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ヘ ゲ モ ニ ー 装置 と して の 唱歌科 の 成立過程

　　 一 教案に 示 され た授業実践の 変遷を手が か りに
一

西島　央

1． 問題 の 所在

　音楽は ， 近代国民国家 に お い て 学校教育， 軍隊， 儀式な どの 国家装置を通 して しば

しば利用さ れ て きて お り， 経験的に 私たち は音楽が 国民統合の 役割を担 っ て い るこ と

を知 っ て い る。 た しか に ， ア ン ダー
ソ ン が国歌の 象徴性 に着 目 して ，「我 々 は，我々 が

歌 っ て い る ち ょ うどそ の 同 じと きに ， 同 じよ うに，他の 人々 もまた これ らの 歌を歌 っ

て い る とい うこ とを知 っ て い る」 と述 べ て ， その 「特殊な同時存在的な共同性」（訳書

1987， 249頁）を指摘 して い るよ うに ，国歌や公 定の 音楽は ， 国民国家 と国民 との 関係

を論 じる際の ひ とっ の 問題領域とな りうる。 しか しなが ら，そ の役割や機能に っ い て

実証的に 検討 した研究 は これ まで ほ とん どな か っ だ
D

。 そ こで 本稿 は ， 学校教育 の 国

民統合機能 を明 らか に す る試み の 一環と して
， わが 国の 国民国家形成期で あ る明治期

か ら大正期に か けて の 初等教育に お い て ， 唱歌科が ヘ ゲ モ ニ
ー
装置 と して の 役割を担

う よ うに な っ て い く過程 を社会学的 に た ど るこ とを 目的 とす る 。

　こ れ まで の 唱歌教育 の 歴史研究は ， 政治学的な問題設定の もとで ，唱歌科の 社会的

役割に つ い て，唱歌科が国民統合の ため に手段的 に用 い られ て い た こ とを， 法規定，

祝 日大祭日儀式や 「君が代」 な ど と関連 させ なが ら明 らか に して ， その イデ オ ロ ギ ー

性を問題 に して きた （河口　1983， 沢崎　1995な ど）。 もち ろん，それ らの 研究 も ， 制

度史か ら公権力 の 側が どの よ うな意 図で 唱歌科を利用 して い た の か とい うこ とや ， 教

育内容か らどの よ うな公 定 イデ オ ロ ギ ーを人々 に伝達 しよ うと して い た の か とい うこ

と は 明 らか に した
。 しか し， そ れだ けで は公権力の 側 か らみ た唱 歌科の 政治的な用途
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に っ いて 論 じた に す ぎな い の で は な い か 。 とい うの も，そ れ らの 研究 は， どの よ うな

方法で 上述 の 役割を果た した の か とい う唱歌教育固有の 機能や ， そ もそ も公権力の 思

惑は 人々 に 伝わ り受容 された の か と い う ， 唱歌科を通 じて の 国民統合の 実態に つ い て

は ほ とん ど言及 せ ず，実証的な検討を行 っ て こ な か っ たの だ 。

　 とこ ろで ， 広田 （1995）は ， 従来の 〈天皇制 と教育〉に 関する研究を批判 的に 捉え

て
， 公定イ デ オ ロ ギ ー と実際の 人々 の もっ 意識との 間 に ズ レ が ある可能性を指摘 して

い る 。 従来の 研究 は 「内面化」 とい う概念に よ っ て両者を っ な ぎ， そ れを人 々 の 意識

や行動を説明す る際の 前提 と して お り， 実際 に彼 らが 公定 イ デ オ ロ ギ ーを ど う受 け と

めた か とい う こ とに っ い て は言及 して い な か っ た と述 べ て ， それ らの 研究が公権力の

側か らみ た用途に っ い て しか検討 して こ なか っ た こ とを批判 して い る。

　 こ の 広 田の 批判は ， 唱歌教育の 歴 史研究の み な らず ， 学校教育の 国民統合機能 に 関

す る研究 に対 して も重 要な示唆 を与 えて い る 。 国民国家の 形成期に ， 学校で の 国語教

育に よ る母語 の 統
一や科学的 ・合理 的な知識 に よ る知の 再編 が人々 の 新た な文化統合

を果 た し， そ れが 国民統合 の機能を もっ て い た と論 じる研究は 数多 くみ られ るが（21
，

そ の 同 じ時期 に例え ば フ ラ ン ス で は，小学校の 設置主体とその 教育内容を あ ぐっ て 教

会権力と世俗の 国家権力との 間に葛藤が お きて い た こ とが社会史の 研究で 明 らか に さ

れ て い る 。 （谷川　 1990）こ こ で 注 目す べ き は ， 少な くと もこ ん に ちを生 きる私た ちに

と っ て は改め て 意識す るこ ともない ほ どに 自明な国家が ， っ い 1世紀 ほ ど前まで は，

実は 決 して 自明な存在で はな か っ た とい うこ とで ある 。

　 こ の こ とをふ まえ る な らば，学校教育の 国民統合機能を分析す る概念 と して は ， ア

ル チ ュ セ ール の 国家の イデ オ ロ ギー装置 には い くつ か の 限界があ 磊 こ の 概念 は， イ

デオ ロ ギ ー論と して は ， グ ラ ム シ に よ っ て 提唱され た ヘ ゲ モ ＝ 一
装置の 概念 を理論 的

に もっ と も精緻化 し た もの で は あ る。 しか し彼の 視点は ， 公権力の イ デ オ ロ ギ ーが

人々 へ と一方向的に 注入 され て い るとい う点で
一

貫 して い る 。

一
方 ， グ ラ ム シ の ヘ ゲ

モ ニ ーの 議論に は 3段階の 相が あ る と考え られ て い る 。
つ まり ， 「第

一
に ，市民社会 と

政治社会 ＝ 国家 の 二 分法 とそ れ ぞ れ に 対応 した ヘ ゲ モ ニ ーと強制 とい う二 分法の 視

点， さ らに ，
ヘ ゲ モ ＝

一とい う概念を強制 と同意の 組み合わせ と して ，国家と市民社

会の 双方 に貫徹 する もの とする見方 ， 最後に ， 政治社会 と市民社会の 双方を包 摂す る

国家 に お い て 行使 さ れ る ヘ ゲ モ ニ
ー

と い う観点」 （伊藤　 1993， 168頁） で あ る 。 グ ラ

ム シ が国家 とヘ ゲモ ニ
ー

の 関係を 3 段階の 相で 捉え た背景に は，彼が 常に 複数 の 社会

集団 ， 文化の 併存 とい う状況 をふ まえて い た こ とが挙げ られ る 。 こ の 状況 の もとで ，

ひ と っ な い し複数の 社会集団が ， 強制的な政治的 ・経済的諸力を用 い っ っ ， しか も へ
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ゲモ ニ ー
装置を通 して 自発的同意を形成する こ とに よ っ て ， 他の 社会集団の 支配を可

