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岡 山 県 の 保 育 所 の 歴 史

　保育所 の 発生 と明治、大正 期 に 於け る保 育所の 実態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡 山市 　高島第
一・

保 育 園　流 王 農

　岡山県社会福祉の 歴史的環境

　和気LZ，　
pt

門に 於け る 教化救済の 事蹟、中 で も渚 麻 呂

の 姉広虫 の 育 児事業は 広 虫 を以 て 嚆 矢 とす る／t

　寛政年間、 芙作鬮吉野郡 に 於 け る代 官塩 谷 大四 郎 の

児子救育 を 始 め、各藩が 育 児 の 奨励、捨 子 の 養育 な ど

に 意 を 注 ぐ な ど、岡 山 県 に は す ば ら し い 歴史的 伝統 と、

慈 善 救 済 の 風 土 、環 境が 自然 に 備 って い た と ir1　k る。

　明治期に は 、 石 井十 次、岡 山孤児院の 創設、留 岡幸

助は、東 京に 家 庭学 級 を創設 し不 良少年の 感化事業 、

1⊥」室軍平 は、明治28隼 日 本 救 眩軍 に 身を投 じ、以来4〔｝年

1
’
hZに 亘 り伝道　ア ダ ム ス

・ス ミ ス 女史 　明 治24年に 宣

教師 と し 岡山 に 来住 し、岡 山博愛会 の 総称の もとに 各

種社会事業1こ括 躍 し、岡 山 県 に お け る 保育事業発生 の

端緒 と な る 。 大正 に 入 り笠井信
一

岡 山 県知 事は 、 大 正

6年 5 月済 世 1藺 問 制 度 を倉1］設 し、こ の 制度が 今 日 の 民

生 委員制度の 発端 に な った と ぎわ れ 、明治 、 大 正 期 に

於 い て、岡1［1県 は 、H 本は もと よ り， 阯 界的 偉大 な 社

会事業 家 を 輩 出 し て い る が h 本県に は 社 会事業 家 が 育

つ 、自然 的 1 歴 史 的環境 で あ っ た と 誨え る Q

幼 稚園設立 数

　岡山県 の 保育所 の 発生

　本 県に 於け る託児所設置の 歴史は 、 近代的色彩 を帯

び た もの に つ い て 見れば 、 文久 2年 に 迄溯 り得 る 。 即

ら同 年早 魃 の た め 備 前藩 主 よ り溜 池 搆 築 の 費 を給 せ ら

れ 、 児島郡八 浜村 （玉 野 市 八 浜 ） に 於 て 金 甲 山 の 麓 に

猪窪池 を築 くた め 、 毎 11］− H 農民男女 10Lj名 の 労 役 を

用 い る こ とと な り、出夫 す る 者 の 子 ど もを 預 る必 要 に

迫 られ た 。 こ の 時同村の 名主 野田 久 左衛 門 は 自費に て

自宅 の ド男下 女 を し て 、 八 幡宮 の 境内に 臨時 託 児所 を

設け しめ 、 こ れ等の 子 ど もを預か らせ た の で あ る 。 工

事期間は 5 ケ 月に 亘 り、水 面 6反 歩、水 深 ⊥8尺程 の 池

を 完成 した 。
こ れ が 記録 に 見 え る岡 山 県 の 1呆育所 の 始

りで ぱ なか ろ うか 。

　 明 治 とな っ て、同年 17年、岡 IU師 範学 校 に 幼 稚 園 の

新設あ り、保 母 と して 東京師 範学 校卒業の 榎本 常が 来

岡 し保 育 の 業 を開始 した 。

　 保 育 所 設置 の 記 録 に は 、 明治 18年川 ヒ郡成羽 町 で 済

世 会保育所 が創立 され た 質が 記録 され て い る が 、幼 稚

園 と して か 保育所 と して 設立 され たの か 明 らか で な い ，，

　 明 治 年代 の 岡 山 県 の 幼 稚 園

　公 立幼稚園　 19園 、 私立 幼稚 園　 5 園 で 全 国 第 5位

で あ る 。 幼 稚 園は 教 育 的効果 を 目的 と した もの が 多 く

全 面的に 生 活 保護 に 根 ざ した もの は 稀 で あ っ た と思 わ

れ る tt

明治時 代 1718192D2 玉 2329333538394 〔〕44 計　凵
