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　 わ が 国 に お け る 保 育 環 境 の 歴 史 的 変 遷 に つ い て

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 ．　 鉄 棒

　○ 田代 和 美　　　　　中島寿孑　　　　　　　内藤知美　　　　　柴 崎 正 行

（お 茶の 水女子大学 ）　（聖 ケ丘教 育福祉専門学 校 ）　（お 茶 の水 女子大学大学 院）　（東京家政 大学）

は じ め に

　 現 在、ほ と ん ど の 幼 稚 園 や 保 育 所 に 設 置 さ れ て い る

鉄 棒 は、一体 幼 児 に と っ て ど の よ う な遊 具 な の だ ろ う

か。そ れ を知 る た め の 手 が か り と し て、鉄 棒 が ど の よ

うな 経 過 を経 て わ が 国 の 幼 稚 園 に 広 く設 置 さ れ る よ う

に な っ て い っ た の か を 検 討 す る こ と を 本 研 究 の 目的 と

す る。

調 査 方 法

　調 査 の 対象 と し た 資料 は、各 地 の 幼 稚 園 の 記 念 誌

都 道 府 県 及 び 区 の 教 育 史、都 道 府 県 の 保 育史、学校 建

築 史、日 本 体 育 史、保 育 雑 誌 「京 阪 神連含保育 会 雑 誌

「幼 児 の 教 育 」 等 で あ る e

調 査 の 結 果

　 1560 年 の プ リ ュ
Pt

ゲ ル の 「子 供 の 遊戯 」 の 絵 に は 「

ぶ ら さ が り （横 木 に 回 転 す る ） 」 の 遊 び を し て い る 子

ど も が 描 か れ て い る 。 当 時 布 場 で 馬 を つ な ぐ柵 に 、子

ど も達 は ぶ ら下 が っ た り、上 に 乗 っ た り、回転 し て 遊

ん で い た。芋 ど も の 遊戯 と し て は、こ の よ う に か な り

古 くか ら 鉄 棒 の 原 型 の よ う な も の が 行 わ れ て い た e

　 し か し 鉄 捧 は、教 育 の 中 で は 体育 と し て 登 場 す る 。

19世 紀 初 頭 の ド イ ツ で は、祖 国 防 衛 を担 う新 し い 国 民

を 形 成 す る こ と を 目 的 と し た 「ドイ ツ 体 育 」 〔lalff）に

示 さ れ た 運 動 内 容 に 水 平 棒 （鉄 榛 ） が 入 っ て い る。イ

ギ リス で も、ドイ ツ 体育 が 普 及 し て い き 〔フ ェ ル カー

の 体 操 場 1825 に 鉄 棒 を行 っ て い る 絵が あ る ），初 等 学

校 へ も体 操 が導 入 さ れ た。わ が 国で も 明治 4年 （1δ71年）

に 慶 応 義 塾 内 に は 鉄 棒 が 備 え 付 け ら れ た よ うで あ る。

で は 小 学 校 で は ど の 様 に 鉄 棒 が 設 置 さ れ て い っ た の だ

ろ う か 。明 治 3年 に 学 制 が 公 布 さ れ、小 学 校 課 程 中 に初

