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安 井 て つ と 日 本 の 幼 児 教 育
　 　 宮 田 幸 枝

（東 京 都 立 大 学 大 単 院 ）

　 　 は じ め に

　 前 回 の 大 会 で は 、安 井 て っ （1870−1946 ） の イ ギ リ

ス 留 学 中 （1897 −19eO ） に お け る 、イ ギ リ ス の 幼 児 教

育 機 関 、保 母 養 成 所 、家 庭 教 育 を 見 聞 し て の 考 察 の 内

実 に っ い て 報 告 し た。当 時 、19世 紀 後 半 イ ギ リ ス で は、

フ レ ーベ ル 運 動 が 展 開 さ れ て い た 。彼 女 は 、そ の 考 察

を 踏 ま え 、イ ギ リ ス 幼 児 教 育 実 態 を 日 本 へ紹 介 す る （

⊥901年 ） が 、そ れ は 、イ ギ リ ス 幼 児 教 育 の 実 態 を 実 際

に 見 聞 し て の 紹 介 と し て は 、先 駆 的 な も の で あ っ た 。

今 回 の 報 告 で は 、前 回 の 報 告 を 受 け 、そ の 実 態 把 握 を

踏 ま え て の 日 本 に お け る 彼 女 の 幼 児 教 育 実 践 （1910 −

1917） の 内 実 に つ い て 報 告 し た い 。そ し て 、彼 女 の 当

時 の イ ギ リ ス 幼 児 教 育 理 論 を 把 握 し た 上 で の 日 本 で の

実 践 が 、日 本 の 幼 児 教 育 に お い て ど の よ う な 意 味 を 持 っ

て い た か を 考 え る 手 が か りを 得 た い
。

　 安 井 は 、東 京 女 子 師 範 学 校 （後 の 東 京 女 r高 等 師 範

学 校 ） で 学 び 、イ ギ リ ス 留 学 、東 京 女 子 高 等 師 範 学 校

付 属 幼 稚 園 主 事 な ど を 経 て 、戦 前 女 子 に と っ て の 高 等

教 育 機 関 で あ った 東 京 女 子 大 学 の 学 長 （1923 −1940 ）

を っ と め た 入 物 で あ る 。彼 女 は 、そ こ で 自然 科 学 に い

ち 早 く 取 り 組 み 、男 女 共 学 制 に も 関 心 を 寄 せ る な ど 、

男 女 別 体 系 で 教 育 機 会 上 の 差 別 が 著 し か っ た 戦 前 女 子

高 等 教 育 の 拡 充 に 一
定 の 役 割 を 果 た し た 。本 報 告 で は 、

彼 女 の 日 本 で の 幼 児 教 育 実 践 を 明 ら か に し て い く こ と

で 、彼 女 の 女 子 高 等 教 育 者 と して の 側 面 だ け で な く、

今 ま で 先 行 研 究 で 詳 細 に 取 り 上 げ ら れ る こ と の な か っ

た 幼 児 教 育 者 と して の 側 面 も 浮 き 彫 り に し て い き た い 。

　 　 （1 ） 幼 稚 園 教 育 と 保 母 養 成

　 蜜 井 は 、191e 年 、当 時 東 京 女 子 高 等 師 範 学 校 校 長 で

あ っ た 中 川 謙 二 郎 の 勧 め も あ っ て 、東 京 女 子 高 等 師 範

学 校 付 属 幼 稚 園 主 事 と な り、1917 年 ま で 、そ の 職 務 に

従 事 す る 。そ の 傍 ら、彼 女 は 、東 京 女 子 高 等 師 範 学 校

教 授 と し て 学 生 に 保 育 な ど を 教 え 、教 育 実 習 生 の 指 導

に も あ た っ た 。

　 当 時 の 日 本 で は 、幼 稚 園 の 大 衆 化 は 必 ず し も 進 ん で

い る と は い え ず 、　「国 全 体 の 幼 児 教 育 に 対 す る モ デ ル

的 な 先 駆 」 と い わ れ た 東 京 女 子 高 等 師 範 学 校 付 属 幼 稚

園 も 、上 流 階 級 の 家 庭 の 子 ど も な ど が 通 園 し て い た 。

同 幼 稚 園 で は 、安 井 が 主 事 に 就 任 す る 前 、明 治 半 ば か

