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（ 要 　約 　）

　子 ども の 創造 的な音楽 活動 を支 え るこ との で きる養成基礎技能を培 う音楽教育内容 と方法 を探究 した。今求 め

られ て い る 「保 育の 質」 の た め に 保育者 に 求 め られ る機能的要 因 と して の 専 門 的 な基 礎 技 能 の 習 得 を め ざ し た音

楽教 育 の
一

方 策 で あ る。そ の 研 究 手 法 は、当楽 教育に と っ て の 「創造 力 育成 」 を主 眼 に した 考 え方 と教育実践 の

提 示 と検 討 ・考察 で あ っ た。結 果、「創造力 」 を育 む保膏実践を可能 に す る た め に は、専門 的 基 礎 技 能 ・技 術 と

専門的理 論 が 有機的に 作 用 す る子 どもの 音 楽 活 勤 を支 え る基 礎 技能の 習得 と保育者 自身 の 「創造性」 が 最 も必 要

で あ る こ とが 解明で きた 。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　保 育 の 質 の 向上、基 礎 技 能 習得、創造 力 の 育成

は じめ に

　近年 、保 育者養成校 に お け る教育は 、学生 の 資質の 変化や社会 か ら求め られ る 保育者 の 役割 の 多様化

で 教育課程構造 の 大 きな見直 し が求 め られ て い る。そ れ は 、18歳人 口 の 急激 な 減少 に よ る諸 問題 に よ る

もの で あ り、今や全国的に 大学 ・短期 大学そ の もの の 存在 が問われ る教育状況下 と な っ て い る 。 そ の た

め、筆者 らは短期大学カ リキ ュ ラ ム の音楽教育分野担当と し て、保 育現場 で 問 われ て い る 「保育 の 質 」

向上 の た め に保育者 に求め られ る 機能的要 因 と して の 「専門的基礎技能 ・
技術 と理 論 が 有機 的に作用す

る保育現場と連動した養成校の 音楽教育内容 ・方法 の あ り方 」 に つ い て 検討 ・考察 し、音楽教育カ リキ ュ

ラム 構 築を 目指 して い る。

　こ の よ うな 現況 に お い て 、
2008年 3 月 に 「幼稚園教育要領 」 と 「保育所保育指針 」 が改定 された 。 特

に 「保 育所保育指針 」 は ガ イ ドライ ン と し て の 位置 づ けか ら告示化 され 、法的な拘束力 を もっ 基準、つ

ま り最 低基準 と して の 性格 をもつ こ とに な っ た の で あ る。そ して 、筆者 らが先行研 究
1

で 問 題 提 起 し、

保育者養成 に お け る 音楽教 育 とい う視点 か ら検討 し て き た こ と
Z

に 関 し て 、本改定
3

で 図 らず し も 「保

育の 質 」 向上 の た めの 仕組み と して 明確 に 挙 げられ た こ とは大きな特徴で あっ た。そ の 中で も、第 1 章
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総則 の 「2 保育所 の 役割 」 の 保育 ＋ の 専門性 につ い て は保育所保育指針の 解説書に 6 点が示 され 、保育

の 内容 を 支 え る た め に 必 要 な専門的知 識 と技 術 が 明 示 され 、高 い 専門性 が 要求 され る保育者養成 の 課題

が 改め て検討 され て い る 。 そ の ひ と っ の
、 養成教育 は 「専 門職 に 就 くため の 教育で は あ っ て も決 して 完

成 され た も の で は な く、そ の 準備 の た め の 教育で ある」 とす る もの で あ る、とい う点 に 注 目 し たい 。

　本稿 で は、先行研究 の 前稿
4

に引 き続 き、保 育者の 音楽的専門力量を支え る 基礎技 能習得 の た めの 内

容
・
方法に つ い て検討

・考察を行 う。これ は 、保育現場に お い て も専門性 を高めるた めに 日々 学ん で い

け る 力 と して の 「基礎技 能習得」 で あ る、とい う考 え方 に 沿 う上述 の 「準備教育」 とする認識 の も と、

保育者養成に 求 め られ る音楽的資質の 根幹的要素 とな る 『創造力 の 育成』を め ざした 「子 ど もの 音楽的

活 動 を支え る基礎技能 」 に つ い て で ある。研究方法 と して は 、まず、子 どもの 音楽活動 の 望 ま しい あ り

方 につ い て 「創造 」 とい うキ
ーワー ドを基に考え、そ れ を支え る 基礎技能 に つ い て そ の 考 え 方 を整 理す

る。そ して 、本学基礎技能科目 「器楽法 」 に おけ る 授業実践 か らその 習得 方法
・内容 に つ い て考察 し、

課 題 検討 を 行 う。さらに、養成校 で の 準備教育 の 次 の 段階にある現任教育と保育者 の 音楽的資質 と専門

性 の 向 ヒに っ い て 、本学 で 実施 した 「保育セ ミナ
ー

」 の 取 り組 み状況の 考察を 交えて考え た い
。

1　 子 どもの創 造的な音楽活動 と保 育者 の 音楽 基礎技能

　音楽 は 乳幼児期 の 成長 に不可欠 な役割 をす る。そ の た め保 育 ・教育に お い て は 子 どもの 発 達や 興味 ・

関 心 に沿 っ た 音楽カ リキ ュ ラム を構成 し、様 々 な実践 が行われ て い る。しか し、そ の 実践 の 多 くは、子

ど も自身か ら発する 表現 を生 み だ し て い る の だ ろ うか 、音楽 を創 り 出 して い る の だ ろ うか 、とい う議 論

は絶えな い 。そ こ で 本 章で は、「創造」 と い うキーワー ドを論の 中心 に据 えて 、 子 どもの 創造的 な音楽

活動 に つ い て 、そ れ を援助 す る 保 育者 に 求 め られ る も の 、音楽基礎技能 に っ い て 考え る．

1 − 1 ．子 ど もの 創造的な音楽活 動に つ い て

（⇔ 音楽教育と 「創造」

　「創造 」 とい う言葉 の 意味 は 、「初 め て っ く り 出す こ と」 で あ る、、音楽 とい う と、在る音楽を演奏する

こ と 、 聴 くこ ととい う考えが 占めそ うで あるが 、音楽教育に と っ て は こ の 「創造」 こ そ 必 要 で あ る と し

て 、音楽教育家・
研 究者が 現在に 至 る ま で に 新 し い 発想 で 音楽指導 に取 り組 ん で きた経緯 が ある。そ の

代表 と して 、カ ナ ダの 作曲家マ リ
ー・シ ェ イ フ ァ

ー
や イ ギ リス の 作 曲家

・
音楽教育家ジ ョ ン ・ペ イ ン タ

ー

が挙げ られ る。中 で もジ ョ ン ・ペ イ ン タ
ー

は 1960年 頃 か ら集中的に 「創造的音楽学習」 の指導を行 い
、

1970年 に は 『音楽の 語 るもの 』 とい う画期的な創造的音楽学習 の 著書を発表 した こ とは広 く知 られ て い

る
5
。そ して 、世界 で こ の 音楽教育の 考 えが 支持 され、国際 的な音楽教 育 の 思 潮 の ひ とっ と な っ て い る。

日本に お い て 、こ の 「創造 」 とい う言葉 が 音楽教育をつ か さ ど る学習指導要領 〈試 案〉 に 表れた の は 、

戦後の 1951 （昭和 26）年 で の 「創造的表現」 と い う学習領域 に お い て で あ る。随分、昔 か らの 試み に な

るが、紆余 曲折 を経て 2008年 3 月改定の 指導要領で は、「創造 的音楽学習 」 の 意を汲み取 る 内容を 「音

楽づ く り」 と表 し、音楽科 の 内容 「A 表現 」 が 「歌唱 」 「器楽」 「音楽づ く り」 の 三 つ に わけて 示 された。

そ して 、 「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針 」 で は 、 5領域 の 中 の 「表現 」 に お い て 「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 」
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と、「創造」 と い う言葉を含ん で 表わ し、め ざす内容 として い る。

