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．
：お 。∫る ザ ど て》の 款 1。 臠 ず る 審察 ［眼

　　　　一一保育 に おける唱 歌教育 開始 の た め の 様 f“ な 試 み
一一

　 鵜鐸　 1瓢 ．ハ．

（大 甑 女 子 短 期 大 学 ）

1 ．は じ め に

　明治 初頭 に我 が 凹 近代 ∵「交教 rl・副皮 力．・）人 れ ら氈 て

以未、
」tt校教育 の 易で ど の よ り な

”
鵯を宇 ども た ，1＿尉 ヌ

して い くべ
・
きか と い う こ と ｝ ズ きな V“　k／

．
写 　 ．

1
｝薩教 育

現場の み な らず、音 楽界 を も若 さ込 ん で σ　 Ip 　 ヵ隔、り

返 され、明治期 の 音朱教 「．の 方向
．1生が ∫ られ て 行 く ：と に

な る。こ の 状 況 は幼 児 教 辞の 上IP　 ，　 t ！iて も i，］f1 あ つ た
．
と

考 え b れ る。ど の よ うな 、勲 哨　て 幼 聚 払 を推1廴 して い

く の か と い う こ と は。近 代
’
：挟 教 育 嗣 艾の 梯宣 に も 大

“lt 、

影騨 を及 ぼす も の で あ っ た はずで あ る．

　 と りわ け明 洽 20 年代 は 大 都 市 を 1．！l心 と し
’．
⊂次 封

‘
1 加 1．

［e ［ge一育が 展閃 され て い さて うな様嶺 も 前に して ，こ の 悶趣

と真剣に 取 り紅 まな くて は 球 らな 厨 irU1で あっ た と
』
えい

う。こ の 頃 に は 文語 省昌
：
楽攻醇11掛、そ の 浮 の 朱　　 〜　佼

を 申心 と した 酋涯 e 〜 教 肩

．
の 成 未 こより、亅

』
ど もの 左乙 　】

作 〔得 る 能 力 の あ る 人 々 が 浜 』1土． 君 め た 　 き ちあ り、切 ノ1己

教育 を想定 した 唱敏集の 編纂な ど も 同始 さ れ 面。従っ て 、

こ の 時 期 に子 ど も の 歌 の 創 作や rl．」款 仕 の 細 基k 、々わ ・
∬

り、衷い は幼児教 月

．
の 湯で ∫

：

ど もの ，1；：楽教万 に i＞’91．rtした

人 々 が どの よ うな 盲楽 牧置
．
観 を持 ち、そ の ヒに 立一

） て ど の

ような 音楽 を創作 して 功児教育の
F ．

に £し小 しよ う と して い

た の かを探 る こ と は、そ の 後 の 我が、］1の ゴ ど もの
’
楽教 至

の 根幹を 解明す る と い う意味で 丁 ムな ノ Lで ある と
‘
プ
．

ら

れ る。

　本研 究は こ の よ うな 1『遮，酬 或に 襲づ き、一（ の 研 究 の 端糺

と して、明汗 20 年前後 に 急．s 発行さ した 幼y、1馨織 广 対
イ ・

と した Pb 款集ナ い くつ か 採 りあ げ、こ の 1短蒲、　 lf’ど 、」の ．