め て 教 科 と し て の 体術 （体 操 ） が 置 か れ た が、内 容 の

指示 は な か っ た。翌 年 の 「改 正 小 学 教 則 」 で は 具 体 的

内 容 と し て 「体操 図 」 が 指示 さ れ た が、鉄 榛 （木 製 ）

で 遊 ん で い る 様 子 が 絵 に よ っ て 紹 介 さ れ た に と ど ま っ

た。明 治 19年 の 教 育 Rl度 の 改 変 に よ り．小 学 校 が 国 民

教 育 と し て 基 本 的 に 確 立 さ れ、体 操 は 臂 通 体 操 、兵 式

体 操 の 2 本 立 て の 教 科 と な っ た。港 区 教 育 史 に よ る と

港 区 の 麻 布 小 学 校 で は、畷 治 37年 に 運 動 場 に 平行棒、

小 鉄 棒 が 設 け ら れ、明 治 41年 に は 月 南 山 小 学 校．笄小

学 校 に も 鉄 棒 が 設 け ら れ た。校 含 の 整 備 が
一応 終 る 明

治 4Dff 頃 か ら、校 庭 に は 様 々 な 遊 具 や 観 察 用教 材 が 揃

え ら れ 、鉄 棒 も そ の
一

つ と し て 設 置 さ れ て い っ た よ う

で あ る。大 正 2年 に は 「学 校 体 操 教 授 要 目 」 が 制 定 さ れ 、

わ が 国 の 学 校 体 育 に お け る 統 一的 な 指 導方 針 が 提 示 さ

れ た 。体 育 内容 は 「体操、教 練、遊 戯、撃 剣 及 柔 術 1

で、教材 の 中 に 懸 垂 運 動 （鉄 棒 ） が 取 り入 れ ら れ た。

「亰 都 小 学 五 十 年 誌 」　（大 正 7年 ） に は，こ の 要目 を 受

け て 体 擽 機 械 器 具 の 整 糖 を 行 い 、鉄 棒、水 平 棒 な ど を

新 設 し た と 書 か れ て い る。ま た 大 正 7年 の 京 都 府 女
：

子師

範 学校 附 属 小 学 校 の 平 面 図 に も 鉄 棒 が あ る 。小 学 校 で

は、明 治 後 期か ら 休 み 時 間 の 遊 び 道 具 と し て 設置 さ れ

た 鉄 棒 が、体 育 の 内 容 に 含 ま れ て 、広 く普及 し て い っ

た。

　 で は、鉄 棒 は 幼稚 園 に は ど の よ う に 入 っ て き た の だ

ろ う か。各 地 の 幼 稚 園 記 念 誌 や 県 の 保 育 史 を調 べ て み

る と、徳 島県 幼 稚 園 史 に は、鉄 棒 の 記 述 は な い 。岡 山

市 立 深 柢 幼 稚 園 百 周 年 記 念 誌 に も戦 前 に は 鉄棒の 記述

が な い 。土 浦 市 立 土 浦 幼 稚 園 創 立 百 周 年 記 念 誌に も 大

正 時 代 に ブ ラ ン コ 、滑 り台 は あ る が 鉄 棒 は な い 。長 嫡

大 学 附 属 幼 稚 園 に も 大正 時代 に ブ ラ ン コ の 話 は あ る が、

鉄 棒 は な い e 奈良県五 条幼稚園の 大 正 m 年 の 平 面 図 に

も 滑 り台 や シ
ーソ ー 遊 鋤 円 木 は あ る が、鉄 棒 は な い 。

