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坪内逍遥 （1859− 1935） の 児童演劇 教育観

　　　南　元 子

（金城学院大学大学院）

1、は じめ に

　 坪 内 逍 遥 が 児童 演 劇 の 運 動 に 取 り組 ん だ の は ほ ん の 3

年足 らず で あ っ た （1921 ・大 正 10年 12月〜1924 ・大 正

13 年 10 月 ） とい うこ とは、坪 内の 児童 演劇 教育 に 対 す

る 同時 代の 評 価 の 高 さや 後 世への 影 響 の 大 き さを 考 え る

と意 外 とさ え 思 え る だ ろ う。ち ょ うど 大 正 期の 芸 術 教 育

運 動 が も っ と も 高揚 した 時期 で あ っ た。時 代 の 要請 に 応

え る よ うに、坪 内 は、欧 米 の 新 しい 児童 芸術 運動 を紹 介

し なが ら 「家 庭教 育 に 児 童 劇 を 」 と 提 唱 し、自 ら も子 供

の た め の 脚 本 を 「家 庭用 児 童 劇 」 と 名 づ け て 発表 し実 践

運 動 に 乗 り 出 し た の だ っ た。本論 は 坪 内 逍遥 の 児 童 演劇

教育 観 に っ い て 検 討 し、同 時 代 の 幼 児教 育 とい う コ ン テ

ク ス トの 中 で 坪 内 の 児 童 演 劇 観 を 考察す る も の で あ る。

il、坪 内 逍遥 の 「児 童 劇 」

1 ．f児 童 の た めの 児童 劇 」

　 子 ど も を対 象 とす る 演 劇 は 、巌 谷小 波 が ドイ ツ で 見 聞

した 子 ど もを対 象 と す る 演劇 を 「お 伽芝居 」 と い う名 で

紹 介 し、川 上 音 二 郎 ・貞奴
一

座 が 小 波の 作 品 を、1903 年

本 郷座 で 演 じ た の が 出発 と 言 わ れ て い る。しか し こ の お

伽 芝居 の ほ か 、宝塚 少 女 歌劇 、童 話劇 に い た る まで 、そ

れ ま で の 児童 演劇 運 動 に つ い て 坪 内 は、「今 ま で童 話劇 又

は お 伽 芝 居 と 称 し て 来 つ た も の は 、子 供 本位 とい ふ よ り

も寧 ろ 広 く社 会 を相 手 に して お り、…
大 抵 皆 成 人 の 主 観

の 表 現 で あ っ て 、其 書 き 方 に も、其 演 じ方 に も、余 りに

多 く成 人 の 心 持や 観 察や 解 釈 や理 屈 や趣 味や 意 匠や 技 巧

が 加 は り過 ぎて ゐ る 。 tと述 べ て い る。そ こ で 「無邪 気 で、

純 で、無 技巧 な 、子 供 み つ か ら の 為 に 子 供み つ か ら に 依

っ て 演 ぜ られ 得 る や うな児 童 劇 」 を 提 唱 し、そ れ ま で 曖

昧 だ っ た 児童劇 の 本 質 的 な あ り方 に つ い て 、児童 の た め

の 児 童の 演 劇 で あ る ぺ き こ と を 明 確 に 規 定 した。

2 ．児童劇 の 場 を 「家 庭 」 に お く

　 坪 内 は 児 童劇 を、  児 童 の 娯楽 ・教養 の た め に 団 体 が

演ず る も の で 童 語劇 と呼 ば れ る もの 、  形 式 は 童話劇 に

似 て い る が 内容 は 成人 向 きの もの 、  幼稚 園 ・家 庭 ・
小

学校 な ど で 、子 供 が 自 ら演 じ る も の 、の 三 種 類 に 分 類 し、

自分 が 奨励 し よ う と して い る の は   番 目 で、「子 供 自 ら を

