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「保育理論書」 と して の rい や い や えん 』
　　　　　　一 戦後幼年文学に 見 る保育観

・
保育思想 （1 ）　

一

　　　　　　　　 浅 野 俊 和 （中部学院 大学 人間 福 祉学部）

は じめ に

　幼 年文 学 rい や い や え ん 』 （福 音 館 書店 、1962 年 ）

の 1 編 を 原 作 と する ア ニ メ
ー

シ ョ ン 映 画 「くじ ら と り 」

の パ ン フ レ ッ ト （三 鷹の 森 ジ ブ リ 美術館、20el年 10月 ）

に は 、中川 李 枝 子 と 山脇 百 合 子 （旧 姓 ・大村）へ の 原

作 者 イ ン タ ビ ュ
ーが 掲 載 さ れ、作 品 の 背 景 に つ い て 触

れ られ て い る。そ の 中 で 、中 川 は 、主 人 公 の し げ る に

は 実在の モ デ ル が い る こ と を 語 っ た 後、「rい や い や

え ん 』、は私 の 保 育 理 論書の つ も りで す 」 と述 べ て い た。

こ う し た 中 川 の 発 言 に つ い て は、彼 女 の エ ッ セ イ 集r本
・子 ど も ・絵 本 』 （大 和 書 房 、1982 年 ） の 「あ と が き 」

