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草創期に お ける 保育者養成
　　

一
東京府 教育 会 ・淺草 区 教育会 の 活 動一

　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　土 　 屋　 と　 く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （貞静保育専 門学校 ）

　 は じめ に

　明治初年 に 於い て官室導 の形で姶 まる近 代的な幼稚

園の教育 が、漸 く一般 へ の 普及発展 をみせ る と同時 に

．現 実 的 な要 求 と して 保育 の 適格者 を 多数求 め る 声 が

次第 に 高 ま っ た。し か し 国立 の 東京女 子師範学校、私

X
’
Zの桜 井女 学 校 な ど

一一10）養 成期 間 で は、そ の求 め に

十分応え るこ とは難 しい こ と で あっ た。

　 そ うした情勢の 中で 半官半民 の力で創 設 され た東京

府教育会附属保母講習所が果た した役割は 非常に重要

な意 味 を持 っ て い た。当時の 教育事 情 と照 ら し合わ せ

な が ら こ の 間の 動 き を 報告 し て み た い ．

　 1 ．幼稚園 教育に対する
一・

般の理 解

　学制 を 5年に 頒布 し教育の 近代化 と組織化 を早急 に

実現 しよう とする政府は次 々 に 新施策を打ち 出す。幼

稚園教育も そ の
一
環 と して 重要性 を強調 し定着 を計 ろ

う と し た が．意図 が効を 奏す る 迄に は 若 干 の 時 目 の 経

過 が必要で あった。その 原因 の ひ と つ は．本邦 に は幼

児 教育 を独立の形 で 考 え る上壌 が殆ど な か っ た とい う

こ とで あ る。
・
江 戸時代 か ら設 け られて い た寺 罫屋 は、年齢の 融限

を特 に 設 けず．教 育内窖 の
．一

部 に 幼 児 に 対 して も 興 味

の あ る もの を用意 し て い た と思わ れ る 。

　 ま た．明 治 L7 年文部省 が 「幼児 は 幼稚園 の 方法 に

よ り保育す る こ と．1 と学齢未満の 幼児の小 学校 へ のA

学 を規制する 通達 を特に 出 して い る が．こ れ は早 め に

学 校 へ や る親 の存 在 がかな りあ っ た こ と を物 語 っ て い

る と言 え よ う。　　　　　 （東京市 の 教育 S ．12 ）

・更に 欧米 の 幼稚 園 に な ら っ て 移 入 さ れ た 形で の 制度

や保育 内容は、．一般庶民 に と っ て 全 く新 しい 異文 化の

導入 と い っ て よ く．理解浸透は か な り抵抗 を伴 う事業

で あ っ た と考 え られ る。

　 2a 幼稚 園 の 設 置 と保育 者 の需 要

　先覚的人 々 の 喚起に よ っ て 幼児教育 に 対す る 意識の

高ま りが見 られ る よ うに な っ たの は 別図の グラ フ に あ

る よ うに 、明治 2Q 年 代 に 入 る頃 か らで あ る n

　注 1 した い の は．9 年に 劉設され た国立 の 幼稚園は

1 園 の ま ま明 治末 年迄 据え置 か れ た の に比 し 、公 立 の

創設 が非常 に 多 くな っ て くる ．

　東京都の 場合に は各区の 小学校の 校舎の
．’
部 に 附属

幼 稚 園 が併設 され．当初 は希望者 が少 な か った も の の

短期聞 の う ち に入 園 希望者 が殺到 して断 るま で の 事 態

が生 じた と 記 録 され て い る 。

　高 ま る 父兄 の 希 望に 押 さ れ て 公 私 立の 幼 稚 園 の創 設

が 次 々 に な されて い くが、そ の 際 必然 的 に 保育 者の

要 が増 し質 と量 の 両 面 か ら何 らか の 対策 が要求 され た

しか し．東京女子 師範が中心 にな っ て進め て い た保 母

養成は小 人 数に 限 られ、卒業生 は 指導的役割を受 け持

っ て 各地 の 幼稚園 教育の 普 及 に 勤 め た が．実 際 に 現場

で 保育に 当た る も の は それ ら を見 習う形で 自 らの 力 を

つ け る よ り他に な か った の で あ る。
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3v 教育会の 動き

