日常生活の流れを理解し，予測で
きるようになり，自分で出来るようになる。また他者の
手伝いをするなど，人の役に立つことを嬉しく思う。音
楽に対しては，弾む感じ，ゆっくりなどの雰囲気の違い
も捉えて身体で表現することもできるようになってく
る。木琴や鉄琴などの音高のある楽器も含めた合奏が可
能になる。長い曲でも歌詞を正確に歌えるようになり，
交互唱も可能になっていく。気持ちを込めて歌えるよう
になる。豊かな声量で伴奏に合わせて正確に歌うことが
できてくる。
　この時期は，正確に合わせて演奏できるようになり，
合奏で使用する楽器の幅も広がる。音楽から感じて表現
することができるようになり，気持ちを揃えて合わせる
ことができるようになる。例）「だるまさんがころんだ」

「ずいずいずっころばし」「ゆうびんやさん」「はないち
もんめ」「あんたがたどこさ」「森のくまさん」「やまび
こごっこ」など。
　胎内でのおかあさんとのコミュニケーションから音楽
的発達は始まっているといえよう。声を出すことをから，
言葉やリズムを楽しみ，音楽的なやりとりを楽しむ，そ
して仲間と共にルールを守り，目的を持って一緒に演奏
ができるようになることが理解できる。

３．幼児の声域
　幼児の年齢別の声域についての研究は多くされてお
り，その先行研究から比較考察する。
久保田は「幼児にとって発声に無理のない声域と音程」
として１歳児から６歳児の音域を示している。久保田

（2017）p.62，p.54
　穴澤は１歳児から５歳児までの声域を示している。穴
澤（2020）pp.85-87
　また日高・横山は 14 人の海外の研究者及び国内の久
保田・穴澤を含めた６本の研究論文から導き出した１歳
児から５歳児までの発達に沿った声域を示している。日
高・横山（2021）pp.109-112
　以上の先行研究結果を参考に比較検討する。
　次の表１は海外の研究者による幼児の声域についての
研究結果を日高・横山及び穴澤の先行研究から抽出した
ものである。以下、音名表記をドイツ式に統一する。
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表１
研究者名 声域 対象年齢

Williams（1932） c1 ～ c2 ４～５歳
Hattwick（1933） b ～ g1 ４～６歳
Jersild and Bienstock

（1934）
d1 ～ a1

c1 ～ a1

b ～ c2

２歳
３歳
４歳

Updegraff, Heiliger
and Leaned（1937）

g ～ c2

a ～ c2
３歳
５歳

Drexler（1938） c1 ～ dis2 ３～６歳
Spencer（1958） c1 ～ a1 ピッチを合わせる能

力は年齢には無関係
Kirkpatrick（1962） g ～ b1 -----
Alford（1966） as ～ d1 就学前教材
Smith（1968） cis1 ～ a1

b ～ b1
３歳
３歳以上

Young（1971） a ～ fis1 共通の声域
Klanderman（1979） c1 ～ a1 ３～５歳
Harkey ais ～ fis1 ３歳
Fröshels c1 ～ g1

c1 ～ ais1
４歳
５歳

Joyner a ～ fis1 ４歳
Plumridge h ～ f1 ５歳

　次の表２は日本の研究者による幼児の年齢別声域の研
究結果を上記同様に抽出したものである。

表 2
年齢 声域 研究者

１歳 f1 ～ a1 穴澤彩佳
cis1 ～ g1 日高まり子・横山祐里奈

１～２歳 f1 ～ a1 森田百合子・山本金雄・
山本敬・秋山衛

１～３歳 c1 ～ g1 久保田和子
２歳 c1 ～ g1 武田道子・加藤明代

d1・e1 ～ g1 穴澤彩佳
cis1 ～ a1 日高まり子・横山祐里奈
a ～ a1 切替一郎・沢島政行　1968
c1 ～ g1 清水美代子
d1 ～ a1 武岡真知子
d1 ～ g1 穴澤彩佳
b ～ a1 日高まり子・横山祐里奈
a ～ a1 水﨑誠

３～４歳 c1 ～ g1 武田道子・加藤明代
３～５歳 d1 ～ a1 森田百合子・山本金雄・

山本敬・秋山衛
４歳 b ～ c2 切替一郎・沢島政行

c1 ～ g1・a1 久保田和子
ais ～ gis1 吉岡功修　1983
c1 ～ h1 清水美代子
c1 ～ g1 千葉大附幼
dis1 ～ gis1 志村洋子　1982
d1 ～ h1 武岡真知子
c1 ～ g1・gis1 穴澤彩佳
b ～ b1 日高まり子・横山祐里奈
b ～ c2 水﨑誠

４歳～５歳 b・c1 ～ g1 武田道子・加藤明代
h ～ ais1 前山珠世

５歳 h・b ～ g1・a1 久保田和子
a ～ c2 切替一郎・沢島政行
a ～ a1 吉岡功修　1983
c1 ～ h1 清水美代子
h ～ h1 千葉大附幼
cis1 ～ a1 志村洋子　1982
c1 ～ a1 武岡真知子
h ～ a1 穴澤彩佳
a ～ h1 日高まり子・横山祐里奈
a ～ c2 水﨑誠

５～６歳 h・b ～ g1 武田道子・加藤明代
６歳 h ～ g1・a1 久保田和子

　幼児の声域には個人差があり，また研究方法によって
もバラツキは有るものの，無理のない大まかな音域は研
究結果から得ることができた。表１，２から，子どもの
声域は狭く成長とともに広がっていく。１歳２歳では f1

～ a1 の３度から，その後 c1 ～ g1 の５度あたりが共通音
域となっており，無理のない音域であると考える。また
c1 より低い音が出せるのは４歳ぐらいからであり，４
歳までは c1 より低い音が出てくる曲は避けた方がいい。
５歳くらいでは声域が１オクターブにまで広がり，曲の
選択肢も増えることが結果から読み取れる。この結果を
踏まえて，歌唱指導の際には，楽譜の音域を確認し，年
齢の成長に伴った教材を指導していくことが重要である
と考える。また広い音域の曲を使う場合は，無理が生じ
るであろう箇所を歌唱指導者が知って指導に当たること
が必要である。

５．まとめ
　音域の合わない歌を無理に大きな声を出して歌おうと
する場合に，元気に歌っていると表現されることがある
が，これによって生じる声帯のトラブルには十分に注意
しなければならない。移調することによって，声域に
あった無理なく歌える音域で歌うことができる。このこ
とから学生は簡単な楽譜を移調することも必要になると
考えられる。その方法についても，しっかりと習得でき
るように学生に指導することも必要である。また保育者
はどのようにうたって指導すべきか，子どもたちにとっ
ての心地よい声とはどのような声かと考えた時に，オペ
ラを歌うような声の出し方ではなく，話すときと同じよ
うに日本語が自然に聞こえるように歌うことも大切であ
ると考える。松本（2010）は，手遊び歌と弾き歌いにつ
いて，歌い方の留意点を次のように述べている。手遊び
歌については「手遊び歌ではいわゆるうたう声の美しさ
を重要視していないということではないが，それよりも
話すときと同じような声の出し方，息の使い方で，言葉
にメロディーが自然についているようなうたい方が適し
ている。それは，遊び歌だからこそ保育者がふだん話を
している声と近いうた声の方が，子どもは安心でき，聞
き取りやすいからである。」（p.95）また，弾き歌いにつ
いては「第一に，日本語の歌詞を自然にうたにすること
である。（中略）普段話すときと同じように聞き取りや
すい日本語の歌い方をもとめていきたいものである。第
二に，それぞれの曲の特徴が浮き出るように，顔の表情
を意識して言葉や詩のフレーズを言ってみてからうたう
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ことである。（中略）同じ言葉でもいろいろなうたい方
があり楽しくなったり気持ちが優しくなったり表情豊か
になったりすることに子どもたちも気付きうたう喜びが
育っていく。第三に，音高やリズムは，保育者がうたっ
て示すことができるようになることである。（中略）第
四に，保育者が子どもに歌を伝えるときに，保育者自身
の興味や関心，考え方，感受性，イメージの広がりや創
造性などが子どもに影響することを心に止めておくこと
が大切であり，またそれが言葉，歌詞を発する時にもつ
ながっていくということを忘れてはいけない。」（p.98-99）
このことからも，日本語の美しさや面白さを感受し，子
どもたちと共感し，リズムの楽しさを子どもたちと共に
楽しむことのできる保育者育成のための音楽指導が大切
である。
　今後も保育者養成におけるピアノ指導，歌唱指導のあ
り方についてさらに研究を深めていきたい。
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兵庫県におけるオンライン診療の普及とその効果についての一考察
A study on the spread and the effect of telemedicine in Hyogo

松　岡　真　弓
Mayumi MATSUOKA

湊川短期大学　人間生活学科　特任講師

・
・

髙　木　優　菜
Yuna TAKAGI

湊川短期大学　人間生活学科

要旨
　2018 年より保険診療が認められ，2020 年の新型コロナウイルス感染症拡大により普及が進むオンライン診療につ
いて，兵庫県における普及とその実施状況及び効果に着目して調査を行った。その結果，兵庫県において，オンライ
ン診療は過疎地域であっても全国平均に比べて高い普及率を示す地域がみられ，地域医療格差や高齢者を含めた受診
者の利便性の向上に役立つことができることが示された。また，医療機関におけるオンライン診療実施状況を，医療
機関が公開しているホームページにより調査した結果，発熱外来でのオンライン受診案内，症状の安定している再診
患者，その他自由診療の患者などを対象としていることから，感染症対策や受診形態への選択肢の増加がみられた。
今後これらが普及していくことにより，地域医療において，感染症対策や受診利便性の向上，受診選択肢の増加によ
る地域格差や医師不足の解消につながることが期待される。

キーワード：オンライン診療，兵庫県

1．緒言
　従来へき地や在宅医療などを中心に実施されてきた遠
隔診療は，近年スマートフォン等の活用により，定期
的な通院の必要性が比較的少ない禁煙外来，ED 治療，
AGA 治療などで自由診療（保険適応外の診療）として
実施されていた。
　平成 30 年（2018 年３月）厚生労働省により保険診療
が認められ，都道府県に届け出を行った医療機関におい
て，長期受診している患者についてビデオ通話によるオ
ンライン診療が実施されるようになった。この保険診療
におけるオンライン診療の対象は，特定の医学管理料や
指導料を算定している患者（特定疾患管理料，小児科療
養指導料，てんかん指導料，難病外来指導管理料等）で
あり，初診診療から３か月以上が経過し，患者の同意の
もとオンライン診療を実施した日より３か月以内に対面
診療実施すること，原則として電話を用いた音声通話で
はなく，情報通信機器を用いたビデオ通話による診察を
主とすることが求められていた 3）。
　このオンライン診療について，2020 年４月新型コロ
ナウイルス感染症拡大により，院内感染防止，通院控え
による病状悪化防止を目的とし，特例期間での限定的な
措置として，初診においても実施可能，電話のみの受診
も可能となった。実際には電話やスマートフォン等で診
察予約（氏名，住所，保険番号，支払方法等確認），本
人確認の後受診，処方が可能であり，患者希望の薬局へ
処方箋を FAX（処方箋原本は後日薬局へ送付），薬局か
ら自宅への処方宅配ができ，領収証と明細書を FAX，
電子メール又は郵送等で患者に交付，患者は受診後，ク
レジットカードや銀行振込等により診療費を支払うとい
う流れとなっている 4）。
　その後 2021 年６月の閣議決定した，条件付きで「初
診からのオンライン診療を恒久的に認める」方針に従い，
2022 年診療報酬改定では「リアルタイムのビデオ通話