舞 鶴 幼 稚 園 百 年 誌 の 明 治 ・大 正 の 部 に も プ ラ ン コ 、滑

り台 の 図 は あ る が，鉄 棒 は な い 。松 本 幼 稚 園 百 無 誌 に

も、鉄 棒 の 記 述 は な い 。京 都 教 育 大 学 教 育 学 部 附 属幼

稚 園 百 年 誌 に は、大 正 7年 の 移 転前 の 思 い 出 話の 中 に、

鉄 働 咄 て く る が 、移 転 当 時 の 園 庭 の 設 備 に は 鉄 棒 は

な い 。岡 山 県 倉 敷 小 学 校 附設 幼 稚 園 の 平 面 図 〔大 正 4年 ）

に は ブ ラ ン コ ．滑 り台、固定 円木 と と も に 鉄 棒 が あ る。

大 阪 教 育大学 附 属 幼 稚 園 の 百 周 年 記 念 誌 で は 、昭 和 2年

に 移 転 し た 園 舎 平 面 図 に 鉄 棒 が あ る。大 阪 府 愛珠幼 稚

園 の 百 年 誌 に は、昭 ln／5ff．低 鉄 棒 ・雲 梯 を 設 置 と 記

さ れ て い る 。昭 和 に 入 っ て か ら 鉄 棒 を設 置 し た 記 録 は

い く つ か み ら れ る が、大 正 時 代 まで は 倉敷 小 学 校 附 設

幼 稚 園 以 外 に 鉄 棒 の 記 述 は な い 。日 本 幼 児 保 育 史 に お

け る 大 正 時 代 の 自 由遊 び の 記 述 に も、ブ ラ ン コ 、室 内

シ
ー

ソ
ー

は で て く る が、鉄 棒 に つ い て の 記 述 は な い 。

　r亰阪 神 速 合 保 育 会 雑 誌 」 や 「幼 児 の 教 育 」 誌 上 に も、

明 治 や 大 正 時 代 に 鉄 棒 め 記 述 は ほ と ん ど 見 あ た ら な か

っ た e

　 し か し 明 治 41年 の 「婦 人 と 子 ど も 」　〔8巻 Heg・） に 和

田 実 は、玩 具 に つ い て 述 べ る 中 で、女 高 師附 属 幼 稚 園

で 近 々 腰 掛 付の ブ ラ ン コ が 設 け ら れ る そ う だ と い う 話

と 共 に 、こ の 他 に 釣 る 下 が る た め の 金 棒 や 低 い 平 行 pa・

固 定 円 木 な ど も 至 極 よ か ろ う と 思 う。作 り方 次 第 で 決

し て 危 険 は な い も の で、常 に ＋ 分 備 え｛寸け ら れ る 事 を

望 む と い う 旨 を 書 い て い る。ま た 大 正 5年 の 「婦 人 と 子

ど も 」 〔1謄 L。号 ） に は 女 高 師 阿嘱 幼 稚 園 参 観 記 の 記
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事 が あ る。そ れ に よ る と 「真 似 ほ ど の 機械 体 操 や ぶ ら

ん こ の ま わ り に は、男 児 が 騒 い で い る 」 「機 械 体 操 に

く る ま っ た い た ず ら っ こ 」 と い う よ う に、こ の 当 時、
女 高 師 附 属 幼 稚 園 に 鉄 棒 と 思 わ れ る も の が あ っ た よ う