に も、同趣 旨 の 文 章 を見 い だ す こ とが で き る。

　中 川 が 自身 の 「保育 理 論 書」 だ と と らえ て い る 幼 年

文 学 『い や い や え ん 』 は 、い っ た い 、どの よ うな保 育

観 に 立 ち、ど うい っ た 保 育思 想 に 支 え られ て い る 作 品

な の で あ ろ う か 。あ る い は ．「保 育 理 論魯」 と して 、

こ の 文 学 作 品 を 見 な お し た 時、そ こ に は 何 が 浮 か び あ

が っ て く る の だ ろ う か 。本 発表 は 、こ う し た 課 題意 識

を 持 ち なが ら、同書 を 読 み 解 い て い く試み で あ る。

1．保 母 ・中川李 枝 子 と幼 年 文 学 『い や い や え ん』

　 中 川 李技 子 は．1935 （昭 和 10） 年 9 月 29日 に 、札 幌

で 生 ま れ た s 文 学 的な 環 境
「
に 恵 まれ、1950 （昭和 25）

年、創 刊 当 時 の 「岩波 少年 文 庫1 を 読 ん で 児童文 学の

面 白さ へ と夢 中 に な り、1953 （昭 和 28）年 に は、い ぬ

い とみ こ らの 同人 誌 『麦 』 に も参 加 を し て い る。

　 〜方．中 川 は．同 じ 頃、東 京 都 立 高 等保 母 学 院 に 進

学 し、保 育 者 を 志 す。入 学 後 の 彼 女 は ．戦 前 ・戦 後 の

保 育 運 動 に 関 わ っ た 鈴木と く の 授 業 も受 け て い る。

　 同 学 院 を 卒 業 した 中川 は ．1955 （昭 和 30）年、無 認

可保 育 所の み ど り保 育園 （天 谷保子 園長 ）に 就職 し、

19TO （昭 和 45 ）年 の 閉園 まで 、保 母 と し て 勤 め た 。ま

た 、1958 （昭 和 33） 年 に は 、い ぬ い らの 児 童 文 学 創 作

グル ープ 「い た ど リ 」 の 同 人 に もな っ て い る。

　中川 の 第 1 作 とな る rい や い や え ん 』 は 、最 初、同

人 誌 『い た ど り シ リーズ 3 』 の 形 で ，19S9 （昭 和 34＞

年 に 発 表 さ れ た。そ し て 、部 分 的 な 加筆 ・訂 正 が 加 え

ら れ 、1962 （昭 和 3T） 年 12月 には、福音 館書店か ら単

行 本 が 出版 さ れ る。連 作 物 語 とな っ た本 書 に 収 録 され

て い るの は、「ち ゅ
一り っ ぷ ほ い く え ん 」 と 「く じ ら

と り 」、「ち こ ち ゃ ん 」、「や まの こ ぐ ち ゃ ん 」、rお お

か み 」、「山 の ぼ り 」、「い や い や え ん 」 の 7編 で あ る 。

　 rち ゅ う り っ ぷ ほ い く え ん 」 を 主 な 舞 台 に．主 人 公

・しげ る の 巻 き 起 こ す 出 来 事 が 軸 と な っ て ．Eい や い

や え ん 』 の 各 話 は 構 成 さ れ て い る 。 特 に 、し げる を 、

旧 来の 童 話 に 見 られ た
“
か わ い ら し い 子

”
と し て は 描

か ず、中 川 自身 の 保 母 と し て の 経 験 を 生 か し．現 実 の

子 ど も の 姿 に 基 づ い て 設 定 し た と こ ろ が 、こ の 作 品集

の 特 色 で あ り、最 も評 価 を 受 け た 点 で あ っ た。

ll．『い や い や え ん 』 を r保 育理 論 書 」 と し て 饒 む

　 『い や い や え ん 』 の 7 編 は 、描 か れ て い る 子 ど も を

も と に し て 、大 き く 2 つ の グ ル ープ に 分 け る こ とが で

き る。1 つ は、しげ るを 前 面 に 立 たせ 、そ の 姿 を 追 う

形で 描い た エ ピソ
ードで あ り、も う 1 つ は 、彼が 登場

は す る も の の ．明 ら か に 脇 役 へ と ま わ り、他 の 子 ど も

た ち が 主 役 と し て と ら え られ て い っ た 物 語 で あ る 。

　 実 際 に は 、前者 が 大 部 分 で あ リ、後 者 に 関 し て は．

第 2 謡 「く じら と リ」 の み が 該 当 す る 。そ の 意 味で は ．

『い や い や え ん 』 の 物 語 に お いて L 「く じ ら と り」 は

極 め て 特 異な 位 置 を 占め て お リ、別 立 て で 読み 解 く必

要 が あ る と考 え られ よ う。そ う し た こ と か ら、ま ず は 、

そ れ を 除外 し た 6 編 に つ い て 取 り あ げ て い く。

　 「く じら と り 」 を 除 い て 、第 1 話 「ち ゅ
一り っ ぷ ほ

い くえ ん 亅 か ら第 7 話 「い や い や え ん 」 まで の 6 編 に

共 通 す る特 徴 は、しげる が、い わ ゆ る
“
よ い 子

卩’
の 姿

と 対 置 さ れ る 形 で 描 か れ て い る 点 に あ る。それ は、フ

ァ ン タ ジ ーの 形 式 で は あ れ 、集 団 生 活 の 場 所 で あ る 保

育 所 を舞 台 と し て 、「自律 （自 立 〉」 や 「き ま リ （ル

ー
ル ）亅 な ど、幼 児 期 の 子 ど も の 成 長 に 関 わ る 教 育課

題 を．は っ き りと した形 で 示 す もの に な っ た 。

　ま ず、「ち ゅ
一

り っ ぷ ほ い く え ん 」 で は、し げ る が、
「わ すれ た や くそ く を お も い だす」 た め 、い っ も 「も

の お き 」 に 入 れ られ る こ と が 語 られ る。し か し、魅力

的 な 彼の 存 在 と 比 べ 、「や く そ く 亅 は 、「徳 目主 羈 」

的な 項 目が延 々 と並べ られ、か な り説 教 が ま しい。

　 ま た、第 3 話 「ち こ ち ゃ ん 亅 で も 、「して は い け な

い こ と」 が描 かれ て い る けれ ど、そ の トラ ブル の 解 決

は 、子 ども に と っ て 、必 ず し も 十分 に 納 得 が い く もの

と は な っ て い な い。「徳 目 主 義 」 的 な 項 目 の 羅 列 は あ
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え て 避 け られ て い る も の の 、し げる の 身 に 生 じた 現 象

