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１．緒言
　本研究の目的は，幼保小の架け橋期における2年
間（幼児教育施設の年長から小学校1年生の2年間）
の教育に携わる人材の効果的な育成を図るために使
用できる音楽表現に関わる資料を作成することであ
る．
　近年，幼児教育と小学校教育の円滑な接続の必要
性が認識されており，平成29年3月の「幼稚園教育
要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」
「保育所保育指針」の3要領・指針の改訂（定）に
おいても，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
が新たに示されるなど，その重要性が示されてい 
る1-3）．また，「小学校学習指導要領」においても，
総則や各教科において「幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿」について記載され，学校段階間の接続
を図るよう示されている4）．
　加えて，文部科学省では，令和4年度から，全国
的な架け橋期の教育の充実とともにモデル地域にお
ける実践を並行して集中的に取り組む「幼保小の架
け橋プログラム」が推進されている5）．令和5年2月

27日には，中央教育審議会初等中等教育分科会幼児
教育と小学校教育の架け橋特別委員会により「学び
や生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続
について―幼保小の協働による架け橋期の教育の充
実―」6）が取りまとめられた．
　ここで言われる「架け橋期」とは，上述のとりま
とめ6）に示されている通り，「幼児教育と小学校教
育の教育課程の構成原理や指導方法等に様々な違い
があるため，幼保小の教職員が相互理解を図って円
滑な接続を実現し，それぞれの教育を充実するため
には，数か月程度の短い期間では不十分であり，長
期にわたって取り組むことが必要」（p.2）であり，
「『架け橋期のカリキュラムの作成及び評価』（年
度単位）の実効性の点から，幼児教育施設の年長（5
歳児）から小学校1年生の2年間」（p.2）を指してい
る．さらに，このとりまとめ6）では「架け橋期の教
育の質保障のために必要な人材育成等」として「幼
児教育と小学校教育の双方に精通する人材」（p.21）
が示されており，今後の幼児期の教育及び小学校教
育に関わる人材には，幼児教育と小学校教育の双方
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の教育に携わる人材の効果的な育成を図るために使用できる音楽表現に関わる資料を作成することで
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音楽表現に関する「聴く」「感じる」「表現する」という要素を元に，音楽表現の手段と活動内容につ
いて分析した結果，楽しさを感じられる遊びを取り入れた活動を通して学習を進めていることを確認
した．その上で，架け橋期の幼児・児童と関わる保育者と小学校教諭に求められる力には，音楽に関
する基礎的な知識・技術をもっておくこと，幼児・児童を理解したうえで，楽しみながら音楽をする
意識を大切に，指導・支援することが求められと考える．
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の教育について学修することが求められていると言
えよう． 
　既に様々な取り組みが進められているが，音楽
表現に注目すると，幼稚園教育要領と小学校学習
指導要領の比較7,8），教育教材に関する研究が主にな
されている．教材研究としては，わらべうた9），楽 
器10），歌唱11），鑑賞教材12,13）など多岐にわたり，そ
れぞれ着目する対象が異なっている．そのなかで，
小学校音楽科の教科書を分析の対象としている研究
として，岩佐と堀内14）の研究と坪井15）の研究を挙げ
ることができる．
　岩佐と堀内14）は，教育芸術社の第1学年の教科書
の内，「歌唱」「器楽」「鑑賞」の各分野で最初に示
されている1教材を対象として，幼児教育で育成を
目指す姿や幼児教育で扱う時の留意点，小学校音楽
科で扱う時の留意点を考察した上で，それらの教材
と幼児教育の5領域及び幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿（10の姿）との関連について検討してい
る．岩佐と堀内14）は，表現および鑑賞の学習におい
て共通に必要となる「共通事項」として小学校学習
指導要領4）に示されている「音楽を特徴付けている
要素」11項目と「音楽の仕組み」4項目が，教育芸
術社の音楽科教科書では，各題材の中で複数の観
点を同時に扱っていることを指摘している15）．加え
て，岩佐と堀内14）は，花輪らの研究16）を基に，表現
の第一に「音を聞く」ことがあることを指摘し，小
学校音楽科の導入期では特に聞いて，触って，感じ
るという時間を多くとることの大切さを指摘してい 
る†1）．
　「幼児の音楽感受と身体表現」をテーマに研究を
進めている坪井15）は，小学校音楽科の教科書として
採択されている2社（教育芸術社，教育出版）の第1
学年の教科書の内，第1学年始めの4月に取り扱われ
る題材と教材を対象として，学習指導要領に示され
ている内容を視点として分析し，幼児期から小学校
への接続において必要な資質や能力について考察し
ている．坪井15）は，音楽を聴き身体を動かす「音楽
を身体感覚で感受する」ことを重視しており，2社（教
育芸術社，教育出版）ともに小学校音楽科への接続
（導入）に，音楽を聴いて身体を動かす（体感）教
材を採用していることを指摘している．しかしなが
ら，「すでに決まった『踊り』に基づいて体を動かす」
（p.118）教育芸術社と，「音楽を聴いて，それに合
わせた動きを各々が即時反応的に行う」（p.118）教
育出版とで，その取扱いが異なることを指摘してい
る15）．
　これらの研究は，幼児期から小学校接続期にかけ
ての音楽表現や音楽活動について検討する際に示唆

を与えるものとなっているが，第1学年の年度当初
の教科書分析に留まっており，小学校第1学年で取
り扱われる1年間全ての学習の内容の詳細を分析す
るには至っていない．また上述の「音楽を体感でき
る」体験や資質・能力の重要性を指摘する坪井15）は，
「幼児教育において，音楽に身体動作が加わるとき
は，大抵決められた振り付けの「踊り」となること
が多い。そうした子ども達にとって，歌詞のない音
楽に，自由な身体表現を求めるのは，大変難しいこ
とである」（p.120）と述べているものの，幼児期の
音楽を体感できる具体的な方法については述べられ
ていない．
　そこで，本論では，小学校第1学年の音楽の教科
書に記載されている全ての題材や教材を保育者養成
に携わる教育者・研究者が分析するとともに，架け
橋期における音楽表現や音楽表現に携わる人材（保
育者・小学校教諭）に求められる力について考察す
ることにより，保育者・小学校教諭の育成に活用可
能な資料を作成する．

