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東 京 女 子 師 範 学 校 保 姆 練 習 科 第 − 回 卒 業 生 た ち の ゆ く え

　 　 立 浪 澄 子

（富 山 女 子 短 期 大 学）

1、研 究 の 動 機 と課 題

　 最 近 の 顕著 な 少 子 化 傾 向 に 象徴 さ れ る 現 代 社 会 の さ

ま ざ ま な 変 化 、た と え ば 都 市 化 ・情 報 化 ・国 際 化 な ど

は、あ ら ゆ る 階 層 に 、そ の ラ イ フ サ イ ク ル の 変 化 や 価

値 観 の 改 変 を も た ら し つ つ あ る 。 そ こ で は 当 然 保 育 制

度 も 見 直 しの 対 象 と な らざ る を え ず、米 国 や EC 諸 国

の み な らず 日 本 に お い て も、乳 幼 児 の 保 育 が 重 要 な 社

会 政 策 の
一

環 と し て 、焦 眉 の 政 策 課 題 と な り つ つ あ る 。

し か し最 近 の 経緯 を み れ ば、制 度 リ ニ ュ
ー

ア ル の 必 要

性 は 共 通 に 認識 さ れ て も、そ の 船 首 を ど ち らに 向 け る

か に つ い て は、必 ず し も
一

致 し て い る と は い い が た い 。

な ぜ な ら、間 題 は 個 入 の 利 害 や 価 値 観 を 超 え て 、現 行

制 度 と そ の 社 会 的 基 盤 と の 間 に 潜 む 不 合 理、矛 盾 に こ

そ あ る か ら で あ り．時代 に ふ さわ し い 薪 し い 子 育 て ビ

ジ ョ ン の 総意 は 未 だ形 成 の 途 上 に あ る か らで あ る 。

　 新 し い 保 育 制 度 は そ の 利 用 者 の 意識 改 革 と と も に 、

政 策 担 当 者、制 度 運 用 者 の 意 識改革 を も 同 時 に 進 め て

い か な け れ ば な ら な い 。そ こ に 必 要 な の は 歴史感覚 で

あ り、問 題 の 根 源 を 歴史的 な 視 野 か ら正 確 に っ か む こ

と で ある 。保育者養成 は 今 こ の 閣 題 を切 実 に 抱 え て お

り．根本的 な 見 霞 し を 必 要 と し て い る と い っ て も 過 言

で は な い だ ろ う。

　 こ の よ う な課 題 意 識 に 立 っ て
一

昨年来、保 育 著 養 成

史 の 共 同 研究 （代 表暑 崎 次 男 ） の
一

端 を 進 め て き た ．

こ の 間．日 本 に お け る 保 育 者 養 成 史 の 年 表 と 文 献 リ ス

ト を 作 成 す る 過程 で 、本 格 的 な 保 育 者 養 成 史 の 研 究 が

き わ め て 少 な く、体 系 的 な研 究 方 法 論 も 未成立 で あ る

こ と を 痛 感 した、した が っ て まだ周 到 な 研 究 計 画 に の

っ と っ た も の と は い い が た い が、まず は 日 本 で 最 初 の

保 育 者 養 成 機 関 、東 京 女 子 師 範 学 校 保 姆 練 習 科 の 設 置

の 意 義 と そ の 影 響 に つ い て 研 究 を 進 め て い き た い と 考

え て い る 。今 回 は そ の
一

環 と し て、卒 業 生 の 足 取 りの

一部 を 報 告 し、そ こ か ら 草 創 期 の 保 育 者 養 成 の 結 実 の

一一
端 を あ き らか に し た い 。

2 、東 京 女 子 師 範 学 校 保 姆 練 習 科 の 卒 業 生 た ち

　 東 京 女 子 師 範 学 校 保 姆 練 習 科 は 1878 （明 治 11）年 6

月 27臥 東 京 女 子 師 範 学 校 く現 お 茶 の 水 女 子 大 学 ） 内

に 設 置 さ れ た。こ れ が 当時の 同校 附 属 幼 稚 園 監 事 関 信

三 の 開 陳 す る 稟 申 書 に 基 づ く も の と は、　『一色 町 誌 』