（2 ）幼児教育 ・保 育の 実際と創造的音楽活動

　で は、幼児教育 ・保育で の 実際の 音楽活動は ど うなの で あろ うか。筆者 らが こ の
一

連 の 研究 を始 める

にあた り実施 した保育者 への ア ン ケ
ー

ト結果か らは、「保育現場で は、恒常的・目常的に行われ る音楽活

動 や あ らか じ め 設定 され た 活動 が 多 くを 占 め る 」
6

とい うこ とが 明 らか とな っ た 。 そ し て、こ の よ うな

活動か ら子 ど もは 生活 か ら得られ た 興味や経験を充分表現 で きる の か、行事 の ために音楽練習を行 う活

動 も多 い が保 育者 の
一

方 向的な指導とな っ て い ない か 、と い う問題提起を した。

　ま た 、音楽教育研 究者 の 小林 は 次の よ うに 述 べ 、幼児音楽教育の 問題 点を示 して い る。20年以 上前に

述べ られ た もの であるが 、未だ通 じる内容 で あ るの で 長くな る が次に抜粋する。

　　　「本 来音楽 と は 、そ うゆ う狭 い 芸能 ・芸術活動 で は な い はずで あ る 。 特に幼児は 、日常の 生活、

　　特 に そ の 大部分を 占め る あそ び の 中で 、声
・

こ とば
・
音 ・動きを使 い 、即興的に活発 に行動 して い

　　る 。

〜 （省略）〜人 間がそ の 歴 史 の 中で 伝え育て て来た音楽は、全 人類の 貴重な遺産で あ り、それ

　　を 伝 え て い くこ と は 大切な使命 で あ る 。 と同時 に 、 自分自身 の 手で 、新 しい 音楽を創 り出すこ と も、

　　また重要 な使命なの で あ り、それ が今 日の さま ざまな音楽 を生んだ の で ある。幼児 の 場合 も、無 意

　　識 に こ の 二 つ を行 っ て い る。す な わ ち 「模倣 」 と 「創造 」 で ある。 こ こ で 重要な の は、幼児 に とっ

　　て の 「模倣 」 は 「創造 」 を生 む ±壌をつ くる だけで な く、それ 自体が大人 と異なり、非常に創造的

　　な活動 で ある こ とだ。〜 （省略〉〜 「創造 」 は個人的 ・個性 的 で あ る 点 で 、「自 己表現」 で あ る。

　　「表現 」 とは創造的 で な けれ ば価値 が ない だ ろ うゴ。

　小林 も述 べ て い る ように 、
「模倣」 に よ り展 開され る活動は もちろ ん意義の ある こ とで ある が 、子 ど

も に か か わ る保育者が 、大人 の 価値基準 に あ る 芸術文化 とい う音楽 の
一

分野 へ 子 ど も を
一

方 向的 に 導 く

とい うこ とに偏 っ て は な らない 。例えば、保 育の 場 に お い て は歌唱活動 が 多くを占めて い るが こ の 活動

も教材 として 楽 曲を再現 させ るだ けで は 、子 どもが歌 か ら得 られ る情感、イ メージをする 力 を育め な い

だ ろ う。幼稚園教育要領や保育所保 育指針 の 「表現 」 領域 の 内容 に 「  生活 の 中で 様 々 な音、色、形 、

手触 り、動き、味、香 りな ど に気付い た り、感 じ た り し て楽 しむ。i、「  生活 の 中 で 様 々 な出来 事に触

れ、イメ
ージ を豊か にす る。」 とある。 子 どもは 、生活 の 身近な出来事 か らの 多 くの 発見や経験をイ メ ー

ジ と し て 心 の 中 に蓄積 し、感性 や 表現力 を 培 っ て い く。そ し て こ れ らの 士台 が あ っ て 「  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 りす る。」 こ とが で きる。

　それ で は、こ の 内容 を受 けた創造的な子 どもの 音楽活動 に は どの よ うなもの が あ る の か、次に
一
例を

挙げ て み よ う。

　 a ．生活の 中の様々 な音を探 して 、園内の 音マ ッ プ づ く りをす る。

　　　
一創造的 な音楽活動 は まず、子 ど も た ち 自身 が 身 の 回 りの 音 に 気 づ く、感 じ る （聴 く）、探す こ

　　　とか ら始 ま る。こ の こ とか ら次 は 自分たち で 音 を創 りた い とい う意欲が持て る。ま た 、音に 耳を

　　　澄ます こ とで 感性 が育つ 。

　b ，身の 回 りの 音を絵や言葉 （擬音 語 ） に す る 。

　　　
一
音を聴 い て感 じた イメ

ージ、呼び起 された感情や気分を線 、 図形、色な ど で表 した り、言葉 と
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　　　い う音で 表 し た りす る 。