２．方法
　本研究は，小学校音楽科の教科書として採択され
ている全ての教科書を分析の対象とした．具体的に
は，教育芸術社の「小学生のおんがく１」17）と教育
出版の「小学音楽おんがくのおくりもの１」18）を分
析の対象として，各学習の内容，教科書の表記の仕
方を比較，分析した．
　筆者らは，音楽表現には，「①聴く」「②感じる」
「③表現する」という主となる要素があり，それに
付随した要素があると考えている．これは，前述し
た通り，岩佐と堀内14）においても同様と考えられる．
また，福岡市教育センター音楽科研究室19）において
も同様の考えに関する記述が見られ，「児童が感性
を働かせて，音楽を形づくっている要素を聴き取り，
それらの働きが生み出すよさや面白さ，美しさなど
を感じ取ることや，感じ取ったことをもとに，どの
ように表すか思いや意図をもち，思考・判断しなが
ら音楽表現を深める学習を進めることが求められて
いる」（p.1）ことが示されている．
　筆者らは，前述した「①聴く」には，自分の歌う
声や楽器を奏でた音を聴くこと，他者の出す音，
周囲の音を聴くことなどが含まれ，「②感じる」に
は，様々な音のうち音楽の3要素となるリズム，メ
ロディ，ハーモニーを感じとること，情景や曲想を
感じることが含まれると考えている．「③表現する」
とは，歌ったり，楽器を弾いたり，身体を手段とし
て音を表出したりするものであり，その表現の基礎
となる技能として読譜を指摘することができる．こ
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図１　音楽表現に関する諸要素の関連

図２　時間芸術を構成する音楽表現のサイクル

れらの音楽表現に関する諸要素は，独立したもので
はなく，各要素が関連しあいながら，音楽を形成す
るものである．また，この諸要素の関連は，1回で
完結するものではなく，経過する時間の中で繰り返
しサイクルを描きつつ表現が連なっていくことで，
時間芸術としての音楽を成立させる．これらの考え
を図示したものが，図1・2である．
　本研究では，この音楽表現の関連性に関する視点
を基に，前述した2社の小学校第1学年の音楽科の教
科書17,18）を比較・検討した．加えて，各教科書に記
載されている学習に音楽表現の手段と具体的な活動
が，どのように含まれているかを分析した（表1・2）．
これらの分析は，筆者の内，保育者養成校における

音楽関連科目の担当者2名（両名とも中学校・高等
学校教諭普通免許状（音楽）を保持）が担当した．
分析作業は，2023年2月16日～3月15日に実施した上
で，一定の期間を空け，2023年8月28日～9月7日，
11月25日～28日に確認・修正を実施した。
　分析は，目次に掲載されている「題材」や「学習
のめあて」†2）を参考にしながら，学習ごとに行った．
学習は，ほぼ見開き2頁を単位に構成されており，
表1・2には，主な「学習の内容」，記載されている「教
材名」「使用する楽器」を示した．加えて，前述の
音楽表現に関する諸要素「聴く」「感じる」「表現」
の内，その学習において特に重要視されているもの
が判別できるよう，重要度の高いものに「○」を付
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し，その学習においては重要度が高いというほどで
はないものには「・」を付し区分して表した．たと
えば，共通教材である「ひらいたひらいた」では，
友達と輪になって手を繋ぎ，蓮の花をイメージして
開いたりつぼんだりしながら音楽に合わせて歌いな
がら身体を使って表現する遊びが2社17,18）ともに掲
載されている。この活動は身体表現を主とする活動
であるため「表現」に「○」を付し，「聴く」「感じる」
の重要度については「・」とした．また，教育芸術
社17）の「きにいったおとをみつけてうたといっしょ
にならしましょう」（pp.52-53）では，好きな楽器
を選び自由に鳴らす活動と，友達が鳴らしている音
を聴く活動が掲載されているため，「聴く」「表現」
に「○」を付し，「感じる」の重要度については「・」
とした．
　また，音楽表現の手段について，「声」「身体」「楽
器」に分類し，技能として「読譜」を加え，重要度
の高いものには「○」を，記されているが重要度が
それほど高くはないものには「・」を付した．「声」
には，歌うことだけでなく，言葉でリズムを表現す
ることも含んだ．歌う活動が主となっているものに
は「○」を，「身体」「楽器」での表現が主となって
おり合わせて歌う程度のものや言葉でリズムを表現
する活動には「・」を付した．「身体」は，手をうつ，
動きをつけるなど身体で表現することとした．音楽
に合わせて手をうったり，打楽器を使用したり，踊っ
たりなどする活動には「○」を付し，からだをゆら
す程度のものは「・」を付した．鍵盤ハーモニカを
ふく活動には，「○」も「・」も付していない．「楽器」
が使用されている学習には，「使用する楽器」の欄に，
その学習で使用している楽器が分かるように標記し
た．楽器の音を聴くだけの活動や，最後に少しだけ
楽器を使う活動については，「・」とした .「読譜」
については，小学校1年生の時点では，音符ではなく，
言葉や形でリズムや音名を図示する程度の水準であ
り，楽譜を読んで表現する力とまでは言えないもの
であったため，全て「・」で記した．
　分析を進める中で，第1学年の教科書には「遊び」
や「まねる」「つくる」といった活動に関する表記
が多いことに気が付いた．そこで，各学習の中に「遊
び」「まねる」「つくる」活動が含まれているかどう
かを分析し，含まれている場合にはその学習の中で
の重要度を上述の通り「〇」と「・」とで区分して
記した．具体的には，「遊び」については，その活
動単独でも幼児期の遊びとして成立するような「遊
び」の要素の強いものには「〇」を付し，音遊びや
リズム遊びなど，音楽に関する学びに遊びの要素を
取り入れ教科書に「遊ぶ」と表現されているような