（愛 知 県 一色 町 編 、1970） に 述 べ る 関 信 三 伝 の 伝 え る

と こ ろ で あ る が 、琥 物 は 確 認 さ れ て い な い 。

　 し か し 『文 部 省 第 六 年 報 』　（1878） に よれ ば、こ の

保 姆練 習 科 は 当 初 僅 か 「一両 名」 の 志願 者 しか 集 ま ら

ず、10月 31 日 萩 た に 給費規 則 を 定 め．給 費 生 5 名 自費

生 6 名 の 計11名 の 入 学 者 を も っ て 翌 1879 （明 治 12） 年

2 月 発足、1880 （明 治 13） 年 7 月 廃 止 き れ た。正 式 に

は 僅 か 1 回 の 卒 業 生 を 送 りだ し た だ け で あ っ た。突 然

廃 止 さ れ た 原 因 に つ い て は あ ま り言 及 し た も の が な い D

思 うに、こ の こ ろ ば 前 年 公 布 さ れ た ば か りの ．い わ ゆ

る 自由 教 育 令 の 評 判 が か ん ば し く な か っ た。儒 教 主 義

が 復 活 の 兆 し を 見 せ、幼 稚 園 教 育 の 推 進者 だ っ た 文 部

大 輔 田 中 不 二 磨 が 3 月 更 迭 さ れ た こ と も 響 い て い る と

思 わ れ る 。

　 こ の と き の 卒 業 生 の 名 は 『日 本幼 稚 闘 史 』　（窟 橋 惣

三
・新 庄 よ し こ 著 1825＞ に よ っ て 知 り得 る が．こ こ で

は さ ら に く わ し く 『昭 和 31年 ・み ど り会 名 簿 』　（注、

同 窓 会 名簿） に よ っ て 見 て み る こ と に し よ う。

　 「明 治 13年 7 月 修 了　 十
一

人

　 田 中良 （旧 姓原 田 ）　（注、往 所 の 記 入 な し ）

　 （相 原 春 、勝 山 貞 、福 田 布 久 、前 原 鉄．永 野 桂、武

　藤 八 千 代 、山 田 千 代 、小 林 利、橋 本 嘉 治 ）

　退 （長 竹 国 ） 」　（注、か っ こ 内 は 物故者）

　相 原 春 と 橋本嘉治 （旧 姓 大 津、文 久 二 年 生 ま れ ） は

仙台 出 身、仙 台 師 範 学 校 女 子 部 卒 の 小 学 校 訓 導 で、県

よ り派 遣 され て の 入 学 で あ っ た 。橋 本 は 卒 業後、仙台

区 木 町 通 小 学 校 附 隲 幼 稚 園 （現、仙 台 市 立 東 二 番 丁 幼

稚 園 ） 保 姆 と し て 、1932 （昭 和 7 ） 年 3 月 ま で 52年 閲

在 職 し た a1943 （昭 和 18） 年 没 。ク リ ス チ ャ ン で 長 男

寛 敏 は 聖 路 加 国 際 病 院 長 を 務 め た 。相原 は 僑 本 と 同 じ

く 卒 業 後 木 町 通 小 学 校 附属幼椎園 保 姆 と な っ た が、そ

の 後 の 消 息 は 現 在 の と こ ろ 不 明 で あ る。

　福 田 宿 久 は 1861 （文 久 元 年 ） 生 ま れ ？ 東京 に 育 つ 。
東 京 女子 師 範 学 校 開 校 と 同 時 に 入 学 。小 学 師 範 科 修 了

後 引 き 続 い て 保 姆 練 習 科 入 学 ．卒 業 後 は 東 京 に お け る

最 初 の 公 立 幼稚 園、江 東 （え ひ が し ）小 学 校 （現墨 田

区 立 両 国 小 学校） 附 属 幼 稚 園 の 初 代 保 姆 と な っ た 。以

後ず っ と 幼 稚 園 ・小 学 校 教 育 に 携 わ っ た ら し く、1898

（明 治 31）年 よ り 発 行 の 『婦 人 と 子 ど も』 誌 に は フ レ

ーベ ル 会 員 と し て 名 を 連 ね て い る。

　山 田 千 代 は 1851 （嘉永 四 ）年、旗 本 の 娘 と し て 江戸
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に 生 ま れ、保 姆 練 習 科 を 卒 業 後、一時 高 知 県 立 女 子 師

