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『京 阪 神 連 合 保 育　　　　　　　　会 雑 誌 』 に
一 1910 年 代 に お け る 保 母 た ち の 「目 由 保 育 」 と 「 自 治 」

一

　 　 　 　　 　 　 　 　 桜 　井 　 智 　 恵 　 子

　 　 　 　 　 　 　 　 （大 阪 市 立 大 学 大 学 院 ）

み ら れ る 子 ど も 観

1 ．研 究 の 目 的

　 新 教 育 運 動 は 明 治 30年 代 に 欧 米 か ら 日 本 に 入 り ．そ

の 自 由 教 青 、児 童 中 心 主 義 、自 発 を お も ん じ る 生 活 教

育 や 労 作 教 育 な ど の 思 想 が 、大 正 時 代 に 爛 熟 し た 。そ

の 結 果 ．保 育 現 場 で も ．幼 児 の 個 性 を お も ん じ ．無 用

の 干 渉 を 避 け て 自 発
・

目 動 ・
自 治 の 習 慣 を つ け る こ と

が 主 張 さ れ る よ う に な っ た 。

　 大 正 時 代 の 保 菁 内 容 を み る と 、恩 物 に よ る 形 式 的 な

保 育 が 減 り 、自 由 遊 び や 戸 外 保 育 が 多 く な っ て い る 。

ま 丿ご．新 教 育 運 動 の 影 響 に よ リ L 幼 児 中 心 の 保 育 を す

る 園 が み ら れ る よ う に な り ．保 育 方 法 に 対 す る 新 し い

試 み も 盛 ん に な さ れ た 。一
方 、こ れ ら を 無 批 判 に 取 リ

入 れ る こ と に 対 す る 反 対 の 意 見 な ど も 現 れ ．い わ ぼ 新

旧 さ ま ざ ま な 考 え 方 に 基 づ く 保 育 内 容 や 指 導 法 が 入 り

涅 じ っ た 。し か し 、大 正 中 期 以 降 に 繰 ワ 広 げ ら れ る 学

校 に お け る 新 教 育 運 動 よ り
一

足 早 く 、子 ど も へ の 認 謎

を 新 た に し た 点 で 、保 育 は 一般 的 な 小 学 投 の よ う な 集

団 管 理 教 育 と は 巽 な っ た 道 を 選 び 取 っ た 。さ ら に ．こ

れ か ら は 「小 学 校 に 幼 稚 園 の 真 似 を さ せ よ 」 と い っ た

意 識 が 保 母 た ち に 行 き 渡 り 、新 し い 保 育 へ の 意 欲 を か

き 立 て て い つ た 。

　 で は ．こ の 時 期 、自 由 保 育 に 何 が 求 め ら れ た の で あ
‘

ろ う か 。ま た ．子 ど も の ど こ に 焦 点 が 当 て ら れ て い た

の で あ ろ う か ．い わ ゆ る 子 ど も に 関 す る 著 作 を 通 し て

当 時 の 子 ど も 艱 を 検 討 し て ゆ く と き 、観 念 的 な も の に

留 ま り 、現 実 の 子 ど も に 対 す る 認 識 が 欠 け て い る 点 が

先 行 研 究 で 指 摘 さ れ て き た 。

　 そ こ で 本 論 文 で は 、明 治 30 （1897 ） 年 に 設 立 さ れ た

京 都 ・大 阪 ・神 戸 の 3 市 の 保 育 会 の 連 合 体 で あ る 京 阪

神 連 合 保 育 会 発 行 の 『 京 阪 神 運 含 保 育 会 雑 誌 s よ 1
丿 、

園 長 や 保 母 の 声 を 拾 い 自 由 保 育 を め ぐ る 意 見 の 傾 向 を

分 類 し 、検 討 す る 。 ま た 、当 時 の 知 識 人 の 「 自 治 」 の

理 解 と 比 較 し 考 察 す る こ と を 目 的 と す る 。

2 ．自 由 保 育 を め ぐ る 保 母 の 議 論 の 傾 向

　 京 阪 神 連 合 保 育 会 は 毎 年 1 回 、3 市 交 替 に 大 会 を 開

催 し 、会 員
一

同 の 研 究 発 衷 お よ び 各 地 区 保 育 会 提 出 の

問 題 協 議 を 中 心 に ．会 員 相 互 の 向 上 発 展 に 寄 与 し 、保

育 団 体 の 中 で は も っ と も 活 躍 し 注 目 さ れ た 保 育 団 体 で