ものには「・」を付した．「まねる」には，先生が
することを「まねる」，友達の演奏や動物の鳴き声
を「まねる」などの活動が含まれる．「まねる」に
ついては，まねることが主となる活動は少なく，重
要度として，ほとんどの活動には「・」を付した．
先生が歌うドレミをまねて鍵盤ハーモニカでふく活
動や，先生のうつリズムをまねて様々なリズムを身
体を通して経験する活動のみ「○」を付した．「つ
くる」には，音楽づくり（星空の様子を思い浮かべ
て音楽をつくりましょう，音をかさねて旋律をつく
ろう，等），リズムをつくる，自由に鳴らす，合奏
などが含まれる．そのうち，音楽づくりやリズムづ
くりの学習として教科書に指定されているようなも
のには「○」を付し，例えば鍵盤を使って動物の鳴
き声をまねしてみようといった，音の高さや長さ，
強さを変化させる活動があるような場合には「・」
を付した．

３．結果
３．１　�教科書別の各学習に含まれる音楽表現に関

する諸要素と表現手段，活動内容
　教育芸術社の「小学生のおんがく1」17）と教育出版
の「小学音楽おんがくのおくりもの1」18）の各学習に
含まれる音楽表現に関する諸要素と表現手段，活動
内容等について整理したものが，表1・2である．
３．２　教育芸術社と教育出版の内容の相違
　これらの2社は，いずれも幼児期を振り返る内容
を取り入れており，その手段として歌を歌ったり，
踊ったりといった遊びを取り入れ，「声」と「身体」
を同時に使う内容となっていた．しかし幾つかの点
で，教育芸術社の「小学生のおんがく1」17）と教育出
版の「小学音楽おんがくのおくりもの1」18）の内容に
違いと特徴がみられた．
　同じ「わらべうた」を用いていても，その位置づ
けや学習の時期が異なっていた．教育出版の「小学
音楽おんがくのおくりもの1」18）は，幼児期の振り返
りとしての位置づけで教科書の最初の方に提示され
ているのに対し，教育芸術社の「小学生のおんがく
1」17）は少し複雑な活動内容を取り入れ，小学校で学
ぶ音楽表現として位置付けられ，日本の歌を楽しむ
学習として教科書の最後の方に示されていた．
　また，教育芸術社の「小学生のおんがく1」17）のみ
に示されている内容として，生活の中で音を聴くと
いう学習が取り入れられており，学校内の音や自然
の音などを聞き取り，声で表現して遊ぶ活動が示さ
れていた．
　鑑賞教材については，教育芸術社の「小学生のお
んがく1」17）は「聴く」「感じる」だけの活動が主になっ
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）
ひ