　 c ．音 ・音楽 か らイ メ
ージ して 身体で 表現す る。

　　　一音楽に 振 りを 付 け る の で は な く、音や音楽 を聴 い て 感 じたままを動 きで 表現す る 活動 で あ る。

　　　生活の 中で得た経験を基 に 、音 ・音楽 を聴 き 、 見 て 、 感 じて イ メ
ージ をふ くらませ身体 で 表現 を

　　　す る 。

　今川 は 、乳児か ら幼児 とい う時期は、人 として 表現 する力 の 土台 が つ くられ る時 と し、こ の 土台は、

大人 の 芸術表現 を 「子 ども向き」 に し て学ぶ こ とで 形成 され るの で は なく、大人 の 発想 と は違 う子 ど も

の 固有 の 世界 で の 経 験 の 蓄積 を 通 し て 、た くさ ん の 根 っ こ が 身体と 心 の 土 の 中で 縦横に 絡 み 合 い っ なが

りあ い ながら厚 く張 り め ぐらされ て 土台 は で きて い く、 と述 べ て い る
S

。

　子 ど も に 技能習得 を させ 、立 派 に 音楽 を再現す る とい う 目標 をもっ て 取 り組む活動 は 幼児教育の 場 で

も多 々 行われ て い る。目標 を達成 した時 の 満足感 を得 る こ とが で き、音楽を演奏する こ と で感性 が高ま っ

た り表 現力 の習得が で きた りするで あ ろ う。 しか し、こ の活動を行 うに あた っ て は 、子 どもた ちに 表現

を 行 う土 台 が あ り、そ れ ぞ れ の 個性 に よ っ て 音 ・音楽 と 「あそ ぶ 」 場 の 確保が あっ て こ そ で あ る。身 の

回 りの経験や生活 か ら子 ども自身 が感 じ た こ と、イ メ
ー

ジ した こ とを 「表現 したい 」 ときの 手段が音楽 、

あ る い は 造形、身体 、言葉な の で ある。そ の 表現活動は 上 述の よ うに 、決 して 芸術表現 に 近づ け る た め

で はな く、子 どもか ら生まれた個性的 ・個人的な創造性豊か な活動で ある べ きで ある。

王一 2 ．創造的な音楽活動 を支える保育者の ありか た と必要な基礎技能

（1 ）創造的な音楽活動を支え る保 育者の 力 量

　そ れ で は、前項に 述 べ た子 どもの こ の よ うな活動 を支え る ため保 育者 に 求 め られ る こ ととは どの よ う

な こ とな の か。こ の こ とは筆者 らの 拙稿で、 1 ，保 育の 場 で 行われ て い る音楽活動 の 分析結果 か ら検討

す る求 め られ る 音楽技能 と音楽的専門力 量 、 2 ．保 育学生 の 実習経験で の 学び か ら検討する 子 ど も の 音

楽活動の 指導援助 力 と音楽 的専門力量 、 か らあ る 程度明 らか に した
9
。そ の 中で 述 べ た 「子 どもか ら起

こ っ た音楽行動 に共感で きる

共 鳴で き る 柔軟な感覚を 持 っ

た 『子 ども の 共鳴者』 と し て

の 保育者像 も子 ども の 活動 に

広 が り をもた らす 」 や子 ど も

の 活動 の 指導援助力 を支え る

保育者 と し て の 音楽 的力 量 と

して 「子 ども の 表 現
・
表現 の

芽生 え を敏感に感受 し て 受け

答 え る こ と の で き る 感性 や能

力 を持 っ て い る こ と」 と い う

こ と は 、特に 「創造的な音楽

活動 」 を支え る保 育者 に 必 要 ＜ 図 1 ＞　音楽 を創 造する空間 と表現活動 の 過程
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な こ ととい える。そ して 、子 ども自身の 表現 に気づ き共感す るた めには、保育者 自身がイ マ ジネ
ー

シ ョ

ン 豊 か で創造性の あ るこ とがまず必 要 で あ る。＜ 図 1 ＞

（2 ）養成校の 音楽教育と想像 力 ・創造力

　音楽教育で は 、「音楽に はまず技術が い る 」 とい う考 え と 「そ れ よ り感動や体験 が 先 で ある」 とい う

考 えの 対 立 点 に つ い て よ く論 じ られ て きた。こ れは先 の ジ ョ ン ・ペ イ ン ターが 「ラ モ ー主義」 と 「ル ソー

主義」 と定義 づ けたが、今 で も
“

技
”

か
“

こ こ ろ
”

か の 議論 は行 われ て い る。わが国 の 音 楽教育の 基本

的 な姿勢は 技術主義の 側 に あ る とされ な が ら も、「創造 的音楽学習 」 を 受 けて 徐 々 に体験主義の 側 に 変

わ りっ っ ある と い わ れ て い る
1°
。

　それ で は 、養成校に お け る音楽教育に っ い て は どの よ うに 考 え る べ き だ ろ うか。短 い 養成期間 と 限 ら

れたカ リキ ュ ラ ム 、保育学生 の 音楽的資質 と現場に求め られ る 人材養成を考えあわせ た 時、まず学生に

は音楽技能 ・技術習得と知識の 理 解を求め ざるを得ない の が実情で あ る。 本学 で も特 に 「『ピ ア ノ技能』

習得が 必 要 」 とい う保育現場 で の 実践的な対策 の た め 、ど うして も技能習得優先 の 授業内容 に偏 りがち

で あ る。し か しなが ら、筆者 らは 「感動や 体験が先 で あ る 」 子 どもの 活動を 理 解 し支えるた め の 力量形

成 の ため、楽譜再現 の み に 囚われ る こ と な く、豊か なイ メ
ージ を描 く こ と、そ して そ の イ メージを 音楽

で 表 現す る こ と、自分 自身 で 音楽を創造する こ と、に っ な が る よ う音楽教育内容 ・方法を実践 し、課題

検討も行っ て きて い る。た とえば、ピ ア ノ 技能課題 に お い て もイ メージを描い て ピ ア ノ テク ニ ッ クに取

り組む課題や 自身 で イ メージや情景な どを描 い て ピ ア ノ表現 をす る 即 興 表 現 課 題 な ど で あ る。しか し、

ピ ア ノ 指導教員の 期待し た演習課題 の 習熟度は低 い 。そ の 学生 の 取 り組 み状況 をみ る と、楽譜を正確に

再現す る こ とが 第
一

義にな っ て 表現は 二 の 次に な っ て い る。実際に音楽に よ る自己 表 現 とな る と、近年

の 学生 の 資質と 限 られ た 生 活経験 によ る の か
、 イ マ ジ ネ

ー
シ ョ ン の 乏 し さと創造力 の 欠如 も多々 感 じ る。

「は じ めに」 で先述 したが、準備 教育、土台を し っ か り 固 め る た め の 養成機関で あるな らば、即実践力

とな る技能技術習得も大切 で あるが 、子 どもの 表現を受 け l！tめ、応対 し、発展 させ る こ との で きる想像 ・

創造性 を有 して い く保育者 に な る た め の 土 台 づ く り が ま ず必 要 で は な い だろ うか 。

　そ こ で 、豊 か な想像力 と創造力 を養 い なが ら、技術習得を させ る内容 と指導法は どの ようで あれば よ

い の か に つ い て 、次章で の 基礎技能科 目 「器楽法 」 で の 実践 を 報 告 ・考 察 し課 題 を 検討 した い 。

1　 基礎技能科目 「器楽法」 授業改善の 取 り組み と課題検討

H − 1，教科 ・基礎技能科 目 「器楽法 」の 位置づ け と教育内容

　保 育者養成校 に おけ る音楽科 目は 、幼稚園教諭 2 種免許 と保育士 資格 取得に 必要な 「教科に関する専

門科目」 あるい は 「基礎技能科 目」 の 中 に位置づ け られ 、他の 教科 と合わせ て 4 単位 の 修得が定 め られ

て い る。本学 に お け る 「教科 ・基礎技能 」 科 目は 平成20年度現在、 3教科 の 必修 科 目と 6 教科 の 選択科

Rを設 置 し、基礎 技能習得の充実を 図 っ て い る。こ の 中 で 音楽 の 必修科 目は 1年次開講の 「幼児音楽」、

選択科 目 は 2 年次開講 の 「器楽法 」 ほか 3 科 目で あ る。保育現場と連動 した養成校 の 音楽教育 の 実践 に

向け て 取 り組 ん だ前稿 （2007）の 「幼児音楽 」 授業改善 に続き 、 本稿で は そ の 発展 的科 目で ある 「器楽

法」 の 授業改善に つ い て 検討 を行 な う。
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　「器楽法 」 の 授業 内容は 〈 表 1 ＞ に示す とお りで あ る。当科 目は保育者 と して の 器楽表現 の 方法 を学び

