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雑誌 「幼児 の 教育」 にみ る 「お遊戯会」 論

　　　　　一大 正 10 か ら昭和 5年一

　　　 〇 田 中芙美子・　　　　 戸 田雅美

　 （東京家政大学大学院）　　 （東京家政大学〉

1 ．は じ め に

　か つ て 、保育 の 場 に おい て 「お遊戯会」 と呼ばれ

て い た行事は、現在 「生活発表会」と呼ばれ る こ とが

多く、また 「運動会 」や 「展覧会 1などと並ん で
一

年間

の 保育の 中で もっ とも大 きな行事 の
一

つ となっ て い

る。さ らに、子 ど も達 の 発 表 を保護者 達 が 楽 しみ に

して い る行事 の
一

っ で もあ る だ ろ う。fお 遊戯会 亅 が

そ の 行事 の 方法 ・目的 をめ ぐっ て、現在 の ような形

に な るま で に、保育者た ち に よ っ て どの よ うに 考え

られ、どの よ うに 実践 され て きた の か を日本幼稚園

協会 に よ っ て 発 行 され た雑誌 「幼児 の 教育 」 か ら探

っ て い こ うと思 う。今回 の 発表 で は雑誌 「幼児 の 教

育」 の中で 、 最も 「お 遊戯会 」 に 関す る記述 の 多 い

と思 われ る、大 正 10 年か ら 昭和 5年まで の 議論を

中心とす る。

2 ．大 正 10 年ま で の 「お 遊戯会1

　 こ ち らの 資料 で 確認 で き る範囲内 で は、保育行事

とし て 「お遊戯会」 が 成 立 す る の は 「運動会 1 な ど

と比べ て 遅か っ た よ うで ある。い くつ か の 幼稚園 の

記 念誌な どを調べ て み て も 「お遊戯会 亅 「学芸会 」 等

の 記述が 確認 で き る の は 大正 後期 に 入 っ て か らか 、

昭和初期 で あ る もの が 多 い 。し か し、雑誌 「幼児 の

教育 」 を調 べ て い くと、大 正 時代 の 初期 に 年中行事

（桃 の節句や端午の節句な ど）の 中で 保護者を 招 い

て 子 ども達が遊戯 を披露 して い るとい う記述 が 発見

で きる。こ の 時期に こ れ ら の 行事が保育行事の 中で

「お 遊戯会 1 と して 確 立 し て い た か は 定 か で は な い

が 、保護者に 子 どもの 成長 を見せ 、またそ の 成長 を

一
緒 に祝 うとい う こ と は 行 わ れ て い た よ うだ 。 これ

が 大 正 後期 に な る と、い くつ か の 幼稚園の 記念誌 や

雑誌 「幼児 の 教育 」 の 中に も 「お遊戯会」 「学芸会1

等 の 記 述 が 見 られ る よ うに なる。

3 ．　 「幼児 の 教育」 に お け る 「お遊戯会 ゴ の 記述

　先 ほ ども述べ た よ うに、雑誌 「幼児の 教育亅 は 明

治 42 年 か ら発行 されて い るが 、「お遊戯会」 につ い

て 理論的な記述は 少ない。そ の 中で も多く記述 され

て い る の は 大正 10 年 か ら昭和 5 年 に か けて で あ る。

こ の 時期に 「お遊戯会1 に つ い て論 じて い るの は 倉

