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フ レ ー ベ ル 主義幼稚園教師養成 カ リキ ュ ラ ム の 検討

　　　一 幼児学校指導者 との 比 較 を通 して
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（要約）

　フ レ
ーベ ル 主義幼稚園 教師の 養成 教 育 カ リキ ュ ラム の 実態 とそ の 特微 を探究 した。論展開 と し て 当時の 幼児学

校 の 特徴 とそ こ の 指導者 に要 求 され た 資質や力 量 と比 較 す る とい う手 法 を と り、考察の 結果、19世紀後半か ら 20

世紀初頭 に か けて の フ レーベ ル 主 義 幼 稚 園教 師 養 成 に カ リキ ュ ラ ム は、教 育 理 論 や 心 理 学、幼稚園の 遊 び な ど を

重視 し た 内容 で あっ た こ と が 解明 で き た 。
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　 フ レ
ーベ ル 主義幼稚園教師、カ リキ ュ ラム 、幼児学校指導者

は じめに

　本稿 の 目的は 、1840年代〜1900年代 に か けて の フ レ
ーベ ル 主義の 幼稚園教師養成の カ リキ ュ ラ ム の 実

際とそ の特徴を明 らか にする こ と で あ る。幼稚園 を幼児期 の 重要な教育施設 として 構想 した フ レ
ーベ ル

は 、そ こ で 働 く幼 稚園教師 に 高 い 専門性 を 付 与 す る 養成教育を 自ら 手掛け、養成 ゼ ミナ ー
ル を開催 し た

り講演旅行 に出向い た り して養成実践を行 っ た 。 そ して 彼 の 没後は 、多くの継承者が ドイ ツ各地 で フ レ
ー

ベ ル 主義の 幼稚園教師養成教育場や養成学校を 設立 して 、専門度 の 高い 幼稚 園教師 の 養成 を志 向した。

　さて 、フ レ
ーベ ル に 関す る 先行研 究 に お い て は こ の 養成 問題や カ リキ ュ ラ ム に 関 して 部分的 に 取 り上

げられ て はい る
1

が 、こ の テ
ー

マ で 歴 史的変遷 を
一

貫 して 明 らか に した も の が少 ない 。 そ こ で 、本稿で

は 、フ レ ーベ ル 主義幼稚園教師養成カ リキ ュ ラ ム の 解明 と い う課題意識を もっ て 、そ の 変遷を辿 っ て み

た い
。 研究ア プ ロ ーチ と し て は、フ レ ーベ ル の 幼稚園教師養成 とその カ リキ ュ ラ ム の 特徴 をよ り鮮 明に

浮 か び 上 が らせ るために、同時代に展開 され て い た幼児学校 の 特徴や そ こ で 要求 され た指導者 の 資質や

養成 の 実際を比 較対象と し て取 り上げる。こ の 問題意識か ら、本稿前半 で は 当時の 幼児学校 とそ こ で の

指導者養成 の 特徴を述 べ
、 後半部分で フ レーベ ル 主義幼稚園 の 教師養成カ リキ ュ ラ ム の 問題 を扱 う。

1 ．フ レ
ーベ ル 時代の 代表的な幼児施設 とその 保育者養成に つ い て

　1800年代の フ レ ーベ ル 以外 の 人 の 幼児保育者養成 の 実際 を比較対象と して検討する 。

（1 ）　幼児学校や託児所 の設立

　1830年代の ドイ ツ で は 、産業革命 の 開始 に 伴 う民衆 の 生活 の 貧窮化 と そ こ か ら生 じ る育児放棄 な ど の

問題 か ら 、 貧民幼児に対する保護と教育の 政策が 緊要な課題 とな っ て くる。 例えば 、 1827年 6 月24日、

プ ロ イセ ン 文部省 は次 の ような全プ ロ イ セ ン 王国政庁宛 の 回状を発 し、そ の 中 で 「幼児学校 の 急速 な設
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立 」 に努力を払 うよ うに説 い て い る。