ら 後 期 に か け て 、東 京 女 子 高 等 師 範 学 校 の 申 村 五 六 、

和 田 実 等 が 指 導 者 と な っ て 、従 来 の 恩 物 中 心 の 幼 児 教

育 に 対 し 批 判 を 行 い 、子 ど も の 遊 戯 の 生 活 を 中 心 と し

た 幼 児 教 育 論 を 展 開 し て い た 。 【 n
　そ し て 、安 井 が 主

事 と な っ て 1 年 後 の 1911年 に は 、　 「小 学 校 令 施 行 規 則 」

が 改 正 さ れ 、幼 稚 園 に 関 す る 規 定 の う ち 保 育 項 目 の 内

容 規 定 が 削 ら れ 　幼 稚 園 の 裁 量 に 委 ね ら れ る 部 分 が 増

し た 。

　 で は 、こ の 時 期 、和 田 等 に 続 き、安 井 は 、イ ギ リ ス

の 幼 稚 園 教 育 の 見 聞 ・考 察 を 踏 ま え、ど の よ うな 幼 稚

園 教 育 を 行 っ た の で あ ろ う か 。安 井 に よ る と 、留 学 時

イ ギ リ ス の 幼 稚 園 の 保 育 上 の 注 意 点 は 、幼 児 の 「想 像

力 」 を 生 か し、自 主 性 を 重 ん じ る こ と で あ った 。こ の

こ と も あ り、日 本 で 、彼 女 は 、幼 児 の 「自 発 性 を 最 も

尊 重 」 し た 幼 稚 園 教 育 を 行 う。そ の 実 践 に つ い て 、安

井 が 主 事 を し て い た 当 時 、東 京 女 子 高 等 師 範 学 校 の 児

童 心 理 学 の 講 師 で 、日 本 の 近 代 的 な 幼 児 教 育 思 想 の 確

立 に 貢 献 し た と い わ れ る 倉 橋 惣 三 （1882〜1955） は 、

次 の よ う に 述 べ る 。彼 は 、安 井 の 後 に 東 京 女 子 高 等 師

範 学 校 付 属 幼 稚 園 主 事 に な っ た 人 物 で も あ る 。

　 「安 井 主 事 は 英 国 帰 り の 新 し い 着 眼 点 を 以 て 、種 々

　 の 改 革 を 実 行 し て い た 。そ の 物 静 か な 中 に 、徐 々 に

　 行 って い ら れ た 新 し い こ と は 、彼 も 蔭 な が ら 感 服 し

　 て い た 。幼 児 に 歌 わ せ る 歌 な ど に 、古 くさ い も の か

　 ら 改 め ら れ た も の も少 な く な か った と 思 う。恩 物 使

　 用 は 、大 昔 ほ ど で は な い が 、行 わ れ て い る ら し か っ

　 た け れ ど も、自 由 遊 び の 尊 重 は 十 分 行 わ れ て い た 。

　 ………明 治 9 年 創 立 と い う こ の 幼 稚 園 も、吉 い し き

　 た り だ け に と ど ま って い た の で は 　 決 し て な い 。」

　 匚2 〕

た だ 、倉 橋 は 、安 井 の 実 践 を 全 面 的 に 評 価 して い た わ

け で は な い 。 〔B ）

　 そ の 他、安 井 は 、目然 物 を 利 用 した 遊 び （1916 年 ） 、

「鉢 ち 植 え の 空 豆 や 櫻 草 や 百 合 」 の 「
一

斉 の 世 話 が 皆

園 児 各 目 の 手 に 依 っ て 施 」　 （191 了年 ） す こ と
C4 〕

を 実

施 し た 。こ う し た 実 践 は 、　 「英 吉 利 の 家 庭 や 、幼 稚 園

で 毎 日 子 供 に ………小 鳥 や 、家 畜 や 、植 物 の た め に 自

分 が 手 を 下 し て 、や さ し く 世 話 を し て や る と い ふ 習 慣

を っ け る 事 は 誠 に 美 し い 事 」 と い う 彼 女 の 考 え に 少 な

か ら ず 影 響 さ れ て い た と 思 わ れ る 。1926年 に 公 布 さ れ
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た 「幼 稚 園 令 」 で は 、保 育 項 目 に 新 た に 「観 察 」 が 加