機能などを有する情報通信機器を用いたオンライン診
療」について初診料や医学管理料が引き上げられ，2022
年４月１日以降においても，この新報酬と「時限的・特
例的な電話・オンライン診療」の報酬とが共存している。
　双方のオンライン診療は，感染症対策，医師不足や医
療地域格差を解決する手段として有用であり，診療報酬
の改定や，時限的・特例的な措置により普及が進められ
ている。これらのオンライン診療について，本研究では
兵庫県内における普及及び実施状況に着目し，それらが
地域へもたらす効果について調査を行った。

2．目的
　本研究では，オンライン診療が兵庫県内においてどの
程度普及しているのか，またどのような形態で実施され
ているのかを調査することにより，その普及や実施状況
により医師不足，医療地域格差など，地域医療に対して
どのような効果をもたらすのかを明らかにすることを目
的とする。

3．方法
3.1 兵庫県内におけるオンライン診療普及状況の調査
　兵庫県内で行われているオンライン診療の普及状況に
ついて，厚生労働省により示されている「電話や情報通
信機器を用いて診察を実施する医療機関の一覧」4）によ
りオンライン診療が開設されている病院について，市町
村での普及の差について調査を行い，発表されている
データを参考に収集されている施設数を表にまとめた。
なお各市町村における医療機関数（病院および診療所の
合計）及び各医療圏（二次医療圏）については，日本医
師会にて発表されているデータ 5）を参照して集計した。
　なお，本研究で示すオンライン診療の普及状況は，新
型コロナウイルス感染症拡大による「時限的・特例的に
認められている電話・オンライン診療」と平成 30 年に
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保険診療が認められた「リアルタイムのビデオ通話機能
などを有する情報通信機器を用いたオンライン診療」（令
和４年一部改訂）の双方を含むものとする。

3.2　病院・診療所におけるオンライン診療実施状況の
調査

　病院・ 診療所におけるオンライン診療実施状況につ
いて，医療機関の所在地域，病床数，オンライン診療対
象患者（初再診，診療科，診療内容），媒体，処方薬受
領方法，オンライン診療実施ツール（システム）等に着
目し，各医療機関により公開されているホームページ

（HP）を閲覧して調査を行った。
　医療機関の選定は 3.1 における調査を参考とし，オン
ライン診療を実施している割合が 56％（９施設 /16 施設）
ともっとも高い養父市から診療所を１施設，本校の所在
地であり，再診で比較的多くオンライン診療を実施して
いる三田市から診療所２施設及び病院を１施設，初再診
ともにオンライン診療を実施している割合が高い芦屋市
から診療所を１施設とした。
　三田市：いまだ内科クリニック，すぎたファミリーク

リニック，医療法人社団 尚仁会　平島医院
　養父市：森医院
　芦屋市：あしやサニークリニック

4．結果
4.1　兵庫県内におけるオンライン診療普及状況の調査

結果
　兵庫県の各市町村におけるオンライン診療実施施設数
を表１に示す。兵庫県内で電話診療を含むオンライン
診療を行っている施設は，初診で 6.2％（305 施設 /4914
施設），再診で 15.5％（764 施設 /4914 施設）であった。
初診から受診可能な施設はオンライン実施施設の 39.9％

（305 施設 /764 施設）にとどまり半数以下となった。
　オンライン診療を実施している医療機関の比率が高い
地域は，初診において，養父市（25％：４施設／ 16 施
設），赤穂郡（22.2％：２施設／９施設），淡路市（18.9％：
７施設／ 37 施設），芦屋市（18.5％：25 施設／ 135 施設）
であった。また再診において，養父市（56.3％：９施設
／ 16 施設），多可郡（45.5％：５施設／ 11 施設），三田
市（37.6％：32 施設／ 85 施設），芦屋市（36.3％：49 施
設／ 135 施設）であった。
　兵庫県においてオンライン診療を実施している医療機
関が全くない地域は，西脇市，小野市，加東市，相生市，
揖保郡太子町，佐用郡佐用町の６市町村であった。再診
は行っているが初診は行っていない地域は，三木市，神
崎郡，宍粟市の３地域であった。
　また，オンライン診療を導入している医療機関の割合
を全国６）と兵庫県で比較すると，日本全国では 2021
年６月末時点で，初診 6.4％，再診 15.0％，兵庫県では
初診 6.2％再診 15.5％であり，大きな差は見られない。
市町村での普及率を全国と比較すると，初診では 17 の
市町村，再診では 18 の市町村が上回り，初診では 20 の
市町村郡が，再診では 19 の市町村が下回った。なお，
県庁所在地である神戸市は再診 7.1％，初診 4.1％であり，
全国や兵庫県平均と比較してもオンライン診療の普及率
は大きく下回っており，過疎地域に含まれる養父市，多
可郡，淡路市において高い普及率を示した。

4.2　病院・診療所におけるオンライン診療実施状況の
調査結果

　オンライン診療の実施体制について，医療機関が公開
している HP 等により調査した結果を表２に示す。各医
療機関において，それぞれ診療科や診療内容を限定して
オンライン診療が実施されている。2022 年４月に保険
診療が認められた，時限的措置以外のオンライン診療初
診を実施している医療機関は余り見られなかったが，別
のケースとして，自由診療の育児相談や医療相談，従来
から自由診療で実施されている AGA（男性型脱毛症）
や ED（勃起障害）の患者を対象とするなど，医療機関
へアクセスする患者にとって選択肢が広がる施設も見ら
れた。また，発熱外来でのオンライン診療実施（初再診）
のように感染症対策を考慮した診療形態として活用され
ている例や，症状の安定している再診患者へ実施により，
患者の受診に関する選択肢の増加，患者により通院など
を含む利便性向上が期待される例が示された。

5．考察
　オンライン診療実施医療機関について，兵庫県及び全
国平均ともに，初診からでなく再診のみ受診可能として
いる医療機関が多いのは，初診からオンライン診療実施
に問題ないと判断される診療が限られること，それを踏
まえた医師及び医療機関の判断によるものと考えられ
る。
　なお，養父市において初診 25％，再診 56.3％とオン
ライン診療を可能としている施設が全国や兵庫県内の各
市町村に比べて大幅に高いのは，養父市は 2018 年６月
より国が進める「オンライン服薬指導」の国家戦略特区
として，新型コロナウイルス感染症が流行する以前より
オンライン服薬指導を実施する前提としての「オンライ
ン診療実施」を自治体として普及させようと活動してい
た経緯があるためと考える 1）。高齢化の進む中山間地域
において，オンライン診療，オンライン服薬指導，処方
薬の郵送又は宅配というシステムを自治体や医療機関及
び薬局で構築していくことにより，医療現場での感染防
止，早期治療による重症化防止を行うことによる医療費
削減，脆弱な地域医療資源の効率運用が可能となる効果
を求めている。この普及のため，養父市職員が医療機関
と調剤薬局を１軒１軒訪問して，オンライン診療や調剤
薬局からのオンライン服薬指導についてそのメリットを
説明するなどの市独自の取り組みを行っていた。この取
り組みにより，感染症対策の他に，交通の便が満足では
ない地域の高齢者が，より通院を続けやすくなる 2）。
　今後スマートフォンやタブレットなど端末を使い慣れ
ている世代が高齢化することで，オンライン診療及びオ
ンライン服薬指導の利用者は徐々に増加すると予想さ
れ，この取り組みは今後インフルエンザ等の流行時にも
活用できることが期待される。また，高齢者がオンライ
ン診療を利用する際，在宅医療を受ける場合には担当の
ヘルパー，施設滞在の患者が受ける場合には施設職員等
が操作の補助を担うことで，ビデオ通話の操作，受診シ
ステムへのログインなどを含めスムーズな受診が可能と
なっている。
　兵庫県において過疎地域に含まれる養父市，多可郡，
淡路市で高い普及率を示し，養父市のように行政が施策
として取り組むことによりオンライン診療を普及させる
ことができることが示された。このことは，オンライン
診療が医療の地域格差の解決策として機能しつつあるこ
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表１　兵庫県におけるオンライン診療実施医療機関数 5）とその割合
オンライン診療
実施施設数

（再診）5）

オンライン診療
実施施設の割合
（再診：％）

オンライン診療
実施施設数
（初診）5）

オンライン診療
実施施設の割合
（初診：％）

クリニック7） 病院 7）
医療機関合計

（クリニック＋
病院の合計）

人口（人）※

神戸医療圏
神戸市 110 7.1％ 64 4.1％ 1,444 108 1,552 1,525,152
阪神医療圏
尼崎市 50 10.5％ 24 5.1％ 450 24 474 459,593
西宮市 131 24.4％ 52 9.7％ 511 25 536 485,587
芦屋市 49 36.3％ 25 18.5％ 132 3 135 93,922
伊丹市 50 27.6％ 10 5.5％ 171 10 181 198,138
宝塚市 74 36.1％ 31 15.1％ 198 7 205 226,432
川西市 40 32.5％ 11 8.9％ 115 8 123 152,321
川辺郡 7 30.4％ 3 13.0％ 21 2 23 29,680
三田市 32 37.6％ 7 8.2％ 75 10 85 109,238
東播磨医療圏
明石市 60 24.5％ 10 4.1％ 224 21 245 303,601
高砂市 15 25.9％ 6 10.3％ 56 2 58 87,722
加古川市 24 13.6％ 8 4.5％ 163 13 176 260,878
加古郡 6 14.6％ 4 9.8％ 38 3 41 63,872
北播磨医療圏
西脇市 0 － 0 － 30 2 32 38,673
三木市 1 1.8％ 0 － 51 6 57 75,294
小野市 0 － 0 － 34 5 39 47,562
加西市 1 3.6％ 1 3.6％ 24 4 28 42,700
加東市 0 － 0 － 25 3 28 40,645
多可郡 5 45.5％ 1 9.1％ 9 2 11 19,261
播磨姫路医療圏
姫路市 32 8.5％ 10 2.7％ 342 35 377 530,495
相生市 0 － 0 － 17 4 21 28,355
神崎郡 2 6.9％ 0 － 27 2 29 41,224
揖保郡太子町 0 － 0 － 18 1 19 33,477
たつの市 14 31.8％ 6 13.6％ 35 9 44 74,316
宍粟市 1 4.2％ 0 － 23 1 24 34,819
赤穂市 4 10.3％ 2 5.1％ 34 5 39 45,892
赤穂郡 3 33.3％ 2 22.2％ 9 0 9 13,879
佐用郡佐用町 0 － 0 － 7 3 10 15,863
但馬医療圏
豊岡市 1 1.7％ 1 1.7％ 56 3 59 77,489
朝来市 7 26.9％ 2 7.7％ 24 2 26 28,989
養父市 9 56.3％ 4 25.0％ 14 2 16 22,129
美方郡 1 4.8％ 1 4.8％ 17 4 21 29,382
丹波医療圏
丹波篠山市 8 25.8％ 4 12.9％ 27 4 31 39,611
丹波市 3 7.0％ 1 2.3％ 40 3 43 61,471
淡路医療圏
洲本市 8 19.0％ 5 11.9％ 39 3 42 41,236
淡路市 9 24.3％ 7 18.9％ 34 3 37 41,967
南あわじ市 7 18.4％ 3 7.9％ 33 5 38 44,137
兵庫県 764 15.5％ 305 6.2％ 4,567 347 4,914 5,465,002
全国 6） 16,872 15.0％ 7,178 6.4％ 112,139