し て 工 夫 さ せ る と い ふ こ と を 第
一

要件 と し、保 母 や 教師

の 注 入 的教 授 に よ らず して 自発 的 な ら しめ 」、「人 間 固有

の 芸 術運 動や 創作本 能 を善導 して 、之 れ に よ っ て 広 い 深

い 意 味 の 心 理 陶冶 を資 し、兼 ね て 将 来の 文 化 に役 立 て よ

う」 と い う も の で あ っ た 。「児 童劇 の 本 領 は 高 い 意味 の 教

育 で な け れ ば な ら ぬ 1 と 考 え た 坪 内 は 、教 育 主 義 の 立 場

を 鮮 明 に し、「注 入 的 、干 渉 的 ，脅 迫 的 の そ れ で は な い 、

誘 導 的、自然 的、自発 的 の 教 育 法 に 則 っ た もの で あ ら ね

ば な らぬ 」 と 主張 し た。坪 内 の こ の 様 な考え に は 、当時

の 教 育学 や 心 理 学 の 影響 がみ られ る 。 そ し て ル ソ
ーや ペ

ス タ ロ ソ チ が 家庭 教育 の 重 要性 を 掲 摘 し た よ うに 、坪 内

も教 育 と し て の 演劇 の 本質 を 「家庭 」 に 見 出 し て 家庭 劇

を 提 唱 し、演劇 を通 して 「全 人 格 的 修 養 に 有 利 な結 果 s

を 及 ぼ す よ うな 全 人 教 育を 行 うた め に 、児童 劇 に お い て

子 どもの 年齢 に応 じた 作 品 を用 意 す る必 要性 を説 い た。

こ の 事 は 坪 内が 出 版 し た児 童演 劇 作 品集 『家庭 用 児 童劇

第 1集〜3 集 』（1922 − 24）の タ イ トル に も明 ら か だ ろ う。

　 た だ し 『家 庭用 児童 劇』 に は 幼 稚 園や 小 学校 向 けの 作

品 ま で 含 ま れ て お り、「家庭 用 」 に は 少 な く と も二 つ の 意

味 が ある こ とを確 認 して お く必 要 が あ る。一
つ に は 子供

の 演 じ る 演 劇 作 品 は
一

般 公 開す る の で は な く家 庭 内 ・幼

稚 園
・
学 校 内 と い う閉 鎖 的 な揚 と 雰 囲 気 の な か 演 じ られ

る べ き だ と い う こ と で あ っ た。坪 内 が こ の よ うな こ と を

強 調 し た 背 景 に は、1923 年 に 小 LLJ内 薫 が 編 集す る 雑 誌 「女

性 」 に お い て、「児童 劇 の 公 開 に 関す る 是 非」 を 問 う特集

が 象徴 す る よ うに 、児童 劇 の 流行 とと もに 公 開 上 演 され

る 児 童劇 が 娯 楽 と して 消費 され る とい う事例 が 増え て 社

会 問 題化 しつ つ あ っ た と い う こ と が あ る。そ れ は 公 開 と

な る と、児 童 に虚 栄 心 を挑 発 し悪 い 感 化 を 与 え る 可 能性

が な い と も 言 え な い か らで あ っ た。坪 内 は 、家庭 や 幼 稚

園 小学 校 で な され るの が 理 想 的 で あ る と し、「家庭 用 」 と

い う言 葉に よ っ て 「児童 劇 は 本来 は 公 演 す ぺ き もの で は

な い 」 と は っ き り主 張 した 。そ し て も う
一

っ に は 、実 際

の 「家庭 」 とい う空 間や 場 所 の こ と で は な く 内容 に 関 わ
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る 意 味 で あ り・演 劇 教育は まず 「家 庭 的 な丿 こ と か ら始