能に す る とい うよ うに ， 支配の 二 重性を考え て い る 。
ア ル チ ュ セ ール の 議論は第 3 段

階の 相で の 議論を精緻化 した もの といえ よ う。 しか し本稿で は ， 国民国家の 形成期に

焦点を あて る　　っ ま り， 第 2 段階の 相に お け る国民統合の 問題 を考え る た め ， ア ル

チ ュ セ ール の 概念で は な く， グラ ム シ の ヘ ゲ モ ニ ー装置とい う概念 を用 い る こ とにす

る
。

　で は，人々 の 自発的同意 言 い換え るな らば， ヘ ゲモ ニ ーが い か に して 可能か と い

うこ とに つ い て ， グラ ム シ は ， 人 々 は 自らの もの で はない 公権力 （支配者集団や知識

人）の 世界観を借用 しそ れ を信 じて い る ，
つ ま り， 彼 らは 自らの 世界観を もて ぬ ま ま

に，公権力の 世界観 に支配 され て い る とい う。 しか し， その 「世界観はす ぐれ た精神

に よ っ て ね りあげ られ ずに はい られな い けれ ども， 『現実』は ， 謙虚 な人 ， 貧 しい 人々

に よ っ て 表現 され る」（訳書　1962， 280頁）と述 べ て ， 世界観 とは ， 人々 の フ ォ ル ク

ロ ー レ や民謡，常識 をね りあ げた もの で しか な い と捉え て い る【3）
。

　筆者は先 に ，同様 の観点か ら，国民国家 の 歴史的 ・地理的恣意性を指摘 して ， 国民

国家が 人々 を統合す るた め に は，次の ふ た つ の 国民 の編成原理が必要で あ る と ， 仮説

的に 論 じた （西島　1995a）。 ひ とつ は政治的 ・経済的同一性 の よ うな公権力 の イデ オ

ロ ギ ーに よ る国民統合 とい う側面 で あ り， も うひ とつ が そ の 前提 と して の 言語的 ・領

域的 ・文化 的要因が 組み 合わ され た文化的規範の 同
一

性に よ る文化統合 とい う側面で

あ る 。 そ れゆ え ， 国民一体性の 意ma　・＝ナ シ ョ ナ ル ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ に も， 前者の 国

民統合 に対応す る ネ ーシ ョ ン意識と後者の 文化統合に 対応す る カ ン ト 1丿
一
意識の ふ た

っ の 側面があ る と考え て い る（4）
。 そ して ， わが 国の 国民国家形成期に おけ る唱歌科の

教材の 分析を行い ，他教科 と比 べ て カ ン トリー意識 に かか わる内容が 多い こ と ， その

内容 に つ い て ，公権力に よ っ て新 たに つ くりだ され た もの で は あ る が ， 多くが言文一

致体で 書かれ て い る こ と，匿名性や一
人称で あ る こ とな どの 特徴を も っ て い る こ と ，

さ らに それ らが容易に ネーシ ョ ン意識 に か か わ る 内容の もの とつ ながれ て い るこ とな

ど を明 らか に して ， 唱歌科の 国民統合機能を論 じた （西島　1995b）。

　 しか し， こ れ まで の 議論の なか で筆者は ， そ の よ うに提示 され た公 定 イ デオ ロ ギ ー

や文化的規範か らな る世界観 が どの よ うに して 人 々 の 間に 受け入 れ られ共有され， ヘ

ゲ モ ニ
ーとな っ て い くの か とい う， 国 民統合の 過程 に っ い て は充分な 検討 を行 っ て こ

なか っ た 。

　 こ の点 に関 して R ．ウ ィ リ ア ム ズ （1976）は，ヘ ゲモ ニ ーとは実践 され経験 され る た

びに そ れ に よ っ て ます ます確信の 度合い が深 ま る もの で ある と述 べ て い る 。
っ ま り，
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人 々 は ， 提示 され た世界観を認知的に理 解す る とい うよ りも，繰 り返 され る実践の 共

有 とい う間身体的な方法を通 して，提示 された世界観が 「い ま， こ こ 」に存在す る ，

ま たは お きて い る もの で ある とい うこ とを視覚や聴覚な どで 感覚的に 受容 し共有す る

と い う ， 間主観的な集団的過程 を経て統合されて い くと考え られ よ う。

　以上 の よ うな ヘ ゲ モ ニ
ー

論をふ まえ て ，国民統合の 過 程を明らか に す るた め に は ，

少 な くと も次の 2 点 に っ い て の 検討を要す る と考え られ る 。

　  ど の よ うな 方法で 公定イ デ オ ロ ギ ーや文化的規範を伝達 した か とい う， 伝達 の プ

　　 ロ セ ス を明 らか にす る こ と 。

　  公定イ デ オ ロ ギ ーや文化的規範 とそ の伝達 の ため の装置や実践 に，人々 が ど うか

　　か わ っ て い っ たの かとい う，受容の 実態 と ヘ ゲ モ ニ ー
形成の 様子を 明 らか に す る

　　 こ と
。

　本稿で は ，第 1点を中心 に ，唱歌科が 学校教育に お け るひ とっ の 教科 と して制度的

に 成立 して い くの と並行 して ， 国民統合の ため の 実践 と して どの よ うな特徴 を兼 ね備

えて い っ た か を ， 唱歌科の ヘ ゲ モ ニ ー装置 と して の 成立過程 と して た ど っ て い く。
こ

の ば あ い
， そ れ は唱歌科の 授業が どの よ うに行われ て い たか とい う授業実践 とそ の 意

味づ けを検討 して い くこ と とみ なせ る だ ろ う。 こ こ に ， 唱歌科が どの よ うに 国民統合

と い う社会的役割 を担 うよ うに な り， また そ れを期待され るよ うに な っ て い っ た の か

に っ い て ， 唱歌科 の 授業実践 の 社会的役割の 果 た し方の 特徴の 変遷 を明らか に して い

く社会学的な問題設定 が な りた っ の で あ る監

　 さて ， 山住
・
園部 （1962）は ， 唱歌科 の 「伝達の プ ロ セ ス 」 に つ い て ， 明治20年代

の 授業実践の 記録よ り次の よ うに考察 して い る 。 彼 らは ， 唱歌科の 最初の 教科書で あ

る 『小学唱歌集』が天皇制 イデ オ ロ ギ ー
の教化的色彩が濃厚で あ っ た と解釈 した うえ

で ， そ の 「歌詞内容を子 ど もた ちの 『脳髄 二 感覚』（「教学大旨」 よ り
一

筆者注） させ

るの に 効果的な方法」 と して ， 歌唱練習 の前 に 行わ れた歌詞内容をめ ぐる問答に 注目

した 。 教師 と生徒の 間で の歌詞内容 に関す る問答を通 じて そ の 伝え る とこ ろを彼 らに

把握 さ せ て い た と して ， 唱歌科が 問答を通 じて 公 定イ デオ ロ ギ ーを伝達 した と論 じて

い る （53〜 56頁）。 しか し， 問答 に よ っ て 公定イ デ オ ロ ギ ーが伝達され ， 生徒た ち に受

容 され るの な ら，そ れ は唱歌科が手段的 に利用 され た こ との 積極的な説明 とは な らな

い だ ろ う。 唱歌科の 「伝達 の プ ロ セ ス 」 を明 らか に す るため に は ， 唱歌教育固有の 授

業実践で あ る音楽行動 の もつ 機能 とい う側面を軸 に 検討す る必要が ある 。

　以 下， 教授法 の 解説書 に示 さ れ た教案を 中心 に，唱歌科の 授業実践が どの よ うな構

成で 行 われ て い たの かを検討す る 。 もち ろん 実際の 授業が 教案 どお り行われ たわ けで
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は な い だ ろ うが ， 唱歌科が ま っ た く新 しい 教科 と して 導入 された こ とを考 え る な ら