5）厚生労働省「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧」（兵庫県，2022 年 8 月 9 日掲載データ）
6）厚生労働省，令和 3 年 4 月～ 6 月の電話診療オンライン診療の実績の検証結果，
　 http://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000840233.pdf
7）日本医師会，JMAP 地域医療情報検索システム，https://www.jmap.jp/，2021 年 11 月時点のデータ
※　JMAP　2020 年データ
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と，高齢化社会における医療へのアクセス方法としての
選択肢に加えられていることを示している。ただし，芦
屋市については人口密度が神戸市より高く，地域格差の
観点からは除外される。
　オンライン診療の医療機関における実施状況把握のた
め HP 等により行った調査では，保険診療の初診では時
限的措置以外の実施は多くなかったが，発熱外来患者や
コロナ特例の患者などを対象とした感染回避につながる
例，症状の安定している再診患者を対象にした患者によ
り通院などを含む利便性向上が期待される例，自由診療
の育児相談，医療相談，AGA，ED 治療を対象とした患
者の受診における選択肢の増加が期待される例などが見
られた。医療機関により対象患者が様々であるのが現状
であるが，これらが今後普及することにより，地域医療
において，感染回避，受診利便性の向上，受診選択肢の
増加により地域格差や医師不足の解消につながることが
期待される。
　さらに，オンライン診療が普及するきっかけとして，
医療機関へアクセスする人にとって受診しやすく感じら
れる説明があれば，という視点からオンライン診療の実
施状況を見ると，受診形態において，スマートフォンで
受診可能である点はほぼ共通しているが，診療科を含む
診療内容，受診ツール（システム），支払い方法，処方
薬の受け取り，オンライン診療により付加的にかかる費
用等が医療機関により様々である。従って，対面診療時
よりもいくつか多くの点で事前確認が必要となり，今後
受診する側も慣れていく必要があると考える。オンライ
ン診療を初めて受診する場合，前述のようにこれまでと
の違いから不安感を持つことが考えられるが，この解決
方法として，医療機関において受診方法が分かりやすく
HP 等に提示されること，受診方法がわからなければす
ぐに医療機関へ問い合わせることができることにより，
受診者は安心してオンライン診療を利用できる。また，
付加的な費用が生じる場合でも，その内容について提示
や説明がなされ，状況により対面受診に要する交通費軽
減や待ち時間などの短縮，高齢者の場合は身体的負担（付
き添い者の負担）軽減などのメリットがある場合，オン
ライン診療を選択する意義がある。オンライン診療の実
施は，今後も行政上の規定やシステム普及によりにさら
に変化することが予想されるが，医療機関における HP
上のわかりやすい提示，医療機関内でのポスター掲示，
案内資料の配布などにより，感染症対策や通院負担軽減
を考慮した今後の受診の選択肢となり，普及が進むと考
えられる。
　また，オンライン診療実施ツールとして，限られた
調査ではあるが「CLINICS」注１）の普及が認められ，ス
マートフォンや PC 等の診療予約画面での共通仕様採用
など，システム導入が浸透している印象を受けた。オン
ライン診療における付加的な費用として，詳細が分から
ない医療機関もあるが，無料から 1,500 円（+ 薬配送料
600 円）というように，医療機関により開きが見られた。
支払いは CLINICS のシステムにおいてクレジット払い
としていることから，クレジット払いが普及しているが，
養父市森医院では後日対面で支払い（現金払いが推定さ
れる）又は銀行振り込みという対応であった。後日現金
で支払うことができる方法は，クレジットカードを持た
ない高齢者にとって有意な対応であると考える。
　さらに，医師を対象に行われたアンケートにより，医
療機関が必要とするオンライン診療を低コストで適切に

進めていく上で，日本医師会に求める支援の方策などに
ついて，「日本医師会でシステムを開発して欲しい」「国
でコスト面を補助して欲しい」「国でシステムを開発し
て欲しい」といった要望が見られたように 8），オンライ
ン診療を医療機関が導入する際にかかる費用や負担の軽
減も，今後の普及に関わる課題であると考える。

6．結論
　近年普及してきたオンライン診療について，兵庫県で
の広がりと実施状況に着目し，調査を行った。その結果
オンライン診療は，過疎地域であっても高い普及率を示
し，医師不足や地域医療格差への解決策の一つとして機
能しつつあることが推察された。また，医療機関でのオ
ンライン診療実施状況を調査した結果，発熱外来患者や
コロナ特例の患者などを対象とした感染症対策につなが
る例，症状の安定している再診患者を対象にした患者に
より通院などを含む利便性向上が期待される例，自由診
療の育児相談，医療相談，AGA，ED 治療を対象とした
患者の受診における選択肢の増加が期待される例などが
見られた。今後これらが普及していくことにより，地域
医療において，感染症対策や受診利便性の向上，受診選
択肢の増加による地域格差や医師不足の解消につながる
ことが期待される。

注
注１）株式会社メドレーが開発したオンライン診療診療
システム
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こどもの歌伴奏における音楽表現
―和風を感じさせる響きの取り入れかた―

Musical expression in children’s song accompaniment
―How to incorporate the sound that makes you feel Japanese style －

髙　嶋　智　美
Tomomi TAKASHIMA

湊川短期大学　幼児教育保育学科　非常勤講師

要旨
　本稿は，保育園や小学校等での歌唱活動における伴奏法をテーマとし，その中で日本的な響きを持つ曲の効果的な
コードのつけ方について考察したものである。題材としては本学で用いている弾き歌いテキスト『ポケットいっぱい
のうた』1 から「さくらさくら」と「うれしいひな祭り」の２曲を取り上げ，幼児教育を学ぶ学生たちにアンケート調
査を行い，日本音階が特徴的な箇所でコード伴奏を比較考察した。その結果，日本音楽の持つ陰音階の響きを活かす
には sus4（7 sus4）の利用が一つの効果的な選択肢なのではないかという結論に達した。コードネームが平易でない
としても，転回形を適宜用いることで指の移動が減り，初心者でも非常に弾きやすくなる。アンケートに協力してく
れた初心者を含む学生たちも実際に演奏し，簡単に独特の和風の響きを味わうことができた。

キーワード：音楽表現・伴奏・日本の陰音階

１．はじめに
　幼児教育の現場では毎日のように歌唱活動が行われて
いる。こどもたちが歌うものは耳なじみのある童謡をは
じめとして，こども向けのテレビ番組で生まれた曲や，
ポップスの人気曲など多岐にわたっているが，その活動
をより楽しく，より豊かにするためには伴奏が欠かせな
い。伴奏楽器にはギターなど様々なものがあるが，その
中でもピアノは伴奏楽器として，こどもたちが音楽活動
をする上で大きな役割を担っている。しかしながら，伴
奏をする保育者・教育者のピアノの演奏技術のレベルは
様々で，伴奏することに対して苦手意識を持っている人
も多い。
　幼児教育に携わるために，それぞれの大学や専門学校
等でピアノを学びはじめたばかりの学生たちは最初に
コードを用いた簡易な伴奏に取り組むことになる。ト
ニック（Ⅰ）・サブドミナント（Ⅳ）・ドミナント（Ⅴ）
の主要三和音を中心としたピアノ伴奏は，それぞれの
コードのもつ特性により，簡易でありながらも落ち着い
た安定感をもたらすことができるという長所がある。こ
れら主要三和音による伴奏は初心者でも比較的弾きやす
く，ピアノに対する苦手意識を持つ学生の悩みを解消し，
積極的にピアノ伴奏に向かわせるには非常に有効だとい
えるだろう。しかし一方では，そうした簡易な伴奏はと
もすれば単調な響きやリズムの固定につながりやすく，
それぞれの音楽が持つ響きを表現しきれないという短所
があるともいえる。
　本稿は，簡易伴奏がもつ利点を鑑みつつ，その中でよ
り豊かな音楽表現につながるようなピアノ伴奏とは何か
について考察するものである。

２．研究の方法
　音楽の持つ響きと主要三和音による簡易伴奏との違和
感は，「さくらさくら」のような日本古謡，および「うさぎ」
や「うれしいひな祭り」などの日本的な響きを持つ曲に
おいて顕著である。
　これらの曲は季節感があり，お月見やひな祭りといっ
た行事の際にもよく用いられている。歌唱共通教材に取
り入れられている「さくらさくら」をはじめとし，こ
れら和風の曲は多くの保育の歌の教材にも収録されて
おり，認知度も高い2。耳なじみもよく，音数も少なく，
音域も狭いこれらの曲は，ピアノ初心者がレッスンする
上でも無理のない難易度になるが，自由課題として曲を
選ぶ場合，これらの曲を選択する学生はあまり多くない。
　本稿では，これら和風の曲の中から本学で使用してい
る弾き歌いテキスト『ポケットいっぱいのうた』3 に収
められている「さくらさくら」と「うれしいひなまつり」
を取り上げ，幼児教育を学ぶ佛教大学の学生たち 12 名
にアンケートを実施し，上記の理由を考察し，曲の持つ
雰囲気を味わえる伴奏をつけてみることを試みた。