震 とい う もの が どの よ う に 抗 え られ て 〆、た の か 、ツ」 三の 轍

育に 1
’
「楽 を 環 い る tt一と ｝ 対 し どの よ うん．囿顧 が ピ泊 三し、そ

の 解決の た め に どの よ
．
うな 方法が 1 うれ，fども の 武が 創

作 され て い っ た の か とい う点 r　 ．tt，，「．（をあ て て 考察を Lみ る

もの
．
で あ る。

2 ．明鸛 20 年面後 の 保斉 の た め σ）晴 。次観

幼稚園 教育に 尸 い る た め の 唱 歌墨 と し て は、『秣 … II「 款』以

降の もの で は明治 20年 よ2 月 に．メζ
’
「省 r1楽 射 瞬掛が，L 塗

〉

驚

行 した 『幼有［團口
」∫賦算．』 カ

．
三た る 教材 と して 挙げら れ る。

　 しか し 人 際 1、lll 製の 『幼稚園 ll昌歌 象．，が刊 行さ れ る 前

後に ↓脳、　 楽界で ぱ何 肩か の 9 ・．の た め の 唱 歌 集 の 作成 が

”．．／・・：濃 て い た こ と が 嘱 らか で ある。そ れ らの 唱歌集所 載

の FV
「、筑＿⊥PT］して、西洋自悉を作曲す る と い う能力の 未だ 乏

しか っ t

’
t．ゴ狙 　 楼 々 な 方枢、で 保 冐 に 供す る 歌を 創 り 出そ う

と して い たボ打が 14U 　3オ
『
しる。

　そ の 様々 な 亅
ナに 焦通 した 考 λ 万 は、r ど もが 1常的に

状 っ て
．
い る歌、い く 丿ゆ る 旧 ’

iの 類 の 歌を排斥する とい う こ

と 　 厂 っ た。例 え ば 明台 18 「三に 発 1了さ れ た．II功租閑 初少』

の 「目1ヨ歌亅の 坦 目で 、
．ゴ
戌目 に も音楽 rl

」改あり、され ど其の

1、其 の 語．大 抵 i，；， 1職 こ渉 りて 幼稚 σ決育の 料 と な
．
す べ か ら

丶 る も の b しとそ 1D と三 べ られ て い た よ う に、我 が国 で

1
’iξ次わ れ て さた 試1司 イ、薄に相応 し くな い と考 え られ た の

て うる。こ れ．は喚 浦 101 代後 よ｝紬 ら 20 年 代 切頭 にか け て

輯 r 個 才 い て 痔 ノ とな っ た猥 歌三
’
攸の β 功 とイ 依 に関

係 した ， り で あ っ ブ と え よ 丿。

　 さ らに
＋

た、1り 1涙 蔵 “Jξ版 の ［．．P．歌 』 （明活 19年〉 の 出

IIKI　 l　
t ．し した 　

・
逗．の 1状の li／｛Ef’rに対 し、1今の ｝ の 軍人 の

［［
「

へ る
’

次と 伝ふ 窟 を某 似 て 1 可
へ る な も幼 稚 き先 噫 に ふ さ

わ しからず1L ／ と い っ む 見も見 られ た。

　そ して こ の よ うな 墅 ，［や 慌 次の 排斥 と い う趣旨 に そ っ て

1
／1治 2〔｝t’

』
代 に は、小

「
r 使教為用の 暘歌の 1エ 用、数えうた を

宛 と す る ；
T
’

