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台湾にお ける幼稚園教育に 関す る子 ど も の 歌の 変化 に つ い て

　　　　　　　　　一歌詞 を中心 とす る
一

　 　 　 　 　 　 　 　 リ ン

　　　　　　　　 林 盈 均 （聖 和 大 学大学院）

は じ め に

　幼稚園や保育所な ど子 どもを保育す る 現場 に お い

て 唱歌 は 欠 か せ ない もの で あると考 え られ る。それ

ちの 歌 の リズ ム や歌詞は子どもに適す る か ど うか保

育者 が 心 掛け て い る は ずで あ るが 、社 会 の 動静が反

映する こ ともある とも考 え られ る。台湾で は、子 ど

もの 歌唱 に関する研究 が 十分 に され て い な い と考 え

られ る。そ こ で、本稿は タ イ トル と歌 詞 の 内 容 の 変 化

に つ い て 考察 して い きたい 。

　本稿は、台湾に おける 1950 年代 か ら 21 世紀初期

まで の 幼児教育保育案．に記され た 歌や幼児教育 用

の 歌唱教材 1を用 い る。年代 ごとに主な政治背景 を通

して どの よ うな影響を受けて い る かを探 っ て い きた

い 。

考察

　台湾に お け る幼児教育 に 関す る保 育案 は 各幼 稚 園

の 保育者 が 作成 した もの で あ る が、歌 の タ イ トル と

そ の 内容 を見て みる と 四季、自然現象 環境、動植物、

身体 リズ ム 、衛生 保健 、人 間 像 、交 通 機 関、ス ポ
ー

ツ 、幼稚園行事、遊 び、戦争、国 家 に 関す る もの な ．
どに 分けられ る。
　台湾 の 歴 史 上 に は 中 国 や 日本などの 影響 が あ らゆ

る 面 に見 られ る。近年よ うや く自国 の 歴史、文化 は

一
体何か と意識 し て探 り始 め て い る。1945 年 に 外 来

政権 の 国民党政権か ら 2000 年 に 台湾生れ政権 に 変

わ り、そ の こ とが 台湾の 幼稚園教育 に どうの ように

影響及ぼ して い るか を子 ど もに歌 わ せ た 歌を通 し て

見 て み る こ と に した い。

　さ て 、 先ず、歌 の タ イ トル につ い て 考 え て い き た

い 。50 年 代 の 台湾 は 、白色 テロ に 覆 わ れ 、戦争 の 状態

が確 立 させ られ た の で あ る。中国共 産党が中華人 民

共 和国 を建 国 し、台 湾 の 離 島 に あ る金 門 に攻撃を続

けて い た。台湾で は 「反 共大陸」 、とい うス ロ
ーガ ン

を呼び か け続 け て 、中国 大陸 へ 帰 る とい う夢 を見て

い る 時 代 で あ っ た。幼稚園教育 の 保育案に記 し た 子

ど も に歌 わ せ た 歌の タ イ トル が 全部 で 260 首あ る中

で 中国大陸へ 帰る夢や戦争に関す るもの は 28 首も

あ り、11．50／o に の ぼ るの で ある。例 と して は 「小英

豪］、「消滅共匪出 口気 」、「小戦士 」 などが 挙げられ、

そ の タイ トル か ら も 戦争 に 関す る 歌 で あるこ とが わ

か る。そ して 、人 間 に 関 す る こ とは蒋介石や孫文 に

し か み られ ない 。そ の 他は、リズ ム 、動植物、自然

現象な どが 殆 どで あ っ た 。

　60 年代 に は 、初め て の 野党の 創立が失敗に終わ り、

関係者 らが ス パ イ として 逮捕 され 、反国民 党の 民主

運動 が 芽生 え よ うと して い る とこ ろを押 さえられ た

年代 で あ っ た。戦後続い て きた ア刈力の 支援が 断 ち切

られ た。メ デ ィ ア と して テ レ ビが 中心 的 な 存在 に な

っ た 時代に 入 っ て きた。世界大会 で も優勝す るな ど

野 球 を通 して 台湾 の 人 々 に 自信を つ け る よ うに な っ

た 時代 で もあっ た。
　そ の 時代 に 、幼稚園保育案 に 記 され た 176 首の 歌

を 見 て み る と、戦争や 中国 共 産党に 関す る の は 27
首あ っ て、15．3％を占め て い る の で あ る 。 これ は 50
年 代 よ り上 回 っ て い る と見 られ て い る。例 えば、「前