３．使用されている音階
　「さくらさくら」はミ（E）・ファ（F）・ラ（A）・シ（B）・
ド（C）の五音によるペンタトニックスケールで作られ
ている。中央アジアやトルコ，ハンガリーの民族音楽な
ど，ヨーロッパの民俗音楽でも使われているこの五音音
階は，日本においても古くから用いられている基本的な
音階である。小泉文夫（1927-1983）はこの五音音階を，
四度の枠とそこに挟まれる一つの中間音というテトラコ
ルドで理論づけ，４つに分類している 4。
　「さくらさくら」は譜例１の分類によると，都節音階
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にあたる。ここではドからファの四度枠と，ドの短二度
上にある♭レというテトラコルドが例として挙げられて
いるが，これを「さくらさくら」にあてはめると，ミか
らラの完全四度の枠の中に，下の音であるミと短二度の
関係にある中間音ファを挟むテトラコルドになる。「さ
くらさくら」はこのテトラコルドにもう一つ，同じくシ
からミの完全四度の枠の中に，シと短二度の関係にある
中間音ドを挟むテトラコルドが組み合わさっている。こ
のように二つのテトラコルドを組み合わせてできる音階
を，小泉は日本情緒をあらわす最も基本的なものだと述
べている5。この音階は西洋音楽の短調のようにラを中
心にして並び替えればラ・シ・ド・ミ・ファ・ラという
四番目の音と七番目の音がないヨナ抜きの短音階と同じ
になる。時に陰旋法とも呼ばれる半音を含むこの音階は，
三味線音楽や筝で人気になり，盛んに用いられるように
なった。
　同じく『ポケットいっぱいのうた』から「うれしいひ
な祭り」6 に目を向けてみると，使われている音階は，ド

（C）・レ（D）・ミ♭（E♭）・ファ（F）・ソ（G）・ラ♭（A
♭）となっている。この中でファは一小節目に一度しか
使われていない。これをソ－ファ－ソというソに戻るた
めの非和声音だととらえると，「うれしいひな祭り」も
ファとシ，すなわちハ短調の音階の四番目と七番目がな
いヨナ抜きの短音階で作られているのがわかる。
　そして，「さくらさくら」と同様に，この音階もソ・♭ラ・
ドのテトラコルドと，レ・♭ミ・ソのテトラコルドを組
み合わせた都節音階となっている7。
　どちらかといえばやや暗い雰囲気を帯びた特徴的響き
を持つこの陰音階は，現代にも受け継がれており，「春よ，
来い」（松任谷由実 1994），「千本桜」（初音ミク 2011），

「にんじゃりばんばん」（きゃりーぱみゅぱみゅ 2013）等，
ポップスの世界でもいまだに人気がある。そしてこれら
の曲は，小学校や保育園の運動会などでもよく用いられ
ている。

４． コード
　『ポケットいっぱいのうた』の「うれしいひな祭り」
でつけられたコードは Cm（Ⅰ）－ Fm（Ⅳ）－ G（Ⅴ）

の主要三和音のみで，ハ短調で♭が３つという点を含め
ても，非常に弾きやすいものとなっている。しかし，音
階と照らし合わせてみると，Fm と G のコード構成音に
はその音階に使われていない音が含まれる。すなわち，
先に述べた第四音と第七音にあたるファとシである。

　一般的に音階という語は旋律に用いられる音を階段状
に並べたものを指すが，日本音楽で使われる音階は，古
くは仏教音楽の声明や能の謡にあるように，階段状では
なく上下に自由に浮動することがある8。小泉はこの点
について，重要なのは音階の中の主要な音の高さが確
定されていることだとしているが9，この場合はソとド，
レとソというテトラコルドの四度枠以外の音は，西洋の
旋法のように上行形下行形で形が変わる。
　譜例２に示したように，この音階を小泉のいう半音を
含むテトラコルドを二つ組み合わせた形に並べ替える
と，下行形ではソ・♭ミ・レ・ド・♭ラ・ソとなる陰音
階が，上行形ではソ・♭ラ・ド・レ・ファ・ソとなり，ファ
は陰音階の上行形に含まれていることが分かる。そう考
えると，「うれしいひな祭り」につけられたコード構成
音の中で陰音階にないのは G（ソ・シ・レ）の中のシの
みとなる。
　また，このＧのコードは陰音階にないシを含んでいる
だけでなく，この曲で唯一のメジャーコードとなってお
り，やや異質な響きがする。
　この現象は先にあげた「さくらさくら」の場合でも同
様に起こる。
　保育や教育の場で使われる「さくらさくら」の楽譜で
は，やはり基本的に主要三和音である Am（Ⅰ）と E（Ⅴ）
と F（Ⅳ）でコードがつけられており，E は唯一のメ
ジャーコードであり，かつ構成音の中に，音階に含まれ
ない音である♯ソを含んでいるのである。

　図１は，それぞれ市販されている楽譜８冊10 から「さ
くらさくら」と「うれしいひな祭り」で使用されている
コードを分類したものである。主和音との関係性の中で
違いが顕著な箇所として，「さくらさくら」については

譜例２

図１

譜例１
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冒頭２小節，「うれしいひな祭り」については終わりの
２小節を抜き出した。
　このグラフにあるように，「さくらさくら」において
は，属七を含む属和音よりも，コードをつけていないも
のが多くなっている。それに対し，「うれしいひな祭り」
では圧倒的に属和音が多い。これはやはり，この曲が日
本に西洋音楽が取り入れられたのちに作曲されたことが
大きく影響しているだろう。
　「うれしいひな祭り」は 1936 年に作曲されたものであ
る。すなわち，井沢修二（1851-1917）が音楽取調掛を
設立した 1879 年から，すでに 50 年以上を経て成立した
ものなのである。よって，この曲は西洋音楽の和声に基
づいた伴奏がつけられており，ドミナントからトニック
へ向かう予定調和的なコード進行11 はまさしく西洋音楽
的で，コードネームによる簡易な伴奏も非常にやりやす
くなっている12。
　その一方で，日本古謡である「さくらさくら」の場合
には，コードの判別が難しい場合が多い。
　ドミナントからトニックへの和声進行は安定的ではあ
るが，都節音階に基づく日本らしい響きという点で考え
るとやはり違和感があると言わざるを得ない。日本古謡
である「さくらさくら」でコード付けの判断が分かれて
いるのはそれが理由だろう。そうした違和感を解消する
ためか，『ポケットいっぱいのうた』をはじめとし，本
来簡易伴奏用にコードネームが記されている教本におい
ても，日本古謡とされる「さくらさくら」のような曲に
はコードが書かれていない場合が多い13。この理由は陰
音階による日本音楽の旋律と西洋音楽から作られたコー
ドとの整合性の無さを避けるためなのではないか。そし
て，この整合性の無さを解決するための選択肢が sus4
になるのだろう。
　図１のグラフを見ると，「さくらさくら」では無伴奏
と並んでこの sus4（もしくは 7sus4）が多く選択されて
いる。小泉は日本の陰音階を，半音を含むテトラコルド
の組み合わせで定義したが，この sus4 を用いることで，
陰音階に含まれない音（この場合は♯ソ）を避けること
ができるだけでなく，西洋音楽の調和する三度の和音と
は対照的な，二度で音と音がぶつかり合う特徴的な響き
を生み出すことができる。「さくらさくら」でいうなら
ば，E（ミ・♯ソ・シ）の代わりに Esus4（ミ・ラ・シ），
もしくは E7（ミ・♯ソ・シ・レ）の代わりに E7sus4（ミ・
ラ・シ・レ）とすることで，西洋音楽でいうところのト
ニックに落ち着こうとするドミナントの特性を避け，浮
動するような独特の響きが生まれる。
　よって今回は，学生たちに属和音を使った伴奏と
sus4 を使った伴奏を聞き比べてもらった。
　図２にあげたように，どちらの曲の場合も，sus4 を
使った伴奏のほうを，属和音より和風だと感じる学生が
多かった。そしてその理由として彼らが最も多く挙げて
いたのは「暗い感じがする」というものだった。これは
日本の陰音階を感じ取っていると考えられる。図３にあ
るように，「不安定な感じがする」のはドミナント－ト
ニックの持つ安定性がないからであろう。
　さらに注目すべきは「濁った感じがする」「音が近く
て昔っぽい」という理由である。これこそ，陰音階の持
つ二度のぶつかり合いを指していると考えられる。西洋
音楽にある調和する三度が持つ響きとは異質の響きに和
風を感じる感覚を，多くの学生が共有しているのである。
　響きを聞き取りあった後、実際にそれぞれにコードを

説明し，左手コードを弾き比べてもらった。それが譜例
３と譜例４の楽譜である。
　譜例３の「さくらさくら」の案①では，できるだけ指

図２

図３

譜例４

譜例３
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の移動が少なくなるように第２転回形を使用した。Am
（ラ・ド・ミ）を転回形（ミ・ラ・ド）にすることで，
続く Esus4（ミ・ラ・シ）への移り変わりが初心者でも
非常に容易になる。この場合は，小指と人差し指は固定
したまま，親指を左隣のシに移動するだけでコードの転
換ができる。このことにより，sus4 もコードネームは
やや複雑に見えるが押さえやすいコードとなるだけでな
く，トニックへの導音になる♯ソをなくし，響きの上で
も安定性をなくし，日本音階らしさを出すことができる。
　案②では音に厚みが増すがそのままでは少し押さえに
くい E7sus4（ミ・ラ・シ・レ）を第１転回形（ラ・シ・レ・
ミ）にした上で，さらにシの音を省略することで，Am

（ラ・ド・ミ）から E7sus4（ラ・レ・ミ）の転換は中指
と人差し指を入れ替えるのみとなり，同じく導音♯ソが
なくなるだけでなく，陰音階上行形にあるレを味わうこ
とも可能になる。
　譜例４の「うれしいひな祭り」でも同様に，案①
Gsus4（ソ・ド・レ）の場合は Cm に第２転回形（ソ・ド・
♭ミ）を用い，案② G7sus4（ソ・ド・レ・ファ）の場
合は Cm を基本形（ド・♭ミ・ソ）のままにして，G7
sus4 を第１転回形（ド・レ・ファ・ソ）のレを省略し
た形（ド・ファ・ソ）で用いることにより，指移動がス
ムーズに行えるようになる。
　響きの点でも，同じく導音であるシを使用しないこと
によってドミナントの特性を無くし，陰音階のみでコー
ドを付けることができる。

　図４は譜例３，譜例４の形を実際に弾いてみた学生た
ちの印象である。「弾きやすい」という感想を述べた学
生が多く，二つのコードの雰囲気の違いを実際に演奏
しながら楽しんで味わうことができた。「弾き方の違い
や伴奏譜の違いによって，同じ歌のイメージがまるで変
わってしまうことがある」14 と紙谷らが述べているよう
に，一つのコードの選び方で曲の持つイメージを変え，
和風の雰囲気を作り出すことができるのである。
　今回のアンケートに協力してくれた学生 12 名のピア
ノ習熟度は様々で，大きく分けるとバイエル学習中の学
生４名，ブルグミュラ - 学習中の学生４名，ソナチネ以
上を学習中の学生４名となっているが，このうち，「特
に弾きやすさは変わらない」とした２名はソナチネ以上
を学習中の学生であったことから，簡易コードは初心者
に特に有効だということも分かった。