範 学 校 に 赴 任 し た が、 2 年 後 帰 京 。1886 （明 治 19） 年

5 月、私 立小 石 川 幼稚園を 小 日 向 水道端 日 輪 寺 境 内 に

開 い た。開 園 に は伊 沢 修 二 の 援 助 が あ っ た と い う。山

田 は 生 涯 を 幼 穫 園 経 営 に 捧 げ、1913 （大 正 2 ）年 没。

　小 林 利 は 詳 細 は わ か ら な い が、1933 （昭 和 8 ） 年、

『幼 児 の 教 育 』 第 33巻 2 号 に 関 信 三 の 思 い 出 を 載 せ て

い る 。そ れ に よ る と 関 と教 え 子 と の 間 に は わ ず か 8 ヶ

月 前 後 （関 は 11月 に 病没 ）の 交 流 に も か か わ らず、深

い 師 弟 の 結 び 付 き が で き て い た こ と が 伺 わ れ る。恩 物

を 榠 し た 彼 の 墓 が 彼 女 ら の 手 に よ っ て 建 て られ た こ と

も、こ の 記 事 に よ っ て 知 られ る よ うに な っ た e

　 長 竹国 は 1860 （万 延 元 ） 年 江 戸、神 田 に 生 ま れ る。

1881 （明 治 14）年 9 月、飭年 開 園 し た ば か りの 大 阪 愛

珠 幼 稚 園 の 首 座 保 姆 と して 赴 任、1885年 ま で 在 職 し た。

　 勝 山 貞、前 原 鉄 、永 野 桂 〔『日 本 幼 稚 園 史 』 で は 松

本桂）、武 藤 八 千 代 に つ い て は 現在 の と こ ろ な ん ら 手

が か り は な い 。

3 、原 田 良 の 前 半 生

　 原 田 良 も、最 も 長 命 な が ら、こ れ ま で ほ と ん ど 知 ら

れ て こ な か っ た 卒 業 生 の ひ と り で あ る 。小 林 恵 子 氏 の

研 究 に よ っ て、フ ェ リ ス 女学 院 の 初 期 の 生 徒 の
一

人 で

あ っ た こ と、保 姆練習科 卒 業 の 後 は 横 浜 の ブ リ テ ン 女

学 校 （現、成 美 学 園 ） 附 属 幼 稚 園 の 保 姆 に な っ た こ と

が あ き らか に な っ て い る 。今 回 筆 者 は 成 美 学 園 高 校 教

諭 小 宮 ま ゆ み 氏 の 協 力 を 得 て 、現 在 知 り うる 原 田 良 の

前 半 生 に つ い て 調 査 を 行 っ た の で 報 告 す る。

1870 （明 治 3 ）　 9 月、M 。E ・キ ダー
（注、フ ェ リ

※ 15歳 前 後 　　ス 女 学 院創 立 者 ） が ヘ ボ ン 塾 （注、ヘ

　　　　　　　ボ ン 夫 人 が 1863年 始 め た 塾 ） で 教 え 始

　　　　　　 め た 際、田 舎 よ り戻 っ て キ ダーに 学 ぶ。

1875 （明 治 8 ）　
・一

時期、東京 に 出 て 官 立 女 学 校 （注

※ 20歳 前 後 　　東 京 女 学 校 か ？ ） 1こ学 ぶ。10月 再 び フ

　 　 　 　 　 　 　 ェ リ ス 女 学 校 に 戻 り、助 手 と な る。

1876 （明 治 9 ）　 5 月受洗。こ の こ ろ オ ル ガ ン を 学 ぶ。

1878 （明 治 11）　東京 に 転 居 。私 立 学 校 で 教 え る。麹

※ 23歳前後　　町 教 会 （現、高 輪 教 会） に 所属。

1879 （明 治 12）　 2 月 、東 京 女 …F 師 範 学 校保娚練習科

※ 23歳 前 後 　　 入 学

1880 （明 治 13）　 7 月、同 科卒業。le月、ブ リ テ ン 女

※ 24歳 前 後 　　学 校 開 校 、JeH ・パ ラ の 紹介 で ミ ス

　　　　　　　 ・ブ リテ ン の 通 訳 兼 助 手 と な る e 幼 稚

　　　　　　　園 保 姆 も 兼 務

