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「幼 児 の 教 育 』 に 見 られ る 音楽 教 育 方法 論 の 変 遷

一大正 10年 〜14年 ；
“
芸術教育 と し て の 音楽 教 育

”
に っ い て

一

里 村 生英 （聖 和 大学）

は じ め に

　 大iEpmの 教 育は s そ の 目的 が 明 治 学 制 発 布以 来 、 教

育勅 語 の よ って 明確 に 表わ され て い た な か で 、教 育 方

法 ・内容 に つ い て は、明治 後期 よ り移 入 された 新 教 育

思 潮 を 基 調 と し、子 ど もを 教育 の 埜 に 近づ け る 努 力

が 為 さ れ た と い う特徴 を有 して い る ．

　 こ の こ と は 幼 児 教 育 に お い て 、恩 物 に よ る 形式 的 な

指 導 法 の 見 直 し、自由遊 び や 戸 外保 育 へ の 着 目、幼 児

の た め の 唱歌 の 創作、及 び律 動遊 戯 の 提 唱 等、教 育方

法 の 実 践 的礫究 に 示 され て い る。

　 と こ ろ で 、大 正 期 は芸 術 教 育 思 想 や 童 謡 運動 を 背 景

に 、そ れ ま で の 画
一

的な 唱歌 及 びそ の 教 授 法 を再考 す

る 搬 会が 与 え ら れた 時 期 で も あ る。っ ま り、唱 歌 の 唱

法を い か に 技 射 的 に 伝 達 す る か と い う 旧 来 の 唱 歌 教 綬

か ら脱 し、広 く教育 や 芸術 を 跳 め た うえ で 、　
“
音楽教

育
”