　　　　当文部省は 、か か る幼児学校 （ウィル ダ
ー

ス ピ ン の 幼児学校 の こ と一引用者） は 貧民児童 の 粗

　　　野化 の 弊害 の 源 を根絶 し、い か なる場合 にも、放任 された子 ど もた ちの 道徳化 の た め に い くつ か

　　　の 地域 に 設 立 され た慈善施設 が そ の 性質上 成 し うる よ りも さらに確か に か つ 有効に働 くの で 、そ

　　　の 地 の 行政区 に お い て もこ の よ うな幼児学校の 急速 な設立 に 考慮 を払 うよ う 、 王 国政庁に大 い に

　　　勧めるもの で ある。
2

　こ の 回状に 従 っ て 、メ ル セ ブ ル ク政庁や ケ
ー

ニ ヒ ス ベ ル ク 政 庁 、バ イ エ ル ン 、ザ ク セ ン 、ヴ ュ ル テ ン ベ

ル クな ど諸邦 で は、自治体が 幼児教育施設 の 設立 を推進 し た。そ の後、プ ロ イ セ ン で は 、貧民 階級 を対象

とす る 幼児福祉 施 設 、つ ま り託 児所 に 対 す る保護政策 が と られ た 。
「幼児学校 Kleinkinderschule 」 に 代

わっ て 「託児所 Kinderbewahranstalten」 は 、文字通 り、「保護施設 Bewahrungsanstalten 」 で あ り、ウ ィ

ル ダ
ー

ス ピ ン 的な幼児学校 の 知的教育 よ りも、貧民児童 の 保 護 と治安維持 の 立 場 か ら宗教的 ・道徳的訓

育が 重視 され た 。フ レ ーベ ル の 幼稚園 が創設 され る 直前 の こ とで あ る。

（2 ）　代表的 な 3 人

　幼児学校や託児所 の 設立が急務 とな っ た社会的情勢にあ っ て、フ レ ーベ ル と同時代 に ドイ ツ に幼児教

育 ・児童福祉施設 を設 立 し、併せ て そ の 施設 の 指導者 （一保育者、教育者）の養成を試みた人物 と して 、

著名 な 3 人 を 挙 げ る こ と が で き る。そ れ は 、  ヴィ ル ト （Johann　Georg　Wirth ，1807−1851＞、  プ リ ッ

トナ
ー

（Theodor 　 Fliedner ，　1800−1864）、  フ ェ ル ジ ン グ （Jurius　 F61sing ，1818−1882＞で あ る。次 に 、

フ レ
ーベ ル の 幼稚園思想と 対 比す る た め こ の 3 人 の 構想 に つ い て 若干敷衍 し説明す る こ ととす る。ヴ ィ

ル ト と ブ リ ッ トナ ーに つ い て は 、既に梅根悟 が 『世界教育史体系 21 幼 児教育史 1』 （講談社 、1974年

刊〉 で かな り詳細 に紹介 して い る の で 、それ を参考に しな が ら概述す る。た だ し梅根論 文 は、大半 が 当

時東 ドイ ツ の 幼児教育史家ク レ ッ カ ー　（M，Krecker ） の 論文　「Die　Anfllnge　 einer 　gesellshaftlichen

Vorschulerziehung　fUr　die　Kinder 　der　arbeitenden 　Klassen 　in　Deutschland
，
　1966」 か らの 大幅 な参考