５．まとめ
　アンケートの結果から，和風を感じさせるコードとし
て sus4 を用いることの有用性が分かった。初心者にとっ
ても日本音階独特の音の響きを感じ取ることはじゅうぶ

ん可能で，伴奏においても転回形を適宜用いることで初
心者でも簡単に sus4 による和風の響きを楽しむことが
できるのである。
　ピアノ初心者がコードを学ぶ場合，最初は基本形を用
いることになるが，その構成音をしっかりと理解するこ
とが重要だ。そのことにより伴奏者は指の移動が少ない
転回形を容易に利用できるようになる。
　そして，今回の「さくらさくら」であれば，最後の和
音をトニックである Am とせず E7sus4 として，かつ，
下からミ・ラ・シ・レ・ミ・ラ・シ・レ・ミというよう
に構成音をアルペジオで弾くことで，日本の陰音階の元
になった箏の流れるような雰囲気と，トニックの持つ終
止感に縛られない日本音階の余韻を表現することが可能
になる15。
　本稿でも触れたが，ポップスの世界でこれら和風の音
階が自然に受け入れられ，常に一定のヒット曲を生み出
し続けていることからも分かるように，現代においても
日本音階に触れる機会は非常に多い。今回の学生たちの
アンケート調査でも，そうした音楽に自然と触れてきて
いる彼らは和風を感じる力に優れていることがわかる。
今回の sus4 の利用は，彼らのそういった優れた感性を
子どもの歌のピアノ伴奏に活かすための一つの選択肢と
して非常に有効であると考える。
　本稿では陰音階を取り上げたが，日本には陰音階以外
にも，「子守歌」のように陽音階と陰音階が共存してい
るものがある16。調性や終止音がはっきりしない日本音
楽の特性17 については，むしろ西洋音楽的和声の知識が
深い学生のほうが判断に悩む場合もあるかもしれない。
図２で挙げた聞き比べにおいて，基本形のメジャーコー
ドのほうが和風に感じるとしていたのもこの中では長く
レッスンを続けてきたソナチネ以上学習者である学生２
名だったことも最後に付け加えておきたい。日本音階を
暗いと感じる感性と，開放性のある明るさを感じる感性
は，実際はどちらも非常に日本音楽的であるともいえる
からだ。その点については今後さらに調査を進めて，よ
り効果的な和風の音楽表現について考察していきたい。

注
　日本のスケールを陰音階と呼ぶか陰旋法と呼ぶかに関
しては言及を避け，今回は陰音階として統一した。
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身体表現のためのピアノ連弾の試み
―領域「表現」の実践に向けて―

An attempt of the piano duet for physical expression
―Toward the practice of Area“Expression”―

高　木　美　香
Mika TAKAGI

湊川短期大学幼児教育保育学科
非常勤講師

・
・

中　安　修　也
Shuya NAKAYASU

兵庫県立播磨南高等学校

要旨
　本稿では，兵庫県立播磨南高等学校芸術保育類型３年次生 11 名を対象に，芸術保育類型発表会に向けてピアノ連
弾に取り組ませた内容について述べることとする。ピアノ連弾の音楽に合わせた身体表現を行うことを前提とし，保
育士を目指す生徒たちにとって領域「表現」の実践のために必要となる音楽表現力を養うことに重点を置き，生徒た
ちが音楽のイメージを身体表現へと具体的に移行させ展開していくことを目指した。音楽表現と身体表現を合わせる
ことで領域「表現」の内容理解の幅を広げ，ピアノ連弾の指導過程において音楽を巨視的に捉えられるよう，技術的
側面よりも表現的側面の指導を重視した。その取り組みを通してどのような成果と課題が見えたのか，ピアノ連弾の
指導内容について検証と考察を行った。

キーワード：保育内容，音楽表現，巨視的，微視的，高大連携

1．はじめに
　保育者養成課程では，ほぼ全ての機関でピアノの実技
に関するカリキュラムが組み込まれている。しかし，保
育者養成課程へ進学する学生の多くはピアノ初学者であ
り，限られた授業内では，楽譜理解のための基礎事項と
基本的なピアノ演奏技術の習得のみにとどまってしまう
ことが多い。幼稚園教育要領にある領域「表現」の「感
じたことや考えたことを自分なりに表現することを通し
て，豊かな感性や表現力を養い，創造性を豊かにする」
という指導が実践できるまでの演奏技術や表現力を習得
することは，難しいのが現状である。保育における音楽
指導の実践力は，実際に保育現場で様々な経験を積んで
得られることではあるが，その実践力の伸びしろを考慮
した指導を保育者養成課程で受けておくことが望ましい
と考えられる。後に，領域「表現」の指導が行えるよう
になるためには，保育士を目指す学生たち自身の想像力
や表現力を豊かにし，それに伴う思考力を高めておく必
要がある。そこで筆者らは，５年にわたり音楽表現を重
視し聴く力を養うことに焦点をあてて，兵庫県立播磨南
高等学校芸術保育類型1）（以下，本校）においてピアノ
連弾等の特別授業に取り組んできた。（湊川短期大学紀
要（以下，紀要）第55集～第58集参照）今回は，領域「表現」
の幅広い実践に向けて，ピアノ連弾に合わせたダンスや
パントマイム等の身体表現を行うことを前提とし，その
ピアノ連弾の指導内容について述べることとする。

2．高等学校での取り組みについて
2.1　対象生徒について
　本稿で対象となる３年次生 11 名は，全員芸術保育類
型の保育系列に所属している。過去の紀要でも繰り返し

述べてきたように，保育系列は３年次からの成立となり，
２年次までは，音楽の科目を多く履修する音楽系列と美
術の科目を多く履修する美術系列に分かれており，そこ
から保育系大学等への進学を希望する者で保育系列が構
成される。しかしながら，各々の生徒の進路事情によ
り，本年度においては保育系大学等への進学を特に希望
せず，教養の一環として保育系列のカリキュラムを履修
している者も多く含まれている。
　これらの生徒に対する音楽指導は「保育音楽」とい
う授業の中で行っており，週に３時間（50 分授業×３）
の開講で，『バイエル教則本』や『ブルグミュラー 25 の
練習曲』といった保育者養成課程でも一般的に使われて
いる教材を用いてのピアノ実技を主軸とした授業を行っ
ている。対象生徒の学習状況概要については【表１】の
通りである。授業開始当初（2022 年４月）と２学期末
試験（2022 年 12 月）時点での各々の水準を示す。
　授業開始当初の『バイエル教則本』の進度は，生徒各々
の学習経験等を考慮した上で決定している。２学期末試
験の段階で『バイエル教則本』を最後まで終えた生徒は
A と D の２名であった。もっとも，本年度の生徒に限
らずではあるが，既に習い事としてピアノの学習経験の
ある者に関しては，『バイエル教則本』を最後まで終え
ている，或いはそれ以上の技術的水準を持ち合わせてい
る場合も少なからずあり得るケースである。しかしなが
ら，ここでは学校教育での授業という観点から，ピアノ
の学習経験の差に関わらず，まずは一斉に『バイエル教
則本』から始め，そこからそれぞれの進度に合わせて適
宜助言を行っている。
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2.2　身体表現について
　今回の取り組みは，ピアノ連弾に合わせたダンスやパ
ントマイム等の身体表現を行うことを前提として行って
いるが，身体表現に関わる部分については，本校の「身
体表現」という授業の中で行っている。この授業は教科・
保健体育科に属する学校設定科目であり，本校が 2019
年度から開講しているものである。受講生徒は「保育音
楽」と同一，つまり今回の対象生徒となる。週に２時間

（50 分授業×２）の開講で，本年度に関してはダンスを
専門とする保健体育科教員が授業を担当している。

2.3　連弾曲について
　題材となる連弾曲についてであるが，身体表現を伴う
ということを考えたとき，イメージとして浮かんできた
ものがクラシックバレエであった。そのことから，今回
の取り組みでは選曲はクラシック音楽に限って行い，そ
の中でもできる限り馴染みやすく発表会の演奏曲として
も耐えうるものをと考えた。そこで，名曲が効果的にア
レンジされている『両方主役のやさしい連弾レパート
リークラシック』（株式会社ヤマハミュージックメディ
アエンタテインメントホールディングス）から《おもちゃ
の兵隊》《エンターテイナー》《スケーターズワルツ》《シ
ンコペイテッドクロック》《口笛吹きと犬》の５曲を選
曲し，より本格的なクラシックピアノ連弾曲である『ド
ビュッシー「小組曲」ピアノ連弾のための』（株式会社
全音楽譜出版社）から《バレエ》の１曲を選曲した。グ
ループ分けについては，各々の水準を鑑みながら教員側
で指定・指示した。原則として，１人１曲の担当となる
が，計６曲を対象生徒 11 人で分担するため，他の生徒
と比べて比較的ピアノの演奏技術に余裕のある生徒Ａの
み２曲担当とした。

3．ピアノ連弾の特別授業
　本校芸術保育類型発表会に向けて，ピアノ連弾の特別
授業を５回行った。ピアノ連弾の音楽に合わせた身体表
現に取り組む前に，ピアノ連弾のみの指導を行った。ま
ずは，楽譜通り正確に演奏することよりも，止まらずに
演奏できるようにすることを目指した。そして演奏する
音楽のイメージを生徒たちが明確に持ち，それらを演奏
へ反映させることを目標とした。特別授業の指導内容の
詳細を，以下【表２】～【表７】に示す。尚，テストに
関しては２学期期末試験とし，通常授業で取り組んでき
た『バイエル教則本』または『ブルグミュラー 25 の練
習曲』から既習の２曲と連弾曲を演奏することとした。
本稿では，連弾曲の得点のみを記載する。連弾曲は，二
人一組での得点とし，教員３名の平均点を算出したもの
である。採点については，100 点満点中 69 点以下を不
可，70 ～ 74 点を可，75 ～ 79 点を良，80 ～ 84 点を優，
85 点以上を秀という基準を設けた。特別授業は，第１
回（2022.11.16），第２回（2022.11.17），第３回（2022.11.23），
第４回（2022.11.30），第５回（2022.12.1）と行った。