と して 、 教育原 理 や 指 導法 を 導 き出そ う とす る機

運 が 、 音楽 教 育界 に 存在 して い た の で あ る。

　 こ の 様 な 時代 状況 をふ まえ、本研 究 は、前稿 に 綾 き、
『幼児 の 教 育』 第21巻一25巻 （大正 10年〜14年 ） を取

扱 い
、 ま ず、当時の 音楽 に 関 す る指 導 が どの よ う に 考

え られ 実践 され て い た の か を示 す記 述 を、1）音 楽教 育

原論、2）啻楽 指導 方 法論、3）音楽指 導 内容 論 の 視点 で

大別 ・整 理 した 。 本発 表 は こ の 中 か ら1）に 分 類 され る
“
芸 術教 育 （美的 陶冶 ） と して の 音 楽教 育

”
に 関す る

記 述 を 取 り上 げ 、 資料 と して 呈示 し、そ の 後 考察 を加

え る もの で あ る 。

1．　 『幼児 の 教 育』 第 21巻 〜25巻 の 全体 的特 徴

　 今翻 の 各 号 は、掲 載 論文 数が 減 少 して い る。こ れ は、

幼児 教 育 へ の 闘心 が 衰 え た と い う こ と で は な く、第
一

次大 戦 後の 物 価 の 高 騰 や 震 災 に よ る 様 々 な 資材 消失 等

か ら、社 会 金 体 が 経 費削 減の 方 向 へ 進 み、差 し迫 っ た

必 要 性 の な い もの や H に 見 え な い 内面 的 な もの へ の 投

資の 減少 が 影響 して い る と 思 わ れ る。内 容 で は、児 童

保 護 に 関 す る 記述 が 登 場 した こ と、幼児 教育 の 在 り方

の 再考、相 次 い で 生 み 出 さ れ る 毫 謡 や 唱 歌教 授法 へ の

批 判、そ して 大 正 獅 年 の 幼稚 園令 を意 識 した 「幼稚 園

項 目」 の 連載 等 が 特 微 的で あ る。

　 音楽 そ れ 自体 お よ び 音楽 的 経 験 の 指 導 に 関 す る記述

は、先 述 の 項 目別 に、以 下 の よ うに 要約 さ れ る。まず、
D 音楽 教 育原 論 に は、本 発 表で 取 り上 げ る 芸 術教 膏論

を は じめ と して 、創造 性 に っ い て の 考察 や、歌 うこ と

の 幼児 教 育 に お け る本 質的 意 義 の 主 張 に 関す る記 述 が

分類 さ れ る 。 ま た、　「唱歌 」
・「遊 戯 」 を

巫
音 楽

”
と

称 して 、そ の 目的 。方 法や 効 果 を説 くと い った 新 し い

記 述も登場 した。2）音楽 指導 方法 論 に つ い て は 、唱歌

教 授法、遊 戯指 導上 の 注 意点、そ して （広 い 意 味 で の

音 楽 指 導 の 目的 と して ） 幼児 教育 の 方法 論 的 目 的 は 子

ど もの 経 験 の 再 構成 で あ る こ とを 論ず る もの 等 を 含 め

た。3）音楽指 導 内容論 で は 、 子 ど もの 歌 。遊 戯 の 本質

や、現状 へ の 批 糎等 を 分類 した。また 、唱歌 は今 回 新

し く、歌 詞 が 付 い た 五 線 伴 奏 譜で 示 さ れ、遊 戯 の 振 り

に 写真 入 り説 明が 付 い た 。 律動遊戯は、リズ ム や 曲想

蹶 の 工 夫 か ら、曲 そ の もの が 興 味深 くな っ た こ と に 加

え 、講 習 会 等 で も しば しば 指 導 さ れ、実践 者 や
一．一般 の

人 々 の 幅 広 い 支 持 を 獲 譽 し て い た。

　 以 ．ヒ、全 体 的な 傾 向を 概 説 し たが 、以 下 、今 回 最 も

特 徴的 で あ る と推 察 さ れ る
“
芸衛 教 育 と して の 音楽 教

育
”