紹介 で あ り、原著 か ら直接引用
・
翻訳す る こ と とす る。フ ェ ル ジ ン グ に つ い て は わ が 国 の 幼児教育史研

究 で は こ れ ま で 皆 目紹介 され て い な い 。

  ヴィ ル トの 託児所 とそ の保育者養成に つ い て

　貧民階級 を対象 とす る幼児教育政 策に力 が 注 が れ始め る の は、 ドイ ツ で本格的な産業革命が開始され

る こ とに 伴 っ て 民衆 の 生 活 が 困窮化 し て き た こ と を背景 に 、各 地 で 市 民 運 動 が 展 開され る が 、と り わけ

活発 だ っ た の は 、民衆運動の頂点 を な し た 1832年 5 月27 日の ハ ン バ ッ ハ 祭 を経験 した バ イ エ ル ン 地方 で

あっ た。バ イ エ ル ン は こ の 市民
・
民衆の 蜂起を契機に 、よ り積極的に 各地方 自治体に 託児所 の 設立を要

請 した。 こ の こ とか ら、ア ウグス ブル ク を舞台と した ヴィ ル トの 託児所運動 が 展 開 され る こ とになる。

同年 7 月 31日に オ ーバ ードナ ウ郡政庁 は ア ウグ ス ブル ク市参事会 に対 して 託児所 の 重要性を説き、こ の

こ と か ら当時福音派 の 貧民児童 の 家 の 教師兼少年監督官だ っ た ヴィ ル トが、こ の 託児所 の 教師 として 任

用 され たの で あ る。

　ヴィ ル トは 、2 ヶ 月 間を か け て ニ ュ ル ン ベ ル クや ア ン ス バ ッ ノ＼ フ ラ ン クフ ル ト
・
a．M．やダル ム シ ュ
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タ ッ ト等 の 西南 ドイ ツ 諸都市 を訪 問 して 幼児教育施設 を視察 し、後に 「託児所 に関す るま た 託児所 か ら