ば ， 解説書に示 され た教案が実際の授業の 模範型 と して 教師た ちに 受け入れ られ て い

た は ずで あ り， そ の 意味で本稿の 目的に 対す る資料的価値 はある と思わ れ る 。

2． 唱歌科 の 授業実践の 変遷

（1） 明治10〜20年代前半

　唱歌科は明治 5 年の 学制公布 に よ り制度上 設置 され たが ， 実際に は 「当分之 ヲ 欠ク」

との 但 し書 きが つ け られて 実施 され なか っ た。 その 理 由の ひ と っ に，江戸時代 に は
一

般的な音楽教育が行わ れて い なか っ た たあ
， 唱歌の 教授法が 確立 して い なか っ た こ と

が挙 げ られる （山住 ・園部　1962）。 伊沢修二 らに よ っ て 音楽取調掛が設置され て ， 唱

歌教育に 手が っ け始 め られ たの は 12年 ご ろか らで ， 明治 14年小学校教則綱領で 初め て

唱歌科の 教育内容が規定され，最初の 教科書 と して r小学唱歌集』が ， また教授法の

解説書 と して 「音楽指南』（Mason 　 1883） な どが 出され る に 至 っ た 。

　小学校教則綱領 に は ， 唱歌科の 目的が 「凡 ソ 唱歌ヲ授 ク ル ニ ハ 児童 ノ 胸膈 ヲ開暢 シ

テ 其健康 ヲ補益 シ ’L情 ヲ感動 シ テ其美徳 ヲ涵養セ ン コ トヲ要 ス 」 と規定 されて い る 。

伊沢 もその 教育上 の効用に っ い て 「健全上 の 益」 と 「徳育上 に資す る益 」の ふ た っ を

述 べ た が ， 「尊皇愛国の 赤心義気を喚発せ しむる もの 」は ， 列挙 され た社会規範の ひ と

っ に す ぎな い （1971 ，
106− ll3頁）。

こ の よ うに 唱歌科 は，教科 の設置当初か ら公定 イ

デ オ ロ ギ ー
伝達の 役割 ばか りを期待され て い たわ けで はなか っ だ 6｝

。

　制度面で の 基盤 は こ の 時期 に急速 に 整備 され て い っ たが ，実際に 唱歌教育 が どの 程

度実施され て い た の か を確認 して お こ う。 明治14年小学校教則綱領や明治 19年小学校

令を受けて ， 各府県 ごとに府県令 に よ っ て 唱歌科は制定 されて い くもの の
， 実際の 細

か な教育計画を定め た教授細 目に つ い て は ， 20年の 段階で 他の 教科の教授細 目は 多数

み られ るな か ， 唱歌科の そ れ は LLI口県 と長野県で み られ る だ けで あ る 。 しか し20年代

に 入 ると ， 現場の 教師を対象に した 唱歌講習会が各地で 開かれ る よ うに な り， 徐々 に

唱歌教育が実施され始め た と考え られ る （田甫　1980）。

　次 に授業実践に っ い て ， まずこ の 時期の 一般的な教授法の 特徴に っ い て 概観 して お

こ う。 第
一

に
一

斉教授が採用 され た 。
こ れ に は江戸時代まで の 寺子屋の 個別教授法か

ら近代公教育 へ の 転換 と して の 意義 が 認 め られ る （国教研　1974）。 しか し， 教授の 単

位 と して 等級制が 用い られ て い た こ とは ， そ の 導入が 「多 ク ノ 生徒 ヲ 同 シ ク教授 ス ル

ニ ハ 時間 ヲ費」（諸葛　1875 ：1982，第 1巻32頁）さ な い た あの 便宜 上の もの だ っ た こ

とを示 して い る。 また佐藤 （1970） は ， 当時の 就学実態か ら，

一
斉教授の 実施が不可
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能だ っ た と指摘 して い る 。 第二 に開発主義教授法が用 い られ て い た 。 この 教授法 は従

来の 記誦注入的教授法 に替わ る近代的な 指導法 と して導入 され た 。 しか し実際に は，

授業 の 定型 と して 普及 し，形式的 な 問答が 授業実 践 の 中心 に な っ て い た （国教研

1974）。

　　　　　　　　　　　　　　　資料 1 『改正教授術続編』
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若林 虎 三郎
・
白井毅編　普 及社　 1884 ：1982　第 2 巻　214−217頁

　で は，唱歌科の 授業 は どの よ うに行 わ れ て い た の だ ろ うか 。 資料 1 は ， 開発主義教

授法の 解説書 と して 普及 して い た 『改正教授術続編』（若林 ・白井　188411982 ）に 示

され た教案 の 抜粋で ある 。 こ の 授業の 目標として は ， 「ヒ フ ミ」，
つ ま りこ ん に ちの 「ド

レ ミ」を歌 え るよ うに する た めに ，音階の 概念を階段を例に して説 明 し， 各音を教え

よ うと して い るの だが，問答が繰 り返 され て い るばか りで ， 私た ち が小学校 で受 けて

きた音楽科の 授業と はず い ぶ ん か け離れ た授業の 構成 に な っ て い る 。

　こ こか ら読み とれ る授業実践の 特徴 と して次の 2 点が指摘で きる 。 第
一

に
， 伊沢が

示 した唱歌の 効用な どとは う らは らに ， 実際に は形式的な問答 が繰 り返 されて い る 。

  の よ うに ， そ の 問答で は楽典 の 知識や歌唱の 技術の 習得に終始 して お り， 音楽や 唱

歌 の 「内容か ら切 り離 され た形式上 の 要素を個々 に 授受す る」 （河口　 1991
，

202頁）

授業で あ っ た こ とが うか が え る 。 音楽を西洋 の科学 的合理 的な 知識 と捉え， また歌詞

の 面で は
， 本歌をもっ もの や歌枕を知 らな けれ ば意味が わ か らな い もの な どが採用 さ

れ た よ うに （西 島　 1995b ）， 「音楽 に っ い て の 知的理解」
m

（浜野　1967）を通 して の
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ヘ ゲ モ ニ ー装置として の 唱歌科の 成立過程