め 、順 次 規 模 の 大 き な も の に 進 ん で い く も の を考 えて い

た。こ の よ う な 点 か ら坪 内 は 「児 童 劇 の 本 領 は、第
一

に

家 庭 的 で あ りた い 」 とも述 ぺ て い る。

3 ．鑑 賞教 育へ

　 坪 内 は 、家庭 教 育 に お い て 芸術 教 育 が 必 要 と い う意 味

で 児 童 劇 を主 唱 し た もの の 、実 際 に 自分 の 考 え が 実 現 さ

れ て い な い 状 況 を 見 て 、児 童劇 の 模 範 と な る 作 品 が ま ず

必 要 で ある事 を痛 感 した。「わ が 国の 児 童劇 は まだ まだ 標

本 作成 時 代で あ る 」 と考 えた坪 内は、f創 作 奨励 よ りも鑑

賞力 の 涵養を 主に せ ね ば な ら ない 」と、］．922 年 （大 正 11）、

児 童創 の 上 演 に 取 り か か っ た。

　 第一
回 目 の 発 表 会 は 有楽 座 に て 、坪 内 自 ら指 導 監督 を

した も の で、帝国 劇場 の 附 属技 芸 学校生 の 出演に よ る も

の で あ っ た。こ の こ と に っ い て 坪 内 は 、「私 が 児童 劇 は 専

ら児 童 み つ か ら自発 に俟 つ
べ き もの だ と主張 しな が ら、

帝劇 の 七 期 女優 生 なぞ を使 っ た 」 の は 、「先ず 何 とか し て

純 新 式 の 、い は ば 、模 範 用 も し く は 標 本 用 と も釈 す べ き

もの を創 作 して 当 座 の 観 賞用 に 創 演 す る 必 要 が」 あ っ た

の で、や む を得 な か っ た こ とを述 べ て い る。坪 内 は 「鑑

賞性 を涵養す る こ と を以 っ て 藝術 教育 の 第
一義」 とす る

べ きで あ る と 主張 し たの で ある r

皿．学校 禁 止 令と 坪 内 の 児童演 劇 教 育運 動の 終 わ り

　 坪 内 が 「児 童 劇 」 に 関 す る 仕事 を 止 め た 1924 年 、岡 田

文相 が 学 校劇 を禁 止 す る 訓 令 を 出 し て い る。訓令 の 要 旨

は、子 供 に は 「劇 的 本能 亅 が あ り 「家庭娯 楽等 の 際 に 之

が 自然の 発 動 を 見 る 亅 字）は よ V｝が 、「学校 に お い て 脂 粉 を

施 し 仮 装 を為 して 劇 的 動 作 を 演 ぜ し め、公 衆の 観 覧 に 供

す る が 如 きは 、質 実剛健 の 民 風 を作 興す る 途 に あ ら ざ る 」

と い うも の だ っ た。

　 こ の禁止 令 は 、学校劇 の 内容 で は な く、「脂粉 」
．と．「仮

装 」 に 対 し て 拒絶 を 表 明 し て お り、こ れ が 「質 実 剛 健 の

民風 」 を汚 す もの と

’
見 られ た の で あ っ た。こ こ で 興 味 深

い の は 、訓 令 の 中 身 と 坪 内 の 考 え の 共 通 点 で あ る。坪 内

もま た 『児 童 教育 と演劇 』 の 中で 、「脂 粉 」 や 「仮 装 」 が

子 供 の 虚栄心や 邪 気 をあお り、「純粋無垢 」 で 「天 真 爛漫 」

さが 損 な わ れ る こ と が あ る 危 惧 を 表 して い る。岡 田文 相

が 訓令 にお い て 子 供 の 「劇 的 本能 」 が 「家庭 娯楽」 にお

い て 自 然 に 発 揮 され る の は よ い とい う
一

節 と、坪 内の 「家

庭児 童劇 」 の 主 張 と．の 間に 大 きな 隔 た りは な い 。

】V ．坪 内 逍遥 の 児童 演劇 運 動 の 歴 史 的 評 価 と功 績

1 ．歴 史的 評価 　 　　 ．　　 　　
’