の 報 告、な らび に幼児学校及 び 放任 され た 児 童 の た め の 救済施設 に 関す る 報告」（1840＞を 公刊 し た。ア

ウグス ブル ク市は 1834年 6E26 日託児所 開設 に 関する公 告を 出 し、ヴィ ル トは 「如何に熱心な教師 の 活

動 に よ っ て も児童 の 粗 野 と善 へ の 無感覚 の た め に挫 折せ ざる を得な い よ うな、知的 に も道徳 的 に もそ し

て しば しば身体 的に もぼ ろぼ ろにな っ た児童 を毎年多数受 け入れ る とい う悲 しむ べ き状況 」
3

が民衆学

校の 質的低下を招 い て い ると し、こ の 状況 改善の た め には託児所 の 設立 が 必要 で あると陳述 して い る。

　こ の 著の 中で ヴィ ル トは 「託児所 と接合し た 子守 り女の た め の 準備学椥 を提案 し た の で あ る が、ま

もな く市参事会の認可 を受けて 設立 の 実現に 至 っ た 。 ヴィ ル トの養成構想 は 、「自発的 に 行動す る 、 勤

勉 な、器用な、役 に 立 つ 子 守 り女」 を 1 年課程 で 養成 し よ うとす る も の で 、教授陣 は ヴィ ル ト自身 と医

師経験 の 女性 だ っ た。そ の 教育内容 は、 ・子 どもの 心身 の 諸要求、それ を満 た す た め の 手段、 ・病気と

子 ど も の世話、 ・乳児の扱い 方、 ・
子 ど も の遊ばせ 方、 ・聖 書の箴言、 ・唱歌な どの 教授 と託児所で の

実際的訓 練 に よ っ て 構成 され て い た 。 し か し、こ の 構想 は 託 児所 の 保 育者養成 で は なくて 、あ くまで も

「家庭 の 子守 り女 」 の 養 成案 で あっ た 。 託児 所の 保 育者養成 に関 して は管見 の 限 り資料が こ れ以上見 つ

か らな い が 、こ の 構想 が 、保育者養成 の 第
一

歩 を創 りだす基盤 と し て 意義を持 っ た と推測 で きる。

　なお、託児所 の カ リキ ュ ラ ム にまで 触れる と本稿の 意図 か ら逸れ るの で 、そ の 要点だ けを述べ る とす

れ ば、宗教教授 と知的練習と して の 課業、手作業及び遊び か ら構成 され て い る
4

。ヴ ィ ル トに よれ ば、

託児所 は 「本来 の 学校 を先取 り し よ うとす る こ とは ま っ た く私 の 意 図 で は な い 」 「託児所 は 、思慮ある

園丁がか弱 い 植物 にそ の 最初 の 出現 の 際に保護 的な手 を差 し伸べ るよ うに、教育も守護神 の ごとく、子

どもに既 に彼 の 精神的諸力 が 活動す る時点か ら支援の 手 を差 し伸べ る よ うに すべ きで あ る」
5

と言 う。

し か し、練習や 労働 が 正 規 の 主授業で あ っ て 、遊び は休憩時間的な、働 勉の 報酬」 と して しか みな さ

れ て い な い 点に、フ レ
ーベ ル の 考 えとの 大 きな違 い がある。

  ブ リ ソ トナ ー
の 幼児学校 とそ の 保育者 の 養成に つ い て

　 カ イ ザース ヴ ェ ル トの 新教派牧師で あ っ た ブ リッ トナ
ー

は 、
1823− 24年に 献金募集の ために オ ラ ン ダ

とイギ リス に旅行 し、そ の 際 に ウィ ル ダー
ス ピ ン の 幼児学校な ど慈善事業を視察 した こ とが契機 となっ

て 、1835年 にデ ュ ッ セ ル ドル フ 政庁が 幼児学校を 設 立 す る こ と に協力 し、教区 の カ イ ザ
ー

ス ヴ ェ ル トに

も貧民児童 を対象と し た 「編物学校 Strickschule」 を設立 した 。 翌年に は 、 こ の 「編物学校」 を 「幼

児学校 」 に 改編 し、貧 しい 工 場労働者 の 了
一
弟 （2 歳〜就 学前児童）約 40人 を収容 し た。こ の 学校 の 教師

は H ．ブ リッ ケ ン ハ ウス 女 史で 、ブ リ ッ トナー
の 最初 の 幼児学校 の 教師 と な る。同 時 に 1836年 に、ブ リ ッ

トナ ーは カ イ ザー
ス ヴェ ル トに幼児学校女教師の た め の ゼ ミナール を付設 し、 1 〜4 ヶ 月期間で 養成 し、

新設 され た幼児学校 の 教師 と し て 送 り出 した。1836 − 42年 の 間 に ブ リ ッ トナ
ー

は 、ラ イ ン ラ ン ト＝ヴェ

ス トフ ァ
ー

レ ン に27 の 幼児学校 を設 立 し た が 、そ こ で 雇われた教師の 大半 はカ イザース ヴ ェ ル トの ゼ ミ

ナ ール 出身者だ っ た。こ の ゼ ミナ ール の様子が 1843年の 「一般学校新聞1 に次の ように紹介 され て い る。

　　　　 彼女 ら （幼児学校教 師志願者 ＝引用者） の ため に、幼児学校 に 接続 して 専用 の 広 い 家が設 け ら

　　　れ た。彼女 らは看護尼 の 監督の 下 で 住 み込み、こ の 看護尼 に よっ て 徹底的に知識や家事労働 の 教

　　　 育を受けた。看護尼が行 う夜の 聖書講読に も参加す る が、
一

日 の そ の ほ か の 時間は 家また は幼児
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　　　学校で過ごす。養成課程は最低 3 ヶ 月 と 定 め られ て い る が、多く の場合 4 ヶ 月 で あ る。（中略）