に 関す る記 述 を 取 り上 げ 、検討 して い く。
2 ．芸術教育 （美 的陶 冶） と して の 音楽 教 育

　 ま ず、音楽 が 幼児 教 育 の 本 質 的 手 段 で あ る こ と を 述

べ た 次 の よ うな 記述 を あ げ よ う。　 ［原 文 の 通 り。著者

に よ り旧 字体漢 字 は 新字 体 で 表 記 した 。］

i
”
我 等 は 幼児 教 育 の 第

一
義 と して 、最 も高尚 に して 趣

味 あ る 遊戯 の ．手段を 以 て．．一方 に は 彼 等 の 欲 求を 溝足

せ しめ、一方 に は 新な る 入格構 成 の 要 素 を与 へ て 行 か

な け れ ば な り ませ ん 。 此 の 手 段方 法の 最 も遭切 な一
つ

と して 、私 は 音楽 殊 に 唱 歌 を挙 げ る の で す 。

　
一体幼児 は、其 の 本 来に 於て 、 極 め て 快 活 で す。従

って 彼等 は、歌 ひ踊 る こ と に 最 も趣 味 を 感 じ ま す。…

此 の 普 遍 的 な 要 求 に 対 し て 、最 も 当を 得 た 遊 戯手段 一

音 楽
．一

を幼 児 教 育 の 一方 法 と して 採用 しな い こ と は、
全 く甚 しい 誤で す。」

　 こ こ で 注 目 さ れ る の は、音 楽 が 子 ど も の 自然 な興 味

や 欲求 に 満 足 感 を 与 え、さ らに 人格 形 成 を培 う もの と

見 な して い る 点 で あ る 。こ の 見 解 を、芸術 を 視 点 と し

て 述 べ て い る の が 次の 記 述 で あ る。
「芸術．を 人生 に う る ほ ひ、情 味 を 添 へ る 緩和剤 と解 し

たな らそ れ は実 に 軽い 気 分 を 味 い 得 る、寧 ろ螟 楽 に 近

い もの と な る が、之 を 人 聞 を 向上 せ しめ る刺 激 剤 と 見

る な らば 実 に 肩 の い た くな る 程 の 敬 け ん な気 持 に 圧 迫

10

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

さ れ る の で あ る 。こ の ：二っ の 意味 の い つ れ よ り見て も

芸 術教 育 は 過 去 の あ ま りに 常 識 的 な 、あ ま り に 便宜 的

な る 無 味 の 教 育 よ り解 放 さ れ て 新 しい 生 気 あ る境 裏 に

人 ら うと す る 点 に 於 て
一

致 して ゐ る。」

「芸 術 の 極致 は 人 盟 の 心 に 影 響 して 謙 遜 の 美徳 を培ふ

も の で あ る。吾人 は 真の 芸術 と は この 意 味 に 於 け る 芸

術教 育 で あ り度 い と 思ふ の で あ る 。そ し て 、只 単 に芸

術教 育 を して 人 生 に 装 飾 を 与 へ る程 度 の もの と し て 考

へ ゐ る な らば、そ れ は 道 楽教 育、た は む れ教 育 に 近 づ

く危 険 が あ る。（幅 ）真 に 人 閤を Fft］　ー せ し め る もの をの

み 芸 術教 育 と は 言 ひ 得 る の で あ らう と思 ふ 。 」

　 こ れ と 同 じ内容 で あ るが 、当時の 一般 の 人 々 に は 受

け 入 れ られ易 か っ た と 思 われ る 、 芸術の 実利 的価 値 に

吉 及 し た 論 が あ る。

「人 は美 育 の 価値 に つ い て、音楽、詩歌、絵 画等 は あ

ま り に 実際 の 役 に 立 た な い もの で あ る、こ の や うな 事

柄 を強 い て 子供 に 教 へ る必要 は あ る ま い
、 生存競争 の

烈 し い 今 日 に 於 て 、衣 食 住 に 不 自由 しな い 人 を 作 れ ば

よ い で は な い か 、 （輔）然 し之 の み を 以 て 満 足 す る人 が

多 くな れ ば （蝿）世の 中 は 漸 次 荒ん で 来 て、（蟷 ）勝利 者

の み が 幾分 幸 福 な る が 如 くな れ ど、大 多 数 の 劣 敗 者 は

大 な る 不 幸 に 陥 らね ば な らぬ 。

　 か か る 域 か ら脱 す る に は ど う して も、美 の 価値 を 認

め て そ れ を 楽 し む能 力 あ る 人 を作 らね ばな り ま せ ん 。

美 の 価 値 を認 め て 之 を 楽 しむ 能 力 あ る人 は、生存 競争

の 烈 し い 中 に 於 て、た と ひ 暫 しの 間 に で も全 く利 欲 の

念 を離 れて 、美 の 世界 に 遊 ぶ 事 が 出 来 るの で 在 り ま嵐」

　 次 は、　
“
幼児 期

”
に 芸 術 （音楽 ） に触 れ る こ との 重