　 こ う した 事態 に対 処 す る た め、明治 21 年 東京府 に

教育会の 手 に よ っ て 運営さ れ る養成機関が設 立 さ れ る

一 22

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

　教育会附属の 養成所誕生 ま で に は複雑 な経 偉があ る

の で 、以 ドそ の 間の 事情 を記 して み る。

A ．明 治 11 年東京 府所轄 の各学 校 教 員 間 に

　　　　　　　 「東 京 教 育会 」 が組織 され る e

　　 明治 12 年学習院関係者 が 「東京教育協会」 設立

　　明袷 15 年両者 は合併 して 「東京教育学会」 組織

　　明治 16 年東京 教育学 会 は拡大 して 全 国的な

　　　　　　　 「大 H 本教育会」 と な る

　　 明治 29 年大 口本教育会は教 育 社 と合 併 して

　　　　　　　 「帝 国教育会」 となる

　 因に こ の 年保育研究会は保育会 と合併 して 「保育会

」 を組織。フ レ ーベ ル 会は 「婦人 と子 どもJ を創刊 し

艤 剳 破 は
”

日本 お伽ば な し
”

の 刊 行 を麟 した・

B ．一方在野 と思 わ れる東京教育社 員 等が発 起人 とな

り。府下 の学事 に直 接関係の あ る者 と特 に 教育に 熱意

を示す 有志 が、教育の 改良進歩 を計 るため

　　明治 16 年 「東京教育談会」 を組織

　　明 治 21 年 「東 京府 教育 会亅 と名称を改正

　　大 正 1．4 年東 京 市教 育 会 と合 併 して 社 団法人

　　　　　　　 「帝都教 育会」 と な る e

　　昭 和 18 年東京都制実施に よ り 「東京都教育会」

　　敗戦に よ り戦争協力 団体 と して 解散 を命 じ られ る

　成立 時の会長　副会長　幹事 の身 分 は東京 府書記 官

府 学 務 課長 　 文部 省 出 仕　 小 学校 長 　 区学 務 委員 とな

s て い る 。即ち A の 組織は 教．員 を主体と した研究団体

で あ り、B の それ は 新教育振興の た め 官民
一
体と なっ

て 実効 を計 ろ うとす る もの で あ っ た こ とが伺われ る。

　会の 運営は 代表者に よ る 合議制 を と り教育面は教員

が責 任 を持 ち、経 済 面 は有 志 の寄 付 や会 員 の 拠 出金 ま

た は区か らの 補助金に よ っ て 賄わ れ た。

　談会は 、そ の 名 が示す よ うに 新教育に 対す る 啓蒙 と

内容の 向上 を 目指 して 協議する ととも に．講演会 を主

催 し その 大 要 を印刷 し て
一一geに徹底せ し め る こ と を主

体 に して い たよ うで あ る。その後 東 京府教育 会 に 名 称

が変更 され る が．会の 事業 と して 芝 公園地 63 号 岳連

社 内　芝麻布共立 幼稚園に 附属保母 講習所 を設け る 。

続 い て 小学校教員速成伝習所 　家事専科教員 伝習所

英語教員伝習斯 と准教員正 教員 の 養成 を行 い 、帝都教

育会 の 名 を冠 した昭 和 3 年 期 迄 に ．教 員科 481 ．O 名

保母科 2270 名に の ぼ る多 数の 有 資格者 を生 み だ し

て い く．　　　　　　　　 （東京都教育会 六 十年 史）

　 4 ．東京府教育会附属保母 講習所

　設 置願い に み られ る 講習所の 目的 は 「幼稚園保母 に

必 要 な学科 即 ち 開誘 法 諸遊 戯及 び 唱歌等 を修 め ん と す