進 」、「少 年 兵」、「飛将軍」 な どが あっ た。そ れ は、

台湾にお い て 反国民党 の 声 が 上 が っ て い る た め に 国

昆党 が それ ら を押 さえようと、一
方 で は、国民堂政

権 を 固定する た め で あ っ た。

　70 年代 は、台湾に とっ て は、60 年代 に 引き続 い

て 様 々 な重 大な出来事があっ た年代 とも言 える。国

連の 脱 退 、日本 との国交 の 断絶、台湾で の 本格的 に

空港、高速道路などの 建設 が 始 ま っ た、長 く総統の

位置に あっ た蒋介 石 がなくな っ て 、息子 で あ る蒋経

国が 総統 の 座 に座 る よ うにな っ た。また 、アメリカと の

国交 の 断 絶 も あっ た。そ し て 、戒 厳令 以 来 は じめ て

デモ が行なわれた。更 に 、現在の 台湾民 主化 に繋が

っ て い る とも言える 「美麗島事件」 2 が 発生、戒厳令

以来台湾 の 政治的な環境 が大 き く変化 した 時代 で あ

っ た と考えられる。そ の 時代 ま で は、教育は 「大中

華」 sの 主旨を持 っ て 行なわれ て い るの で あ る 。

　当 時、幼稚園教育 に お い て 子 ど もに 歌 わ せ た 歌 に

は、戦争や共産党 を敵 に する歌 が 306首中に 3 首ま

で に減 っ て きた。しか し中華民国、中華民族、国旗

な ど関す る 歌 で 60 年代から引き続 い て きた の は 依

然と して 存在す る。そ して、60年代までに余りなか

っ た 人間像に 関す る もの 、例 えば
“
教師

”
、
“
お母 さ

ん
”

な ど の タ イ トル の 歌 が 出 て 来た。

　80 年代初期 で は 、国 民 党政府 の 大 陸共 産 党 に 対 す

る態度 は変 わ らず
一

貫 と し て い る が、38 年間 台 湾 の

人 々 を縛 り続 けた 戒厳令 が 80 年代末 に解除 され、

民主化 が 進行 し た。こ の 時 代 に は 、幼 稚 園 に お け る

子 どもの 歌 700 首位の 歌 の 中 に 中国の 共産党を敵 と

す る歌 が見えなくな っ て きた が、中華民国 を称え 、

中国大陸 は 我の 国土 で あ る と子 ど も に 歌 わ せ た 歌 は

11 首 く らい が あり、全 体 と し て 約 1，5％に な る 。

一

っ 例 を挙げ る と、「美哉中華 」に 「・・…わ が 国 は 土地

が広 くて 、 産物 が 豊富
……

」 と あ る よ うに ま る で 中

国大陸 は わが国 で あ る と意識 させ よ うと して い る 内

容で あ る と考えられる。それ は、当時の 国民党政権

が揺れ て い る政権 を 固め よ うと して い る と も考 え ら

れ る。
　国 民党の 政策 に 従 う内容 の 歌 が 減 っ て きた こ と は、
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台湾 で の 国民党政権 が 国内 や 国際的 に 立 場 を弱 め、

反国民党 の 人 々 が 台湾人 と して の意識 を高ま りは じ

て い るの を示 して お り、思想や言語 の 自由が 保障 さ

れ る ように なっ て きた の で あ る と考 え られ る だろ う。

　 しか しなが ら、人間像 に 関する 歌は 70 年代 か ら

の
“

教師
”
、
‘‘
母親

”
以外 に 、60 年代か ら引 き続い て

‘‘
蒋介石

”
、
“
孫文

”