橋惣三 に よ っ て 4 回 と、 長尾豊 に よ っ て 9回 だ けで

あ る 。 さ らに 、東京女子師範学校附属幼稚園にお い

て の 実践 が 3 例掲載され て い る。

4 ．「お遊戯会 ゴ に対す る理論

　（1）倉橋惣 三 の 理 論

　倉橋惣三 が こ の 時期 の 雑誌 「幼児 の 教育」 の 理 論

的な基盤 とな っ て い るの は周知 の 事実 で あ る 。 こ の

倉橋が 、 大正 後期 か ら盛 ん に な っ た 、
「お遊戯会1 に

っ い て どの よ うな意見 を持っ て い たの か に っ い て 述

べ て い き た い。倉橋 は 大 正 10 年 の 雑 誌 「幼児 の 教

育亅 （21 巻 2号）『森の 幼稚 園』の 中で ニ ュ
ーヨ ー

クの 幼稚園を訪れた時 の 感想 を述 べ て い る 。 こ こ で 、

倉橋 は幼稚園の 子 ど も達が行 う遊戯に 対 し感 心 して

い る。こ の 時行われ た遊戯とは、小学校 の 子ども達

と、幼稚園の 子 ど も遠が 互 い に 遊戯や劇 を見 せ 合 う

とい うも の だ っ た。そ の 劇 の 内容 は 「羊飼 ひ の 簡 単

メ ロ ドラ マ 」 で あ り 、 大勢の 子 ど も達が ぞろぞろと

腹ば い に な っ て 出て き て 、羊の 声の ま ね を し た り、

羊飼 い が 枯れ枝を 持 っ て 羊の 問 を歩 い た り、羊を追

っ た りす るもの で あっ た。これ を見て 倉橋 は 、「私 は

我国 の 幼稚園で 時 々 見 る、幼児演芸会 に は、少 し も

興 味 を持 っ て 居 な い もの で す。」 と述ぺ 、さらに 日本

で 行 わ れて い る 「幼児演 芸 会 」 は 「子 供 の 自然 以 上

の もの 」 に なっ て い る と批判 して い る 。 さらに、こ

の 時見 た 遊戯や劇に つ い て は 、「団欒 の 心持 ち以上 に

少 し もわざとらしさもな い 」 と述べ て い る。

　ま た、大 正 12 年の 雑 誌 「幼児 の 教育J （23 巻 9

号）で は 、『情操教育 と芸術教育』と題 して 、当時盛

ん に 行 わ れ て い た芸術教育 に対 し批判 して い る 。 こ

れ は 芸術教育そ の も の を批判す る もの で は なく、流

行 の よ うに と らえ られ 、行 わ れ て い た 芸術教育 に つ

い て の 批判 で あ っ た。

　さらに、大 正 14 年 の 「幼児 の 教育」 （25 巻 6号）

で は 、 『幼児の 舞踊 に つ い て 一
近来 の 傾向を痛 心 す

一』と題して、児童劇 の 流行を例 に あげ、舞踊 につ

い て も、幼児の 舞踊は 幼児 自身 の ための もの で ある

とし て、「見物人 の ための 芸で は ない 」 と批判し，幼

児舞踊会や幼児演芸会な どは あ っ て は ならな い もの

で あ る と述 べ て い る。
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　っ い で 、昭和 5 年 の 雑誌 「幼児 の 教育」 （30 巻 2