で あ る。ま た 昭和 14年の 「幼 児 の 教 毒 」　（39巻 6号 ） に

は、　 「幼 稚 園 の 遊 戯 と 体 育 」 と い う 題 で、体 育 家 と幼

稚 園 関 係 者 の 座 談 会の 記事 が あ る。こ の 中 で 体 育 家 の

　「危 険 か ど う か は 判 ら な い が、上体 の 発 育 を 促 進 させ

る 低 鉄 棒 も 或 は よ い か も し れ な い 」 と い う 発 言 に 対 し

て ．倉 橋 は 「昔 は こ こ の 幼 稚 園 に も あ っ た よ う な 気 が

す る 。 そ の 時 も 幼 児 の 軟 骨 の 事 が 問 題 に な り、前 腕 の

み で 全 身 を支 え た り、振 っ た り す る の は ど う だ ろ う か ？

と い う こ と か ら 止 め に な っ た 。 1 と い う 旨 を 述 べ て い

る。こ の 記 事 か ら上 記の 女高 師 幼稚 園 の 大 正 5年 の 機 械

体 操 は 鉄 棒 で あ り、そ の 後 取 り 除か れ た も の と 思 わ れ

る。

　 知 識 を 与 え る 保 育 か ら 脱 し て 幼 稚 園 を 変 革 し よ う と

い う 明 治後半 か ら の 動 向 の 中 で、鉄 棒 が 遊 異 と し て 幼

稚 園 の 中 に 入 り 始 め た 兆 し が 見 え る が、少 な く と も 大

正 時代 に は 鉄 棒 は 幼稚園の 遊 具 と し て は
一

般 的 に は な

か っ た も の と考 え ら れ る。昭 和 に 入 っ て 、少 しづ っ 鉄

棒 を 設 置 す る 園 が 出始 め、昭 和 17年 の 「本 邦 保 育 施 設

に 関 す る 調査 」 に よ れ ば、低 鉄 棒 を備 え て い る 幼 稚 園

は t3．6％ で あ っ た。

　 「幼 児 の 教 育 」 誌 上 に 鉄 棒 の 記 事 が 多 く で て く る の

は、健 康 教 胥 や 体 力 の 増 進 が 重 視 さ れ た 戦 時 下、特 に

昭 和 17年 頃 か ら で あ る。鹿 児 島 女 子 師範 附 属 幼 稚 園 （

42巻 3号 ）、感 応 幼 稚 園 （42巻 U 号 ）、千 葉 県 女 子 師 範

学 校附 属 幼 稚 園 （43巻 2号 ）、石 川 師 範 女 子 部 附 属 幼 稚

園 （43巻6号 ） な ど の 低 鉄棒の 記 事 が あ る。44巻 4号 （

昭 和 19年 ） で は、文 部 省 学徒動員 課 長 が F戦 時 下 の 子

供 の 体 育」 と 題 して 幼 稚 園 で の 体育 の 具 体 的緬 導 は 国

民 学校 体 錬 科 教 授 要 項 及 そ の 実施細 目 の 精 神 とそ の 内

容 を参 考 に し て い た だ き た い と 述 べ 、そ の 要 点 の 中 に

　厂懸 垂 」 が 挙 げ ら れ、国 民 と し て 活 動 す る 基 礎 的 能 力

だ か ら 着 圏 して 指 導 し て い た だ き た い と 述 べ て い る。

　 戦 後 に な っ て も、昭 和 23年 の 保 育要 領 に は 鉄棒 の 記

述 は な い 。ま た フ レ ーペ ル 館 七 十年 史 の 昭 Pt　24年 度 の

保 育 用 品 目録 に も 鉄 襷 は ない 。ま た 「幼 稚 園 基 準 」　（

昭 和 27年 ）、　「幼 稚 園 設 置 基 準 」　（昭 和 31年 ） に は鉄

棒 の 記 述 は な い 。こ の よ う に 戦 後、急 に 鉄 棒が 普 及 し

た と い う わ けで は な い よ う で あ る。し か し 「幼 稚 園 教

育 要 領 1　（昭和 31年 ） の 領 域 「健 康 」 の 望 ま し い 経 験

2 の 厂い ろ い ろ な 運 動 や遊 び を す る 」 と い う部 分 に は

す べ り台 ・ぶ ら ん こ に 次 い で 低 鉄 棒 が あ げ ら れ、ま た

指 導 書 に も 鉄 棒 で の 活 動 が 具 体 的 に 書 か れ て い る。昭
．和 20年 代 後 半 か ら は 、小 学 校 と の 閲 運 で 幼 稚 園 の 教育

課 程 が 考 え ら れ る よ う に な り．カ リ キ ュ ラ ム が 盛 ん に

研 究 さ れ、　「幼 児 の 教育 」 誌 上 に も そ の 動 向 が 伺 え る。
厂低 鉄 棒 で は、何 と 何の 動作 が 出 来 て い な く て は、」

と い う よ う な 体 育 カ リキ ェ ラ ム へ の 批 判 が あ げ ら れ る

　（53巻 2号 ）
一

方 で、カ リ キ ュ ラ ム 作 成 の 基 礎 資料 ど し

て 体 力 測 定 が 行 わ れ 「懸 垂 」 が あげ ら れ た り （53巻 9号 ）

、発 達 に 応 じ た 適 切 な 指 擲 を 行 う た め に、幼 児 の 運 動

能 力 の 発 達の 調査の 記事 が あ げ られ て い る （55巻 2号、
55巻 8号 ）。ま た 昭 和 32年 の 第 5回全 国 幼 稚 園 施 設 研 究