美育 が めざ されて い た とい え よ う。

　第二 に ，   の よ うに歌唱 とい う音楽行動 は ， 唱歌を歌 うこ と よ りも， あ る音符に対

応す る音や ある調の 音階の 特徴を確か め ， その 学習の 成果を試す ため の もの に す ぎな

い 。 先 に示 した唱歌科の 目的に も， 次期以降に はみ られる 「歌曲 ヲ 唱フ ル コ ト」 は示

されて い な い 。 また， 『音楽指南』 は楽典の 要素単位に章構成され て お り，教授 に あ

た っ て の 「教師 ノ 注意 ヲ要ス ル 条件」の ひ とつ に は ， 「生徒 二 附与ス ル 記号ハ 言語 ヲ以

テ ソ ノ精理 ヲ弁解セ ン ヨ リハ 寧 ロ 唱歌シ テ 其注意 ヲ詳 ニ シ テ其意義 ヲ明確 ニ ス ル ヲ要

ス 」（34頁）とあ る 。
こ こ で 求め られ て い るの は ， 唱歌が歌え る こ とで は な く， 楽典の

知識を習得す る こ と， い わば文字通 り楽譜が読め る こ とな の で あ る 。

　こ れ らの 特徴か ら，歌唱 とい う音楽行動 は こ の 当時の 唱歌科の 授業実践の 中心で は

な く，「学習の 成果 として の 歌唱」 とい う位置づ けだ っ た とい え よ う。

　当時 の儒教主 義的な教育方針の もとで は ， 教科内容に 関する イ デ オ ロ ギ ー
統制 が中

心 だ っ た （吉見　1993）。 「小学唱歌集』の 編纂の 際 「徳性 ノ涵養」の 観点か ら， ある

歌の 歌詞で 「な びけ」は不可で 「あがれ 」は可 とな っ た とい うい きさ っ が あ る （山住 ・

園部 　1962）。
こ の 時期に 唱歌科に 期待 され た社会的役割の ひ とっ で あ る徳育の た め

に は，歌詞内容 を問答を通 して 個 々 人に理 解させ て い く方法が と られ て い た の で あ

る。

（2｝ 明治20年代後半 〜 30年代

　明治 23年 に 出さ れ た教育勅語 を軸とす る制度改革の 前後 か ら ， 学校教育 に期待 され

る社会的役割 と，そ れに 伴う
一般的な教授法に も変化が み られ る

。 近代主義的な教育

へ の 変更と同時に，天皇制 イ デ オ ロ ギ ーが国民統合の ため の 公定 イ デ オ ロ ギ ーの 中心

にす え られ，学校教育に おけるそ の伝達の 方法 と して 祝 日大祭 日儀式が採 り入 れ られ

た 。 教育内容を 「脳髄二 感覚」 させ る こ とに よ っ て の み で は な く， 身体を捕捉する こ

とに よ っ て 国民を統合す る方法が 導入 され た の で あ る （吉見　1993）。 身体の 捕捉 は 日

常 の 学校生活 の なか で も行わ れて い く。 こ の変化の もうひ とつ の 重要な制度的要因 と

して 注 目 した い の が ， 明治 24年学級編制等二 関ス ル 規則 に よ っ て 学級の 概念が規定 さ

れた こ とで あ る
。
「生徒個人が主 体で あ り，そ の集団に は積極的な意味が与え られ て い

なか っ た等級制 に対 して，集団 と して の 学級 の意味を重視す る とい う転換 は ， 九十年

の教育勅語 に み られ る教育 に おけ る訓育面の 重視をひ とつ の 背景と して い た とみ るこ

とが で きる」 （国教研　1974， 第 4巻 188頁）。

　学校教育の 社会的役割の 転換 に 伴 っ て ， 唱歌科 も法規定上 の 目的変更が 行われ た 。
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明治 24年小学校教則大綱に おい て 「容易 二 歌曲ヲ 唱 フ ル コ ト ヲ得 シ メ 兼ネ テ 音楽 ノ 美

ヲ弁知 セ シ メ徳性 ヲ涵養 ス ル ヲ 以テ要 旨 ト ス 」 とい う目的に かわ り， 唱歌科は歌唱を

通 して 公定イ デ オ ロ ギ ー
の 伝達を 行 うもの で ある と定め られ た 。

　こ の 時期の 唱歌科 の 普及の 状況に つ い て みて お こ う。 祝 日大祭日儀式唱歌が 制定 さ

れ た こ とに よ る必要性 もあり ， 唱歌講習会な ど に よ る教員養成が 盛ん に 行われ た 。
20

年代半ば まで は，各府県全体の 普及 率 は 1〜2 割程度だ っ たが ，都市部で は半数以上の

小学校 で 加設 されて お り，大阪府に 至 っ て は 27年の 『音楽雑誌』 に 「唱歌科 の 如 きは

悉 く課せ ざる校な く」 と報告され て い る ほ どで あ っ た （田甫　1981）。

　で は ， 目的の変わ っ た唱歌科で は実際 どの よ うな授業が行われ て い たの だ ろ うか 。

こ の 頃に は
一

般的な教授法 と して ヘ ル バ ル ト主義教授法が導入 さ れ始め た が ，教育の

目的と内容は 国家 に よ る規制を前提 と して い た た め に ，そ の 5 段階教授法 は定め られ

た 目的 と内容の 伝達の 方法 と して 定型化 して い っ た 。 唱歌科で も松岡の 「小学校唱歌

科教授法』（1894）を き っ か けに ， 30年代にな る と ヘ ル バ ル ト主義教授法に基づ く唱歌

教育が主 流に な り， 5段階教授法を簡略化 した 「予備
一

教授
一

応用 （練習）」か らな る

3 段階教授法の 形式を遵守す る こ とに主 眼 が おか れて い た。

　　　　　　　　　　　　　　資料 2　『新撰小学唱歌教授法亅
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石原重雄　共益商社楽器店　190069 −76頁

　資料 2 は，師範学校 の 教材で あ っ た 「新撰小学唱歌教授法』（石原　 1900）に 示 さ れ

た 教案 の 抜粋で あ る 。
こ の 授業で は 『雁』とい う唱歌を学習す るが ， 3段階教授法が と

られ て お り， 修身科 との 関連 づ け もな されて ， 公定 イ デ オ ロ ギ ーの 伝達 とい う目的に

そ ぐう構成 に な っ て い る。 こ こ か らは次の よ うな授業実践の 特徴が読 み とれ る 。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヘ ゲモ ニ ー
装置と して の 唱歌科の 成立過程