技能 を習得す る こ と を 目的に 「幼児音楽 」履修 を終 えた 2 年生 を対象に開講 し、毎年約 9 割 の 学生が選

択受講して い る。ピ ア ノ レ ッ ス ン に つ い て 、
「幼児音楽 」 で は ピ ア ノ経験度別に初級か ら上級ま で 3 コ

ー

ス を 設 け て い たが、「器 楽法 」 で は 重点的に学び た い 分野 と して 「基礎充実 ・保育実践 ・弾 き歌 い ・ピ

ア ノ 小晶 」 の 4 コ
ー

ス を設け て い る。どの コ
ース も保育の 場に 対応 で き る よ うに 子 どもの 歌 の 弾 き歌 い

を始 め、リズ ム 曲、ピ ア ノ 小品、創作表現を必 ず内容 に含み 、そ の 課題 曲数や指導方法にお い て 各 コ
ー

ス の 特色 が 表 れ る よ う工 夫を し て い る 。 課題 内容 の ほ とん どは 「幼児音楽」 か ら の 継続で あ る が、リズ

ム 曲は 「幼児音楽」 の コ
ー

ドネ
ー

ム 課題 をさらに発展 させ た もの で あ り、「器 楽法」 独 自の 課題 と な る 。

今回 の 授業改善 は こ の リズ ム 曲課題 に対 して 行 なっ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜表 1 ＞　「器楽法」授業内容

授 業の 到達 目標

授業の 概要

保 育者 として の 器楽表現の 方法を学び技能を修得す る。

保育者 として、子 どもの 音楽活動を よ り豊か に導くた め、必要な器楽 に よる 表現方法 を学ぶ。リ

ズム楽器の艱 去や伴奏付け、楽曲編曲法 の学習をす る。 また創 造的 で表現 豊かな ピア ノ奏法の 技

能習得をめ ざす。

ピ アノ レ ッ ス ン

内容 ； ピア ノ演奏の 基本、弾 き歌い 、リズム 曲、ピア ノ小品、
　　 創作表現

体制 ：3人ずつ の グル
ープ レ ッ ス ン （1人 15分）

コ
ース ：重点的 に学びたい 分野 4 コ ース を設定

　　　 （基礎充実 ・保育実践 ・弾き歌い
・ピア ノ小 曲）

受講方法 ： 「選曲の て び き」 をもとに計画、実践

一
斉授業

〈前期〉子 どもと楽器

　　　 （楽器 あそび ・リズム 楽器 の 奏法

　　　保 育と楽器 ・リズム 楽器の記譜法等）

〈後期〉子 どもの 器楽合奏

　　　 （年翻 「」に よる器 楽合奏 と編曲

　　　い ろい ろな楽器に よ る含奏等）

皿 一2 ．授業改善の 取 り組み

（1 ） リズ ム 曲導入 の 経緯

　幼児期に は 動 き と音楽を調和 させ る 教育を行 な うこ とが 精神的、身体的発達に お い て 非常に 大切 で あ

る。そ の 教育方法 の
一

つ に 、子 ど もた ち が音楽 （ピ ア ノ〉を聴 い て 動 く （反応す る ）活動が挙げ られ る。

学生 が 保 育の 場 で こ の よ うな リズ ム 活動を実践 し て い け る よ うに、本学で は 以前か ら 「器楽法」 ピ ア ノ

レ ッ ス ン に お い て 既成 の テ キス トを用 い て リズ ム 曲演奏に 取 り組

ませ て きた。こ の テ キ ス トで は 著名な ク ラ シ ッ ク 曲や民謡を ピ ア

ノ 曲に編曲し た もの を 、「歩く」 「走 る 」 「ス キ ッ プ 」 な ど子 ど も

に身近な動き 6種 に 分類 して ま とめて い る。こ れ を も と に レ ッ ス

ン で は、そ れぞれ の 動き が 生 か され た 演奏に な る よ うに テ ン ポ感

や リズ ム 感 に留意 して指導を行な っ て い たが 、 学生 の 取 り組み に

は ピ ア ノ 小 曲 の 演奏と同様 に 「楽譜 の 再現」 と して 臨む 場面 が多々

見 られ 、リズ ム 活動 の 本来 の 主 旨や ね らい を 実 現 す る課 題 とは な

りえて い な か っ た．筆者 ら が リズ ム 活動 で最も大切に した い こ と、

それ は 「子 どもの 表現 （動 き） を受 け止 め、応 じ、発 展 させ て い

く 」 こ との で き る よ うな保 育者 の 柔軟 な 演奏 と実践 の 力量 で あ る。

そ の ためには学生 自ら 「子 ど もの動き に つ い て 豊かな想像が で き

　 1 酎 婿 i

　 愛ヨtJtiら醤　フ 1離螺

麟 覊繋鸞 鋼
：編離 勝 くぎ1

　 賦 ww ［　．Lユ

｛蠶羅 鷺1讌嚢舞
1慨 蹈 簾 がる1

　 　 　 v こげまね ユよ

｛韈邏
：C纂

　 ン　〜¢ 入の インジ tF7 　戸メ．tttma

一 灘 庶 峯轟

＜ 図2＞　 リズム曲編 曲課題 譜例
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る こ と」 「動 き に 合 っ た リズ ム を ピ ア ノ で 生み 出せ る こ とi 「子 ど もの 動き に合わ せ て 弾くこ とが で きる