4．考察
　一般的なピアノの指導は，音符や簡易な記号等の楽譜
理解から始め，単純なリズムと運指などの技術的な指導
を優先して進められることが多い。しかし，基礎をきち
んと理解するために技術的な部分に囚われすぎて，音楽
表現の指導が少なくなる場合がある。音楽表現を豊かに
するためには奏法に関する基礎技術は必要不可欠であ
り，テンポやアーティキュレーションなどの音楽を形成
する要素を正確に演奏することも重要である。また，基
礎を固めることと同時に音楽の全体像を見据える巨視的
観点を持つことも大切である。音楽を巨視的に捉えるた
めには，奏法の技術的なことはもちろんのこと，楽曲の
解釈やそれらを具現化するための表現力などといったい
わば音楽の総合的な能力が必要となる。今回の特別授業
では，その総合的な能力を養うために技術的に難しい箇
所やミスをしやすい箇所の指導において，ただ単にミス
を指摘するのではなくその箇所を正しく演奏するために
何に気をつければ良いか，どのようにすれば良いのか，
といった練習方法や解決策に生徒たちが気づくことがで
きるように指導を行った。
　 作 文 を す る 際 に「 六 何 の 原 則 」5W1H（When・
Where・Who・What・Why・How）「 い つ・ ど こ で・
だれが・何を・なぜ・どのように」と言われる文章作成
のポイントがあるが，音楽に関してもこれを当てはめて
指導することができるのではないだろうか。Where（ど
の箇所が違う）と What（音・運指・リズム等が違う）
は演奏している本人も気づきやすいが，Why（なぜ間
違ってしまうのか）と How（どのように考え演奏する
のか）まで具体的に理解していない場合がある。演奏上
のミスが起きる原因は，むしろこの Why と How が認
識できていないからではないだろうか。例えば，「運指
がこのようになっているのは，次の跳躍音型を弾きやす
くするためである」とか，「この和音進行は，アルトの
音は同じ音を弾いていてソプラノだけが変化しているの
で，アルトの音の運指を変えずソプラノの音のみ移動さ
せるように動かす」など，演奏することが難しい理由や
ミスをしてしまう原因が理解できれば，その課題を克服
することは比較的容易なことだと考えられる。指導者が

【表１】

生
徒

学習状況概要
『バイエル教則本』→ By，
『ブルグミュラー 25 の練習曲』→ Brg と表記

２年次
所属
系列

Ａ
授業開始当初（2022 年４月） By74 番

音楽
２学期末試験（2022 年 12 月） By を終え Brg へ

Ｂ
授業開始当初（2022 年４月） By45 番

美術
２学期末試験（2022 年 12 月） By80 番台

Ｃ
授業開始当初（2022 年４月） By45 番

音楽
２学期末試験（2022 年 12 月） By80 番台

Ｄ
授業開始当初（2022 年４月） By74 番

音楽
２学期末試験（2022 年 12 月） By を終え Brg へ

Ｅ
授業開始当初（2022 年４月） By12 番

音楽
２学期末試験（2022 年 12 月） By70 番台

Ｆ
授業開始当初（2022 年４月） By55 番

音楽
２学期末試験（2022 年 12 月） By90 番

Ｇ
授業開始当初（2022 年４月） By45 番

音楽
２学期末試験（2022 年 12 月） By90 番台

Ｈ
授業開始当初（2022 年４月） By45 番

音楽
２学期末試験（2022 年 12 月） By70 番台

Ｉ
授業開始当初（2022 年４月） By45 番

美術
２学期末試験（2022 年 12 月） By70 番台

Ｊ
授業開始当初（2022 年４月） By12 番

音楽
２学期末試験（2022 年 12 月） By60 番台

Ｋ
授業開始当初（2022 年４月） By12 番

音楽
２学期末試験（2022 年 12 月） By50 番台
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【表２】担当曲《おもちゃの兵隊》　２分の２拍子　C-dur
担当　Ⅰ：生徒Ｋ　　Ⅱ：生徒Ａ

授業回 指導内容詳細
第１回 Ｋ：最後まで譜読みができていた。４分音符の stacc. が ten. になっていたので，曲調を感じて軽快に弾くように

指示をした。
連弾：14 小節目の３拍目を同時に弾く箇所で，お互いがずれてしまわないように気をつけさせた。最後の sf は
stacc. がついているので，しっかりと打鍵するように指示をした。

第２回 連弾：冒頭のメロディーは，自信がなさそうに弾いていたので元気よく f で演奏するように意識させた。14 小節
目からは，A の主旋律を f で際立たせて弾かせるようにした。25 小節目からは mp で演奏し，32 小節目からの
cresc. は 35 小節目からの f を見据えて音量の変化をつける練習をすることを伝えた。

第３回 連弾：冒頭の弾き始めが揃わなかった。慣れるまでは声を出してカウントを取っても良いので，タイミングを合
わせる練習をするように伝えた。全体を通して，曲想が良く表現できていた。前奏部分が f と分かるように，元
気よく弾く練習をすることを伝えた。

第４回 連弾：冒頭の弾き始めの合図を声に出していた。カウントを取らないと難しいようだったので，Ⅱが指先で鍵
盤を叩くことを合図にする練習を提案した。冒頭の f はしっかりとできていた。Ⅰの 23 小節目，Ⅱの 27 小節目
の８分音符で dim. をして曲調に変化をつけるように指示をした。全体的に表現したいことが伝わってきたので，
音の動きを身体表現と合わせるためにどのように演奏すれば更に楽曲のストーリーが伝わるか，考えるように指
示をした。

第５回 テスト：冒頭，弾き直しをしてしまったので，弾き始めの練習をする必要があった。前日に指示をした 23・27
小節目の dim. は良くなった。全体的に音量の変化は，しっかりとつけることができていた。不安そうに弾いて
いたので，二人での練習を積んで自信を持って演奏できるようになることが課題であった。
得点：78.0 ／ 100 点満点中

【表３】担当曲《エンターテイナー》　２分の２拍子　C-dur
担当　Ⅰ：生徒Ｋ　　Ⅱ：生徒Ａ

授業回 指導内容詳細
第１回 Ｆ：16 小節から４小節にわたるメロディーが繰り返されるごとに p から弾き始めて cresc. をしっかりと表現す

るように指示をした。20 小節目からのアウフタクトのメロディーをⅠとⅡで受け渡しするフレーズで遅れない
ように気をつけさせた。
Ｅ：12 小節目のメロディーと繋ぎの順次進行の音型は，フレーズの違いが分かるよう区切って演奏するように
指示をした。16 小節目からはⅠと同様に音量の表現を意識することを伝えた。

第２回 連弾：冒頭の弾き始めの合図は声を出してカウントしていたので，身体の僅かな動きで合図ができるように工夫
することを伝えた。全体の流れは良くなった。36 小節目から最後にかけてⅠとⅡがそれぞれ担当する２種類の
メロディーが，どちらもはっきりと聴こえるように ff で演奏するように指示をした。

第３回 連弾：冒頭の弾き始めの合図と，17 小節目からの cresc. も良くなった。20 小節目からのメロディーの受け渡し
の箇所は，お互いの演奏を良く聴きながら一人で弾いているように感じることを意識させた。最後の４分音符は，
アクセントを効かせて短めで演奏するように伝えた。

第４回 ※Ｆが欠席のためレッスンなし
第５回 ※Ｅ・Ｆ欠席

【表４】担当曲《スケーターズワルツ》　４分の３拍子　F-dur
担当　Ⅰ：生徒Ｉ　　Ⅱ：生徒Ａ

授業回 指導内容詳細
第１回 連弾：個々の譜読みは既にできていたので，連弾でのレッスンから始めた。ペダルを使って合わせることができ

ていた。冒頭の弾き始めの合図は声を出してカウントしていたので，身体の僅かな動きでカウントが取れるよう
に練習をさせた。17 小節目からⅠの８分音符の集合音型に隠れているメロディーを際立たせて弾くように伝えた。

第２回 連弾：共に３拍子の流れを意識して，１小節を一息で感じ取れるように練習することを伝えた。20 小節目から
Ⅰが担当するメロディーの裏拍の４分音符の stacc. は，強すぎたり弱すぎたりしないように同じ音質で軽やかに
演奏するよう気をつけさせた。リピート前の 32 ～ 33 小節目と Coda で rit. ができるように練習をさせた。

第３回 連弾：Ⅱが他の曲も担当していて，どちらの曲の調性なのか確認せずに弾いてしまっていたので，演奏前に確認
するように伝えた。最初～ 16 小節目のメロディーはリピートをするので，１回目は mp で，２回目は p で演奏
するようにした。32 小節目からの rit. は，Ⅰの８分音符が主導でテンポの変化をつけるように伝えた。Coda の
poco rit. は molt rit. で曲を閉めるようにした。

第４回 連弾：Ⅱの調性の迷いはなくなった。全体的に３拍子の流れは良くなったが，１小節ごとにスピード感のあるま
とまりになると更に良くなることを伝えた。Ⅰの９～ 10 小節目のＧ→Ｆは主旋律になるので，際立たせて弾く
ように指示をした。17 小節目から８分音符で構成されるフレーズが長く連続する部分で，お互いのテンポの僅
かなズレが蓄積され 34 小節目あたりで大きくなってしまった。僅かなズレが蓄積されないよう２小節単位で修
正しながら弾くように指示をした。スケートの滑りの動きを表した音楽が身体表現と合うように音楽のイメージ
を更に明確化させることを伝えた。

第５回 テスト：３拍子の流れがゆったりと表現できていた。Ⅰの前日指摘した９～ 10 小節目の G → F の主旋律は，よ
く響いていた。18 小節目からの２小節単位で音楽を捉える感じもでき始めていた。rit. も良くなった。
得点：80.7 ／ 100 点満点中
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【表５】担当曲《シンコペイテッドクロック》　４分の４拍子　D-dur
担当　Ⅰ：生徒Ｊ　　Ⅱ：生徒Ｇ

授業回 指導内容詳細
第１回 連弾：個々の譜読みは既にできていたので，連弾でのレッスンから始めた。合わせる練習が良くできていた。シ

ンコペーションとタイで構成されるリズムの箇所で，お互いがずれてしまわないように練習することを指示し
た。26 小節目からⅡの裏拍の８分音符にⅠがつられて遅れないように，Ⅰの主旋律主導で演奏するよう気をつ
けさせた。転調後 34 小節からのメロディーの受け渡しの箇所は，二人でメロディーを構成していることを意識し，
滑らかな流れになるように伝えた。楽曲のイメージを明確にし，時計のストーリーを考えるように課題を出した。

第２回 連弾：冒頭の１拍目のsfとその後のpの対比を明確にするように伝えた。同じメロディーが繰り返される部分は，
曲が単調にならないように２～ 10 小節は p，10 ～ 18 小節目は mp で，転調後の受け渡しのメロディーが繰り返
される 34 ～ 46 小節目は f で，46 ～ 50 小節目は p で演奏するように伝えた。

第３回 連弾：冒頭の音量の対比はとても良くなった。楽曲中の stacc. の軽快な部分と legato で流れる中間部の弾き分
けができるように練習することを指示した。演奏しながら身体表現としてどのような動きになるのかをイメージ
することを指示した。

第４回 連弾：とても良く弾けていたので，急遽ウッドブロックとトライアングルを追加する提案をし，生徒 H が担当
することになった。アンサンブルとしての練習は，後日，身体表現と合わせて練習をすることとした。全体の流
れも良く，音量の変化もしっかりとつけることができていた。