　「予備」の 段階で は，雁が ど うい う鳥なの か とい っ た歌詞 の 解釈に 続 けて ， 雁の 群れ

が飛ん で い る様子か ら関連づ けて ，   「雁ノ様 二 兄弟中 ヨ ク シ 兄姉ハ 弟妹ヲ愛シ 弟妹

ハ 兄姉 ヲ敬 ヒ」 とい うよ うに ， 唱歌 の歌詞内容を修身科 と関連 させ た徳育的指導が行

わ れて い る 。 こ れは最終的 には ，   「天子様カ ラ賜 タ御勅語 ノ中ニ モ 『兄弟 二 友 二 』

ト云 フ コ トガア 1丿マ シ テ」 とい うよ うに 教育勅語を引 き合 い に 出 して ， 天皇制イ デオ

ロ ギ ーの 伝達 に まで っ な が っ て い る
（8｝

。

　「教授」や 「練習」の 段階で は，歌唱が 授業実践の 中心 にな っ て い る。 口授法に 基づ

い て 教師が範唱を して みせ ， そ の あ とに 続 い て 楽譜 を一
段ず っ 歌わせ る練習 に 始 ま

り， 列 ご との 分唱な どを行 っ て繰 り返 し歌わせ て い るだ けで な く，「教授」「練習」の

そ れぞ れ最後に 一学級の 全生徒に 斉唱をさせ て い る。 「教授」の 斉唱の あ とで   「今少

シ 能ク揃 フ 様 二 気 ヲ付ケテ」 とい う注意が 出され て い る こ とに 注目 した い 。 こ こ で 重

要 な こ とは
一

人
一

人が上 手 に歌え る こ とで は な く，学級全体 と して上手 に歌え て い る

か ど うか とい う こ となの で あ る〔9［
。

　斉唱の 意味に っ い て ，
ヘ ル バ ル ト主義教授法を広めた谷本の 著書 『実用教育学及教

授法』（1894 ： 1982）に は ， 唱歌の 役割の ひ とつ と して 「会同合唱 の如 きは，共同団結

の 志を強 く し」 （第 3 巻， 214頁） と記されて い る。 こ の 時期に 唱歌科 に期待され た社

会的役割で あ る公定イデ オ ロ ギ ーの 伝達の ため に は ， 学級を単位 とす る集団 に よ る斉

唱とい う音楽行動を通 して生徒の 身体を捕捉す る方法が と られ る よ うに な っ たの で あ

る。

　だが ， 「予備」の 段階 は専 ら歌詞内容とそれ を修身科や天皇 制イ デ オ ロ ギーと関連づ

けた 内容の 問答で構成 されて い た 。 そ の 意味で ， 歌唱 とい う音楽行動を中心 とする唱

歌科の 授業実践はまだ確立 して い ず，「唱歌に よ っ て 教育す る」授業実践の 構成で あ っ

た とい え よ う 。

（3） 明治40年代〜大正初期

　学校教育 は ， こ の 時期 に制度的に も実質的に も一応の 完成をみ た。 制度面で は ， 明

治40年小学校令に よ っ て 尋常小学校 は 6 年の 義務制 とな り， こん に ちに 至 る初等教育

の 形式がで きあが っ た。 実質的に も ，
30年代初頭に 6，7割だ っ た就学率が 40年代に は

9割を越え た 。 唱歌科 は．公定 の 目的は以前 の ままだが ， 明治40年小学校令に よ っ て必

修科 目扱 い とな り， 教科書 も文部省が編纂 した 『尋常小学唱歌』が明治 44年 か ら大正

3 年に か けて 発行され るな ど ， 制度的な整備が 進み
， 実質的に 教科 と して 完成 した

。

　授業実践の 面で は， ヘ ル バ ル ト主義教授法が 批判を受 け，新 しい 教授法や そ れ に 基

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 31

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Eduoational 　Sooiology

つ く実践が 登場す るよ うに な る
。 前時期まで の 教授法 は ， 諸外国か ら導入 した教授法

を形式的に模倣 して ， 定型化 した教授法に各教科の 教育実践をあて はめ よ うと した も

の で あ っ たが ，
3 段階教授法を もとに しっ っ も， 日本人の 国民性 に 立脚 した教育理論

や ， 各教科固有 の 論理に応 じた教授法が開発され る よ うに な っ た （国教研　1974）。

　 こ の よ うな状況の もとで ，唱歌科 の 授業実践 に も新た な変化がみ られ る 。 そ れ は ，

制度面の 整備な どの 外的条件 に よ っ て の み生 じた わけで は な い ， む しろ歌唱 とい う音

楽行動をめ ぐる唱歌教育固有 の 授業実践 の 変化で あ っ た 。 教授法の 解説書の 内容は ，

前時期まで は 目的論や教材論，楽典の 解説 が 中心で あ っ た が，次第 に 口授法や 視唱法

と い っ た歌 唱 の 指導 法 を 中心 とす る 内容 に 変わ っ て きて い るの で あ る （日教 音

1934）。

　　　　　　　　　　　 資料 3　『各科教授資料及実際数授案」
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小 学 教育研 究会編　小学教育社　1917　尋常小学 四年生 　唱歌科　 158−165頁

　実際の 授業実践を 資料 3 に 示 した教案か らみ て み る と ， 授業の 構成は あ い か わ らず

3 段階教授法が 用い られて い るが ，前時期 と の 相違点が い くっ か み られ る 。

　まず 「予備」の 段階につ い て み て み よ う。 第
一

に，問答 に よる修身科 と関連づ けた

徳育的指導が少な くな っ た 。 で は  「教授事項予告」の とこ ろで 「（秋景 に っ きて 適当

に問 答説話）」とあるが ， こ こ で は どん な問答が な さ れて い た の だろ うか 。 唱歌教授の

実際 に あ た っ て の 諸注意 を教案を 示 しな が らま とめ た 小松 は，例えば 『池の 鯉』 を教

え る際の 「教授事項予告」で の 問答 と して，「鯉 に つ い て 読本で 習 っ た こ とや，或は公
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヘ ゲモ ニ ー装置として の 唱歌科の 成立過程