　　　唱歌、算数、博物、直観科、ドイ ツ 語 作文の 授業が行わ れ 、若干 の 地 理 が教 えられ て い る。1841−

　　　42年に は養成ゼ ミナ
ー

ル に 47人 の 生徒が い た 。 修了後、多 くの 者 は幼児学校 の 教 師 として 活躍 し

　　　 て い る。
6

　 ブ リッ トナ
ー

による こ の よ うな幼児学校付設 の ゼ ミナ ー
ル が 各地 に で きて 、こ の 看護尼養成所 で教育

を受けて幼児学校教師に な っ た女性は 、1851年まで に約4000人に 達 し た。

　 とこ ろで 、こ の ブ リ ッ トナーの 幼児学校 の 目的は 、働く母親 の 子 どもた ちを身体的及 び道徳的な害悪

か ら守 り、「神 への 畏敬へと導 くこ と」
7

で あ っ た。彼に よると、こ の 学校 の 目的は、知的教育と身体的

教育と労働教育を 通 して 達成 され る と言 う。知的教育は 、単調な読み
・書き ・算 の 訓練、聖詩 の 暗誦な

どが 主流で あ り、労働教育は編物、選毛、藁細工 、組紐、機織な どに よ っ て行われ た 。 さらに身体訓練

と して 、室内 で
一

定 の 号令 の もとに 行われ る 兵式運動が取 り入れ られた。そ の 他 に 特徴的な こ とは
一

日

4 回 の お祈 りと唱歌 （キ リス ト教関係 の 宗教歌や俗謡）が あ っ た。こ の よ うに 、ブ リ ッ トナ ーが め ざし

た幼児学校は、貧民児童 の 宗 教的訓化や道徳的教化 と体力強化 に あ っ た こ と は 明 ら か で あ る。

　こ の よ うな意図 か ら、プ リ ッ トナーは 、幼児学校 の 宗教的 ・道徳的教化を促進す る ため に 、幼児学校

女教師に も宗教的 ・道徳的教育に 力点をお き 、
「神 の 面前 で 毎 日 、 或い は最低毎週 、 自己 の 職務を自分

と子 どもたち の ために果 た したか どうかにつ い て 、弁明 した い と望む幼児 学校女教師 の ため の 自己試験

問題 」
8

を著 した ほ ど で ある。 こ の こ と か ら、養成教育に お い て も教会の 要 求に 沿 っ た 形 で の 宗教教育

を 中心 と し た カ リキ ュ ラ ム で あ っ た こ と は 推察 で き る 。 少 な く と も 、 幼児 の 遊 び や 自発 的 ・活 発 な活 動