ら
い

た
ひ

ら
い

た
・

・
○

○
○

○

p
1
2
.
1
3

お
ん

が
く

に
あ

わ
せ

て
か

ら
だ

を
う

ご
か

し
ま

し
ょ

う
音

楽
に

合
わ

せ
て

手
で

リ
ズ

ム
を

う
っ

た
り

歩
い

た
り

す
る

（
鑑

）
さ

ん
ぽ

○
○

○
・

○

p
1
4
.
1
5

た
ん

た
ん

う
ん

の
リ

ズ
ム

を
う

ち
ま

し
ょ

う
カ

ス
タ

ネ
ッ

ト
の

持
ち

方
と

う
ち

方
を

学
ん

で
リ

ズ
ム

を
う

つ
じ

ゃ
ん

け
ん

ぽ
ん

カ
・

○
○

・
○

○
・

p
1
6
.
1
7

た
ん

た
ん

う
ん

の
リ

ズ
ム

で
あ

そ
び

ま
し

ょ
う

リ
ズ

ム
に

言
葉

を
あ

て
は

め
て

遊
ぶ

・
○

○
○

○
○

・

p
1
8
.
1
9

う
た

に
あ

わ
せ

て
リ

ズ
ム

を
う

ち
ま

し
ょ

う
歌

い
な

が
ら

リ
ズ

ム
を

手
や

カ
ス

タ
ネ

ッ
ト

で
う

つ
み

ん
な

で
あ

そ
ぼ

う
カ

・
○

○
・

○
○

・

p
2
0
.
2
1

お
ん

が
く

に
あ

わ
せ

て
リ

ズ
ム

を
う

ち
な

が
ら

き
き

ま
し

ょ
う

音
楽

を
聴

き
な

が
ら

手
や

カ
ス

タ
ネ

ッ
ト

で
リ

ズ
ム

を
う

つ
（

鑑
）

し
ろ

く
ま

の
ジ

ェ
ン

カ
カ

○
○

○
・

○
○

・
・

p
2
2
.
2
3

か
た

つ
む

り
に

よ
び

か
け

る
よ

う
な

き
も

ち
で

う
た

い
ま

し
ょ

う
明

る
い

声
で

歌
う

　
歌

に
合

わ
せ

て
リ

ズ
ム

を
打

つ
（

共
）

か
た

つ
む

り
○

○
○

○
○

p
2
4
.
2
5

た
ん

と
た

た
の

ち
が

い
に

き
づ

い
て

リ
ズ

ム
を

う
ち

ま
し

ょ
う

タ
ン

ブ
リ

ン
の

持
ち

方
と

打
ち

方
を

学
ん

で
リ

ズ
ム

を
う

つ
ぶ

ん
ぶ

ん
ぶ

ん
タ

・
○

○
・

○
○

p
2
6
.
2
7

た
ん

と
た

た
を

つ
か

っ
て

こ
と

ば
で

リ
ズ

ム
を

つ
く

り
ま

し
ょ

う
★

音
楽

づ
く

り
　

言
葉

に
合

わ
せ

て
リ

ズ
ム

を
つ

く
る

○
・

○
○

○
○

p
2
8
.
2
9

う
み

の
よ

う
す

を
お

も
い

う
か

べ
な

が
ら

う
た

い
ま

し
ょ

う
歌

に
合

わ
せ

て
身

体
を

動
か

し
な

が
ら

歌
う

（
共

）
う

み
○

○
○

○
・

・

④
み

の
ま

わ
り

の
　

お
と

に
み

み
を

す
ま

そ
う

p
3
0
.
3
1

み
つ

け
た

お
と

で
よ

び
か

け
あ

い
ま

し
ょ

う
★

音
楽

づ
く

り
　

音
を

み
つ

け
て

声
で

表
す

○
○

○
○

・
・

○

p
3
2

け
ん

ば
ん

ハ
ー

モ
ニ

カ
と

な
か

よ
く

な
り

ま
し

ょ
う

け
ん

ば
ん

ハ
ー

モ
ニ

カ
の

持
ち

方
と

ふ
き

方
け

○
○

p
3
3

け
ん

ば
ん

ハ
ー

モ
ニ

カ
の

お
と

を
き

き
ま

し
ょ

う
み

つ
ば

ち
の

い
ろ

い
ろ

な
様

子
を

思
い

浮
か

べ
な

が
ら

聴
く

（
鑑

）
み

つ
ば

ち
ハ

ニ
ー

の
ぼ

う
け

ん
○

・

p
3
4
.
3
5

け
ん

ば
ん

ハ
ー

モ
ニ

カ
で

い
ろ

い
ろ

な
お

と
を

み
つ

け
ま

し
ょ

う
音

の
強

弱
　

長
短

　
高

低
を

イ
メ

ー
ジ

し
て

け
ん

ば
ん

ハ
ー

モ
ニ

カ
を

ふ
く

た
の

し
く

ふ
こ

う
け

○
○

○
・

○

p
3
6
.
3
7

ど
と

そ
の

ば
し

ょ
を

み
つ

け
ま

し
ょ

う
け

ん
ば

ん
ハ

ー
モ

ニ
カ

の
ど

と
そ

の
音

を
覚

え
る

ど
ん

ぐ
り

さ
ん

の
お

う
ち

け
○

○
○

○
・

p
3
8
.
3
9

ど
れ

み
の

ば
し

ょ
を

お
ぼ

え
ま

し
ょ

う
ど

れ
み

で
歌

っ
た

り
正

し
い

指
を

使
っ

て
け

ん
ば

ん
ハ

ー
モ

ニ
カ

を
ふ

い
た

り
す

る
ど

れ
み

で
あ

い
さ

つ
け

・
・

○
・

○
・

p
4
0
.
4
1

ど
れ

み
ふ

ぁ
そ

の
ば

し
ょ

を
お

ぼ
え

ま
し

ょ
う

ど
れ

み
ふ

ぁ
そ

の
ば

し
ょ

を
覚

え
て

ふ
い

た
り

歌
っ

た
り

先
生

の
歌

う
音

を
ま

ね
た

り
す

る
な

か
よ

し
け

・
・

○
・

○
・

○

p
4
2
.
4
3

お
と

の
た

か
さ

に
き

を
つ

け
な

が
ら

う
た

い
ま

し
ょ

う
歌

詞
や

ど
れ

み
で

の
び

の
び

と
歌

う
（

共
）

ひ
の

ま
る

○
・

○
○

・

p
4
4
.
4
5

だ
が

い
の

こ
え

を
き

き
な

が
ら

よ
び

か
け

あ
っ

て
う

た
い

ま
し

ょ
う

★
音

楽
づ

く
り

　
ま

ね
っ

こ
遊

び
　

言
葉

を
ま

ね
て

音
楽

を
つ

く
る

や
ま

び
こ

ご
っ

こ
○

○
○

○
・

・
○

p
4
6
.
4
7

せ
ん

り
つ

を
つ

な
げ

て
あ

そ
び

ま
し

ょ
う

★
音

楽
づ

く
り

　
旋

律
の

ま
ね

っ
こ

　
旋

律
を

ま
ね

て
音

楽
を

つ
く

る
け

○
○

○
・

○
・

・
○

p
4
8
.
4
9

せ
ん

り
つ

が