こ と」、そ の よ うな体験が必要 と考 えた。そ こ で 上記 の こ とを主眼 に置き、平成16年度に リズ ム 曲編曲

の 課題 を導入する こ とと した 。

（2 ）授業改善一
リズ ム曲編曲 と試験 の 実施

一

　新 し い 課 題 で は 既成 の 楽譜 は 用 い ず に 、編 曲 とい う作業 を 通 して 学 生 自らが 子 ど もた ち の 動 き に合 っ

た リズ ム 曲を生 み 出し、保育者 と して どの よ うに演奏すれば よ い か を学べ る よ うな教材を考案 した。具

体的には、基本 曲 （8 〜16小節 ほ どの 短 い メ ロ デ ィ ） をもとに、子 どもの 動 き に 合 うよ うに伴奏を付け

た り リズ ム を変化 さ せ た り して 編曲 し、実際に演奏 も行 な う。 想定 され る子 どもの 動 きは 「歩 く」 「走

る 」 「ス キ ッ プ／ギ ャ ロ ッ プ 」 「とぶ （ジ ャ ン プ）」 「転が る1 「ゆれ る 」 の 6 種類 で ある。例 えば 「き ら

き ら星 t を これ らの 動 き に合わ せ て編曲す る と く 図 2 ＞ の よ うに な る。 レ ッ ス ン で は こ の よ うな 例題 を

参考 に、  右手 の 旋律 に 合 うコ
ー

ドを探す  動き に合 うリズ ム で 左手伴奏を付ける   イ メ ージを膨 らま

せ て 題名 を考え る   イ メージ や題名 に合 うよ うにテ ン ポ や音域 を工 夫す る、とい う段階を示 しなが ら、

学生
一

人 ひ と りの 技能や感性 を 生 か した 作 品 に 仕 上 が る よ う指導 ・助言 を行 な っ て い る。編 曲 の 過程 で

学生 たちは、子 どもの 動 きの み な らず 、 自然や動物 の動きなど様 々 な事象を思 い描き、どの よ うにすれ

ば想像 して い る よ うな動 きを音に 表す こ とが で き る の か 試行錯誤 し なが ら取 り組 ん で い る。

　 さらに レ ッ ス ン で は、同 じ グル
ープ の 学生 を子 ども役 に見 立 て て 彼 らの 動き に合 わせ て 演奏 する場 も

設 けた。実際に そ の ような形 で演奏させ て み る と、編曲し た リズ ム 曲が 子 ど も に と っ て動きやす い も の

か ど うか 子 ども役 学生 の 反 応を通 し て 確 認 す る こ と がで き 、保育の 場 に よ り効果 的 で 実用 的な リズ ム 曲

の 編曲 ・演奏の あ り方を学 ぶ 有意 義な体験 となる こ とが わかっ た。しか しなが ら レ ッ ス ン 内 で の 実践 は

動き方 が制 限され る な ど物 理 上難 し く、リ ズ ム 活動本来 の 創造的で 躍動感あふ れ る体験を得る ま で に は

至 ら な い 。ま た 編 曲 に 表れ る
一

人 ひ と りの 創意 ・工 夫 は 、同 じ グル
ープ の 学 生 の み な らず他 の 学生たち

とも共有 して 学び合 うべ きもの で あろ う。そ こ で それ を実現す る場 と し て、平成17年度に動 きを伴 っ た

リズ ム 曲の 公開試験 を実施す る こ とと した。

（3 ）試験実施 を 経 て
一

学 生 の 振 り返 り
一

　試験内容は く表 2 ＞ の とお りで ある。子 ども役 の 学生 が 十分に動 く こ とが で きるように普通教室 よ り

もやや 広 め の 教 室 を会場 と し 、動 きの 様 子 が演奏者 の 目 に入 る よ うな位 置 に ピ ア ノ を 設 置 し た。

　　　　 　　　　　　　　　　　　 ＜表 2 ＞ 　 リズ厶 曲試験概要

　受験者 は まず曲名 を紹介 して か ら演奏に臨む。子 ど も役 は そ の 曲名 か ら動 きを想像 し、聴 こ えて くる

リズ ム に合わ せ て 動 き始 める。例 えば 「象 さん の お散歩 」 をテ
ー

マ に し た作品 に お い て演奏者が 2 分音

符 の リズ ム 、遅め の テ ン ポで そ の 様子 を表現 して い た とす る。子 ども役 は 聴 こ えて くる 2 分音符 の リズ

ム に 歩調 を合 わ せ て ゆ っ く りと歩 く。 低音域の 音を使 っ て重々 し く表現 され て い れ ば、さらに象 の よ う
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に 「の っ し、の っ し」 と足を踏み鳴 ら して 歩 く こ ともで き る。演奏中、余裕 の ある者は 子 ど も役 の 方に

目を 配 り、歩調 に合 うよ うに タ イ ミン グを図 りなが ら演奏する が、余裕 の な い 者 は 譜面 と鍵盤 に集中 し、

動 き の 様 子 を
一

度 も見 る こ ともな い まま演奏 を終 え る こ とに な る。演奏者 の こ の よ うな体験 が今回の 試

験 の 意義 と して 最 も注 目され る とこ ろで あろ う。試験実施後 に行 な っ た 学 生 の 振 り返 りか らは、学生 た

ちが 今回 の 試験を通 して 、演奏者 ・保育者 とい う立場か ら多くの こ とを学ん だ こ とが窺え る く 表 3 ＞。

　学生は 自らの 演奏を行なう際に心 が けた こ と と して 、「イ メージを持っ て弾 くこ と」 と 「動き （子 ど

も）と調和 して 弾くこ と」 の 2 つ を挙げて い る。今 回発表 し た の は 作曲家の 手による既成 の 曲 で はなく、

学生が創意 と工 夫 を重ね て 作 り上 げたオ リジ ナ ル の 作品 で あ る。編 曲を行 な う中で 学生たちは 自然や動

物 の 動きな ど様 々 な事象 を思 い 描 き、どの よ うにすれば音に表す こ とが で きる の か試行錯誤 し なが ら取

り組ん で い た 。その 過程で は 自らの 想像力の 乏 し さや表現の 難 し さに行き当た る こ ともあ っ た で あ ろ う。

しか しなが ら編曲 に お ける こ の よ うな体験は学生 の 内 に音楽 とイ メ
ージ の 深 い 結び つ きをもた ら し

、 イ

メ
ージ （情 景） を描 きなが ら弾 くこ とが より豊 か で よ り相手 に伝わ る演 奏になる こ とを実感 させ るもの

とな っ た と思 わ れ る。ま た 実際に 子 ども役 の 学生 の 動き に合わ せ て 演奏 させ る こ とに よ り、音楽と動き

が リズ ム とい う要素を介 し て強い っ なが りを持 っ て い るこ と、双方の 快 い 調和を生み出すに は動き手 で

あ る 子 どもの 様子 や気持 ちを思 い 図 りなが ら演奏す る こ とが大切 で あ る と学 ん で い る 。

　音楽 に合 わせ て 実際 に 動 く体験を し た こ とにより、音楽 と動 きの 調和 に つ い て の 理 解は い っ そ う強 ま っ

て い る。学生 の 振 り返 りか らもわ か る よ うに、今回 の 演奏に は動きやすい もの と動きに くい もの があ っ

た。例えば
一

定 の テ ン ポ で 弾 き続 けて くれ る、リズ ム が し っ か りと刻 まれ て い る、動 物な どの 特徴 が 見

事 に 表現 され て い る な ど の 演奏に お い て は音楽 と 自分 の 動き が
一

つ に な り 心 身 の 快 い 調 和 を も た ら し て

くれ る 。 し か し なが らテ ン ポが動 きに合 っ て い ない 、リズ ム が明確 に 伝 わ っ て こ な い な どの 演奏 に お い

て は 自然な動 き が 生 み 出 されず、リズ ム 活動本来 の 楽 し さを感 じ る こ とが で きない 。ま た 、演奏者が演

奏 中に子 ども役 に対 して 見せ る表情や姿勢も重要 で あろ う。例 えば開始時に 「さん 、は い 」 と声をか け

る。楽譜か ら 目 を離 して 子 どもの 方 を見る。曲名 に 合 っ た楽 しそ うな表情 を見せ る。演奏者 （保 育者）

の こ の よ うな行為 は 、単に 自身の 演奏と 子 ど も の 動きを合わ せ る た め の もの だけで な く、演奏者 自身も

音楽を介 して 子 ど もた ち と コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン を 図 り、と もに

一
体 とな る楽し さを味わ い た い と思 っ て

い る こ との 表れ で もあ り、そ の 思 い は子どもた ちの 取 り組みに もす ばら しい 影響 をもた らす で あろ う。

　こ の よ うに 学生 は 、 演奏 と動 き の 体験を通 し て リズ ム 活動 の 魅力や楽 し さ を 感 じ取 り、保 育実践 に 必

要 な リズ ム 曲編 曲 と演奏 の あ り方を汲み取 っ て い る。さら に友達 の演奏や動き の様子 を客観的 に 見 る機

会を持 っ た こ と で 編曲の ア イ デ ア や 演奏上 の 工 夫 を互 い に 学 び合 うこ とが で き、こ の リズ ム 曲試験 が 学

生 に と っ て 、今後の 取 り組 み に 向け て 自身 の 課題 を 導き出す 重 要 な 学び の 場 と な っ た こ と が窺え る。

II− 3 ．ま とめ

　以上 2節に わた り、「器楽法 」 ピ ア ノ 実技 の 授業 改善 の 取 り組 み に つ い て述 べ て き た。今回取り上 げ

た リズ ム 曲編 曲課題 とその 試験は、2 年間 と い う短 い養成課 程の 間に 保育者 と して の 実践的 な力量を身

に っ け な けれ ば な ら な い 学生 た ち に と っ て 非常 に 有意義な学び をもた らす もの で あ り、今後 も継続 し て
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　　　　　　　　　　〈表 3 ＞　試験の振 り返 りと今後 の 課題