あ っ た 。

　 目 由 保 育 に 関 し て は 、は や く も 大 正 2 年 5 月 25日 に

開 か れ た 第 20回 京 阪 神 連 合 保 育 会 で の 研 究 題 「保 育 上

ノ 目 由 主 義 ヲ 採 用 セ ラ ル 丶 美 験 談 ヲ 激 リ タ シ 」 （第 31

号 、大 正 2 年 7 月 ） の 下 に 議 論 の 場 が 持 た れ て い る 。

モ ン テ ッ ソ リ
ー教 育 に 関 し て も 、神 戸 幼 稚 園 が 中 心 に

な ワ 、大 正 2 年 に は 器 具 の 貸 し 出 し も 講 け 負 い 、京 阪

神 の 幼 稚 園 に い ち 早 く 取 り 入 れ ら れ た 。

　 「自 由 教 育 」 の 理 解 は 、各 市 、各 園 ．各 保 母 に よ っ

て さ 衷 ざ 衷 で あ っ た 。モ ン テ ッ ソ リ
ー、フ レ ベ

ー
ル 、

デ ュ
ー

イ 、ド ル ト ン ブ ラ ン 、ブ 日 ジ ェ ク ト メ ソ ・ソ ド な

ど 、新 教 育 が 大 い に 議 論 さ れ 、日 常 の 保 育 に 現 場 の 保

母 た ち に よ っ て 、取 り 込 ま れ よ う と し た 。

　大 正 期 の 『 京 阪 神 連 合 保 商 会 雑 誌 』 に み ら れ る 保 母

の 「 目 由 保 育 」 を め ぐ る 議 論 の 傾 向 を 分 類 し て み る と

次 の よ う に な る ；   フ レ
ー

ベ ル と モ ン テ ッ ソ リ
ー

の 保

育 方 法 の Lt　X 　  自 由 保 育 と 規 律 　  自 由 保 育 に お け

る 干 渉 の 度 合 い 　  自 由保育 を ど の 程 度 ま で 用 い る べ

き か 　  自 由 保 育 の 環 境　   日 本 独 自 の 自 由 保 育 の 構

築 に つ い て 。  か ら   は 保 冓 の 具 体 的 な 方 法 が 中 心 と

な っ て い る が ．  と   で は と く に 「 子 ど も の 自 由 」 や

「 子 ど も 中 心 」 と い う 点 に 関 し て 意 見 が 交 わさ れ た 。

　 そ の 中 で も t 神 戸 幼 稚 園 の 望 月 ク ニ と 大 阪 江 戸 堀 幼

稚 園 の 膳 タ ケ は ．明 治 末 期 か ら 大 正 期 に か け て 『 京 阪

神 連 合 保 育 会 雑 誌 』 に も た び た び そ の 名 前 が 登 場 し 、

オ ピ ニ オ ン リ
ー

ダ
ー

と し て 活 躍 し た 。

　 膳 は ． 「幼 児 の 知 的 活 動 に 対 し て 無 制 限 的 自 由 主 義

を と り 、他 人 の 干 渉 束 緬 を 厳 禁 し 幼 児 の 自 己 教 育 を 唱

導 」 す る こ と を 主 張 し た 。 （ 「 閲 酉 保 育 界 と モ ン テ ッ

ソ リ
ー

女 史 教 育 思 想 」 第 35号 ） ま た 、神 戸 幼 稚 園 園 長

望 月 ク ニ は 京 阪 神 運 合 保 育 会 を リ
ー

ド し 、全 国 保 育 会

の 中 心 勢 力 と し て 活 躍 し た 。 彼 女 は 、保 育 者 が 「 あ ま

1
丿 口 数 を 利 か ず 側 に 控 え て い て 専 ら 児 童 中 心 主 義 」 を

取
．
ワ 、　「児 童 に 自 制 自 決 の 習 慣 を 与 へ る 」 と い う こ と

を モ ン テ ッ ソ リ
ー主 義 を 論 ず る 中 で 力 説 し た 。 （文 部

省 習 通 学 務 局 「全 国 幼 稚園 関 係 者 大 会 記 録 」 大 正 5 年

3 月 〉 彼 女 ら の 主 張 て 「 自 己 教 育 」 や 「 自 制 目 決 」 に

重 点 が 置 か れ て い た の は 何 が 目 的 で あ ろ う か 。 そ れ は

自 立 で あ っ た 。子 ど も 自 ら が 自 分 の 世 界 を 造 っ て ゆ く
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こ と が 、子 ど も が 自 立 す る 遵 で あ る と 考 え ら れ て い た