園やお庭な どに あ る池の 鯉に っ い て 児童 の知 っ て 居 る こ とを聞い た り， 話 した り して

鯉が池の 中 に面白そ うに遊ん で 居る様や ， 手をた S く音を きい て浮か び 出て 来る有様

な どを思 はせ て興味を起さ しめ 」（小松　1917
， 213−214頁）て ， 子 ど もたち に情緒豊

か に 歌わせ る と説明 して い る 。 この よ うに 問答は ， 唱歌 を歌 うに あた っ て そ の 曲想を

豊か に し
， 歌詞内容を イ メ ージさせ る こ とが 目的とな っ た

。

　第二 に ，発声練習や音階音程練習が 「予備」の 段階の 中心 とな っ た 。 従来の 唱歌教

育の 歴史研究 は ， 小学校令の 「徳性 ノ涵養」 とい う規定 を引 き合い に 出 して 唱歌科の

手段性 を問題 に した
。 しか し，音楽 と国民精神との 関係を説き， 芸術音楽と教育音楽

の 相違を論 じた藤谷は ，
こ の 規定に っ い て 「「唱歌ハ 平易ナ ル 歌曲ヲ唱 フ ル コ ト ヲ 得シ

メ」云々 と明 らか に そ の 目的を定 め られ た り。 平 易な る歌 曲を歌 ふ る こ とを得 しめ

云 々 とは，換言すれ ば唱ふ 能力を養ふ べ しとい ふ に あ りて， 内容に 重 きを置 き ， 図画

も しくは修身教授を補ふ べ しと言ふ に はあ らざ るな り。 唱ふ能力 を与ふ るが主 眼 に し

て 」（1917，
27頁）と述 べ て い る。 こ の よ うに教育現場の 授業実践 レ ベ ル で は ， 徳育 よ

り も歌唱指導が その 中心に な っ て きた の で ある。 具体的に は，音階音程練習 に っ い て ，

小松は 「（へ ）音を基 と したの は ， 尋常一二 学年の 間は文部省の 尋常小学唱歌を見て も

（へ ）調の 曲が多い し， 又此位の 高さの 音が児童に は丁度出しよい 」（1917 ， 207頁） と

述 べ て お り，従来の よ うな楽典理 解の ため で は な く， そ の 日歌 う唱歌 に あわ せ た り，

児童の 声域に あわせ た りと， 歌唱 とい う音楽行動の ため の 準備を意識 して い る。 また ，

明治43年に 『尋常小学唱歌』編纂に あた っ て 全国の 師範学校に対 して 行 っ た調査 の際 ，

歌唱に 関す る系統的基本教授の た めの 指導材料 を求め る声が 出る （沢崎　1983）など ，

「唱歌に よ っ て 教育する」とい う考え方か ら 「唱歌を教育す る」とい う考え方へ の 転換

が み られ る 。

　次 に   「教授」 と 「練習」の 段階 に つ い て み て み よ う。

一
見 して わか る よ うに ， 斉

唱が多用され る よ うに な っ た 。 こ れ は唱歌科特有の 授業実践 の 構成 とい え る 。 国語科

や他教科が教師か ら生徒全体 へ の 教授 の あ と， 生徒個人個人 の学習活動 へ と収斂す る

か たちで ，

一人…・人 の 学習 とその 達成 にむけて授業が構成 されて い るの に 対 して ， 唱

歌科で は ， 斉唱 は教師の 範唱の あ とば か りで な く，授業や 単元 の 最後 に 「全児童が

揃 っ て 美 しく唱ふ こ と に注意して 」 （小松　1917，
212頁）行われて お り ， 学級集団を

単位 と した 歌唱 とい う音楽行動 が中心 の 授業構成 に な っ て い る。 また ，国語科で は多

くの ば あ い
， 上手な もの だ けが 指名された り，上手 な もの か ら下手な もの へ と順々 に

講読 して い くとい うよ うに，優劣が 明確に つ け られて い る の に対 して 、唱歌科 の ば あ

い は，分唱 や独唱 は机の 列 ご とに 行わ れ るな どで ， 優劣 は重視 さ れ て い な い （西島

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 33

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

1995a）。

　こ の よ うに ，
こ の 時期の 唱歌科の 授業実践か らは ， 公的 に掲げ られ た健康面 や徳育

面で の教育目標とは う らは らに，実際に は学級全体で 上手 に歌え る こ とが主 た る目標

で あ っ た こ とが読み とれ る 。

　明治前期の ，歌詞内容の 問答を中心 とす る 「学習の 成果 と して の 歌唱」や 「唱歌 に

よ っ て 教育す る」 とい う授業か ら， 制度 的な完成 と並行 して ，明治末期か ら大正初期

に な っ て よ うや く， 歌唱 とい う音楽行動 が授業実践 の 中心 とな る 「唱歌を教育す る」

授業が確立 した の で あ る。

3． 問題 の 考察

　さて ， ヘ ゲ モ ニ ー
装置 と して の 唱歌科の 成立過 程 とい う本稿の 課題 に たち戻 っ て ，

唱歌科の 授業実践 とそ の 意味づ けに つ い て 考察 して み よ う。

　前節で 整理 した唱歌科の教科 と して の 成立過程 は ， 大き く以 下の 2点 に ま とめ られ

る 。 第
一

に制度 レ ベ ル で は，教科の 目的の制定 と必修化 ， 文部省編纂の 教科書に よ る

教育内容の 統
一

化 とい う， 全国一律の 整備が完成 した こ とで あ る。 第二 に授業実践 レ

ベ ル で は ， 問答中心 で 「学習の 成果 と して の 歌唱」 とい う授業か ら 「唱歌に よ っ て教

育す る」授業を経 て ， 「唱歌を教育する」授業 へ と移 り変わ っ て い っ た。 この 変遷 は ，

あ たか も教育 の 理想 と して の 公教育の 場に おけ る豊か な人間性 と美的情操を育て るた

め の 唱歌教育が成立 して い く過程の よ うだ 。 だ がむ しろ， こ の授業実践 とそ の 意味づ

け の 変化の なかに本稿の 課題の 解答が あ るの で はな い か 。

　そ こ で 改め て ， 唱歌科 の 授業実践が各時期ご とに どの よ うに して 国民統合とい う社

会的役割を果た しえ た の か
， まず 「伝達の プ ロ セ ス 」 に つ い て考えて い こ う 。

　明治前期の 「学習の 成果 と して の 歌唱」 とい う授業で は ， 第
一

に ， それ が等級制に

基づ き集団性 に欠 けて い た こ とを考慮す るな らば，「そ こ に は安定 した 児童の 集団 は

存在して い な か っ た 」。 「流動的 ， 不安定な児童集団を前に ，集団規律の 指導 を行 うこ

と は不 可能 に近か っ た ろ う」（濱名　 1983，152− 153頁）。 社会規範 の 伝達，社会的ア イ

デ ン テ ィ テ ィ の獲得 とい っ た集団性を必要とす る社会化の 機能 は弱か っ た と考え られ

る 。 む しろ等級制の もと で の 問答 の 繰 り返 しは ， 資料 1  の よ うに 生徒間の 唱歌の 知

識や技能 の 習得の 差異 ，
つ ま り優劣を可視化 させ て お り，競争 ・選抜の 機能 の ほ うが

よ り顕在的だ っ た の で は な い か 。 第二 に，歌唱 と い う音楽行動が 授業実践 の 中心 で は

な か っ た とい う こ とか ら， 唱歌科に お い て そ れが積極的に 公定 イデ オ ロ ギ ーや文化的

規範の 伝達 の た め に手段的に 利用 され た ，また は機能 して い た と は い えな い だ ろ う。
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儒教主 義的な教育方針の もとで は ， 科学 的合理的な しくみ を もつ 音楽 その もの が人 々

の心 を感動させ ， また その 歌詞内容 を通 して 個々 人に 社会規範 を伝 え る役割を果たす

と捉 え られて い た 。 それ こ そ 問答に よ っ て 「脳髄 二 感覚」 させ る 「内面化」が 「伝達

の プ ロ セ ス 」 だ っ たの で あ る 。

　 明治 中後期の 「唱歌に よ っ て教育す る」 授業 で は ， 学級制の 導入を前提に そ の学級

を単位 とす る集団に よ っ て繰 り返 され る斉唱 とい う音楽行動が授業実践と して 採 り入

れ られ た 。 斉唱は単 に学級全員に よ る実践とい うこ とだ けで はな く，資料 2  ，   の よ

うに ， 本質的 に は立 っ た ほ うが よ い 声が 出る とい う音楽学的な 意味か らだ ろ うが，平

素座 っ て 授業を受けて い ると ころ を唱歌を歌う際に起立させ る こ とに よ る主体 と して

の 意識の 強化 と，   「不正 ナ ル 部分ヲ矯正」 され るに あた っ て 成立す る教師
一

生徒間

の 見 る見 られ るとい う関係に よる身体の 捕捉の 強化を も伴 っ た身体技法で あ っ た。

　こ の斉唱 とい う実践 は ， 社会学的 に は，「人々 の 身体に く規範〉と して 作用 し
，

そ れ

ら身体を相互 に関連づ け る」「間身体的な作用」（橋爪 　1993
， 259頁）と して ，社会統

合の 機能を果 た して い る とみ るこ とが で き る。 斉唱を行 っ て い る人 々 は， 各個人の そ

の 伝達情報に 関す る価値的な評価　　そ れ を受 け入れるか否か 　　にか か わ らず ， そ

の 場にい る者の 間の 言語 や文化的伝統 生活様式が 同質で ある こ とや，そ の 場で はそ

こ で 示され た規範に 従 っ て 行動 し， 仲間と相互作用す るこ とを確認 しあい ， お互い の

安心感や信頼感 を高め，社会的連帯を維持 ・強化 して い る と考え られるの で あ る。

　学級全員によ る斉唱は ， 「会同合唱 の如 きは ， 共同団結 の 志 を強 くし」 とい うよ う

に ， その 実践を通 して 人 々 に 共同性 を獲得させ る こ とに よ っ て ， 公定 イ デ オ ロ ギ ーや

文化的規範を伝達 し，人々 を統合す る こ とを期待 され た ， また ， 社会学的に はその 機

能を もっ て い る と考え られる 「伝達の プ ロ セ ス 」だ っ たの で ある
。

　明治末期以降の 「唱歌を教育す る」授業に お い て も ， 学級全員に よ る斉唱が 「伝達

の プ ロ セ ス 」で あ り， 斉唱 に よ る身体の捕捉 とい う方法が定着 して い っ た 。

　以 上の よ うに ， 「伝達の プ ロ セ ス 」は時期に よ っ て 違い が あ るが ，
い ずれ の 時期 も歌

詞 の なか に 公定 イ デ オ ロ ギ ー
や文化的規範か らな る世界観が示 され て い る とい う点で

は同 じで あ る 。 そ して そ こに 示 され て い る世界観が ヘ ゲ モ ニ ーとな っ て い くの だが，

た だそ れが可能に な る の は
， 実践が 繰 り返され ， そ こ に 示 され る もの が 唯一の 世界で

あ る こ とを人々 が確信 し， そ れ を共有す る一
っ ま り身体が 捕捉 され る か らで あ る。

そ の 意 味で ， 音楽 （唱歌 とそ の 歌詞）そ の もの の もっ イ デ オ ロ ギ ー
性や ， そ れが ど の

よ うに 伝達 されたか とい うこ とよ りも，明治 中期以 降の 「伝達の プ ロ セ ス 」で ある学

級全員に よ る斉唱 とい う音楽行動の 実践が 確実 に こ な され る こ との イデ オ ロ ギ ー
性 ，
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っ ま り 「学級全体で 上手に歌え る こ と」が メ タ ・イデオ ロ ギ ーと して機能す るよ うに