る者 の 為 に専 ら速成 を主 と して 之 を設 く」 と あ るよ う

に幼 稚園 の 増加 に 伴 う保母 の 需要に 対 して短 期 の養 成

で こ れ に 応え よ う と し たも の であ る。

　講習員 は 18 才
〜40 才未 満の女 子で 、幼稚園保 罅

若 し くは 小学校教員及び授業生の 職 に ある もの 〔届 出

文書 には 尋常小学校以上 とある が、後 に高小 卒．女学

校卒 と 変更 さ れ て くる）

　講習期間 は 6 ヶ 月毎 目 3 時間以 内 （届 出は午後 2 時

〜4 時 とあ る が これ も午後で は あ る が移 動 があ っ た）

　生 徒の 定 員は 50 名 授業料は 1 ヶ 月 50 銭 教賃

2 名 か らの出 発で あ っ た。

　指導者は東京女子 師範学校附属幼稚園 で 5 年 の経 験

を持 ち、講習所が設 置さ れ た 時芝 麻 布幼 稚 園 長で あ っ

た近 藤浜 他 が当 っ た．従 っ て 内容的 に は附幼に 近 似 し

て い た と思わ れ る 。修了者に は 証 明状 が出 さ れ有 効期

限は 5 年で あ っ た。講習所名は 28 年伝習所 とな る。

　たびたびの 休止 や芝公 園 内、神田錦町和楽堂
一一

っ 橋

幼 稚園内、府立 第
一

高女、浅草蔵前淺車女 学校 と教場

の 移動が有 っ たが大正 15 年東京 府女子 師 範学 校 内 に

設置され、戦後東京学芸大学 同窓会が経営 を引継ぎ竹

早 教員 養 成 所と して 今 日に 華 る。　　　 （九 十年史）

　 i ．浅草区教育会

　明治 20 年代 に 入 り漸 く教育の 基礎 が固 ま り落着 が

見え て くる と府 教 育 会 の 下部組 織 と して 各区に も 教育

会 が組織 され て くるが その
一

例 と して 浅 草区の 動き を

述べ て み る ．23 年教育の 振興 と発展 を期 して 区民 の

有志　公私 立小 学校教員　学務委員等 が相 計 っ て 浅草

教育委員会発会 の 運び とな る。こ の 組織は市教育会浅

草支会を経て 大正 9 年独立 拡張 して 社団 法人 浅草区教

育会 とな る．事業 内 容 と して は学 術 講演会 　教 育講 習

会　教員見習講習会　児童奨学の 為の 行事補助、教育

会附属の 女学校及 び幼稚園の 設置及 び徳助等で あ る 。

　会員 は特に教育に 高い 理 解 を示 す有力 区民 　教育関

係者　小 学校児童 保護者で 、経済的基盤は
・一
次金 50

円
〜60 円の 終身会員　毎月 20 銭・一・10 銭 の通 常 会

員 の 納付金、区か らの 補助 金 に よ っ て い た。　 （区誌）

　 あ とが き

　以．ltの郊 く本邦の 幼稚園 教育は国 に よ っ て先鞭 がつ

け られ、次第に 普及 の 歩み を早め る と共 に 、設立 園の

増加は 保育者の 需 要 と供給の ア ン バ ラ ン ス を生む こ と

にな る。現 実 か らの要求 は速 成の養成機関 を必要 と し

そ の 際 に 民 間 の活 力 が大 い に 利用 され た と見 るべ きで

あろ う、しか し合議制に よ る官民協力は運営上非常 に

有 利 な面 と 困難な面 を兼ね 備 えて い た事 が長 い 歴 史の

中に 垣 間見 られ る ．と も あれ 多 くの 人 々 の 熱意 に よ っ

て 今 日の 幼児 教育が あ るこ と を改め て 知 る の で ある 。
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