え ら れ た が 、そ れ に 先 立 っ て 、安 井 は 、室 内 で の 愚 物

中 心 の 幼 児 教 育 に 対 し 、自 然 物 に 接 す る 幼 児 教 育 に 取

り 組 ん で い た 。

　 ま た 、安 井 は 、保 母 養 成 に っ い て は 、次 の よ う に 述

ぺ る 。

　 「普 通 保 母 に な る 資 格 の あ る も の と 申 し ま す と 、府

　 県 立 の 師 範 卒 業 生 は 凡 て 無 試 験 で 、保 母 と な る こ と

　 が 出 米 る や う に な つ て 居 り ま す 。 そ の 他 は 高 女 卒 業

　 看 で も、又 は 小 学 校 だ け で も保
．
母 養 成 所 或 は 伝 習 所

　 等 に よ つ て 資 格 を 得 る 事 は 容 易 で あ り ま す 。し か し

　 私 共 の 理 想 か ら 申 し ま す と 、少 な く と も 、高 師 卒 業

　 程 度 く ら い の 、高 等 教 育 を 受 け た 人 々 が 、進 ん で 保

　 育 事 業 に 従 事 す る よ う に な つ て 欲 し い と 思 ひ ま す 。

　 今 ま で の 保 母 は
………

出 勤 の 時 間 だ け に 闘 違 ひ が 無

　 け れ ば 、其 の 他 幼 児 の 心 理 状 態 等 に 就 て 、余 り細 か

　 い 注 意 を 配 ら な い と い ふ の で 、こ れ が 為 に 往 々 幼 椎

　 園 教 育 の 弊 害 が 起 っ た の で あ り ま す 。」
〔ω

安 井 は 、心 理 学 な ど を 教 え 「技 術 の み な ら ず 、保 育 の

原 理 」 を 学 ば せ る イ ギ リ ス の 保 母 養 成 所 を 見 学 し た こ

と も あ って か 、日 本 に お い て 「幼 児 の 心 理 状 態 等 」 に

っ い て 専 門 的 知 識 を 備 え た 保 母 養 成 を 唱 え る 。実 際、

彼 女 は 、大 学 の 教 授 に 依 頼 し て 、保 母 と な る 学 生 に 、

比 較 心 理 学 な ど の 講 義 を 聞 か せ た と さ れ る 。

　 彼 女 は 、幼 稚 園 主 時 期、幼 稚 園 を 「家 庭 の 不 準 備 と

無 計 画 な る を 補 は ん j 施 設 だ と し、そ こ で 1
．
愉 快 な 共

同 生 活 を な さ しめ ］、　「智 識 を 詰 め 込 む 」 の で は な く、

「愉 快 に 遊 ぶ 問 に 、盛 ん な る 児 童 の 好 奇 心 を 満 足 さ せ 」

よ う と 考 え て い t 。 ［6 ］
で は 、安 井 は 、家 庭 の 教 育 に

関 し て は ど の よ う に 考 え 、そ れ に 取 り 紺 ん で い た の で

あ ろ う か 。

　 （2 ） 家 庭 教 育 と 母 の 役 割

　1900 年 代 初 め 、日 本 で は 、　「家 鷹 」 の 名 を 付 し た 雑

誌 が 数 多 く出 版 さ れ 、家 庭 ・家 庭 教 育 へ の 関 心 が 高 ま っ

て い た 。1901年 に は 、幼 稚 園 関 係 者 に 限 ら ず 家 庭 の 女

性 を も 対 象 と し た 『婦 人 と 子 ど も 』 が 創 刊 さ れ た 。

　 こ の 時 期 、イ ギ リ ス の 冢 庭 見 聞 か ら 家 庭 教 育 の 必 要