【の i5（良、新 た な 侭 1葺用 脳 歌の 創作，西 洋の 楽

illの 　9iなど1 々 な力口 か ら保育の た め の 唱歌の tG
’
　if 発行

が．／lk み られ た 。

　小 等桟教為川 の 卩齢武の 転 juとい う点 に 関 して は、先述の

『切 椎 駅初 歩』の ，［「で も文 隣 日 某敢 調 掛編墓 の 『小
卜
潮 歌

集 』 か ら欲 曲 が、 、 匡

も添 え て 紹 介 され て お り、PL
ず款教 材

力 木 だ少 な カ っ た 当時、f幼稚 「氷阡 畝 集 』の発行 以 降も幼稚

「“ に お け る 田1畝 教 十又 に 『小 学 唱 武集』 所 載 の lti！
mth

も頻 繁 に

JIIい ちれ て い た の て ぱな い か と推劣ミされ る。そ して 実矇に

明 治 ご
｝0 〆1

．
弋 に入 っ て も幼 訶「園 で の 保 育 に 『小 学 卩

【 k’iRl 中

の 1．．政を 采用 して い る 旨の 報告 も見 られる Q

“’n

3 ．蘇 膏 に お け る 　 数 え う た 」

と 1 ろ で 賑 状教 rずの 黎明蜘 け r一ども遷力 M：慢れて い る
．一．一

つ とや に始ま る 「数え うた 」 の メ 目 デ．・r　一一一｝、修身妝育的な

一460一

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

　 内容 の 歌「珂 を 付
．
けて ．、と もか くも 口

’
武教 育 を開 始 しよ

う とす る 傾向が頭 著 で あっ た が
・： ）．こ の 傾 向 は 秣 げの 易

にお い て も 同様 に 見 ら れ た。里
一
iの 排 斥 は 明治期唱歌教

r紛 い わ ば ス ロ
tt一ガ ン で あっ た が、西 浩 ：f楽 が 好 入 さ れ

て 間 が な い 時 期 の 唱 歌教育 の
”i「　lkの た め に は、唱歌教育

の 必 要性 の 認知 を 図 る こ とが 先 決 で あ り、そ の 丁段 と し

て 子 ど もが 闥 き知 っ て い る 「数 え うた 1 の メ ロ デ ィ
ー一だ

け を用 い 、あ ら た に教育的な 歌 囲 を付 け る と い う方法を

講 じた の で あっ た．『幼稚園 叶 歌集 』の 中 に も 数え うた 」

は 収 め られ て い る が、明 治 20 イ乎発行 の 『幼 難 ロ目 歌 茸 1 『幼

稚園小 籌校 こ ども歌』 な どに掲 載 され た 「数 え うた　の

ほ と ん ど は ．『幼 稚 園 唱 歌集 』所載の もの で は なく、柘羽

美静の オ リジナ ル な 畝 詞 に よ る もの で あっ た 。

　 そ の
．
歌 詞 で は親 の 恩 を忘 れ ず、人 の 道 を大 ∫にす る こ

と を説 く と と も に、「三 ッ とや 　三 ツ 四 ッ 1疋．［ツ の お さ な ご

がお さな ごが　知 識 を育つ る幼和園幼桝1．園 ．と い う よ う

に 、幼稚 園 教 育 の 必 要性 が 謳 い 込 ま れ て い た n

　 こ の よ うに 里 彫排斥 の 趣旨の 申で 咀
．
例 外 と して 広 く

扱 わ れ た 替 え 歌 両 の 「数え うた、は、子 ど も に H ず さ ま

れ る こ と も 多 く、囓 歌教 ト骭 及 の た め の み な らず、幼 稚

園 牧 1
．ゴの 必 要性の 認知の た め に も爽 献 を期行 され る もの

で はな か っ た か と 推察 され る 。

4 ，『明 治 唱 歌幼稚 の 曲丿i の 出i汳

　
一

方、明 治 21年に は 人和 田 達樹 と奥 好 義の 編纂 にな る

『明治 唱歌幼稚の 蹴 の 第 1集が、翌年に はそ の 筅 2集が

発 行 され る が、こ の 唱 歌集 は 先述 の ゴ幼稚［モ1唱歌集』 や

「数 え うた 」を含む唱歌 集 な どと は 全 く趣 を 異に す る 唱 武

集 で あ っ た。編纂 の 意図 は 明 らか で は な い が、「ま えがき1

に見 る 限 りに お い て は 教育の 易 よ りも 豕 庭 dl「fの 「1で 歌

わ れ る こ とを 目的として 編纂 され た と考 え られ る 。しか

し実 際 の 幼 稚園教疔の 場で こ の rr昌歌 鐸、所 我 の 歌か 扱 わ れ

る こ と も多か っ たよ う で あ り、明 治 20年代 の 幼稚園脳 歌

教 F至に と っ て 工要 な位 置 を 占 め る 唱 歌 集の ひ と つ で あっ

た と考え られ る．この 『明 治 卩口 歌 幼稚の i扣，1 所載の 一ft　L［k
に お い て は、餓 の 唱歌集が教訂il的な 内容の 歌詞を多く找

せ て い た こ と と比 べ 、昆虫や 小 動 物 な ど子 ど もの 身辺 か

ら題 材 を 抓 っ て い た こ と、楽曲が 跳趾 ト幵 液 合ん で い た

り 自
二
域 が広 い など、い わ ば純 粋 歌曲の ス タイ ル の もの が

多 い の が 特 載 的で あ っ た 。幼 稚 園 教 育の 培 で と い う息 図

が 明確 に され て い な くて も、こ の よ うな唱 歌 は 当時 、新

鮮 さ を も っ て 休育の 中 で 受 け 止 め られ た の で はな い か と

推察 され る。

5 ．『小 ｝1吁｝歌 』 に 旦 ら れ る わ ら べ う た 二人 の 試 み

　 『明 治 卩L 歎幼 稚 の Bl が 痴 司の 側 面 で 子 ど も の 身近 な

冦 材 を扱 っ て い た の に 対 し，冂 楽面 で は 明 治 25年 に 伊

沢 修二．．1が 飾掃 発行 した r小 学 il．コ歌』 が わ らべ うた を採

り人 れ．る な ど、型 酥 IIト丿1三斥 の 風 潮 の 1．！．1で あ え て 占未 の H
’