第５回 テスト：スタートから軽快に演奏できており，聴いていて楽しかった。曲の雰囲気も良く表現できており，短期
間で非常に素晴らしいアンサンブルになった。18 小節目からのレガート，34 小節目からのメロディーは，一人
で演奏しているかのように滑らかに弾けていてとても良くなった。
得点：84.0 ／ 100 点満点中

【表６】担当曲《口笛吹きと犬》　８分の６拍子　C-dur
担当　Ⅰ：生徒Ｈ　　Ⅱ：生徒Ｂ

授業回 指導内容詳細
第１回 Ｈ：８分休符の多い箇所は，丁寧にカウントしてリズムが正確に弾けるように練習することを指示した。４手が

全て異なるリズムで演奏する箇所は，タイミングを合わせる目安となる拍を決めてお互いが意識をして揃えて弾
くように気をつけさせた。
Ｂ：最後まで譜読みができており，６拍子を大きな流れの２拍子で捉えて弾くことができていた。４分音符の
stacc. が２拍になっていたので，短めに演奏するように指示をした。61 小節目の半音下行進行の最後の fis 音が
弾きにくそうだったので，鍵盤の奥へ向かって自然と黒鍵が弾ける場所へ指を動かす練習をさせた。

第２回 連弾：全体を通して主旋律を担当する時は，音量を大きめにして演奏するよう指示をした。21 小節目から４小
節ごとの p と f の繰り返しは，音量の差をはっきりとつけさせた。42 ～ 43 小節目のⅠからⅡへのメロディーの
受け渡しが滑らかになる練習をするように指示をした。Ⅱは，49 小節目からⅠの音型に惑わされないよう敢え
てⅠの演奏を聴かないように伝えた。最後の部分の pp から犬の鳴き声を模した ff への対比を強調させた。

第３回 連弾：複雑なリズムが正確に演奏できるようになった。Ⅱは，27・35 小節目２拍目からの順次進行の音型で，
弾き始めのタイミングが遅れないように，Ⅰの音楽を良く聴いてその流れに乗るように練習することを指示した。
最後の部分の pp と ff の対比は慌てて弾いてしまっていたので，pp から ff へのタイミングは，敢えて拍通りには
弾かず少し間を空けて演奏するよう伝えた。曲調全体が軽快なので，身体表現としてスキップなどの弾むような
動きで展開することをイメージさせた。

第４回 連弾：テンポが良く出せていたが，時折８分音符・休符の細かいタイミングが揃わなくなるので，練習ではメト
ロノームを使うなどしてゆっくりと正確に合わせるように指示をした。11 ～ 17 小節目の主旋律以外を担当して
いる部分でリズムが遅れることがあるので，タイや休符が指定以上長くならないように機敏な動きを意識させた。
39 小節目からのⅡの cresc. は，Ⅰが加わり f への流れが自然に移行できるよう音量調節をすることを伝えた。42
小節目の８分音符の和音は，f で正確に合わせてメロディーの受け渡しをすると問題なく演奏できた。Ⅱの 64 小
節目の犬の鳴き声を模した右手 des と es の和音の箇所で ff の音量を出すのに苦労していたので，指先で弾くの
ではなく手を拳にして関節あたりで弾いてみることを提案した。

第５回 テスト：前日より落ち着いたテンポで，様々なことを考えながら弾けていた。音量の変化もしっかりとつけるこ
とができており，37 小節目からの cresc. とメロディーの受け渡しも非常に良くなった。いくつか対旋律のリズ
ムが遅れることがあり，それらが正確に演奏できるようになれば発表会で更に良い連弾ができると思われた。
得点：79.0 ／ 100 点満点中
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【表７】担当曲《バレエ》　４分の２拍子　D-dur
担当　Ⅰ：生徒Ｃ　　Ⅱ：生徒Ｄ

授業回 指導内容詳細
第１回 Ｃ：冒頭の鍵盤の場所を間違えて弾いていたので，正しい場所を理解させた。14 ～ 15 小節目の右手のアルトの

音を正確に掴むことを意識しすぎてソプラノのメロディーが途切れがちになっていたので，アルトは途切れて
もソプラノを繋げる練習をするように伝えた。16 ～ 17 小節目の stacc. で進行する和音は，まずは全ての音を正
確に掴めるようにするため，ゆっくりと stacc. なしで練習するよう指示をした。30 小節目からのメロディーは，
１拍ずつ区切りながら cresc. するように伝えた。（譜読みは 43 小節目まで）
※Ｄのレッスンは授業時間終了のため翌日へ

第２回 Ｃ：前日のレッスンでの注意事項を意識して対応しようとしていた。冒頭の弾き始めの p の音量を考えるように
伝えた。14 ～ 15 小節目のソプラノを優先させることはでき始めていたが，その同じフレーズが繰り返される２
回目への手の移動が遅くなっていたので，素早く移動させるよう気をつけさせた。16 ～ 17 小節目の stacc. の和
音は，両手で正確に掴むことが難しそうだったので，まずは右手の和音を正確に掴める練習をするよう指示した。
23 小節目のタイのリズムを正確に理解させた。
Ｄ：最後まで譜読みができていた。16 小節目からの p は音量に気をつけ，30 小節目からの 16 分音符の刻みは強
めにはっきりと弾くように指示をした。44 ～ 50 小節目にかけて２拍子から３拍子へと変化する箇所のテンポの
移行を滑らかにするため，ⅡからⅠへのメロディーの受け渡しを聴くように伝えた。全体的に dim.，piuP，pp
などの音量を弱くする指示が表現できていなかったので，それぞれ適切な弾き分けができるよう考えて練習する
指示をした。身体表現を行うにあたり２拍子と３拍子の表現の区別がつけやすいように，テンポを切り替えるよ
うにすることを伝えた。

第３回 連弾：Ⅰは難しい箇所で慌ててしまいテンポが速くなってしまっていた。テンポが加速しても次のフレーズの１
拍目で修正するように指示をした。３拍子に変化した部分で，ⅠとⅡがお互いの複雑なタイのリズムに惑わされ
揃わなくなっていた。何箇所か目安になる拍を決めて，それ以外はお互いの演奏を聴かずに，３拍子のテンポを
正確に保てる練習をするように伝えた。二人とも 96 小節目からの rit. をせず 98 小節目へと個々のテンポで入っ
てしまっていたので，rit. をつけて合わせる練習をすることを指示した。

第４回 連弾：何箇所か止まってしまったが最後まで弾くことができた。26 ～ 33 小節目のⅠの 16 分音符の忙しいパッセー
ジとⅡの 16 分音符のリズムがずれてしまっていたので，16 分音符単位でゆっくりと合わせる練習をするよう指
示をした。３拍子の部分は２拍子の部分と曲調の変化をつけるため，少し落ち着いて演奏するように伝えた。80
～ 83 小節目の 16 分音符のメロディーの受け渡しのタイミングが合っておらず，Ⅰの 80 小節目頭のタイが長す
ぎることが原因だったので正確な拍を理解させた。３拍子の 98 ～ 101 小節目で，Ⅰは３拍子，Ⅱはヘミオラの
リズムを刻む箇所で揃わなくなるので，お互いのリズムの相違を認識することを伝えた。166 ～ 167 小節目の共
に８分音符２拍→８分休符２拍→４分音符とヘミオラのリズムで演奏する箇所は，お互いが３拍子として捉えら
れていなかったので３拍子ではなく２拍子を意識して演奏するように指示をした。

第５回 テスト：ミスはあったが止まらず最後まで演奏することができた。Ⅰは，まだ自分のパートを弾くことに精一杯
だった。ⅡはⅠのミスがあっても合わせることができていたが，お互い音量の変化をつけるところまでは対応で
きていなかった。前日に指摘をした 98 小節目からの３拍子とヘミオラのリズムの箇所と最後の部分は，良く合
わせることができていた。二人にとって難易度の高い楽曲ではあったが，日に日に上達しており，発表会までに
は技術的な課題を克服し身体表現に合わせる音楽が演奏できる期待が持てた。
得点：80.3 ／ 100 点満点中

「音が違う」「運指が違う」「リズムが違う」と Where や
What だけを指摘するのではなく，そのミスを誘発する
Why と How にまで丁寧に説明を行うことが重要なので
はないだろうか。学習者が演奏することが難しい理由や
ミスをしてしまう原因を具体的に理解すると，自分で課
題を克服するための思考と工夫ができるようになり，更
に次へのステップとなって音楽に流れを生むことができ
る。そして，その先の段階としてどのような演奏をした
いか，どういった音楽にしたいか，などの音楽の具体的
な色付けの部分へ進めることができるようになるだろ
う。時間はかかるがそういった段階を経ることで，結果
的に巨視的観点を養うことができるようになるのではな
いかと考える。まずは Where や What の微視的観点の
課題を克服し，それら課題点を繋げて音楽の流れという
線にすることが巨視的観点持つための初段階となるであ
ろう。「点を線にする」ことが，音楽を豊かに表現する
ために重要なポイントとなるのではないだろうか。
　今回の特別授業の指導では，生徒たちにこのような課
題点を認識させた上で，楽曲の大きな構成の理解や音楽
から受けるイメージを明確にさせた。また，フレーズを
構成する音型やそれが繰り返されるなどといったパター
ン，運指の繋がりなどにも注意し，一つの課題点にとど
まってしまわず全体の流れを見据えて音楽を先に進める

ことを重視させた。特定の一部分に囚われることなく音
楽を先に進めることを優先させると，ミスをしても演奏
を中断することなく全体の流れを追うように弾けるよう
になっていき，音量の変化やテンポなどにも対応できる
ようになっていった。徐々に音楽の流れや雰囲気が掴め
るようになってくると，生徒たちは表現することに積極
的な姿勢を見せ始め，演奏が格段に良くなり始めた。こ
の段階まで到達すると，楽しみながら演奏し自然と練習
量も増え，より高いレベルの音楽表現に取り組むことが
可能となるであろう。
　多くのピアノ学習者がピアノを弾いていて楽しくない
と感じる原因の一つに，難しい箇所の弾き直しやスムー
ズに演奏できず音楽が中断してしまうことがあげられる
だろう。中断してしまう要因として練習不足や譜読みの
間違いなどといった学習者側の努力や注意が必要な場合
もあるが，前述したような Why や How について指導
者が適切な段階で助言できていない場合があると考えら
れる。演奏が中断してしまうことが無くなれば，その課
題を克服した自信が次なる課題へ取り組む意欲となり，
自然と音楽を感じ取り様々な工夫をしながら楽しく演奏
できるようになるはずである。演奏が中断してしまう原
因となる誤った理解のままで練習を続け，修正すること
が難しくなることを避けるために，指導者は可能な限り
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早い段階で，その状況を解決するための手助けを行うこ
とが重要であると考える。