は 、．f懲 罰 主 義 」 的 な 方 向 を 明 ら か に た ど っ て い る。

フ ァ ン タ ジー
の 要 素 を 取 り入 れ、「だれ に も み えな い

げ ん こ つ 」 や 「だ れ に も み え な い 手 」 を登 場 させ て 、

保 育 者 に よ る 「懲罰 」 の 描 写 が 上 手 に 回避 さ れ て い る

もの の

．
、
“
しっ ぺ がえ し

一一
の よ うな 出来事 が繞 く こ と

か らす れ ば、「因 果 応 報 」 的 な 物 語 展 開 とな っ た 。

　 な ぜ、rや く そ く 亅 を 守 らな け れ ばな らな い の カ 

ど う し て 、机 に登 っ て は い け な い の だ ろ う か 。し げ る

の 姿 へ と 自 己 を重 ね る子 ど もた ち に 対 し て 、両 エ ピ ソ

ー
ドに は、そ う し た 疑問 の 答え が 見 え に く い 。

　 さ らに、第 4 話 「や まの こ ぐち ゃ ん 」 と 第 5 話 「お

お か み 」、第 6 話 「や ま の ぼ り」 は、そ れ ぞれ 動物 や

お に が 登 場 し、フ ァ ン タ ジー色 の 強 い 作 品 とな っ て い

る 。し か し ．「こ ぐ ち ゃ ん は ．お り こ う ね 」 と い う 先

生 の 言葉 、あるい は、汚か っ た 顔 を 洗 っ て さ っ ぱ り し

た し げる に 対 し て 、探 し て いる の は 「そ ん な お り こ う

さ ん じゃ な い ん だ 」 と お おか み が 話 し た こ と．「や く

そ く 」 を守 れ ず 迷 子 に な る とい う物 語 の 展 開な どは、
“
困 っ た 子

”
で あ

．
る し げ る の 姿 を

“
よ い子

”
との 対 比

に お い て 一層 浮 か び あ が うせ 、
“
よ い 子

”
で あ れ と、

子 ど も 読 者 に 求 め る 効 果 を もた らす もの と言 え る。

　そ し て 、魯名 に もな っ た 最終 話 「い や い や え ん亅 で

は 、rい や い やえ ん 」へ 連 れ て 行 く と い う 展 開 自体 が、
．

第 3 話 「ち こ ち ゃ ん 」 と 同 じ く．「懲 罰主 義 亅 的 な 側

面 を見 せ た。しか し、こ の エ ピ ソ
ー

ドは、こ れ ま で の

も の と は 明 らか に 異 な っ た 2 つ の 特 徴 も併 せ持 っ て い

る。1 つ は、い わ ゆ る
“
よ い 子

”
が ．し げる の 存在に

対 置 され る 形 で は 登場 して い な い こ とで あ り、も う 1
’

つ は 、
’
以 前 に は 描 い て こ な か っ た 保 育者 の 位 置 づ け や

関 わ りを，こ こ で は 明 確 に 示 し て い る 点 で あ る。

　 前 者 に つ い て は 、そ れ に 代 わ っ て 、
“
困 っ た 子

”
ぶ

り を示 して い た 彼 が 、「い や い や え ん 」 に お け る 生 活

を 通 し て 、結 末で 自分 自身の 姿 を 少 し省み る こ との で

き る 存在へ と変 化させ られ て い る。自分 以外の
“
困 っ

た 子
”