楽 を使 う と い う新 しい 』 歌集 の あ り方を 模 鉾 r る も の

で あっ た と rf え よ う tt『小 学 11
凵 歌 』 と百 う唱 歌 集る で あ

りな が ら　幼児．を も ト分ぎ識 し た 内容 を 持つ こ の ru

歌 集の 編纂 に あた っ て 伊 沢 は．「か らすか らす．1 「か り

か り」 な ど1占孝や 1 長幼愛 敬 の 辿 ｝ を 説 く 歌謌 を 持つ

よ う な わ らべ うた や，「冗 さん 1の よ うな 流行歌の 類の

戸どもの 生 活の 中 に あ る L ビ楽 を も積 極 的 に 採 り人 れ て

暇 次教 「

’
」

’
の 種及 を図 ろ うと し广 の で あ っ た。お そ ら く

伊沢 は ，1−1じ様 な 修 身 教 目

』
的 な 歌 講 内容 を 教 え 込 む の

に も、よ リ ゴどもの 人生 活 に近 い トξ楽を使 っ たカが 有

効 で あ る と い う考 え に A つ い て こ の 『小 学幅 歌』 を秘

纂 した も の と考 え られ る e

6 ，．お わ り に

　 こ の よ う に 幼稚粛 孜育 闕始 の
’
量凶 」にあ っ て は ど の よ

う な nF 歌 を用 い て 　 承 教脊 を 行 う か と い う こ と に は、

様 々 な 考 ク 方が 祉 在 し て
．
い た 。iこ際 に は，文 部 省 H 楽

取 祠 掛 編 訪 r幼稚 ［1tl尸次集」 の 縮藁発 行 を もっ て し

て も、こ の 時 代の 保育 に お け る唱 歌教育 の 方向性 を定

め る こ とは で きず，保育の 理 場 で は 種々 の 唱歌集 か ら

唱歌を 採用 し、保 育 に 採 り入れ よ うと して い た様相が

伺わ れ る 。そ れ は ト ＋
｛界 に と っ て は 新 し い 唱 歌集 の 相

次 ぐ出 版 と い う活祝 を招 く こ と に 繋が っ て は い た が、

反 面，休 吉 の 易
．
に お い て は未 だ

立

粲の 素養 の 乏 しか っ

た と 恩わ れ る
’
奪時 の 伍 h 者 1こ唱歌 の 選択眼が備わ っ て

い た の か 、未 た して どの 手 度 の 　楽教育が 可 能で あ っ

た の か と い う 問退 も 捉起 され る。今 後 は こ の 当時の 保

ぬ者の 1 楽 的能 力 と い う側面か らも考察を進 め、この

間題を 解明 して い く こ と E−，MrtEgと し た い 。
1註 11

）艶 島 f’．卜郎9 　P．41
2 ） 「は しが き （兎道 春 ｝

二
代薯 r小 三｝一校幼枢「馴生徒修身運 動 歌』明

　 治 20 年 3 丿1＞　P．3
3 ＞ 「西 区各 幼稚 圃畦ヨ歌種 質」（r京 阪 神聯 今保育会 雑誌』第 2 号

　 明 治 3？ぐ
「4 月 15 鬥）．享参照．

4 ）　 方、明漕 30年 代 半ばまで 小 ｝校唱軟教育 に お いて 「幼稚 園

　 1準1 歌案 』 所 域の 唱歌を 教 材 と し て用 い る こ と も多 か っ た。拙

　 諭 i明治期噴歌教授 講 ［の 研究 1 （r大阪 女 ゴ短期大学紀要 丑第

　 23 ・J 　 T成 10 年 12 月　 pp．35　一．18） 参照。
5 ） 拙 論 「明治期小 ？t校 lib．，歌 教育 にお け る 「数 え うた 1 の研 究一

　 歌岡 内容 の 分 頑 と唱 歌教授細 凵の 分析を通 しで
．．・・

1 （『大 阪 攵

　 イ戸 期大 掃 捜 謡第 ！）を　1 成 6 年 ⊥2月　pp．25−36）参 照。
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