設 置 数 i11421 工 11 　 311220

大　 ⊥E28456 了　 891D1112131415 計

設 置数 13ooG1 　 3 〔〕 13 　 245932

　 明 治 末 期 の 全 鬮 各府県の 幼稚園数

東京 府 72園　大 阪 府岨 園　兵庫県24園　京 都府22園

岡 山 県 20園　静岡 県 16園　香 川 県i2園　大 分 県1工園

　 明治に設立 された保育所

〔D 凵露戦争 と保育所

　　 軍 人 家 族 の 生 計扶助を 債極的 に すす め る た め に は 、

そ の 予 ど もを 預 る保育 所 が 是非 必 要 な 事 で 、保 育 所 が

時代 の 要 請 と し て 強 く叫ば れ、岡 山市 は 勿 論 県下 各 地

方 に 広 く設 置 さ れ た 6

　　　　　設 置 の 状 況
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以 上戦時 保 育 所 の そ の 後 の 状態 に つ い て は 資料に 欠け

て い る が、中に は 戦後形 を 変 え 継続 され た 例 もあ る。

その
一

例 と し て 児島郡福 田村 に 設 立 され た 幼 児保育 所

は 名称 を変 え 明治 40年 4 月 よ り郷 内婦 人 会の 経 営 に 移

さ れ、 大 正 S 、
9．年頃 ？ まで 夢業 が 続 け られ た 。

（2）岡山博愛会保育園

　米国 宣教師 ア ダ ム ス 女史に よ り、 明治 39年 10月幼 稚

園 と し て 開設 された が、明 治43年 ］O月保 育 園 と改 称 さ

れ、岡 山県 に 常 設 保 育 園 の
．
誕 生 第 1Hj’　E；言 え る 。

C3）鐘 紡 岡 山 工場 保 育 所

　工場 労働 の 発達に 伴 う女 睦 労 働力確保 の 必 要 か ら工

場 そ の 他 の 機関 が主体 とな っ て、企業内に 託児所が設

立 され る よ うに な り、鐘紡 岡 山工 場で は 、 明治45年 5

月 鐘紡 岡 山 工場保 育所 と し て 創立 され 、 岡山 県
．
ド企 業

内保 育 の 第 1 号で 、 奮業 の概要 も満 1 才 よ り満 5 才 ま

で の 幼 児、受託保育料 無 料、午 前 6 時 よ り午後 6時 ま で

と な っ て い る n

．− 630一
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　大正 期 の 保育所

　常設保育 所 、 明治末期の 博愛会保 育 園 、 又鐘 紡 岡 山

工 場保育所設置 に 誘発 され る事 が多か っ た と思 わ れ る

が 、大 正 期 に は 経 済変動に よ る社会不 安が 高 ま り、特

に 大 IF　7 年の 米騒 動に 象微 され て い る よ うに、其 の 状

況は 深 刻で あ っ た 。 政 府は か か る事態 に 対 処 す るた め 、

社会 政 策 と し て の 防貧策 をお しす，t め ざる を得なか っ た。

　岡山 県に お け る貧民 の 状 態に つ き、 大 正 5年 5月、

大正 天 皇 よ り笠 井 信
一岡 山県知 串に 御 下問 され、知 事

は 実情 を報告 さ れ た 。 こ の 実惰に 基 き、 貧氏 救済の た

め に 笠 ＃信一
知下は 自か らの 起苧：に よ り、大止 6年 5

月 12目に 県か ら訓令 さ れ た の が 「済 世顧 問 の 設 置 」 で

あ る 。 岡山 県は こ の 制度を 制定 し そ の 第
一

事業 と して、
母性乳幼児保護笋業 を取 り Eげ た が 、 当時

一
般 の 人 々

の 理 解や 関心 が 薄 く、県 の 係員、済 世 顧 問 の 人 達 の 強

力 な 指導 の 強 さ を 見逃 す 串・は 出来 な い 。

τ． 常設保育所

　　　　　常 設 保 育 園
．一
覧表

　施　造 名　　　所 在 地　　創　 4 月 日　　施 量 肩一 ．一．「一一 ．一一 一 ．．
岡 山 博 愛 会 岡口」巾死 畑 　　丿亅59．o 　　 人　　　　 雌