を 称 え る歌 も出 て き て い る。 こ

れ は国民党に長 く押 しつ けられ て き た 「大中華1 の

教育構造か ら抜け出 して 、自分 の 生 まれ 故郷 、 身近

なもの を見 っ め なお す こ とと、政治的 な 影響 か ら脱

し、もっ と子 どもの 生活を中心 と した もの に して い

こ うとい う意識に繋が っ て い く こ とが簡単 に はで き

なか っ た と考え られ るだろ う。

　90　e 代 か ら現在に い た っ て は、保育案 に 記 され た

戦争 に 関す る歌 が 見 え な くな っ た が 、蒋介石 や国 父

を称 える歌 が ま だ 僅 か に残 っ て い る 。 その 中に 台湾

の 民謡や童謡 な ど も 出て く る よ うに なっ た の で あ る。
　 50 年 代 か ら 90 年代 まで 歌の タ イ トル を見 て きた

が、政府 の 政策 の 下 で 歌わせ る歌 の 数 が 年 々 に 減 っ

て きた こ と は 、 幼稚園教育 の 保育案内 容 が 社 会や政

府 の 政 策 に左 右 され て い る こ とをあ ら わすと考 え ら

れ る 。

　さ て、第二 に は 1歌 の 内 容 に お け る言 葉使 い に つ

い て は、50、60年代 し て は、言葉の リズ ム を 重視 し、
短 い 言葉で 、歌 の 全体 を伝 えようと して い た 。 そ し

て、
“
共産党が悪団体

”
、

“
私 は 小戦 士

”
、
“
反共 大陸

”
、・

“
光復 大 陸

”
、
‘‘
復 讐

”
ま で な どの 言葉 が し ば しば 使

わ れ て い る。そ れ は国民党政権が台湾の 人々 の 幼児

期 か ら 「我国は 中国大陸で あっ て 、そ こ に 据 え て い

る 共 産党が 反 乱 団 体で あ り、国 民 党が 追 い 出す神聖

な使命を 背負っ て い る 」 とい うこ とを分 か らせ るた

め で あ っ た 。

　そ して、70年 代 の 激 しい 社会変動 の 中で 、歌 の タ

イ トル に 戦争に 関す る もの が 少なくな っ て きた が 、
歌 の 内容 言 葉使 い に は 、タ イ トル に 戦 争 に 関 す る こ

とに 関係な い に も関わ らず歌 詞の 内容 に は 戦争 に 関

した歌詞 が あると見 られ る。1 つ の 例 を 見 て み る と、

タ イ トル 「郵便配 達者 」 に 戦争 に勝 つ 、中国 の 共産

覚 を 撃退す る な ど の 歌 調 が 見 られ る の で あ る。

　80 年代は、台湾にお け る画期的な出来事 は 38 年

間続 い た 戒 厳 令 が 解 除 され 、本 格的に 言 論 自由が 保

障 され る よ うに な り、民主的な 国家と へ 進 ん で行 く

よ うにな っ た こ とで あ る。そ の 状況 の 中で幼稚園教

育用 の 子 ど もに 歌わせ る 歌の 言葉使 い に は 政策 の 影

響 が み え な く．な る が、f可 愛的台湾」 に は 、「・…台湾

は い い と こ ろ で あ っ て 、物産が豊竄で あっ て 、発展

が 進 ん で い る こ と 、 蒋総統 （蒋介石 ）rsり一一トして

中国 大 陸 へ 帰 っ て 同 胞を救い
……・

」な ど の 歌詞内容
あっ て 、蒋介 石 は中華民族 の 救世 主 で あ る と称 え る

子 ど もに 歌 わ せ た 歌 が 2、3 首 あ っ て 、比 率 と して

は 低 い 方 で あ る。そ の
一

方、台湾語 で の 歌や昔 か ら

伝 わ っ て きた 歌 が 歌われ る よ うに な っ た の で ある e

　90 年 代 か ら現 在 ま で 徐徐 に 台湾の 意識 が表面化

して きて 、六陸 へ 帰 る 夢 か ら圏覚 め 、大陸 に い る 共

産党が我 々 と平等な立 場 で あ る と考えるように な っ

て、我 々 の 国 は 台湾 で あ る と意識 し て 、もっ と台 湾

を認 識 しなければな らな い と 目 を 向ける よ うに な っ

た。幼稚園教育用 の 子 ども歌 の 歌詞 は戦争や 共 産 党

などに 関す る 政治的 な影響 を受 け た 言葉 が 見 え な く

なっ たの で ある。そ して 、子 ど もに 子 ど もの 生 活 を

返 す べ きで ある と考え始めたよ うで ある。

　また
、
1949 年 以 来、台湾で は、国民党政権 の 下 で

言 葉 は 北京語 と規制 され て い る の で 教育現場 に は北

京語 しか 使われなか っ たため に 幼稚園教育 もその 規

制 か ら逃れ る こ とが で き な か つ た
。 そ の た め 、子 ど

もに 歌 わ せ た 歌 は 例 と して 「小 鶏喝水 ］ が 従来台湾

語 で 歌 う歌詞 も北京語 に書き換え られ た こ とがあ っ

た 。 80 年代末 に 戒厳令 が解除され 、 軽視され て きた

台湾語 を 大 切に しな け れ ば な らな い とい う考 えか ら、

台湾語 の 童謡が で て き た 。 そ の 数 は 772 首 の 歌 の

2，6％を 占め て お り 、 比 率 と し て は 少 ない が 、公 開 の

場 で 台 湾語 で 話 し、歌 うこ と が で き、書物 が 出せ る

よ うに なっ た こ とが 台湾 で の 社会 の 中で の 大 きな 変

化で ある と言 え る 。

終わ りに

　50 年代 か ら現在 ま で の 台 湾 に お け る幼 稚 園 教育

の 保育案 に 記 され て い た 子 ど もに 歌 わ せ た 歌 に つ い

て 考察 して きた。それ らの 歌 は 当時 の 政府の 政策に

知らず に 従 わ されて しま っ た と分 か る。更 に、使 用

され て い た 言葉 は 殆 ど北京語 で あ っ て 、90 年代 ま で

台湾語 で 歌わせなか っ た。
　 こ こ で は 、幼稚園教育 は い くら軽視 され て い た と

して も、国 家 の 動 き か ら無縁 で ある こ とが で きな い

こ と、様 灯 な教育 の 方法 で 、小 さ な 隙間 に影響 を与
えて 行 くこ とが 理 解 で き る。
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