との 出 会 い が 、し げ る の 「葛 藤 」 を 引 き 起 こ し、

そ の 「育 ち 亅
．
や 「成 長 の 節 目」 を浮 か び あが らせ て い

る の で あ る 。また、後 者 につ い て は．恩 師 ・鈴 木 と く

を モ デル と す る 「お ば あ さん 亅 先 生が 、
“
困 っ た 子

”．

の しげ る に 関 わ る げ れ ど、そ の 指 導は 、「ち ゅ
一

り っ

ぷ ほ い く え ん 亅
1と は 明 らか に 異 な り、子 ど も た ち に 対

して ．直 接 的 な 「指 示 J を 与 え た り 、「禁 止 」 を し た

りとい うも の で はな い 。しか し、そ う した 関 わ りも；

完 全 な r放 任 主義 」 に は 陥 っ て い な い もの の 、あ く ま

で も消 極 的 な 関与 で あ る た め 、自由主 義的 な 側面が 多

分 に 強 い と こ ろ は 否 め ず、子 ど も たち の 「集 団生 活 」

を 基 盤 と し て 、．そ れ を 発 展 さ せ て い く 上 で必 要 に な る

積 極 的な 指 導 と は 、や は り異 質の もの で あ っ た。

　 そ の よ うな 6 編 と 比 較 し て、第 2 話 fく じ らと り」

で は 、子 ど も た ち （年長 児 〉 の 「ご っ こ 遊 び 」 が 取 り

あ げ られ ．「子 ど も集 団」 の 持 つ 力 が 積極的 に 描か れ

た 。 そ こ に は 、1 ）
一

人 ひ と り の 子 ど も が 、遊 び へ の

「意 欲 」 を持 ち、イ メージ豊 か な 「想 像 力」 を働 か せ

て い る だ けで な く ，必要 な 知 職 や 技 能 ・
技 術 を き ち ん

と 身 に つ け 、そ れ を 発 揮 して い る こ と、2 ） 積 木 を 船

体 に 「見 立て 」 た 上 で 、船 長 （キ ャ プ テ ン ）や 運 転 手

・
船員と い う 役 割分 担 を し て 、子 ど も た ち の 中で 共 通

の イ メ
ー

ジ が き ち ん とつ く られて い る こ と、3 ） 船 の

名 前 を つ け る時 に．自
．
分 た ち で 話 し あ い 、意 見 を 調 整

し て 決 め た こ と な ど、い く つ か の 特 徴 が 見 られ る。

おわ りに

　 中川李 枝子 が、保育を学 び、み ど り保育園 に 就職 し

て Eい や い や え ん 』 を 執筆 ・出 版 した の は、前 述 した

よ う に、ig50年 代 半 ば か ら1960年 代 は じめ の こ と で あ

る。こ の 時 期 に は 、「戦 暖 新 教 育 」 で の 「児 童 中 心 」

的 な 自 由主 義 保 育 が 批 判 され、「保 育 問題 研 究 会 」 に

よ る 「話 し あ い 保 育 〔伝 え あ い 保育 ）1 の 実 践 研 究 な

ど．集 団 主 義 の 保 育 理 鹸 も 追 求 さ れ は じ め て い た 。

　 そ う した 時 代の 急激 な 変 化 の 影響 や 中川 の 若 さ か ら

な の か 、あ え て 『い や い や え ん 』 を 「保 育 理 輪書 」 と

して 見 た 場 合、あ らゆ る 思 想 的 な要 素 が、渾 然 r 体 に

な っ た もの と と らえ る こ とが で き る 。す な わ ち、「自

己 中心 的 な 存 在 亅 の 幼 児 を あ りの ま ま に と らえ よ う と

した
T’
まな ざ し

”
が 示 され る

一方 で 、戦前 の 管理 的な

保 育 の 残 滓 と も い う べ き 「し つ け主 義 」 や 遊 び 中心 の

「自由 主 義」 を 引 き ず り、そ こ に は ，「集 団 づ く り 亅

の 成果 と見 な され る活 動 も描 か れ て い るの で あ る。

　そ の よ うな 混 沌 と した 中 に光 り輝 く 子 ど も観 の 「斬

新 さ」 が、確 か に．
』
「文 学 作 品 亅 と し て の 魅 力 に は な

っ て い る a そ れ は ．『．い や い や え ん 』 の 発表 当 時 に 寄

せ られ て い た 評 価 と も 相 通 ず る けれ
』
ど、「生 活 記 録 」

的 な み ず み ず し さ と言 え るだ ろ う。 し か し 1．「保 育理

論 書 」 と して は 、一部 の エ ピ ソ
ード を 除 い て 、r集 団

保 育 亅 を論 ず る 上 で 欠 か せ な い 子 ど も の 「育 ち 」 と 指

導 の あ り方 の 問 題 、す な わ ち、「発 達 論 j の 弱 さ が 見

られ る こ と も否 定 で き ま い。そ の 踝 題 へ の 対 応 は 、古

田 足 日 Eロ ボ ッ ト ・カ ミ イ 』 （福 音 館 書 店、19TO 年 、

原 型作 品の 初 出 は 1967 年 ） な ど、保 脅 実践 か ら濱 極的

に 学 ん だ 幼 年文 学 へ 引 き 継 が れ て い く 1 と とな る。
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