　 沂 を 地 　 1創 、設向 月 日一 ＿一 ．一
互、庭 R「筆 合珊　 メu ：胴

坂　　　　　木　川上 郡吹 罐町　六　 3．4　　 第　　　　　
一・

岡 山 「「】r臨 　 　大 13 “

鳥　　取　　』 赤磐郡赤坂町 大　4．4 ｝ 竹 の 　園 倉敷 1　 坤町　大 14

邑 久隣保協会　邑ス郡邑久 材 六　5．4 あさ ひ託児所 岡山 IlrH 勹 lil町 大 L40

日　 の 　 　丸 倉蜘 1f北浜 町 人　 5．4 南　　　　 髪
．
岡 rrl市中 Illl洫　大 L4、4

一
蘗 ＋ 　圃 津LI　 1∫林田一 大 n2 掀 　　葉　 隅 i’r 賛毛総社町　此 鳳 5

ル／ビニ　了固 児島焔 甲浦村 大 114 厂
卜

条 愛 隣 餌　1．房郡 断
び

〕 た 15

外　　　　 揃 『岡 1∫神 局　　人 n4 香　　　 倒鰯川 r香皀　1人 54一
瀬　　尸　　ド 助磐郡瀬尸 町 人 拡 4

　　　　一丁齟
　　　 チ｝．赤磐郡瀬尸 町 i大 15ヒ．　

甲　 　　 　北 先亠、，郡 甲滞 村 大 12 ノL 町 託 児 所 岡山 1ノ　 　　 犬 ［4　　　　　　　　ヒ
西 人 児愛児園 岡山 F1酒 大 ￥大 鳳 4

常設保育所設立 数 （年度別 ）

大　正　 　 　 3　 4　 　 　 　 　 5　 6　 了　 8　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10　 　 　 　 　 　 　 　 　 9　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1｝ 12

設置数　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2　 2　 　 　 1　 1　 　 　 　 　 1　 1　 0　 D　 　 　 　 　 　 　 　 　 D　 l

人 臣 14年 2 月設 立 され た 。

2，季節保育駈
　農 繁 託 児 の 事業 は 、大 正 14年 岡 山県 社 会事 業協 会 に

お い て そ の 設 置 を 勧 励 し、補 助金 を 交付 し た の を公 的

奨励設 置 の 最初 とす る が 、 大 正 15年 以 降 は 毎 年県 に 於

て 補 助奨 励 費 の 予 算 を 計 上 し、補 助 金 を交 付 して 奨 励

に 努 む る よ うに な っ た ，：，
　 蔑 来 地方 に 於 て も次 第に 理 解が深 ま リザ 当施設開設

期 に 於 て 、市町 村吏 員 は 勿論、社会 事業 団体 、 婦人 会、

女 了 青年団、小学 校教 員等総動員の 状態 で 経営に 従事

す る に 至 り、 亨 業 成 績 が あが っ た 。

　 大 正 15ヰ は 経 幽 主 体 31、開 設 1 ・所 80、延 人員 15β71

人、決 算額 2，592円、補助金 1，308円

　季 節 保 育 所 は、．昭和 20年代 ま で 紕 ぎ、席改保育所設

置 に つ な が る 糸 口 とな った／：
3． 企業内保育所

　 明治45牛 5 月鐘紡 岡 山工 場 保育所 の 開設に 伴い
、 大

正 年代 に 4 ケ 所Z 、 工 場 労 働特 に 女 性労働力確保 の た

め 工 笏側が 主体 とな っ て保育所
．
が設置 され た 。

　　　　　　　企業1ノ」保育園
’
覧表

s 紡 卿　1ヨ

r場 保 fflfi

舫 、．∴、、
塑 鯉 所

ftk棡 山北ゐ

⊥場 モ亢 所

施 　名　四磁；地 創立 ｛1 月 lI

鋼 糶
山
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肱 fllo
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民 “1 麦辱時 よ り勹川 5 時ま で 保膏料 1U 　銭 〔間食f
’
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1幼届 1鰥 酬 1 瞞 ft“ tg ’S