の で あ る 。

　 こ の よ う に し て 、自 由 保 育 は 金 国 的 に 行 き 渡 っ た 。

と こ ろ が ．大 正 8 年 10月 に 大 阪 で 催 さ れ た 第 2 回 全 国

幼 稚 園 関 係 者 大 会 で は 、準 備 さ れ た 講 演 は ふ た つ と も

自 由 保 育 に 関 す る も の で あ り な が ら 、現 場 関 係 者 か ら

提 出 さ れ た 協 議 題 の 半 分 は 「幼 児 へ の 文字 教授 」 に 関

す る も の に 集 中 し た 。こ れ は ．現 場 保 母 の 関 心 が 自 由

保 育 だ け て な く 、 「 早 教 育 」 に も 寄 せ ら れ て い た こ と

を 示 す 。

　 と こ ろ で 、大 正 7 （1918 ） 年 、倉 橋 惣 三 を 中 心 と す

る フ レ
ー

ベ ル 会 は 各 地 の 代 表 的 な 幼 稚 園 を 選 ん で 幼 児

訓 練 の 標 的 と い う 題 で 回 答 を 求 め た 。そ の 目 標 の 第
一

位 に は 「 自 主 独 立 」 が 挙 げ ら れ 、第 二 位 が 「従 順 」 で

あ っ た 。こ れ は 、森 川 正 雄 が い う 「 旧 方 法 で は 服 従 が

第 一
の 徳 と さ れ た が ．新 方 法 で は 自 爲 目 奮 が 重 要 な も

の と さ れ る 」　（ 『 幼 稚 園 の 理 諭 及 実 際 』 大 正 13年 ） と

い う 分 桁 と も 重 な る 。 す な わ ち L 明 治 か ら 大 正 の 過 渡

期 に あ っ て ． 「 自 主 独 立 」 と 「 従 順 」 と い う 両 課 題 の

価 値 が 同 時 に め ざ さ れ て い た と い う 状 況 が み ら れ る 。

　 こ の よ う に 、実 際 に は 、 「 自 由 保 育 」 を 深 め る 議 爺

よ り も 「 自 制 自 決 」 で あ る と か 、 「 自 主 独 立 」 と い っ

た 言 葉 が 先 行 し 、子 ど も の 積 極 性 が 保 育 の 目 的 と さ れ

る こ と が 多 か っ k 。ま た 、い ず れ の 議 諭 も 子 ど も の 自

主 性 が 主 眼 と さ れ 、子 ど も 同 士 の 相 互 関 係 に 関 し て は

自 主 性 と は 異 な る 議 論 と し て 扱 わ れ た 。こ れ は ．目 主

性 が 主 に 積 極 性 と 重 な っ て 認 識 さ れ て い た た め と 思 わ

れ る 。

3 ．知 識 人 の 「 目 治 J 理 解

　 次 の
一

文 は 「男 子 と 保 育 」 と 題 し た 新 聞 記 者 の 簟 に

よ る も の で あ り 『 京 阪 神 連 合 保 育 会 雑 麸 』 に 抜 粋 ・掲

載 さ れ た 。 「女 性 化 し た る 園 児 は 動 も す れ ば 女 の よ う

に 神 経 的 と な り 、早 熟 性 と な ワ ．非 男 子 的 と な つ て ．

著 し く 自 治 、自 裁 の 精 神 と 耐 忍 、奮 闘 の 意 気 を 消 沈 せ

し む る 傾 き が あ る 」 。　（大 阪 毎 日 新 聞 　 橋 詰 良
一

氏 、

第 31号 、大 正 2 年 7 月 ） こ こ で い わ れ る と こ ろ の 「 自

治 」 は ．子 ど も が 自 ら の 世 界 を 創 造 す る と い っ た 考 え

方 と 関 連 し て 展 開 さ れ た も の で は な く ．徳 育 と い っ た

色 含 い を 帯 び て い る こ と が 見 て 取 れ る 。

　 ま re、お 伽 噺 作 家 と し て 日 夲 の 児 童 文 化 に 大 き な 貢

献 を し た 巖 谷 季雄 は ．次 の よ う に 述 べ 「積極 性 」 の 重

要 さ を 主 張 し た 。　「明 治 大 正 と な つ て 世 界 の 人 間 を 相

手 に 之 れ と 競 争 し て い か ね ば な ら ぬ （中 略 ） 意 気 地 の

な い こ と を 云 つ て る と 外 が ら 元 気 の い V 欲 張 り 者 が ド

ン ドン 遠慮 な く 喰 ひ 入 つ て 繰 る そ れ で は 到 底 立 ち 行 か