大 会 で は 「施 設 設 備 の 管 理 」 に つ い て の 分 科 会 で 、懸

垂 力、走 力 、跳 力 が 養 わ れ に く い 現 状 を 踏 ま え て、滑

り台、ブ ラ ン コ 、砂 遊 び 場、低 鉄 棒 の 設 備 の 充実 に つ

い て 話 合 い が な さ れ て い る （56巻 4号 ） 。

　 昭 和 39年 の 文 都 省 通 達 「幼稚園 教 育 の 振 興 に つ い て 」

で は 、幼 稚 園 の 設 備 に つ い て の 中 に 低 鉄 棒 の 記 述 が あ

り、昭和 42年 の 厂幼 稚 園 設置 計 画 の 手 び き j で は、す

べ り氤 ぶ ら ん こ 、砂 遊 び 場 に 次 い で 低 鉄 棒、固定 円

木 、太 鼓 橋 を 選 択 設 置 す る こ と が 妥 当 で あ る と さ れ て

い る 。 こ れ ら の 事か ら、鉄捧 は 昭 和 31年 の 幼 稚 園 教 育

要 領 の 前 後 か ら 普 及 し は じ め、昭 和 30年 代 に 全 国 的 に

普 及 し て い っ た よ う で あ る。桐 生 （昭 和 44 年 ）が 東 京

近 郊 の 5県 の SO園 で 遊 具 に つ い て 調査 し た結 果 で は、低

鉄 棒 を 設 備 して い る 幼 稚園は 全体の 90 ％ で あ っ た 。

　 考 察

　 今 回 調 べ た 幼 稚 園 関 係 の 資 料 の 中 で 初 め て 鉄 棒 に つ

い て の 記 述 が 見 ら れ た の は、明 治 戯 年 に 和 田 が 遊 具 と．

して 鉄 棒 を備 え る こ と を提唱 し た 記事で あ っ た。 し か

しそ れ を受 け て 作 ら れ た 可 能性の あ る 女 高 師 附属 幼 稚

園 の 鉄 棒 は、大 正 時 代 に な っ て、倉 橋 が 主 事 の 時 代 に

撤 去 さ れ た も の と 思 わ れ る。戸 外 や 園外 で の 保 育 が 盛

ん に な り、ブ ラ ン コ や 砂 場 が 急 激 に 普 及 し た 大 正 時 代

に 鉄 棒 が 普 及 し な か っ た の は、な ぜ な の だ ろ う か。そ

れ は、鉄 棒 が 幼 児 に と っ て 適 して い る の か 否 か を 考慮
し た か ら で は な い の だ ろ う か。幼児 に と っ て ど の よ う

な 遊 具 が 適 し て い る の か と い う観 点 か ら遊 具 を選 択 し、
ま た保 育 は 鍛錬 で は な く、園 庭 は 校 庭 で は な い と い う

幼児 教 育 者 の 考 え が あ っ た が 故 に、鉄 捧 は 小 学 校 か ら

す ぐ に 幼 稚 園 へ と 普及 し なか っ た の で は な い の だ ろ う

か。鉄 棒 は、戦 時下 に お け る 鍛 錬 や 戦後に お け る 小 学

校 体 育 と の 関 運 で 幼 稚 園 に 入 っ て き た よ う で あ る。そ

こ で は 幼 児 に と っ て 鉄 棒 が 適 し て い る か 否 か を考 え る

と い う よ り も、国 民 学 校 の 鍛 錬 や 小 学 校 的 な 体 育 カ リ

キ ュ ラ ム に 合 わ せ る形 で 入 っ て き た もの と 思 わ れ る。
昭 和 14年 の 「幼 児の 教 育 」 誌 上 で の 体弯 家 と 保 育 関 係

者 の 座 談 会 の 中 で、　「上体 の 発 育 に 鉄棒が 有 効 だ 」 と

い う体 育家 の 発 言 に 対 し て、．倉 僑 は 「教練 で す る の で

は な い 」 と 反 論 し、両 者 の 意 見 は 歩 み 寄 ら な か っ た。
ま た 倉 橋 は 厂戦 時 保 育 の 本 義 と 実 際 」　（幼 児 の 教 育 43

巻 8 ・9号 昭和 18年） で も、体 力 錬 成 の 名 に 於 て 方 法 を

誤 る と か え っ て 害 が 起 こ る と 懸 垂 の 聞 題 を 述 べ て い る。
鉄 捧 イ コ

ー
ル 懸 垂 で は な い が 、鉄 棒 は本 当 に 幼児 に と

っ て 重 要 な も の な，a）か、考 え 直す余 地 が あ り そ う で あ

る。

671

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