　 坪 内 の 児 童 劇 論 に っ い て は 、児童 劇 ・学校 麟 に 大 きな

影 響 を 与 え た こ と が よ く知 ら れ、また 河竹 登 志夫 は く fそ

れ ま で ま ち ま ち だ っ た 児 童劇 に、理 論 的碁 礎づ け を 行 い 、

指 針を 与 え た こ と、そ し て す べ て が 理 想 的 で は な か っ た

に せ よ、全 国的 に 児 童劇 の 意 義 を 知 ら しめ た こ と に あ る」

と、啓 蒙 的 理 論 的 業績 を 評 価 し て い る。一
方 で 、坪 内 の

脚 本 に関 して は、「子供 自らに よっ て 」 演 ぜられ る に は 古

風 で あ っ た とい う評価 も多 くな され て い る 。

　 坪 内は、】920 年 に 民 衆 座 に よ っ て 上 演 され 好評 を受 け

た 『青 い 鳥』 に つ い て 、「子供 ら に は そ れ に 対 す る 本 当の

理 解 は な い 。」 と述 べ て い る が 、一
方 で 、子 供 に 劇 を 演 じ

る 準備 と し て 「能 や狂 言 を
一

勿 論、予 め筋 を話 し て お い

て 、観 覧 中 も始終 説 明 を加 へっ っ
一

三 四 fi度っ づ けて 見

．
せ て や っ て 貰 ひ た い 。」 と も述 べ て い る 。「青い 鳥」 は 子

ど もに 理解 が 得 られ な く、狂 言 や能 な ら わ か る の か 、と

冨 田 は 指摘 し て い る 。た
．
し か に 演劇 理 解 を 物 語 の 理 解 と

同
一

視す る 近 代的 な 演劇 観 か ら言 え ば、冨 田の 指摘 は 正

しい 。しか し演劇 に お け る戯 曲 中 心主 義 は新劇 運 動 の 結

果 うまれ た もの で あ り、坪 内 が こ こ で 述 べ て い る の は 新

劇 以 前 の 伝 統演劇 に み られ た 身 体性 や劇 的言 語 の 面 白 さ

が 児 童 劇 に お い て 意義 を 持 っ とい う こ と な の で あ ろ う。

2 ．同 時 代 の 児．童 演劇 教育 との 関連

　 坪 内の 児 童演 劇 教 育観 を 、和 田 實、倉 橋 惣 三 、土 川 五

郎 と い っ た 同 時代 に 児童 演劇 教育の 意義
’
を提 唱 した 教 育

者 た ちの それ と比 較 し 、共 通点 を指 摘す る事 は 難 し く な

い e た と え ば 土 川 は 有 楽座 で 坪 内 が 揖 導 して 上 演 した 児

童 劇 に つ い て 、雑 誌 『女性 』 （1923 ） に て 高 く評 価 し て い

る し 、倉橋 惣三 の 考 え る 児童 演劇 に 対 す る考 え は 坪 内 の

そ れ と近似 して い る 。 しか し坪 内の 特 に 評 価す べ き点 は 、

児 童 演劇 （教育 ） を 社 会 に 於 け る 個 人 の 生 涯 に わ た る 芸

術 教 育の
一

環 と し て 位置 づ け、社 会 の 芸術 化 の 礎 と し て

児童演劇 教 育 を考 え て い た こ と で あ る。こ の 二 と は 坪 内

の ．f児童 劇 を奨励 し よ うと す る動 機 は 、児童 に 所 謂 自 由

画 を奨励 し、村 ・町 ・市 に 於 け る 民 衆 に 、所謂 公 共 劇 （ペ

ー
ジ ェン ト） を 奨励 し よ うと する そ れ と 同

一
で あ る」。と

い う指 摘 に も明確 で あ る。ペ ージ ェ ン トは、社 会 の 芸 術

化 を 目指 した も の で あ り、児 童 劇 は 家 庭 の 芸 術 化 を 目 指

し た もの で あ っ た 。
’
芸 術 の 善用 を家 庭 か ら社 会 に まで 徹

底 させ る こ と に よ り、生 涯教 育の 一環 と して の 演劇 教育

の 向上 を試 み た と い うこ とが で き る だ ろ う。

　幼児 教育の 視 点 か ら児 童演劇 教 育 を考え た和 田、倉橋、

土 川 ら が、幼児 期 と い う 特 定 の 年 代 の 子 供 を対 象 に し た

演劇 教 育 と い う水 平 的 広 が り で 考察 した の に 対 し て 、坪

内 が
一

人 の
一

生 と い う時 間軸 の 中 で 青 年 さ ら に 成 人 へ と

つ な が る 幼 児 ・児 童 の た め の 演 劇 教 育 と い う垂 直 的 な流

れ で 思 考 し た 点 に お い て 、幼児 教 育 研 究者 の 考 え る児 童

演劇 教 育 と補 完的 な関係 に あ っ た とい え る。
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