よ

び
か

け
あ

う
お

も
し

ろ
さ

を
か

ん
じ

な
が

ら
き

き
ま

し
ょ

う
い

ろ
ん

な
楽

器
の

音
色

を
聴

く
（

鑑
）

こ
う

し
ん

き
ょ

く
○

○

p
5
0
.
5
1

い
ろ

い
ろ

な
お

と
を

み
つ

け
て

な
ら

し
ま

し
ょ

う
お

と
さ

が
し

　
楽

器
の

持
ち

方
と

鳴
ら

し
方

ト
・

す
・

タ
○

・
○

○

p
5
2
.
5
3

き
に

い
っ

た
お

と
を

み
つ

け
て

う
た

と
い

っ
し

ょ
に

な
ら

し
ま

し
ょ

う
好

き
な

楽
器

で
リ

ズ
ム

を
鳴

ら
す

さ
が

し
て

み
よ

う
な

ら
し

て
み

よ
う

カ
・

ト
・

す
・

タ
○

・
○

・
○

・

p
5
4
.
5
5

み
み

を
す

ま
し

て
が

っ
き

の
お

と
を

き
き

ま
し

ょ
う

曲
の

中
に

出
て

く
る

楽
器

の
音

を
聴

く
（

鑑
）

シ
ン

コ
ペ

ー
テ

ッ
ド

ク
ロ

ッ
ク

ウ
・

ト
○

○
・

・
・

p
5
6
.
5
7

ほ
し

ぞ
ら

の
よ

う
す

を
お

も
い

う
か

べ
な

が
ら

う
た

っ
た

り
え

ん
そ

う
し

た
り

し
ま

し
ょ

う
鉄

琴
の

う
ち

方
を

学
ぶ

き
ら

き
ら

ぼ
し

け
・

て
・

○
○

○
○

・

p
5
8
.
5
9

ほ
し

ぞ
ら

の
よ

う
す

を
あ

ら
わ

す
お

ん
が

く
を

つ
く

り
ま

し
ょ

う
★

音
楽

づ
く

り
　

場
面

を
イ

メ
ー

ジ
し

て
楽

器
で

音
楽

を
つ

く
る

て
・

す
・

ト
○

○
○

○
・

○

p
6
0
.
6
1

か
し

か
ら

よ
う

す
を

お
も

い
う

か
べ

て
う

た
い

ま
し

ょ
う

歌
詞

の
感

じ
が

伝
わ

る
よ

う
に

強
弱

や
速

度
を

工
夫

し
て

歌
う

は
る

な
つ

あ
き

ふ
ゆ

・
○

○
○

p
6
2
.
6
3

わ
ら

べ
う

た
を

き
い

た
り

う
た

っ
た

り
し

て
あ

そ
び

ま
し

ょ
う

遊
び

方
を

覚
え

て
み

ん
な

で
楽

し
む

（
鑑

）
さ

ん
ち

ゃ
ん

が
（

鑑
）

お
お

な
み

こ
な

み
○

・
・

・
・

○

p
6
4
.
6
5

と
も

だ
ち

と
い

っ
し

ょ
に

あ
そ

び
な

が
ら

う
た

い
ま

し
ょ

う
手

遊
び

を
し

な
が

ら
歌

う
お

ち
ゃ

ら
か

ほ
い

・
・

○
○

・
○

p
6
6
.
6
7

た
が

い
の

う
た

を
き

き
あ

い
な

が
ら

う
た

い
ま

し
ょ

う
強

弱
を

工
夫

し
な

が
ら

か
け

あ
い

を
楽

し
ん

で
歌

う
あ

い
あ

い
○

・
○

○
・

p
6
8
.
6
9

う
た

ご
え

と
が

っ
き

の
お

と
を

あ
わ

せ
て

え
ん

そ
う

し
ま

し
ょ

う
歌

に
合

わ
せ

て
合

奏
し

た
り

踊
っ

た
り

す
る

と
ん

く
る

り
ん

ぱ
ん

く
る

り
ん

け
・

タ
・

ト
○

・
○

○
○

○
・

・
・

p
7
0
.
7
1

た
が

い
の

が
っ

き
の

お
と

を
き

き
あ

い
な

が
ら

え
ん

そ
う

し
ま

し
ょ

う
様

子
を

思
い

浮
か

べ
な

が
ら

歌
っ

た
り

気
持

ち
を

合
わ

せ
て

合
奏

す
る

こ
い

ぬ
の

マ
ー

チ
け

・
カ

・
タ

・
ト

・
す

○
・

○
・

○
・

・

p
7
2
.
7
3

こ
う

し
ん

き
ょ

く
の

た
の

し
さ

を
か

ん
じ

と
っ

て
き

き
ま

し
ょ

う
音

楽
の

変
化

に
気

付
き

身
体

を
動

か
し

た
り

手
を

う
っ

た
り

す
る

（
鑑

）
ラ

デ
ッ

キ
ー

こ
う

し
ん

き
ょ

く
○

○
○

○

教
育

芸
術

社

※
楽
器
の
略
字
を
用
い
る
（
カ
：
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
，
タ
：
タ
ン
ブ
リ
ン
，
け
：
け
ん
ば
ん
ハ
ー
モ
ニ
カ
，
ト
：
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
，
す
：
す
ず
，
て
：
て
っ
き
ん
，
ウ
：
ウ
ッ
ド
ブ
ロ
ッ
ク
）

活
動

特
に

重
視

し
て

い
る

音
楽

表
現

に
関

す
る

諸
要

素

聴
く

感
じ
る

つ
く

る
表

現

表
現

す
る

手
段

・
技

能

頁
学

習
の

め
あ

て
教

材
名

使
用

す
る

楽
器

※

遊
び

ま
ね

る

学
習

の
内

容
手

段
題

材
名

②
は

く
を

か
ん

じ
と

ろ
う

①
う

た
っ

て
お

ど
っ

て
な

か
よ

く
な

ろ
う

⑤
ど

れ
み

と
　

な
か

よ
く

な
ろ

う

③
は

く
に

の
っ

て
　

リ
ズ

ム
を

う
と

う

⑩
み

ん
な

で
あ

わ
せ

て
　

た
の

し
も

う

⑨
に

ほ
ん

の
う

た
を

　
た

の
し

も
う

⑧
よ

う
す

を
　

お
も

い
う

か
べ

よ
う

⑥
せ

ん
り

つ
で

　
よ

び
か

け
あ

お
う

⑦
が

っ
き

と
　

な
か

よ
く

な
ろ

う
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表
２
　
各
学
習
に
含
ま
れ
る
音
楽
表
現
に
関
す
る
諸
要
素
と
表
現
手
段
，
活
動
内
容
（
教
育
出
版
）