を 考 え て い た 安 井 は 、　「子 の 教 育 」 を 「学 校 に
一．・

任 」

す る こ と が 多 か っ た 「中 流 以 上 の 家 庭 」 の 母 親 に 家 庭

教 育 の 必 要 を 促 し た 。例 え ば 、彼 女 は 、イ ギ リ ス の 母

親 を 真 似 、子 ど も に 本 を 読 ん で 聞 か せ る こ と を 日 本 の

母 親 に 促 し た 。そ し て 、彼 女 は 、そ れ に よ り 「子 ど も

と 興 味 を 分 っ こ と が 出 来 、相 当 の 判 断 を 与 へ ．i ら れ る

と 説 い た 。 cn
安 井 は 、当 時 、父 親 が 「職 業 の た め に

鯛 全 力 を 注 」 い で い た こ と も あ り ・母 親 が 羅 蒲

を 担 う べ き だ と 考 え て い た 。

ま た 、安 井 は 、家 麟 育 の 坦 い 手 で あ ・た 日 本 の 母

親 に 、そ れ を 担 っ て い く 上 で の 幅 広 い 見 識 を 求 め て い っ

た 。微 は 、日 本 の 母 親 の 教 離 度 と し て 子 ど もに 「

読 方 書 方 」 を 教 え ら れ る だ け で は 不 ＋ 分 で ・ 「衛 生 」

「心 理 」 に 関 す る 知 識 を も ち、子 ど も の r相 談 相 手 」

と な る だ け の ト 飃 い 教 育 」 FM い 経 験 」 が 必 要 だ

と考 え て い た 。こ の た ぬ 彼 女 は ・躰 の 母 親 に ・イ

ギ リ ス の 母 親 を 真 似、糖 な ど に よ る 職 習 得 を 促 し

た 。ま た 、彼 女 は 、将 来 母 親 と な る 女 子 の 教 育 と し て 、

よ り 高 度 な 教 育 を 求 め 始 め 、 当 時 ま だ ご く 少 数 の 女 子

し か 受 け て い な か っ た 高 等 教 育 の 必 要 性 を 主 張 し た 。

　 　 お わ りに

　安 井 は 、イ ギ リ ス の 幼 稚 園 教 育 見 聞 を 踏 ま え 、自 由

主 義 的 な 幼 児 教 育 論 が 登 場 す る 明 治 末 期 か ら 大 正 期 に

か け 、幼 児 の 醗 性 鱒 重 し 自 然 物 に 接 す る 幼 稚 園 教

育 の 実 施 を た だ 唱 え る だ け で な く ・実 際 そ れ に 取 り 組

も う と し た 。ま た 、 彼 女 は 、保 母 養 成 に 関 し て 、保 母

の 質 的 向 上 を 促 し た 。な お 、日 本 で の 実 践 の 際 、彼 女

は 、イ ギ リ ス の 幼 稚 園 で 行 わ れ て い た 読 み 書 き は 、行

わ な か った 。

　家 庭 教 育 に 関 し て は 、彼 女 は ・イ ギ 1丿 ス の 冢 庭 教 育

見 聞 を 踏 ま え 、そ の 必 要 性 と そ の 担 い 手 で あ る 母 親 へ

の 教 育 改 善 を 唱 え て い っ た 。

　 以 上 の こ と な ど か ら 、安 井 は 、イ ギ リ ス 幼 児 教 育 の

実 態 把 握 を 踏 ま え 、日 本 に お い て 、保 育 内 容 の み な ら

ず、保 育 者 の 質 的 向 上 を 促 そ う と 試 み た の で は な い か 。
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