5．今後の展望と課題
　本稿執筆時点では，連弾と身体表現の合同での練習は
まだ開始されていないが，筆者中安は時折身体表現の授
業を参観し，進捗状況の確認を行っている。身体表現の
授業内では，授業場所にピアノが設置されていないため，
スマートフォンなどの機器から連弾曲を再生しながら練
習を実施している。クラシックバレエのようにはいかな
い部分もあるが，保健体育科教員の適切な助言のもと，
それぞれに創意工夫しながら振り付けを考え，身体表現
という形で実践している。合同での練習を行うにあたり，
とくに初期段階では音楽と振り付けとの一致，間の取り
方の共有など，音楽のアンサンブルを行うのと同様の課
題点が出てくると思われる。前章でも述べたように，音
楽を先に進めることを優先させ演奏が中断することのな
いように練習・準備を行うことが重要であるように思わ
れる。
　発展的な課題としては，音楽と身体表現のより密接な
関係性の構築が挙げられる。現状では，音楽と身体表現
がそれぞれの分野ごとで練習・準備を行っているが，理
想とするところでは，両方に更に関連性を持たせ，例え
ば振り付けを考えるとき，音楽的内容に基づき踊りにあ
る種のストーリー性を持たせることや，リトミックのよ
うにリズムや曲想などと身体表現が密接に結びついたも
のが生み出されると，より次元の高いコラボレーション
が実現するのではないだろうか。また演奏の面からも，
踊りの躍動感や振り付けから受けるイメージを持ってア
プローチを行うことで，より積極的な音楽表現が可能に
なるのではないだろうか。

6．おわりに
　将来的に保育士を目指す学生たちに養ってほしい能力
として，微視的観点と巨視的観点を持つことがあげられ
る。しかし，音楽の経験の浅い者にとってこれらを初歩
の段階からバランス良く持つことは難しく，また習得す
るためには時間と経験を要する。初学者が初めて楽譜と
対峙すると，そこにある慣れない情報を読むことに集中
しすぎて視野が狭くなり，微視的観点に傾きがちになる。
この二つの観点をバランス良く活かすためには，中庸な
感覚が必要とされる。これらのことが必要とされるのは
音楽に限ったことではないが，不慣れな分野において中
庸な感覚で物事を捉え判断することは非常に難しい。し
かし，可能な限り物事を広く大きな視点で捉えることで，
少しずつではあるが培われていくであろう。そして，そ
の二つの観点と中庸であることを身につけることで，子
どものあらゆる状況を判断し，それに応じた指導ができ
るようになり，領域「表現」の音楽指導の実践へ繋げて
いくことが可能であると考える。
　我々指導者が，微視的に傾きがちな初学者の視点や思
考，判断力のバランスが崩れることを防ぐために，脱力
することを指導すると有効なのではないだろうか。脱力
ができると視野が広くなり音楽を大きな流れで捉えるこ
とが可能となる。その際に，巨視的に全体像を見据える
ことと，微視的な譜読みや奏法などの部分的なことの両
面を合わせた助言ができれば，初学者でも少しずつ中庸
な感覚で判断することができるようになるのではないか
と考える。「難易度の高いことは学習者の理解が深まっ

てから指導をすれば良い」という指導者の一方的な判断
で，学習者の成長の可能性を限定してはならないだろう。
難易度が高い事項でも，少しずつ丁寧に向き合わせるこ
とで学習者の大きな成長へと繋げられるのではないだろ
うか。そのために指導者は，学習者の課題とその要因と
なる事柄を的確に判断し，個々に応じた適切かつ柔軟な
指導を行っていかなければならないであろう。

註釈）
１）本校の特色類型。兵庫県立播磨南高等学校芸術保育

類型では，特色選抜入試によって音楽か美術のいずれ
かを選択して受験し，合格した者がそれぞれ音楽系列
または美術系列に所属となる。３年次になると更に保
育系列が設けられ，音楽・美術いずれの系列からも選
択することが可能となる。類型改編により 2021 年度
入学生が芸術保育類型として募集する最後の学年とな
り，2022 年度入学生からは新たなカリキュラムの特
色類型となる。2023 年度末までは，本校には芸術保
育類型と新特色類型が混在する形となる。

参考文献
・秋山さやか・大宝博・鈴木奈美（2017）『両方主役の

やさしい連弾レパートリークラシック』株式会社ヤマ
ハミュージックメディアエンタテインメントホール
ディングス，pp.24-27，pp.32-38，pp.47-55

・角野裕・玲子（2016）『ドビュッシー「小組曲」ピア
ノ連弾のための』株式会社全音楽譜出版社，pp.32-41
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湊川短期大学紀要　投稿規程
第１条（目的）

湊川短期大学紀要（Bulletin of Minatogawa college　以下「本誌」
という）は本学教員が研究活動の成果を内外に発表し，研究成
果の共有や一層の研究活動の発展を目指すことを目的とし，年
一回以上発行する。

第２条（投稿者の資格）
投稿者（本誌に投稿出来る者）は，原則として本学教員（非常
勤教員も含む）に限る。ただし，湊川短期大学紀要編集委員会（以
下「編集委員会」という）が特に認めた場合はこの限りではない。

第３条（執筆代表者）
本誌に投稿した原稿において一番目に氏名を記載している執筆
者を執筆代表者とする。執筆代表者は，本誌の同一号において，
一つの原稿に限り執筆代表者となることが出来る。

第４条（原稿の種類）
原稿の種類は，「原著論文」，「作品」，調査・実験・観察結果等
を報告する「研究報告」，「総説」，「学会報告」，最新情報の「論評」
や「書評」等とし，未発表のものに限る（ただし，「学会報告」
についてはこの限りではない）。また完成原稿を提出すること
とする。

第５条（原稿掲載の可否）
原稿掲載の可否は編集委員会で決定する。また編集委員会の判
断により，リライト，縮小等を求めることが出来る。

第６条（投稿の方法及び締め切り）
原稿の投稿に際しては，事前に申し込みを行い，別に定める「湊
川短期大学紀要執筆要項」に従い，原稿の種類を明記した上で，
定められた期日までに編集委員会に提出しなければならない。

第７条（校正）
校正は，投稿者の責任において行い，初校のみとする。校正段
階での内容の変更は認められない。校正は投稿者に初校を返却
した日から定められた期日までに校了し，編集委員会に提出す
るものとする。校正は誤字 ･ 脱字などの訂正を原則とするが，
編集委員会が特別に認めた場合はこの限りでない。

第８条（経費の負担）
投稿料は無料とする。ただし，カラー印刷や編集委員会の許可
による大幅な訂正等で，増ページが生じた場合などは，投稿者
の負担とする。

第９条（別刷）
別刷は 30 部を無料で，投稿者に配付する。ただし 30 部を超え
て希望する場合は，投稿者の負担とする。

第 10 条（編集委員会）
編集委員会は，図書委員会の委員で構成し，必要に応じて別に
委員を委嘱できるものとする。

第 11 条（著作権）
本誌への掲載論文等の著作権はそれぞれの著作者に属するが，
各著作者は湊川短期大学に対して，当該論文等の出版権・複製
権・公衆送信権等の利用につき，本誌の電子化・公開に必要な
限度でその権利を湊川短期大学が行使することを許諾するもの
とする。

第 12 条（その他）
この規程に定めた以外の事柄については，編集委員会の判断に
よることとする。

附則　この規程は，平成 21 年７月 30 日より施行する。なお旧規
程は施行日より廃止とする。

湊川短期大学紀要　執筆要項
１．原稿の記述は，表題（和文および英文），執筆者名（和名お

よびローマ字），所属（大学名及び専任・非常勤の別，幼稚園・
保育所名など），和文要旨（300 字以上 400 字以内），もしくは
英文要旨（200 語以上 300 語以内，和文要旨も記載すること），
キーワード５語以内（和文，もしくは英文（英文の場合は和文
キーワードも記載すること））を添付し，本文および注，文献，
表・図，資料の順序に記載する。

２．章，節などの見出し区分は，ポイントシステムを用い，次の
順とする。

　１.（大見出し），1.1（中見出し），1.1.1（小見出し）, １）片括弧，
（１）（両括弧）

３．本文は，書き出し及び改行後の書き出し部分を１マス空け，
句点は「。」とし，読点は「，」（コンマ）とする。

４．注には通し番号をつけ，本文中の該当箇所の右肩に注１），
注２）のように通し番号をつけ，本文と論文末の文献表との間
に一括して番号順に記載する。注記の見出し語は「注」とする。

５．文献は，下記の様式により，論文末尾に著者名のアルファベッ
ト順に一括して記載する。なお，欧文（ローマ字）誌・書名は，
イタリックとする。また，著者が複数の場合は，その全員を記
載する。その際，著者名と著者名の間は，中ポツ [・] でつなぐ。

　a. 雑誌論文の場合
　　著者名（発行年）「論文表題」『掲載雑誌名』巻（号），ページ数．
　※欧文雑誌の場合
　　著者名 .（発行年）論文表題 , 掲載雑誌名 , 巻（号）, ページ数 .
　【記載例】
　　鈴木一郎（2000）「総合学習における教育実践学的存在論」『総

合学習』4,　pp. 38-39．
　　James. M.（2004）Japanese Education, Journal of Education,

Vol.16, pp. 58-59.
　b. 著書の場合
　　①著者名（発行年）『書名』出版社・発行所名，発行年，ペー

ジ数．
　　②著者名（発行年）「論文表題」編者名編『書名』出版社・

発行所名，ページ数．
　※欧文著書の場合
　　　著者名 .（発行年）論文表題 . In 編者名（ed）, 書名 , 出版杜・

発行所名 , ページ数 .
　【記載例】
　　鈴木一郎（1998）『図で読むスクールカウンセリング』ミノ

ルタ書房，pp. 33-45．
　　Chales.A., .Singlehood. In Macklin.E. Rubin.S（ed）,（1987）

Families in postmodern society. Oxford University Press, pp.
34-35.

６．図・表は原稿本文と別紙を用いて作成する。そのまま写真製
版して印刷できるようにする。ただし，特殊な印刷については

（例えばカラー印刷等），その実費を投稿者が負担する。原稿本
文に，およその挿入位置等を指定する。

７．表のタイトルは表の上に，図のタイトルは図の下に書くこと。
また図と写真は区別せず，図として一連の番号を付けること。

８．原稿は A ４ 判タテ用紙でワープロソフト（Microsoft Office
Word）を使用し，40 字× 40 行で作成すること。原稿枚数は図
表および注を含めて，16 枚以内とする。

９．原稿は，原則としてワードファイルで電子メールに添付して
提出すること。併せて，プリントアウトしたものを１部提出す
ること。

10．校正は赤字で初稿に直接記入すること。大幅な修正が必要な
場合は必ず紀要編集委員に承諾を得ること。

2017.6.7　図書委員会決定
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