技
能

声
身

体
楽

器
読

譜

p
2
.
3

ど
ん

な
う

た
が

あ
る

か
な

絵
の

中
か

ら
知

っ
て

い
る

歌
を

み
つ

け
て

友
達

と
楽

し
む

○
○

・

p
4
.
5

お
ん

が
く

に
あ

わ
せ

て
あ

る
こ

う
音

楽
の

速
度

を
感

じ
な

が
ら

拍
に

合
わ

せ
て

手
を

う
っ

た
り

足
踏

み
し

た
り

す
る

（
鑑

）
ゴ

ー
ア

ン
ド

ス
ト

ッ
プ

○
・

○
○

・

p
6
.
7

う
た

に
あ

わ
せ

て
か

も
つ

れ
っ

し
ゃ

に
な

っ
て

あ
そ

ぼ
う

歌
の

拍
に

合
わ

せ
て

み
ん

な
で

歩
き

な
が

ら
か

も
つ

れ
っ

し
ゃ

に
な

っ
て

遊
ぶ

か
も

つ
れ

っ
し

ゃ
・

・
○

・
○

○

p
8
.
9

お
ん

が
く

に
あ

わ
せ

て
か

ら
だ

を
う

ご
か

そ
う

色
い

ろ
な

曲
を

聴
い

て
動

き
を

つ
け

て
表

現
す

る

（
鑑

）
サ

ン
ダ

ー
バ

ー
ド

（
鑑

）
な

み
を

こ
え

て
（

鑑
）

ﾋ
ﾟ
ﾝ
ｸ
パ

ン
サ

ー
の

テ
ー

マ
（

鑑
）

ぞ
う

（
鑑

）
ど

う
け

し
の

ギ
ャ

ロ
ッ

プ

○
・

○
○

・

p
1
0
.
1
1

う
た

に
あ

わ
せ

て
お

は
な

に
な

っ
て

あ
そ

ぼ
う

は
す

の
花

を
イ

メ
ー

ジ
し

て
表

現
し

な
が

ら
歌

う
（

共
）

ひ
ら

い
た

ひ
ら

い
た

・
・

○
○

○
○

p
1
2
.
1
3

わ
ら

べ
う

た
で

あ
そ

ぼ
う

わ
ら

べ
う

た
を

歌
い

な
が

ら
友

達
と

動
き

を
合

わ
せ

て
遊

ぶ
（

鑑
）

お
ち

ゃ
ら

か
　

な
べ

な
べ

○
・

○
○

○
○

p
1
4
.
1
5

う
た

に
あ

わ
せ

て
み

ぶ
り

で
あ

そ
ぼ

う
か

た
つ

む
り

の
動

き
を

付
け

て
遊

び
な

が
ら

歌
う

（
共

）
か

た
つ

む
り

・
○

○
○

○
○

p
1
6
.
1
7

た
ん

と
う

ん
の

リ
ズ

ム
で

あ
そ

ぼ
う

手
拍

子
と

手
合

わ
せ

で
リ

ズ
ム

を
打

つ
ぶ

ん
ぶ

ん
ぶ

ん
○

・
○

・
○

・

p
1
8
.
1
9

ジ
ェ

ン
カ

の
リ

ズ
ム

で
あ

そ
ぼ

う
ジ

ェ
ン

カ
の

リ
ズ

ム
を

拍
に

の
っ

て
う

っ
た

り
踊

っ
た

り
す

る
（

鑑
）

ジ
ェ

ン
カ

し
ろ

く
ま

の
ジ

ェ
ン

カ
○

・
○

・
○

・

p
2
0
.
2
1

た
ん

と
う

ん
で

リ
ズ

ム
を

つ
く

ろ
う

リ
ズ

ム
を

ま
ね

っ
こ

し
た

り
作

っ
た

リ
ズ

ム
を

つ
な

げ
て

音
の

リ
レ

ー
を

す
る

○
・

○
○

・
○

○

p
2
2
.
2
3

た
ん

と
た

た
の

リ
ズ

ム
で

あ
そ

ぼ
う

言
葉

の
リ

ズ
ム

に
合

わ
せ

て
手

を
う

つ
　

速
度

を
工

夫
す

る
わ

く
わ

く
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ていた。教育出版の「小学音楽おんがくのおくりも
の1」18）は，「聴く」「感じる」活動に加え，曲想を感
じ取るために歌ったり，身体を動かしたりする活動
も取り入れられていた．
３．３　特に重要となる分類別の内容
①音楽表現に関する諸要素
　「聴く」「感じる」は音楽表現において，欠かせな
いものである．そのため，ほぼ全ての学習において
含まれている．各学習では，聴く活動に，音を併せ
たり，先生の拍に合わせたりといった活動が展開さ
れていた．これは，先に述べた音楽表現における諸
要素の構成（図1）と合致しているといえる．
②表現する手段・技能
　表現する手段として，本研究では「声」（歌う，
言葉を使ってリズムをつくる，等），「身体」（手を
うつ，動きをつける，等），「楽器」（カスタネット
や鍵盤ハーモニカ等を演奏する）と分類を行ったが，
1つの手段だけではなく，複数を組み合わせての表
現活動が多かった．具体的な学習活動としては，例
えば，まず歌を歌い（声），次に拍を感じるために
手をうち（身体），その後，カスタネットを用い演
奏する（楽器）などの活動を行う．そして最後に声，
身体，楽器を組み合わせて表現するというように，
広がりをもった学習へと結びつけられていた．
　次に，音楽表現の基礎となる「読譜」については，
小学校1年生の時点では，音符ではなく，言葉や形
でリズムや音名を図示し，児童が見て表現すること
を支援していた．これは，その後楽譜を読む力，読
譜に繋がる内容と考えられる．しかし，2社の教科
書では，その取り入れるタイミングは異なり，教育
芸術社の「小学生のおんがく1」17）の方が早く，前半
のリズムの理解の学習の際に取り入れられていた．
一方で，教育出版の「小学音楽おんがくのおくりも
の1」18）では，中盤に鍵盤ハーモニカを使う学習にお
いて取り入れられていた．
③活動
　「遊び」については，まねっこ遊びやリズム遊び
といった内容の他，例えば教育出版の「小学音楽お
んがくのおくりもの1」18）で見られたように，「どれ
みとなかよし」の題材に含まれる「どのおとであそ
ぼう」といった学習の中で「リズムをかえてあそん
でみよう」という呼びかけが記載されているところ
が見られた．これは，遊びを直接行うということよ
りも，遊びのエッセンスを加えることで，子どもが
イメージをしやすく，難しさを感じることなく学習
に繋げる工夫と考えられる．こういった工夫は，教
育出版の「小学音楽おんがくのおくりもの1」18）の方
が多かった．教育芸術社の「小学生のおんがく1」17）

については，小学校学習指導要領に示される目標の
達成が意識されるよう，「おんがくにあわせてリズ
ムをうちながらききましょう」など，各学習のめあ
てが教科書に明確に表現されていた．
　次に，「まねる」ことについて，先生の手本をま
ねる活動は，教育出版の「小学音楽おんがくのおく
りもの1」18），教育芸術社の「小学生のおんがく1」17）

共に1か所程度と少なかった．一方で，友達の音を
聴いて，良い所を「まねる」，動物の声を「まねる」
といった活動は，複数箇所見られた．「まねる」と
いう活動に関しては，小学校学習指導要領の第1学
年及び第2学年の内容として，「範唱を聴いて歌った
り，階名で模唱したり暗唱したりする」活動や，「範
奏を聴いたり，リズム譜などを見たりして演奏する」
活動など先生の手本をまねる活動が示されている．
しかし，実際の第1学年の教科書では，先生の手本
をまねる活動は少なく，友達のする表現や動物の鳴
き声のまねをする活動が示されていることから，第
1学年でのこれらの活動は，第2学年以降の，先生に
よる「範唱」や「範奏」を聴いて表現する活動の基
礎となる位置付けと考えられる．
　「つくる」については，即興的に旋律や言葉でリ
ズムをつくったり，友達と音や声をつなげたり，様々
な楽器の音やリズムを重ねたりする楽しさを経験す
る活動を2社ともに大切にしていた．また，「つくる」
活動はその時間の授業の中で，様々な音楽的な活動
をした後の，発展した活動として記されていた。
「つくる」活動を通して， 自分のイメージしたこと
や感じたことを表現する活動は第1学年ではまだ少
ないが，自由に音や声を出す楽しさや，友達が思い
思いに出す音や声でつくられた様々な表現の楽しさ
を味わう経験が，その後の豊かな音楽の表現活動に
繋がっていく一助になると考えられる．
　以上のように，教科書間に相違が見られるものの，
習得できる資質・能力については同レベルのものに
なるよう，構成されていた．また，教育芸術社の「小
学生のおんがく1」17）と教育出版の「小学音楽おんが
くのおくりもの1」18）とも小学校第1学年の児童が教
科書を見た際に，視覚的に内容をイメージでき学習
に繋がる工夫がなされていた．また，各題材には「ど
うなるかな？」「やってみよう」などの活動を発展
させるようなコメントも付け加えられていた．