な っ て い くこ との ほ うが ， 唱歌科の 教科と して の 成立過程に お い て重要な意味を もっ

よ うに な っ て くると考え られ るの で は な い か 。 とい うの も， 明治 中期以降，斉唱 に よ

る身体 の 捕捉 とい う 「伝達 の プ ロ セ ス 1 は変わ らな い が ，その 具体的な実践で あ る斉

唱 とい う音楽行動 に対する意味づ けが授業実践の レ ベ ル ば か りで な く， 唱歌科をめ ぐ

る社会的な議論 の レ ベ ル で も変わ っ て い っ て い るの で あ る。

　明治中後期の 授業は ， 公定 の 目的や授業構成か ら明 らか な よ うに ， 斉唱 とい う音楽

行動の 実践を通 して 公定 イデ オ ロ ギ ーを伝達 しよ うと して お り， 人々 を国家の もとに

統合 しよ うとす る公権力の 支配の 意図が顕在的で あ っ た 。 こ こ で は，斉唱 は公定 イ デ

オ ロ ギ ー
伝達の 手段 と して 意味づ け られて い る 。

　 この よ うな意味づ けは ， 教育勅語が 出された直後の 国会に お け る東京音楽学校存廃

をめ ぐる議論の 過程で た ちあが っ て きた もの で ある （田甫　 198D
。 もと もと財政的理

由に 端を発 した こ の 議論を通 して ， そ れ まで の 美育的な唱歌教育観は ， 音楽の 重要性

を国家 の風教との か かわ りの なかで 説 くもの へ と変容 して い っ た 。 っ まり，唱歌教育

普及の ため の 過渡的な状況に す ぎなか っ た はずの 徳育 とい う役割 は ， 東京音楽学校を

存続 させ る ため に 条約改正問題を引 き合 い に して 示 した，音楽が国家 の 風教 か ら治乱

に まで か か わ る もの で ある と い う主張 に よ っ て ，それ が音楽の 学校教育上の 価値で あ

るか の ご と く受 けとめ られ ， 文部省の 公式見解とな っ て い っ た。 そ して ， 国会 に お い

て 辻新次が高尚な る唱歌を身に つ け る こ とで 「其ノ 国風ノ 美 ヲ盛 ニ シ愛国心 ヲ 盛ニ ス

ル 」
am

こ とが果た され る と述 べ るに 至 り ， 唱歌科に よ る徳育の 中心 が愛国心 の 養成 に あ

る と位置づ け られ る こ とに な る。 こ うして ， 愛国心 を 中心 とす る徳目を歌詞内容に も

っ 高尚な る唱歌 を歌 わせ る こ とに よ っ て ，人 々 の 風俗を教化是正 し， 国民統合を図る

とい う唱歌教育の手段的な意味づ けが確立 した の で あ る。

　実際こ の 意味づ けの も と， 明治 20年代後半 に 『音楽雑誌 』で は ， 卑猥 な歌詞が多 い

の で 童謡 に注意す べ きだ とす る議論が起 きて い る。 例 え ば高橋行次 は ， 「学校は唱歌を

教授す と雖も児童 は家庭 に在て 卑歌を謡ふ 之れ能 く唱歌の 目的を達 した りと云ふ べ き

か」（1894， 5 頁） と批判 して い る 。 こ の よ うな状態か ら， 教育者や 音楽家 は，将来の

国家の た め に ， 俗歌 を撲滅 させ るた め の対策 と して ， 小学校 に お ける唱歌科の 加設普

及 の 充実 ， 家庭 に お け る卑猥 な俗歌の 禁止 と指導な どを講 じて い っ た （田 甫　 1981）。

　人々 の 日常の 風俗 や俗歌 は ， 公権力に と っ て 否定 され る べ きもの で あ っ た。 唱歌科

は ， 公 定 イデ オ ロ ギ ーや高尚な文化的規範に よ う て 人々 の 生活 を変 えて 統合 しよ うと

す る公権力 と人 々 との 間の 支配一被支配関係 に基 づ く葛藤の 場 と して 位置つ い て い
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た。

　 しか し，公権力の 目的に そ ぐう唱歌科の 制度の 完成は ， 同時に教育現場で の 教育と

して の 唱歌科の 完成で もあ っ た。 明治末期以降の授業で は ， 「学級全体で 上手に歌え る

こ と」 とい う目標に 向か っ た授業構成 に変わ っ て お り， 公定 イ デ オ ロ ギーの 伝達 とい

う公権i力の 意図は潜在化 し， か わ りに教育 しよ うとい う教育者 の 意図が顕在的に な ろ

て い る 。 こ こで は ， 斉唱 は教育の 目的と して 意味づ け られ て い る 。

　斉唱 の 意味づ けが 変化 した こ とは ， 唱歌科 を め ぐる社会 的な 議論か らも うか が え

る。 大正 5 年に 開かれ た全国音楽教員協議会で 論議された 問題 の ひ とっ に ， 国民性を

無視 して 国民教育がで きる は ず はな い とい う主張に基づ く 「邦楽歌曲を小学校唱歌教

材と して 採用する可否」が あ っ た 。 それ は結局否決 され る こ とに な るが，その 理由の

ひ と っ と して ， 教育的見地か らみて 歌い やすい歌 が少ない とい うこ とが挙げ られて い

る 。 さ らに ， こ の 会で 唱歌教材に つ い て 講演 した 田村虎蔵は ， 従来の 学校唱歌が社会

や 家庭 とま っ た く連絡 が な く，西洋式に 則 っ て い るか ら日本の 児童 の 心 情 に適 さ ない

の だ と考えて ， 明治30年代に 児童の 生活に適 した言文
一

致唱歌 をつ くっ た とそ の 由来

を述 べ て ， そ の 成果を子 ど もた ちの 「渋面 は化 して笑顔とな り， 輝 く眼 ・朗 らかな気

持 ちで 唱謡 した」 と報告 した（tD
（日教音 　1934）。

　同様の 議論 は，こ の 時期に始ま っ た童謡運 動の なか に もみ うけ られ る 。 北原 白秋 は，

学校唱歌を教訓的で 不 自然極ま る大人の 心 で詠 まれ た もの と批判 して 童謡運動を始め

たが ， そ の 根拠を 「祖国愛で あ る。 日本児童の 伝統 の 展開で ある。 而 して かの 非芸術

的で あ り功利的で ある小学唱歌の 排撃で ある」 （北原　1932） と して い る 。

　こ の よ うな論調 は ， 教授法の 解説書に も及 び ， 「各科学習指導法』は教材選択 に つ い

て ， 「彼等を して心か ら歌は しめ て ， 真の 享楽と教養 とを与 へ 得 る もの で な くて はな ら

ぬ
。

こ の 意味に 於て 児 童の 生活環境よ り取材 し， 詩化 し， 美化 され た 童謡等 は最 も適

当な もの で あ る」 （石川県附属小学校　1925， 454頁） と解説 して い る。

　こ の よ うに ， こ の 時期に は ， 唱歌科 をめ ぐる議論は ， 厂学級全体で 上手に 歌え る こ

と」の た めに は どの よ うな教材で あるべ きか とい うもの に な っ て い っ た 。

　こ うした 斉唱 とい う音楽行動の 意味づ け と唱歌科を め ぐる議論の 変化 を み て い く

と，唱歌科は単に 「伝達 の プ ロ セ ス」 と して の 実践に よ っ て 国民統合 の役割を果た し

て い た だ けで は な い と考え られ る 。 授業実践の レ ベ ル で の 目的が 「学級全体で 上手 に

歌え る こ と」 に な る こ とに よ っ て ，斉唱 とい う実践か ら公権力の 意図が潜在化 し， 公

権力か ら人 々 へ と い う
一

方向的な支配関係が 捨象 され た
。 そ して こ の 目的の も とに

人 々 は公権力の 唱歌科 の 用途 や学校唱歌 を批判 し， 言文
一

致 唱歌や 童謡を っ く っ て
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い っ た。 こ れ は一
見 ， 公権力と人々 との 間の 葛藤の よ うに み え る が ， 実は どち らの 立