岡 山，1rJc1
些上　一　 ⊥一
岡 山巾，人正．
ト石井　　円 51

乳 期 兆乢兀 刊 llb時 3助 ∫ム01 倹 5吋 詔 ♪ま

　 ト　 5 時主で 　保育秘

繍　イ よ ワ
’
齢 ま eの 幼臨 午「劉F171L ｝，．　o 午後 5「昨k

県育 丹 航幵　問麁祥 L 口 、‘溏

瓢 1
年 度　 明冶 39

設 置数　　 1

　岡山県明治 、 大正 年代設 疏 され た 保育園20ケ 園、 大

正 前半 に 当 る 大正 6 年ま で 俥 か 5 ケ 園 で あ っ た が大 正

10年〜15年に 15 ケ 園設置 され た 。 保 育 所 設 置 に 当 っ て

は 、 社会状勢に 対応 して 、 県当局の 指導の 強 さを．見逃

す こ とは で きない
，，

o 大正 期保育 所 設置事 例

　大正 期に 於 け る保育所設置事情を只体的に 知 るた め

（1）瀬戸 桜保育園の 設立

　大 正 後 半 期 農 村 が 疲弊 し地 毛 、 小作 の 紛 争が あ と を

絶た な く、副業奨励 の た め 農家に 対 し果樹園芸を奨励

し た 。 社会事業家三 宅左一
は 國耳 知識の 普 及 の た め大

正 12年 4 月、園 芸 学 校 を 設 立 し 、 保育園 を付 設 し農 業

労働 の ため 手 足 ま と い に な る 子 ど もを収容 、 保育 し よ

う と し、人 正 15年園芸学校が瀬戸町as　4 ケ 村 の 組 合立

に 移管 した ため 、専心 保育 園 と幼稚園の 経 営 を行 っ た

が、一
毅 世人 の 幼 児教 育の 認識が乏 し く困難 を極め た

が、保育園 の 分園 を各 地 に 設け 、 託児 を 便利に し、4
ツ の 公会堂、個 人 邸、学 校 とい う具 合 に 設 置 され た 。

6 分園 の 設置場所又 は 設 置 した年 月 が 定か で な い た め

常 設 保 育 園
一

覧表 に は の って い な い o

O 若 竹の 園の 設立

　大正 9 年倉敷の 婦人有志 に よ っ て、倉敷 さ つ ぎ会が

結成 され 、 大正 11年 5 月の 同総 会 で 乳幼 児保育 事業 の

事が 決 め られ、倉 敷 紡績工 場 の
一

部 の 建物 を借 りて 、

4，学童保育

　紡績工 場労働者 の
’
r一女 の 学 校の 放 課後 に 於 け る保矍

施設 と して 大 fE　9年 7月 に 設け ら れ た倉敷万 寿：1揚 学

蔕預 り所 が 開改 され て い る t）

5，児童愛謹デー

　児童 保 護 に 関 す る
．．一般 の 理 解 は 極 め て 低 級 な もの で

、

愛護思 想 の 普 及 宣 伝 を 目的に 岡山県が 中心 とな って、
大 正 11年 5 月 20日、2iH の 両 日 、 県市 社会課 の 斡旋 尽

力に よ り、eeth児 亜 ン会 、 岡山県社会事業 協 会 、 愛国

婦人 会岡 山 支 部、占備保育会、 県市教育会が 中心 とな

り、 山陽、中 図 、 岡山の 各新聞社後援 の 下 に 本 県最 初

の 児重 愛 護 デ
ー

が挙 行 され 、 爾後年 々 継続 し て 開催 さ

れた 本 事業 に よ り児 童愛護 の 精神 が通俗化、一
般 化 さ

れ 、母 性 並 に 児 童保 護上 身心 両力面に 顕著 な成績 を 挙

ぐ る ぎ っ か け と な っブこe

6． まとめ

　成羽 町 済世 会保 育 園 が 明 治 18年創立 後
一一一

時閉せ た が 、

昭 和 9年 1月 常設 託 児所 と し て 改 組 して い る が 、 幼 稚

園 創 立 に も見 えず 、 保育所 の 発 生 を見れ ば 、 岡山県の

岡 山 博 愛会保育國設置 され る よ り2 年前に 保育所の 発

生 とな る。 記 録 が 明 ら か で な い が 、成 羽 町 済 世 会保 育

の 設立 の 状 況を今
一

度 明 らか に しなけ れ ば な らな い 課

題で あ るが 、 本調査 の 資料 が少 く、守屋 茂著書に 負 う

とこ ろ 多 く、 又 守屋 茂 先生 と も今 年 1 月 に お 会 い し お

話 しす る機 会 を得 て 参考 に し本論文 を ま とめ た 。
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