要 性 を 示 唆 す る 記 述 で あ る。

　「音楽、詩 歌、絵 画 等の 了 解、愛 好心 に 対 す る 可能 は 、

私 共 自身 の 成 長 に 伴 ふ もの で あって 見 れ ば、此 の 幼 児

時 代 はそ れ相 当美 に 対 す る 了解と愛好 心 を養 わな けれ

ば な らぬ 大切 な時 期 で あ ります。．亅

　 そ して 、こ の よ う な 時 期 の 一番の 配慮点 は、子 ど も

の 環 境を 美的 に 整 備す る こ とで あ る こ と が 以 下の よ う

に 述 べ られ て い る。

　「道 徳 的 品 性 が 之 に適 応せ る 環 境 に 於 て の み 発 達 し得

る と同 じや うに 、芸 術心 の 発達 に も之 に 適 切 な る 環 境

が 必 要 で あ ります。趣味 は我 々 の 美 的 良 心 で あ ります。

人 は、道 徳 的 態 度 に 慣 ら され る と 同 じや う に、美 的 態

度 に も慣 ら さ れ ね ば な り ませ ん 。（囑）児童 が 成 育 して

い く環 境即 ち 彼 等 の 居 室 の 内 外 の 設 備 は 、彼等 の 趣 味

の 陶冶 に 重 大 な 意 義 を もつ もの で あ り ます。」

　「児 童 室 は 何 も貴 い 芸 術品 を 以 て 飾 り付 け る必 要 は あ

り ま せ ん 。 純潔 で 強園 で 児鵞 の 生 活 に 適 し て ゐ る もの

で あ れば、そ れ で 沢 山 で あ り ま す 。 （輜 ）児童 の ljは 之

に よ っ て 、無 意 識 の 中 に 陶 冶 さ れ る か らで あ ります」

3 ．考 察及 び ま と め

　こ れ まで 呈 示 して き た こ と は、以 下 の 三 点 に ま と め

ら れ る。

　  芸術 （美 あ る い は 音 楽） は、i）子 ど もに 喜 び ・満

足 あ る い は楽 しむ 能 力、ii）子 ど もの 生活 を潤 し、息

抜 きをす る機 会 を も与え 、 さ ら に iii）真 に 人格 を 向 上

さ せ、美徳 を養 わせ る と こ ろに 、そ の 本質 的 な 価 値が

あ る 。

　  美的愛 好心 や 芸 術 心 と い う もの は、心身 の 様 々 な

発 達 に 応 じて 導 き出 さ れ 助長 さ れ る もの で あ る。し た

が って 芸 術的 陶冶 は、幼．児期か ら始 め られ な け れ ば な

ら な い 。

　  子 ど もの 芸衛 的趣 味 の 陶冶 の た め に は 、彼 等の 成

長 す る 環 境、特 に 日 々 生活 を す る 居 室 の 内 外 の 設 備 を

美 的 に 整 頓 す る こ と が、幼児教 育者 の 重要 な 課 題 で あ

る 。

　 今回 以．．ヒの よ う な芸 術 教 育 の 意 義 や 必 要 牲が 提 唱 さ

れ た の は、こ の 時期 に 明治学 制以 来の 国民 教育 体制 に

対 す る 全 体 的 改 革 ぐ学校 教育 制度 の 再 編成 ） の 論畿が

起 こ っ て き た こ と と 密 接 に 関連 して い る と思 われ る。

す な わ ち、明治 ・大正 期 の 教 育政 策 は、学校 教育 を主

た る 対象 と し、その 内 容 は、生活 に と っ て 知 的 で 明瞭

か っ 確実 な知 識 ・技能 を求 め る こ とに 偏 っ て い た 。 家

庭 や地域 を含 あ た 、 学 校 を 支 え る全構 造 一教 育 的 な 関

係の も とに お け るすべ て の 人 間関係 と人 間生 活 の 全 局

噬
一

に 、 教 育政策 が 及 ぶ の は、昭和 に 入 っ て か らで あ

る。従 っ て 学校教 育 は 、 精感 、趣 き、和 ら ぎ等 を 欠 く、

人 間 らしい 生活 か ら遠 い もの と な って お り 、
そ こ か ら

芸 術教 育 の 必要 性が 叫 ば れ た と 考え られ る。

　 芸術教 育 に 関 す る先 の 三 要 点 は 、当時 の 音 楽教 育 を

考え る う え で は 勿論、現 代 の 音楽 的経 験 の 指導 に お い

て も、有 効 な 示 唆を 与え て く れ て い る。な ぜ な ら、こ

れ ら は、特異 な こ とや 教育 の 画期 的な 新 方 向を 論 じ た

もの で は な い が 、残 々 人 間 の 生 活 の 基 本 に 立 ち返 る な

ら ば、そ の 生 活 は 本 来、芸 術 （活 動 ） と深 く関 わ っ て

い る こ と を 認識 させ て くれ る か らで あ る。
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