実施 し て い くべ きで あ ろ う。音楽 と動き の 調和 を図 る こ の ような リズ ム 活動 は また、保育実践 の
一

方法

と し て もた い へ ん 意義深 い も の が あ り、現場 に 出 た 際 に もぜ ひ 生 か し て い っ て ほ し い
。 し か し なが ら、

こ の よ うな取 り組みを現場 で の 実践に生かす とい うこ とは 、実際に リズ ム 活動を行な うこ とを の み指す

の で は な く、日 々 の 保 育や子 ど も た ちとの 関わ りの 中 で 、こ の 取 り組 み の 根幹に あ る 「子 ど もの 表現を

受け止 め、応 じ、発展 させ て い く」 とい う創造的 な 精神 を 生 か して い くこ と で もあ る だ ろ う。
「想像力 ・

創造性 を育む 」 と い う音楽科 目の 固有性 を改め て認識 し、そ の特性を 生 か した 養成校 授業 の あ り方に つ

い て 今後 も検討を重ね て い き た い と考え る。

皿　保育者 の 実践的指導援助力 形成と求め られ る養 成校の 音楽教 育

皿 一 1 ．保育者の 実践 的指導援助力

保育者 の 実践的指導援助力 とは 、保育現場で 「求 め ら れ る」 「求めに対応 で き る 」 「役に 立 つ 」 保育者
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の 専門的力量 こ そが保育 の 質を高め 、保育の 多様化に対応 で き る とい う視点 に立 っ て 筆者 らは考え て い

る
u
。 こ の 視点 に 立 て ば 、当 然 、そ の 専門 的力量 の 蓄積 と保育経験 の 積み重 ね が 実践的指導援助力 の 形

を 培 っ て い くと考え られ る 。 保育者 の 実践的指導援助力 と し て は、 1 ）子 ど も に 対する指導 ・援助力 と

2 ）子 どもの 生活を取 り巻 く環境と親支援 （保護者） へ の 二 面がある 。 今 、こ の 両面 が 幼稚 園教諭や保

育 士 に求 め られ、必 要 と され て い る 現実で あ る 。 そ うい っ た こ とか ら、こ こ で 、家庭や 地域社会 の 教育

力 の 低下や子 どもを取 り巻 く環境 の 変化及び子 どもの 指導実践にお い て 、幼稚園教諭 ・保育士 と して 子

育て ・保育 ・教育 に 関す る 取 り組 み の 方向性 と役割を確認 して お きた い 。

（1 ）幼稚園教諭 として

　今後 の 幼児教育の あ り方と し て 、文部科学省中央教育審議 会答 申
12

にお い て 、今後 の 幼児教育の 在 り

方 は 「家庭
・
地域社会 ・幼稚園等施設 の 三 者 に よ る 総合的な幼児教育 の 推 進 」 「幼児 の 生 活 の 連続性 及

び発達や学び の 連続性 を踏まえた幼児教育の 充 実」 とい う2 つ の 方向性を示 し て い る 。

　 こ こ で は、幼児教育はそ の 人 の 生涯 に わた る 人間形成 の 基礎を育む役割があ り、それ は小学校就学前

の 幼児 に対す る家庭
・
地域社会・幼稚園等施設に お い て 行 われ る 教育 に よ っ て な さ れ る とい っ た こ と で あ

る。つ ま り、幼児教育は 、幼稚 園 の み で 完結 で き得る もの で はな く、幼児を取 り巻 く環境 （物的 ・人的）

と と も に あ る とい う視点 に 立 っ て い る。

（2 ）保育 士 と して

　幼稚園教育要領や保 育所保育指針 が2008 （平成 20）年 3 月 に改定され 、特に後者で は 、保育者の 保 育

技術 が明 確化 された こ と は 周知 の こ とで あ る。解説 書 に お い て 、保 育士 の 仕 事 を   発 達を援助す る 技術 、

  生 活援助 の 知識 ・技術、  環境を構成 し て い く技術、  遊び を豊か に して い くた め の 知識 ・技術、 

関 係構築 の 知識 、  保護者等 へ の 相談
・
助言 に 関する 知識、に 整 理 され て い る

13

。

　 こ こ で は、保育所 が 「児童福祉施設 」 で あ る こ と を確認 し、子 どもの 最善 の 利益や親 と子 の 生 活 を 守

る重要な社会資源で あ る こ とが確認され て い る。そ して 、保育所 の 役割 と し て 、こ れ ま で の 「家庭養育

の 補完」 と の 表現 を改め 「家庭 との 緊密な連携」 の も とに行 うこ とも明確に され て い る こ とも注 目す べ

き事項 で ある。さらに、「保 護者に 対す る支援」 をも保育士 の 大きな役割 と 位置 づ けて い る。つ ま り、

子育て は 、保育所 と保護者との 共 同療育 とい う視点に 立 っ て い る。

（3 ）幼稚園教諭 ・保育士 の 今 日的課題
L4

　保育者 として の 教育・
保 育の 専門的指導力 「倫理 ・知識 ・技術 ・判断 」 と整理 され て い るが 、こ の こ と が

実際的に保 育現場で有効的 に作用す る た めには、保育職 にあ る者は 、1 ）家庭や地域社会 の 教育力 の 低

下等の 課題 に 対応で き る だけ の 資質や専 門的 知 識 と技術 を高め る 必 要 性 が あ る。…
方 で 、 2 ）保育者 自

身 の 大 人 へ の 成長過程 にお い て の 多種多様な体験の 乏 し さか ら、子 どもの 生活や環境 に即応 した 保育を

構想 し 実践 で き る能力 の 不 足 が あ る。ま た、 3 ）家庭 と の 緊密な関係や保護者に対する 支援 で 、最 も必

要になる保護者 と の良好な関係 作 りとコ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 能力 の 不 足 が あ る 。

　 こ の ような現況 か ら、今後 、子育て支援・親 へ の 助言 ・親 として 育 っ て い く過程 を支援で き る保育者

で ある た め に は、教 育 ・
保育で き る 専門的学問 に加 え て 、保 育者自身の 生活経験豊 か で、親 へ の 共感 的

理解が で き る資質が備わ っ て い なけれ ばな らな い 。豊か な人間性と思 い や り が あ り、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ
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ン が とれ る全人的な人間に如何 に近づ けるか、こ の こ とが今 日 的課題 の ひ とつ で ある。