1882 （明 治 15｝　 ブ リ テ ン 女 学 校 退 職 ？

1887 （明 治 20）　 東 京府牛 込 区 立 赤 城 小 学 校 附 属 幼 稚

※ 35歳 前 後 　 　室 に 勤 務 ？

1888 （明 治 21）　 月 俸 九 円 と な る ？

？　 　 　 　 　 　 田 中 に 改 姓

　以 上 が 現在 つ か ん で い る 原 田 良 に 関 す る 消 息 で あ る．

こ れ に よ れ ば、良 は か な り早 い 時期、お そ ら く は キ ダ

ー
と 出 会 う1870 （明 治 3 ） 年 以 前 か ら、ク ラ ラ

・ヘ ボ

ン （注 、宜 教 師 」
・C 。

ヘ ボ ン の 妻 ） に 学 び、そ の 後

キ ダー
に 学 ん だ ら し い 。フ ェ リ ス 女 学 院 が 自前 の 校 舎

を 新 築 し た 1875年 6 月 以 後 は キ ダーの 助 手 の
一

人 と し

て 働 い た 。島 田 嘉 志 子 （後 の 若 松 賤 子 ） と 共 に 、キ ダ

ー
の 最 も 古 い 生 徒 の

一
人 と い え る。

　注 目 す べ き は 良 が す で に 保 姆 練 習 科 入 学 以 前、相 当

な 英 語 力 に 加 え て、音 楽 を も 身 に っ け て い た こ と で あ

る。 し か も す で に 入 信 し て お り、松 野 ク ラ ラ の 英 語 に

よ る講義 ば もち ろ ん．フ レ ーベ ル 伝 に 基 づ く幼稚園保

育 法 の 講 義 に も さ ほ ど違 和 感 は 持た な か っ た の で は な

い だ ろ う カ 

　 ブ リ テ ン 女 学 校 で の 勤務 が 長 続 き しな か っ た 理 由 は

不 明 で あ る 。東 京 に い た ら し い 家 族 と の 関 運 が 考 え ら

れ な い で も な い 。

　 と も か くそ の 後 の 消 息 は 今 日 ま で 何 も 知 られ て い な

か っ た。しか し 筆 者 が 1993隼 東 京 都 公 文 書 館 で 調 査 し

た 史料 の 申 に、良 の も の だ と 思 わ れ る 1 通 の 書 類 が 見

っ か っ た 。 そ れ は 明 治 21年 牛 込 区 長 か ら府 知 事 宛 に 提

出 さ れ た 「赤 城 小 学 校附属幼稚 塞 保姆原 田 りゃ う1 の

月 俸を 八 円 か ら九 円 に 昇 給 す る と い う上 申 書 で あ る。

　（分類番号 616−A7−6 「明 治 21年 公 立 小 学 校 教 員 任 免 開

串 録 」 ） こ れ に よ れ ば、良は 1887 （明 治 20） 年 4 月 開

設 の 牛 込 区 立 赤 城 小 学 校附属幼稚 室 の 保 姆 と な っ た ら

し い 。こ の 保 育 室 は新 宿 区 で は 最 も 古 い 幼稚園 で あ っ

た が、1893 （明 治 26）年 4 月 廃 止 さ れ た 。理 由 は わ か

っ て い な い e 保 育 内 容 は 当 時 の 他 の 幼 稚 園 と 同 じ く 東

京 女 子 師 範 学 校 附 属 幼 稚 園 を 摸 し た も の で あ っ た。

　 原 田 良 は 当時 と し て は 稀 有 な英 学 に よ る 教 育 を 受 け

．しか も 当 時、時 代 の 先 端 で あ っ た 幼 穫 園 教 育 に 携 わ

っ て き た 女 性 で あ る 。世 間 の 論 調 は こ の よ う な 女 性 に

対 し 時 に は 非 常 に 侮蔑的 な も の も あ っ た。こ の よ う な

時 代 に 良 は ど の よ う な 後 半 生 を 生 き た の か、さ らに 史

料 の 探 索 を 続 け て い き た い 。
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