ぬ ウ ン と 欲 張 り の 出 し や 張 り で 総 て が 積 極 的 の 人 間 で

な く て は な ら ぬ 黙 つ て 我 慢 し て い る 土 台 石 （意 志 ） よ

り は 上 か ら グ イ グ イ 圧 迫 す る 漬 物 石 （意 思 ） で な く て

は な ら ぬ …積 極 的 に 進 ん で い て 之 れ に 含 ま れ た 精 神 が

明 治 大 正 の 子 供 に 必 要 で あ る か ら で あ る 」 。　（ 「 お 伽

嘸 に 現 れ た る 時 代 思 潮 」 第 33号 、大 正 3 年 7 月 ）

　 さ ら に 、モ ン デ ッ ソ リ
ー

法 の 研 究 で 当 畸 の 保 育 界 に

影 轡 を 及 ぼ し 、後 に 発 行 さ れ る 『 八 大 教 育 王 張 』 　（大

正 11年 ） の な か で 「自 動 教 育 論 」 を 展 開 す る 河 野 清 丸

の 譏 考 が 『 教 育
．
時 論 』 か ら 抜 粋 さ れ 掲 戴 さ れ て い る 。

「今 や 日 本 は 世 界 の 日 本 で あ る 戦 後 に 於 け る 政 治 経 済

並 び に
一

般 文 明 上 の 競 争 地 は 果 し て 何 地 に 移 ら ん と ず

る か 吾 人 日 本 民 族 は 之 を 対 岸 の 火 災 視 す る を 許 す や 否

や （中 略 ） 此 の 競 争 に 勝 つ の 道 如 何 唯 力 あ る 国 民 パ ワ

フ ル な る エ フ シ ェ ン ト な る 国 民 を 措 い て 他 に 之 を 求 む

る こ と は 出 来 な い 而 し て 是 等 国 民 を 養 成 す る の 道 は
一

に 自 動 教 育 に 頼 る の 外 な き を 思 へ ば 門 氏 の 研 究 亦
一

日

も 之 を 忽 に ず る こ と は 出 来 な い と 思 ふ 」 。 ｛「 モ ン テ ッ

ソ 1丿
一

教 育 法 の 功 罪 」 第 36号 、大 正 5 年 2 月 ）

　 こ こ で は 、国 民 を 養 成 す る 道 と し て モ ン テ ッ ソ リ
’一

教 育 が 論 じ ら れ た 。こ れ ら の 思 潮 の 背 景 に は 、第 1 次

世 界 大 戦 に 参 戦 し た 時 局 の 状 況 が 反 映 し て い よ う 。そ

れ は 、互 い に 遊 戯 や 歌 を 紹 介 し あ う 「 保 育 会 提 出 遊 戯

及 び 歌 曲 」 に 戦 争 に ま つ わ る 歌 詞 が こ の 時 期 に 多 く み

ら れ る と こ ろ か ら も 分 か る 。

　 こ れ ら の 子 ど も 観 は 、児 童 中 心 主 義 の 「 自 治 」 の 考

え 方 と は 、は っ き り と 異 な る 方 向 へ そ の 鉾 先 を 向 け よ

う と し て い た 。

4 ．考 察 お よ び 結 論

　 以 上 、　『 京 阪 神 連 含 保 育 会 雑 諺 2 を 参 考 に ．自 由 保

育 思 想 受 容 期 の 子 ど も 観 に つ い て み た き た 。

　 保 母 の 中 の オ ピ ニ オ ン
・リ

ー
ダ

ー
の 議 諭 は ． 「 児 童

中 心 主 義 」 や 「 自 由 主 義 」 の 保 育 方 法 を 中 心 に、展 開 さ

れ た 。し か し 、一
般 の 保 母 た ち は L 必 ず し も 自 由 保 育

中 心 で 保 育 内 容 ・．方 法 を．構 成 し て い た と い う よ り は 、

科 学 主 義 の 流 入 や
’
価 憊 の 多 様 化 に よ ワ ．混 迷 し て い る

様 子 が 垣 間 見 え る 。

　．「自 治 」 と い う 概 念 も ま た 、立 場 に よ っ て 「 児 童 中

心 」 と は 異 な る 位 椙 で 読 み 取 ら れ て い た こ と が 分 か っ

た 。す な わ ち 、子 ど も の 「自 治 」 や 「 積 極 性 」
・の 価 値

化 は 、保 育 現 場 で は 子 ど も の 自 立 に そ の 目 的 が 求 め ら

れ る が 、そ れ は
一

方 で は 、徳 育 主 義 と い う 目 的 に 直 結

し や す い 条 件 を も 有 し て い た と い え る 。
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