皿 一 2 ．保育者の 音楽的資質 ・専門性の 向上 と求め られ る養成校の 音楽教育

　保育者 の 今 日的課 題 に お い て 、改善 ・改革・向上 し なけれ ばな らない 問題 は 山積 して い る が、こ こ で

は、子 どもの 健やか な人間成長 と楽 しい 音楽活動、感動体験を担 える保 育者や保育学生 の 音楽的資質や

専門性に っ い て 考え た い 。

（1 ）保育現場 （保 育者）が 求める養成校にお ける音楽教育 と音楽基礎技能

　こ の項で は、本学主催に よ る 「2008子 ども学科保育セ ミナ ー
現代ニ

ーズ に応える保育」 の 『音楽講座』

テ
ー

マ ： 「子 どもと楽 しむ創造的 な音楽 あそ び 」
15

を本学 リカ レ ン ト教育 の
一

環 と し て 実施 し た現任保

育者参加者 と本学学生手伝 い の 様子 か ら検討す る。

　 1）内容概略く表 4 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　＜表 4 ＞　セ ミナ
ー音楽講座内容概略

＊ リズム 楽器を並べ る際は、ネ
ー

ム プ レ
ー

トも置く （楽器名）。　　 ＊ 楽器演奏はセ ミナ
ー

手 伝い 学生担当

＊ 閲覧用 と して 演奏 した楽器の CD と視聴用デ ッ キを置い て お く。＊ ビデオ撮影を行う。（セ ミナー
手伝い 学生担当）

　2 ）本学 保 育 セ ミナー参加者 の ア ン ケ ート結果 （意見）か ら

　参加者は県内幼稚園教諭 ・保 育士 等、先 生にな っ て 間 もない 先生か ら園長先生まで 幅広 い 保育者 で あ っ

た。結果 と して 、「地域 へ の 保育貢献」 リカ レ ン ト教育と し て は大好評だ っ た 。「良か っ た 一71％」 「ま

あ良か っ た
一27％ 」 を合わ せ て 、98％ で あ り、ほ ぼ IOO°

／． の 参加者 が満 足 して い た。

　そ の 意 見 の お よそ の 概要 を紹介す ると、

　  音楽的 内容意見 ： 「今まで 経験 した こ と の ない 内容 だ っ た の で ビ ッ ク リ した が楽 しか っ た 。音楽 を

　　表現で きた こ とは とて も勉強に な っ た 、音楽を絵にする こ と は難 しそ うに感 じた が且虫な表現螢

　　 けて 楽 しか っ た、音楽講座 は五感 を使 っ て 表 1　 る こ との 楽 し さを味わえた、音楽 リズ ム の 講座 は

　　心弾ませ る体験が で き た ・
明 日 か ら の 実践に 活 か して 行きた い 、明 日 か ら の 保育に 取 り入れ られ る

　　墜 だ っ た 」 等、子 どもと楽 しむ 創造的な遊び は 、保育者 自身 も実際経験する こ と で 、「楽し か っ

　　た 」 と表現す る喜び （音楽 で 感 じ取 っ た心を何 か の 形 に表す） を
一

様 に挙げ て い た。そ こ に は 、

　　「保 育者が 楽 しい の だ か ら、き っ と 子 ど もた ちは ど ん なに楽 し い だ ろ うか 」 とい う思 い が窺え る 。

　　また 、
「五 感 を使 っ て表現する こ と は楽 し い 」 と い うこ とか らは、音楽 は器楽実技 （特 に鍵盤楽器）

　　を使 わなけれ ばな らな い し音楽指導 は 出来な い と考 え る 傾向が強 い の か、何 も準備せ ず、即表現す

　　る音楽遊 び 的 な も の へ の 五 感 の 使 い 方 が 楽 しか っ た の で は な い か。つ ま り、多様 な表現方法 を勉 強
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　 した 結果 か らの 発 言 と もとれ る意見 で ある 。 そ し て 、「音楽 リズ ム 講座 は 心弾ま せ る体験だ っ た 」