４．考察
　本論では，幼保小の架け橋期における2年間（幼
児教育施設の年長から小学校1年生の2年間）の教育
に携わる人材の効果的な育成を図るために使用でき
る音楽表現に関わる資料を作成することを目的とし
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て，ここまで，小学校第1学年の音楽の教科書とし
て採択されている2社の教科書を対象に，記載され
ている題材や教材を分析してきた．ここでは，先行
研究を交えながら考察をしていく．
　先ず，小学校第1学年の音楽の2社の教科書に記載
されている題材や教材について，年度当初だけでは
なく1年間の題材や教材を対象に分析したことが本
研究の特徴である．分析の結果，遊びを取り入れた
活動が多く採用されていることを示すことができた
（表1・2）．
　また，身体を用いた表現活動が多く取り入れられ
ており , これらの活動は，特に接続期を含む第1学
年の前半に多く取り入れられていた．2社を比較す
ると，身体を用いた表現活動や遊びを取り入れた活
動は，教育出版18）の方に多く見られた．教育出版18）

では，身体を用いた表現活動は学習全体の半数以上
で取り入れられており，遊びの要素を取り入れた活
動は全体の3分の2を超える学習で採用されていた．
坪井15）は，教育出版18）に掲載されている4月に扱う
身体を動かす活動は，音楽を聴いて即時反応的に体
を動かすことが特徴であることを指摘しており，本
研究の結果は坪井の研究結果と合致するものと言え
る．教育出版18）の方が，音楽を体感できる学習に対
する意識が高いと考えられよう．
　これらの結果から，特に幼児期を中心とした架け
橋期においては，「音楽」＋「身体」＋「遊び」の
要素で構成される音楽表現活動が重要となると考
えられる．幼児期において，たとえば小学校第1学
年の音楽科教科書に導入として記されているような
「ひらいたひらいた」17,18）や「かもつれっしゃ」18）の
ような音楽に合わせて身体を動かす活動を経験して
おくことが，小学校入学後の音楽科の学習に繋がっ
ていくと考えられる．
　他方，小学校第1学年の音楽科教科書では，「まね
る」活動についても複数取り扱われていた．ここに，
幼児期における「音楽」＋「身体」＋「まねる」の
要素で構成される音楽表現活動の可能性が指摘でき
る．坪井15）は，すでに決まった「踊り」に基づいて
体を動かす活動は教育芸術社17）に掲載されている4
月に扱う学習に含まれている特徴であり，前述の教
育出版18）に掲載されている音楽を聴いて即時反応的
に体を動かすことが特徴の学習とは区別して捉えて
いる．「音楽」＋「身体」＋「まねる」の要素で構
成されるその他の音楽表現活動として，鳥越20）は，
輪になって向かい合って座り，「リーダー発信でお
へそを上下に動かしたり，左右に体を揺らしたり，
リズムに合わせて手拍子をしたり，床をたたいたり
することで，全体の場も和やかになり，抵抗なくリ

ズムの世界に入っていくことができる」（p.184）と
いった活動を紹介している．リズムに合わせた身体
表現活動が苦手な子どもにとっては，先生やリー
ダーのまねをすることにより活動が容易になると考
えられ，音楽の流れる空間で先生や友達のまねをし
ながら身体を動かす活動を幼児期に経験することも
大切であろう．鳥越20）は，苦手な子どもには定型の
振りから入ってもよいと考えており，慣れてきて
から「自由に即興的で踊るパートを組み込んでい 
く」20）（p.185）方法も提案している．
　次に，小学校第1学年の音楽の教科書に記載され
ている学習について，様々な要素が含まれているか
どうか，その重要度を交えて分析したことが本研究
の特徴の1つである．分析の結果，各学習には様々
な要素が含まれており，その組み合わせも多様なも
のであった．これは，本研究で視点とした要素とは
異なるものの複数の観点が各題材に含まれているこ
とを確認した岩佐と堀内14）の研究と同様の結果であ
ると言える．本研究は，岩佐と堀内14）よりも細かい
学習を単位として分析したものであり，各学習には
多様な要素が同時に扱われていることと，重視され
ている要素が様々であることを示すことができた．
架け橋期の音楽活動を指導する教諭・保育者にとっ
ては，それぞれの音楽活動の際にどの要素を重視し
て活動を進めていくのかしっかりと意識することが
大切になると考えられる．
　最後に，架け橋期における音楽表現活動や，音楽
表現に携わる人材（保育者・小学校教諭）に求めら
れる力について考察していく．筆者らは，「聴く」
「感じる」「表現する」の3つの要素の中で最も大切
なことは「聴く」であると考えている．それは，音
楽の表現が始まる最初の要素であるだけでなく，例
えば，保育者・小学校教諭であれば，日常生活の中
で幼児・児童の声を聴き，その日の体調の変化に気
が付き優しく声をかけることができたり，日常生活
の中で様々な音を聴き，季節の訪れや天候の変化な
どに気が付き生活や行動を変化させたりすることが
できることにも繋がるからである．
　小学校第1学年の音楽活動として，身近な音や自
然の音などを聞き取り，声で表現して遊ぶ活動が取
り入れられていた通り，架け橋期の幼児・児童に
とっても，自然の音や生活の音を含め普段からの音
をしっかりと聴く経験ができるようにすることが大
切であろう．架け橋期の幼児・児童を指導する保育
者・小学校教諭は，身近な音に興味をもって聴いた
り，様々な音を聞き比べたりできるよう，声かけや
環境の工夫をすることが大切となる．音楽の教科書
に示されていたまねっこ遊びも，楽しみながら意識
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して聴く経験を作り出していると言えよう．
　「感じる」「表現する」については，双方が連動し
た活動の中で指導していくことが考えられる．音を
聴きどう聴こえたのか，感じたのかを表現したり，
友達の感じたイメージや思いを聞いて共有したりす
る経験も大切となる．教科書には，感じたイメージ
や思いをこめて声や楽器で表現したり，拍を感じて
歩いたりする活動が示されていた．
　小学校第1学年の音楽の教科書では，「声」「身体」
「楽器」の複数を組み合わせながら表現する活動が
示されていたが，それぞれを単独で用いた表現活動
を経験した後に，組み合わせて活動するという風に，
段階を追って活動が展開していた．架け橋期の幼児・
児童にとっては，すぐに複数を組み合わせた表現を
することは困難であると考えられる．「声」「身体」
「楽器」のそれぞれを単独で用いて表現することに
より音楽表現活動が容易になり，楽しさを感じるこ
とができる幼児・児童が増えるであろう．また，表
現する手段を変えることにより，様々な楽しさを味
わうことができるだけでなく，繰り返し同様のリズ
ムや曲を経験し音楽的な力の育成にも繋がると考え
られる．
　また，第1学年の音楽の教科書は絵本感覚の教科
書となっており，「遊び」の楽しさや「まねる」を
通じた友達や先生との交流の中で，音楽に親しみ，
音楽経験を積み重ねることができるよう工夫されて
いた．加えて，「つくる」の活動を題材の最後のあ
たりに設定していることが多く，学習したことを用
いて自分なりに表現する機会を大切にしていた．こ
れは，主体的に表現し，友達と対話的に活動する中
で，深い学びに繋げることをねらった工夫と考えら
れる．
　筆者の内数名は，幼児期の子どもを対象とする保
育者養成に音楽面で関わっているが，本研究におい
て分析した架け橋期の後半1年間となる小学校第1学
年における音楽活動も，幼児期における音楽活動の
要素と変わりがないものであった．徐々に複雑な活
動になっていくとは言え，それぞれの活動で取り組
んでいるパーツは，幼児教育においても小学校教育
においても同様であると考えられる．架け橋期の幼
児・児童を指導する保育者・小学校教諭にとっては，
本研究で明らかにした諸要素や表現を含め，支援す
べき子どもの音楽活動は同様なものであると考えら
れる．
　このことは，幼児と児童が，同じ音楽活動を共に
楽しむことのできる可能性を示唆しており，架け橋