号 ）『ス ト
ーブ を囲 ん で 』の 中に は 「遊戯 に つ い て の

話」 と して 「遊戯」 を 主題に した 座談会 の 内容 が 掲

載されて い る。こ こ で 、倉橋 は 子 ど も達 が 大 人 に遊

戯 を見せ て 喜ぶ こ とを認 め て い るが 、だ か らとい っ

て 見 せ る た め に 遊戯 を行 うとい うこ とは別 の こ とで

あ る と主張して い る6　　　　　　　　　　　
一

（2 ）長尾豊 の 理論

　長尾豊は 「芸術教育会」 （成城小学校創 設 者 の 沢 柳

政太郎会長）の メ ン バ ー
で 、雑誌 「芸術教育j の 発

刊や講習会な どの 開催を し、芸術教育 の 振興をは か

っ て い た 人物で あ る。ま た、長 尾 は お 話 や 劇 の 脚 本

集を い ぐつ も出版 して お り、雑誌 「幼児 の 教育 」 に

も何度 となくそ の 脚本集の 広告が揚載され て い る 。

鳳長尾 は 幼児の 劇 に つ い七の 彼 の 持 論 を 昭 和 3年か

ら 1 年以 上に 渡 っ て 雑誌 「幼児 の 教育」 （28 巻 2 号

か ら 29 巻 6 号 ） に 載 せ て い る。長 尾 の 理 論 は た だ

単に、「劇 」 に 対す る机 上 の 理 論 だ け で な く、実践家

と
’
して 保育者が劇を行 うときに参考に され て い た も

の で あ る と考えられ る。

　長 尾 は 当 時行 わ れ て い た幼児 の 劇 に っ い て 「何を

し て い る の か 分 らな い 」 もの と 「大人 主導 」
』
の もの

が あ る と して い る。また、「大人主導 」 で 行 わ れ て い

るもの は 、幼児の 劇を 「見世物 」 と して 考 え 「劇 ら

しく」 するために職業演劇 の まねを して い ると指摘

して い る。また、観客側 の 「見世物根性」 とい う意

識 も影響 し て い る と述べ お り、主催者側が観客達 に

対 して 幼児 が 劇を行 うこ との 意図を説明する必 要 が

あ る と し て い る 。 そ して 、 長尾 は 当時行われ て い た

幼児 の 劇 に 対 V 、幼児め 生活の 中の 劇的分子 を無視

して い る、また f児童劇 」 の 本意 を忘れ て しま っ て

い るとも批判 して い る 。 そ して 、あくま で も 「劇 は

遊戯 で あ り、幼児 の 劇演出はあそび 」 で あると主張

した。

　そ して 、f劇 」 を 実際 に行 う前 に は 「お 話 」が 重 要

で あ る
・
として 、「お話 」を聞 くこ とか ら 「お話 ご っ こ 」

や 「お話遊び 」 が始ま る こ と、そ こか ら子 ども同士

が演技者になっ だ り観客 に なっ た り して 遊ぶ もの で

あ る と した。そ の た め 保育者 は 劇 に 対 す る 理 解 の 前

に、「お話 」 の 理 解、ま た、幼児 の 遊 戯や 唱 歌 、童 謡

などを総合的 に とらえ保育 の 中で 取 り扱 っ て い く こ

と が大事で あ る と主張 した。
．　

・
　

’
、　

』
　 1　／t．

4 ．考察

　 以 上 の こ とか ら、大正 10 年か ら昭 和 5年 ま で の

雑誌 「幼児 の 教育」 に 限 っ て み て みると、9 年間 と

い う年数の わ り に 「お 遊戯会 」 に対す る意見 が 少な

い こ とがわか り、また こ の 時期には倉橋惣三 と長尾

豊 の 2人 の 意見が 中心で あっ た こ とがわか る 。

『

　また、2入 の 意見 か ら、大正 後期か ら昭和初期 に

か け て 、一
般 的 に 「お 遊戯会」 と い わ れ る行事 が 行

わ れ、そ の 中で 「見せ る」 とい うこ とに傾倒 したお

遊戯や劇 が 行われ て い た こ とが わ か る 。 その こ と に

倉橋 は警告 を 出 して い た。倉橋の 考え る 「お遊戯会 」

とは 「見せ る」 とい うもの で は な く、あくまで も幼

児 中 心 で あ り、す で に述 べ た よ うに 遊 び の 中で 自然

と幼児同士 が 見せ あ うようなもの で あ 6
．
た こ とが わ

か る 。

　 そ して 、長尾 も同様 に 当時 の 「お遊戯会 1 などの

中で 行 わ れ る 「見せ る」 た めの 劇 に 対 し批判 し、幼

児 を 中心 とし た 劇 の あ り方 に つ い て 盛 ん に発 表 して

い た こ とが わ か る。長 尾 は 「劇 」 に つ い て 、幼児 の

生活を中心 に幼児 の 好むお話 か ら自然
．
と 「お話 ご っ

こ 」 や 「お話遊び 」 に発展 して い くこ とが好ま しい

と述べ て い る。また、長尾 は 脚本集を 多く発 表 して

い た こ とか ら、当時 の 保 育者達の 参考になっ て い た

もの と考 え られ るだ ろ洗

　今後は 、雑誌 「幼児の 教育j にお い て倉橋惣三 や

長尾豊などの 意見を知 っ た保育者達が、どの よ うな

実践 を行 っ て い たか に っ い て 調 べ て い く必 要 がある

だ ろ う。ま た、現代 の 保育に お ける 「劇遊び 」
’
と の

比較もして い きた い と考 え て い る。
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