　と い う意見 か らは、音楽の 持つ 魅力 と教育効果 の 可能性を再発見 した の ではない だろ うか。

  保育者 の 資質的意見 ： 「何事 もチーム ワーク だ と思っ た。異年齢 の 方 との 触れ合 い か ら勉強になっ

　た 」等、「音楽」 は 音楽そ の もの の 教育的効果だけ で は なく、「何事 もチーム ワーク〜」 と う意見 か

　らは、音楽活動 を仲間 で 体験す る こ とから学ぶ副次的教育効果 （EX ：協調性 ・協力心 ・協 同性 ・社

　会性 ・達成感 ・一体感 ・連帯感等） を改 め て 実感 した セ ミナ ー
で あ っ た よ うで あ る 。 また 、

「異年

　齢の 方 との 触れ合 い
〜

」 は 、セ ミナー参加 は 自己 が 講演内容か ら学ぶ 個別 の こ とと、参加 して い る

　仲間か ら学ぶ他者理解 と自己 比較か ら学ぶ 自己 変容 へ の 必 要性 を感 じた経験だ っ た よ うで あ る。

  自己 省 察的意 見 ： 「とに か く楽 し か っ た、来 て 良か っ た ・時間が ア ッ とい う間に過ぎた 、楽し か っ

　た・今後活 か して 生 きた い 、楽 しん で 参加 で きた ・こ うい っ た機 会に参加 で き て よか っ た、体と楽

　器 で 表現す る こ とが こ ん なに も難 しい とは思わな か っ た、楽 し か っ たが 子 どもに とっ て は 難 し い か

　な と思 っ た、保育士 自身が楽 し み表現する こ と が い か に 出来る か と い うこ と を改 め て考え させ られ

た、雰囲気 も良 く楽 しか っ た ・また来た い と思 っ た、学生 の 頃を思 い 出した ・和気相合 ととて も楽

しか っ た 、子 ど もの 表 王 をも っ と 引き出せ る保育 士 に なろ うと感 じた 」 等、こ の   の 意見と思 い が

　
一

番多い の は 、やは り、保育者 （教育者）で あるが 所以 の ア ン ケ
ー ト結果 だ と感 じた 。っ ま り、音

　楽講座 内容 へ の 共 感 的 理解に 止 ま らず、経験 か ら得た 思 い へ の 自己 分析 な の で あ る。「保育 の 質 」

　を高め る必要性 と子 どもの 音楽的成長 ・入 間的成長を支 え る 保育者 で あ る ための 今後の 自己 課題 の

　発見 と確認 か ら の 回答だ っ た と判断 で き よ う。
一

人 の 保育者と し て の 意志表 明とも受 け取れ る。

  今後 の セ ミナ
ー

に 望 む 意見 ： 「楽 し ん で で き る もの ・今後 の 保 育 に 使 え そ うな も の 、実践 に 活 か せ

るもの 、身近なもの を使 っ た リトミ ッ ク、幼児向け リ トミ ッ ク　 ピ ア ノ や歌 い 方 の 実技、音楽遊び、

実践的な保育方法、PtpmwpmS 　 tgtx＿す ぐ出来 る よ うな手 遊 び ・歌 ・パ ネル シ ア ター、絵本

や手遊 び 」 等、参加者 の 今後 の 学習意欲 と学習課題を本保 育セ ミナ
ー

に 求 め て い る意見だ と受け 止

め られ る。そ の 内容は 、目々 、保育内容研究に十分時間を か け られ る状況 で はな い らしく、即保育

現場で 使 え る 内容や方 法を求 めて い る意見が多か っ た。「実践に使え る もの 」 「今後の 保育に使えそ

うな もの 」 等、 し か し、そ こ に は か な らず、「楽 し ん で 恬動 で き る 内容 」 で あ る こ とを挙げて い る 。

こ れ は 、子 ど も と と もに喜び や楽 しみ を 共 有 して 、子 ど もの 心 に 沿 っ た 保 育を実践
・
展 開 し て い き

た い と い う気持 ちの 表 れ で あ る 。 ま た 、保育者 自身 の 保育技能 （音楽基礎 技 能 の 音楽表 現技 術）を

磨きたい とい う思い がある意 見 として、「幼児向けの リ トミ ッ ク」「ピア ノ・歌 の 実技講習 （レ ッ ス ン ）」

などを挙 げて い る保 育者 もい る。こ れは、子 ど もの 表現活 動を支え るた め に は よ り高度な表現技術

を 持 っ て い る こ と へ の 必 要性 と習得 し た い 意欲 か ら の 回 答 で あ る。つ ま り、保 育者 の 基礎 技 能 の 必

要性を保育現場で 実感 し て い る他ならぬ 思 い か らで あ る 。 更 に 、 リカ レ ン ト教育の
一

環と し て 、保

育者養成校 が 受 け止 め る べ き課題 と し て 、「現場 で 悩 ん だ 時の 対策」 を要望 し て い る 参加者が い る

とい う現実 で あ る。こ うい っ た こ と へ の 対応は保育現場に 限 らず、
一

般の 職場 で も往々 に し て あ る

こ とで あ る。多 くの 場合、そ うい っ た こ とに 対 して は 、職 場 の 同僚や．．E司な どへの 相談 で 対処 して

苦難を 乗 り超 え て い く こ と が 殆 どで あ る と、筆者 らは 理 解 して い たが、保 育者 の 中 に は 、子 ども達
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・
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　　の 様 了
一

（発達 ・意欲）と 園独 自の 保育過程 の 中で 、保 育実践 をそ の 場の 状況 を判断 し て 構 築し実践

　　して 行 く力をも養成校 に 期 待 して い る の で あ ろ うか 、と い う思 い も抱 い た 。 今後益 々 そ うい っ た 要

　　望 に応え られ る リカ レ ン ト教育 がで き る保育者養成も浮か び あ が っ て きた。

　 3 ）本学保育セ ミ ナーに お ける リカ レ ン ト教育 へ の 学生参加意識 か ら

　学 生 の 学び と して は 、事前の 打ち合わ せ や リハ
ー

サ ル は大変 で あ っ たが、教員 とともに保育活動を考

える場 とな っ た。こ の こ とは 、保育を 目指す楽 しみ と保育の 中身を考える講師 （筆者 ら） とコ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン を と りなが ら、現場 の 先生 と触 れ合 うこ とで授業で は 学べ ない 貴熏な体験とな っ たよ うで あ る。

（2 ）養成校で学んでほ しい 音楽教育内容 と保育実践の 展開 へ の 期待

　「保育の 質」 向上 の た め に 「保 育の 質を担 う人材 」 を育 て る た め の 養成校 の 音楽教育に つ い て 、前項

の 保育現場 が 求 め る養成校 の 音楽教育と音楽基礎技能、そ して 「本学子 ども学科保育セ ミナ ー
」 の 実践

内容に 対す る保育者 の 意 見か ら考察 して きた。こ こ か ら浮か び 挙 が っ て きた内容 と第 ll章 「基礎科 目
一

器楽法授業 の 取 り組み と課題検討結果 か ら、保 育者 の 音楽的資質 と専門性 を 志向 して 、『子 ど もの 育ち

と保育者 の 音楽的援助の 基本姿勢』とい う視点か ら次 に整理 した 。

　＝；保育者 は 「ち ょ うど良い ときに 、ち ょ うど良い 方法 で 、ち ょ うど良 い もの 」 を提供 し、保育で き

な けれ ば な らな い 。＝＝そ の ため に は
L6

、

　  保育者は 子 どもの表現活動を援助するす るコ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ー

で あ る。俵 現 の 意味理 解と創造的活動）

　  保育者 は子 どもの 表現 活動 の 意味を捉え る第
一

発見者で あ る。（心 の 読 み 取 り と動機付 け）

　  保 育者は 、子 ど もの 活動状況や場面 に 応 じ て、子 どもの モ デル
・
理解者 で あ る e （状況判断 と模範者）

　  保 育者 は 、子 ど もの 表現活動 をい っ し ょ に楽 しむ共 同作業仲間で あ る。（感動の 共 有と協同 の 喜び ）

　保 育学生 に は、保 育者 に と っ て 生 き て い る 目 の 前 の 子 ど もが 常 に 発 見 ・興味 ・喜び ・意欲 ・主体的活

動が で きる よ うな援助 と方 向付 けをす る こ とが大 切で あ る こ と、そ して そ こ には い つ も子 どもは勿論 の

こ と、保育者 もまた 『創造力』が 必 要不 可欠 な要素 とな っ て くる こ とをい つ も意識を させ た い 。そ して 、

保育者 と し て 子 ど もの 育つ 方 向付 けの あ る 実践的な音楽教育 と保育実践 の 展開を構築 し
、 実践 して い く

こ とが で き る音楽基礎技能を常に磨 い て い ける士台 づ く りの ため養成教育内容の 充実を 常に 図 る必要 が

あると考 える。

おわ りに

　今必要 とされ て い る 「保育の 質」 の 向上 の た め に 直接的に影 響及 ぼす保育者 の 質 の 向 上 を 志向 して 、

本 学学生 が 子 ど もの 創造的 な音楽活動を支え る こ と が で きる養成 基礎技能 を培 う音楽 教育内容 と方法を

めざ した
一

考察を お こ なっ た。っ ま り、さま ざまな経験を通 して 感 じ （豊 か な感性
・
共感 と発想 ・想像）、

必 要な保育内容 を考 え構築 で き る 力 （思 考力 ・判断力）、そ し て 豊 か な表現力 （主体性
・創造性 と即応

で き る 基本的な音楽基礎技能お よび思 い や りの あ る コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン ） を通 して、子 どもの 心 ・心情

に沿 っ た対応 （子 どもの 表現を受け止 め、応 じ、発展 させ て い く力）が で きる効果的な音楽活動 を展開

で きる音楽教育で あ る。こ こ に は、常に、子 ど もの 「創 造力 」 を育む こ と を 可能に す る保育実践 で は、

保 育者 も当然の こ と なが ら、子 どもの 創 造的な音楽活動 を支え る こ と が 出来 る基礎 技能、と りわ け 、
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『創造 力 の育成』が 必 要 で あ り求 め られ て い る と言 える。 こ の 結果 か ら、本研 究で は 、現実 の 保育実践

の 機能的要因 と し て 、「専門的基礎技能・技術 と専門的理 論が有機 的 に 作用す る子 どもの 音楽活動 を支え

る基礎技能 習得 の 必要性と意味、そ して 音楽教育方法 」 の
一

方策 を提示 で き た。 こ の こ と を 、今後 の 本

学カ リキ ュ ラ ム 改善お よび音楽関係授業改善に還元 した い 。
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