期における幼児と児童の交流において，音楽活動を
取り入れる有用性を指摘することができる．小学校
学習指導要領においては，幼児期の教育と小学校教
育の接続について，生活科を中心として取り組むこ
ととされており，加えて，入学当初は，生活科を中
心とした他教科との合科的・関連的な指導について
工夫するよう示されている．今後，架け橋期の幼児・
児童の交流活動における音楽活動の導入について，
生活科と音楽科の合科的・関連的な指導といった観
点からも検討をしていくことが肝要であろう．
　他方，幼児教育と小学校教育の相違としては，幼
児教育では子ども一人一人が主体的にする音楽表現
を重要視しており，小学校教育では小学校学習指導
要領で示された音楽科の目標の達成に近付けること
を重要視している点にあると考えられる．本研究の
成果を踏まえると，幼児を対象とする保育者には，
幼児が主体的に取り組んだ音楽表現を大切にするだ
けでなく，幼児が用いなかった音楽表現を補完した
り，幼児期に様々な音楽表現を経験できるようにし
たりする力が求められると考えられる．小学校教諭
には，小学校学習指導要領で示された音楽科の目標
が達成された状態に導くために，様々な音楽活動を
適切に配列する力が求められると言える．
　架け橋期の幼児・児童と関わる保育者と小学校教
諭とに求められる力には，このような違いがあるも
のの，音楽活動を指導・支援する上で，①音楽の基
礎と，②子どもへの理解の2点が必要なことは同様
であろう．音楽表現に関する諸要素をとらえ，指導
に繋げるためには，まず音楽に関する基礎的な知識・
技術を持っておくことが望ましい．また，各家庭に
おいてピアノ等の音楽経験が異なることを含め，幼
児・児童の実態を理解したうえで指導・支援するこ
とも求められる．それらの上で，架け橋期の幼児・
児童を指導する際には，「楽しみながら」音楽をす
るという意識を大切にし，その楽しさを伝えること
が重要となると考える．
　本研究では，小学校第1学年で使用されている2社
の教科書を比較することで，幼保小の架け橋期にお
ける2年間の教育に携わる人材育成に使用可能な音
楽表現に関わる資料を作成した．今後，保育者養成
校での音楽に関する授業内容を対象に，今回作成し
た資料を基に小学校音楽科での学びとの繋がりを検
証する等，幼保小の架け橋期における円滑な接続に
資する人材の養成について検討していくことが課題
である．
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注
†1） 岩佐と堀内14）の論文の中では，教育芸術社の音楽科の教科書に示されている内容を分析する際に，「単元」という

用語を用いているが，教育芸術社21）及び教育出版22）の作成した資料では，「題材」の用語が用いられているため，
本論文内では「題材」を採用し，本論文内ではその表記を「題材」で統一するようにした． 

†2） 1）と同様に，教育芸術社21）及び教育出版22）を用いて，教科書の目次に示されている文言が「学習のめあて」に相
当するものであることを確認した．
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Abstract

　The purpose of this study was to create materials related to musical expression that can be used for the effective 
development of personnel involved in the two-year bridging period between preschool and elementary school 
(the two years between the older children in early childhood education facilities and the first grade of elementary 
school). To this end, textbooks from two representative companies used in the first grade of elementary school were 
compared and examined for each unit. Based on the elements of “listening,” “feeling,” and “expression” related to 
musical expression, we analyzed the means of musical expression and the content of activities, and confirmed that 
learning progresses through activities that incorporate fun and enjoyable play. Based on this, we believe that the 
abilities required of caregivers and elementary school teachers who work with infants and children in the bridging 
period are to have basic knowledge and skills related to music, to understand infants and children, and to guide and 
support them with an emphasis on their awareness of music while having fun.
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