場 も 「に っ ぽ ん 」を前提 と した議論だ っ た の だ。 実際に どち らが 示 した もの が よ り

「に っ ぽ ん 」的で あ っ たか ど うか とい うこ と とは関係な く， 公権力の 側だ けで な く，支

配関係か ら捨象され た い わ ば 自発的同意 の うち に ， 人々 が 「日本の 児童 の 心 情」「祖国

愛」とい うよ うに ，「に っ ぽ ん 」を 自明の 前提 と して 唱歌科 をめ ぐる議論を展開 した と

い うこ とは ， 彼 らの な か に すで に 「に っ ぽ ん 」 とい う国家が イデ オ ロ ギ ーと して 存在

して い た とい う こ となの で はな い か 。
っ ま り， そ こで示 され る もの が どの よ うな もの

で あれ ， そ れが 「に っ ぽ ん 」で あ る と述 べ られ ， 人 々 に 伝わ り， 受容され ， 共有され

て い くよ うに な っ た の だ 。 そ して ，
こ の よ うに して 人々 が 「に っ ぽ ん 」 を 自明視する

こ と こ そ，公権力 に と っ て 国家の もとに人 々 を統合す る国民統合 の た め の 第
一

歩だ っ

た の で あ る。

　斉唱 とい う音楽行動の 実践が
，

そ れ 自身公権力か ら人々 へ とい う 「伝達の プ ロ セ ス 」

とな る こ とで 国民統合をす るだ けで な く， その 意味づ けが こ の よ うに 「学級全体で 上

手 に歌 え る こ と」 と い うメ タ
・イ デ オ ロ ギ ーと して 機能す る こ と に よ っ て ， 人 々 が

「に っ ぽ ん 」 を 自明視 す る よ うに な るか た ちで 国民統合が な さ れ る よ うに な っ たの だ

と した ら，
そ の 意味で 唱歌科は教科と して の 成立 と並行 して ， ヘ ゲ モ ニ ー装置 と して

の 役割を担 うよ うに な っ て い っ た とい え る の で は ない だ ろ うか 。

　だか らこそ ， 唱歌教育や唱歌は， 言説 レ ベ ル で あれ実践 レ ベ ル で あれ ， さま ざまな

立場 か ら国民統合 と い う社会的役割を期待 され ， 手段 的 に利 用 さ れ る政治 的 な イ

シ ュ
ーだ っ たの だ 。 そ して ， 学校にお け る斉唱 とい う実践 を通 して 形成 され る ヘ ゲモ

ニ ーをめ ぐっ て ， 公権力と人 々　　公 定イ デオ ロ ギーと文化的規範　　との 間の 葛藤

が 「に っ ぽん」 とい う前提 の もとで 展開 され て い くの で あ るが ， そ の 葛藤の 検討 と
，

冒頭 で 示 した課 題の 第 2点，人 々 の 受容の 実態 と ヘ ゲ モ ニ
ー
形成の 様子を， ヘ ゲ モ

ニ
ー
装置 と して の 唱歌科の 機能 と して 明 らか に して い くこ とが ， 今後 とり くむ べ き課

題で あ る。

〈注〉

（1） こ の 類の 研究 の 多 くは， ア ン ダーソ ン （訳書　1987）の よ うに 理論的に 考察 した

　 もの か，佐 藤 （1963）の よ うに そ の イ デ オ ロ ギ ー
性 を問題 に した もの で あ る 。

（2） 例え ば藤沢 （1993） は ， 19世紀後半 の イ タ リ ア に おい て 国語 の 教科書が国民統合

　の 機能を担 っ て い た こ とを実証的に論 じて い る 。

（3） 「ね りあげる」 とい っ て も， 例 えば民謡 の ば あい
， それ は 「大衆に よ っ て も，また
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　大衆の た め に っ くられ た もの で もな い が ， 大衆の 考え方また感 じ方に合致 して い る

　た めに 大衆の 採用 した」 （グラム シ 訳書　1963， 257頁） もの だ と定義 して い る 。

（4） ネ ーシ ョ ン 意識 とカ ン ト リー
意識 の 定義 に つ い て ， 筆者 は次の よ うに 定義 した

　 （西島　 1995b）。

　　 〈ネ ー シ ョ ン 意識〉：複数の政治的共同体の なかで ， 他者に対 して 自己主張す る と

　 きに ， 例え ば支配者集団に よ っ て方向づ け られた イ デ オ ロ ギ ー
や 伝統の よ うな特徴

　を ，
ヘ ゲモ ニ ーと して 認知的に感 じとる レ ベ ル

。 具体的な指標と して は ， 制度や儀

　礼， 伝統な どがふ くまれ る 。 これは ， 他の 政治的共同体 との 明確な区分の た め に用

　 い られ る国民
一

体性 の 意識で あ り， 政治的共同体の 主権 と国境線に対す る意識が 内

　在 して い る。

　　 〈カ ン ト リ
ー
意識〉；人 々 が 自分の 生活 して い る場 とそ の 仲間を，自然発生的な共

　同体 とそ の 構成員で ある とい う意識を もつ ときに ， 言語的 ・領域的 ・ 文化的要因が

　組み合わ され た生活様式の 同
一

性を共同意識 と して ， 視覚や聴覚 な どを通 じて 感覚

　的 に感 じとる レ ベ ル
。 具体的な指標 と して は ， 偶然以外 に は象徴的 な機能を もたな

　い ル ー
テ ィ

ー
ン にふ くまれ る前近代的共同体の 人間形成機能 とそ の 諸要素が考え ら

　れ る
。

こ こ に は ， 集団内の 言語 ， 文化的伝統 ， 生活様式とい っ た文化的属性が 共有

　 され て い るとい う意識 が 内在 して い る 。

（5） 当然 ， 祝 日大祭 日儀式 と同唱歌 も同様の 関心か ら研究対象 とな りうる 。 しか し，

　本稿で は唱歌教育固有の 機能に焦点を絞るため
， 考察の 対象か らはず した 。 だ が両

　者 は，史実的 に不可分の 関係 に あ るの で ， その 考察は今後 の課題 とした い 。

（6） 健康や徳育を唱歌科の 役割 と した背景に は ， 唱歌科を教科と して 普及させ るた め

　 に ， そ れ らを プ ロ パ ガ ン ダと して 表向きの 目的に利用せ ざるをえ ない 過渡的な状況

　 が あ っ た 。

（7＞ 音楽に よ る美的享受は ， 音楽的理解に よ らな ければな らな い が ，

一
般に この 音楽

　 的理解 は 次の ふ た つ の レ ベ ル に分 けて 考え られ て い る （浜野　1973）。

　   音楽的理解 ：音楽を構成す る音の 秩序を音を通 じて 納得 し，理解す るこ と。 リズ

　　 ム に 同感 し，旋律を と らえ ， 和声を感 じと り， 強弱 ・音色 を聞 き分け ， 全体の 構

　　 造 ， 仕組み を つ か ん で 音楽を聞 きとれ る こ と。

　   音楽 に つ い て の 知的理 解 ：楽譜 ・楽典 か らは じま っ て ，旋律法 ・ 和声法 ・ 対位

　　 法 ・形式な ど， 音楽そ の もの に つ い て の 知的理 解事項や ， 音楽の 背景をか た ちつ

　　 くる音楽史 ・音楽文化史 ・音楽家に つ い て の 知識な どがふ くまれ る。

　　 両者は ， 美的享受の た めの 音楽教育の 場 に お け る指導 の 対象 とな るが，この うち，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 39
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　直接的に音楽行動 とか か わる の は ，   「音楽的理解」の 部分で あ り，   「音楽に っ

　い て の 知的理解」 は
， 音楽行動とは本質的な関係はな く， それ を豊か に する ため に

　必要とされ る。

　　当該時期の 唱歌教育 は ，   「音楽 に っ い て の 知的理 解」に 該当す る授業実践を中

　心 に構成されて お り， そ れを通 じて 美的享受が達成 され る と ， 美育を位置づ けて い

　た の で はな い だ ろ うか 。

（8） 「予備」の 段階で 音階音程練習が示 されて い る例 もある （谷本　正894 ：1982な ど）

　が ，
こ の 時期の 唱歌教育の 教授法の 解説書に はほ とん どみ られ な い

。

（9） 「練習」の 段階で 個唱や数名を選抜 して の 分唱 も適宜行 うこ とが示 されて い る 。
こ

　れ は他の 唱歌教育の 教授法の 解説書に も しば しばみ られ るが ， 斉唱 に比 べ て 重視 さ

　れ て い るケ
ー

ス は少 な い 。

ao） 『衆議院議事速記録』第48号 ， 明治24年 2 月 19日 。

al） 明治30年代に 田村虎蔵が 言文
一

致唱歌を つ くっ た ときに は 音楽界や教育界か ら多

　 くの 反対意見が 出された 。 しか し次第 に 教育現場 レ ベ ル で受 け入れ られ て い き ， 明

　治末期に は小学校唱 歌教材の 中心 に な っ て い っ た Q
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