は副次的事項 に過 ぎな か っ た こ とは明 らか で あろ う。こ の 点 で 、フ レ
ーベ ル の 思想 と大きな相違が ある。

  フ ェ ル ジ ン グ の 幼児学校 と そ の 保 育者養成に つ い て

　 フ ェ ル ジ ン グ は オ
ーバ ー

ヘ ッ セ ン の 出身 で フ ラ イブル ク の 学校教師養成所 に通 い 、そ の 後 1841年 に ダ

ル ム シ ュ タ ッ トで 教師となる。こ の 頃 8年前か らこ の 地 に は労働者の 子弟 の た め の 幼児 学校が あ り、彼

は そ れ に 非常に 強 い 関 心 を抱い て い た。彼 は 自分で 41の 幼児学校を視察 して ま わ りそ の 活動 を 分析 した 。

そ の 結果、幼児学校が単に貧民 の 子 弟 の み な らず 、裕福 な階層 の 子 弟 の た め に も有益 で あ る との 印象を

持 っ た。こ の ため彼 は 、1843年 に ダル ム シ ュ タ ッ トに 上 層 階級家庭 の 児童 の た め の 幼児学校 を設 立 し た。

ただ し彼 の 回想に よ ると開設当初は た っ た
一

人 の 男 の 子 が 入学 した に す ぎな い 、と 言 うの は 、「こ の 種

の 施設は 余 り に も新 しす ぎて誰に も知 られ て い な か っ た か ら19 とい うの が そ の 理 由だ っ た 。 だが、知

られ る よ うに な る と児童 の 入学者数 も増え て 、1844年には大きな ホー
ル を増築せ ね ばな らない ほ ど になっ

た。ただ し フ ェ ル ジ ン グ の 構想 に よれば、プ ロ レ タ リア ー トの 子弟向 けの 幼児学校 と裕福な家庭 の 子弟

向けの 幼児学校 と を分離させ て 、そ れぞれが別個 の 課題 を担 っ て い る とい うこ とで あ り、両者 を同
一

施

設 で 教育する とい う発想 で は な い
。

こ の 点 が フ レ
ーベ ル の 構想 と は決定的 に 異なる。しか し同時 に 、フ ェ

ル ジ ン グは幼 児 の ための あらゆる施設 が 関係 しあ うこ と を支持 し、
一

方で は フ レ ーベ ル 信奉者と他方 で

は教会系の 幼児学校 とも協働する こ とに努力 して い た こ とも彼 の 論文や 書簡か ら伺 える
T°
。1844年には

フ レーベ ル が半年間フ ェ ル ジ ン グ の も とを訪問 し幼児学校 を視察 し て い る。ま た 、同様 に フ レ ーベ ル の

協力者 で ある ミッ デ ン ドル フ も 2 回ばか り客 と して訪問して い る。ま た ダル ム シ ュ タ ッ トの幼児学校に
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は フ レ
ーベ ル の 女弟子第 1号 の イ ダ ・ゼー レ ・

フ ォ
ーゲラ

ー （lda−Seele　Vogeler ，1825− 1901）が教師

と して 勤務 し て い た こ とも知 られ て い る 。

　さ て 、フ ェ ル ジ ン グの 幼児学校女教師 の 養成構想 は どの よ うなも の で あ っ た の だ ろ うか 。フ ェ ル ジ ン

グは 幼 児学校 に 女性教師 （Erzieherinnen ） の た め の 養成場 を接合 させ 、養成期 間は 1 年 と した 。
1862

年に は 年配 の 幼児学校女性教師の支援の た め に夜間 ク ラス を設置 した。彼 の 求めた幼児学校 の 教師 の 資

質や力 量は どの よ うな もの だ っ た の か。まず年齢的 に は 20歳〜40歳の 女性で 、健康的、明朗、明 る い 表

情で あ る こ と、美声、記憶力 が 良い こ と、頭脳 明晰 、そ し て 神 と子 どもへ の 愛の 感情の 持ち主 で ある こ

とを挙げて い る。彼は、幼児学校で の 実践的活動 と密接 に結 びつ い た基本的な養成を要求 した。とりわ

け、心理学 の 知識が要求 され 、そ れ は 教育者が 子 ど もた ち に 「明るい 黄金 の 朝 」 を作 り出 し 、 両親に家

庭生活 の 風習や あ り方 と子ども の 教育を向上 させ る ため に働き か け る の に 必 要な知識 で ある。ま た、幼

児学校 の 教師は 喜び と成功 をも っ て 幼な子 たちに働 きかけ る こ とが で き る ため に は本当 に有能で な くて

は な らな い 、なぜ なら子 ど もは 単に お祈 り を す る だ けで な く、思考 も行 い 、活動 的で
、 自分の 生活 を喜

ぶ こ とがで きなけれ ばならない か らだ、と言 う。

　そ の 上、彼 は 自治体が学校 の 最終学年 の 少 女た ち に幼児学校で
一

種 の 実習 を 導入す る こ とを提案 し て

い る。それ は、母 として 、娘 と し て 、 或い は教育者 と して の 準備教育に な る か らで あ る。 さら に フ ェ ル

ジ ン グはすべ て の 母親と 18歳以 上 の 少女が 加入す る教育協会を各地 に設立す る こ とも提案 して い る。そ

の 必 要性 は 、教師や牧師の指導の 下 で 子育てや教育問題 に 関す る定期的な助言を受 けるべ きだ と考 えた

の で あ る。

　以 上 が 1830年代 か ら40年代 にかけて の ドイ ツ で の 幼児学校 と託児所な らび に そ こ で の保育者養成の あ

らま しで あ る。こ こ か ら結論付 け られ る こ とは 、当時 の産業革命期の 社会情勢が幼い 子 ど もの 保護 と教

育を必要 と し て い た こ と、それを実現す る た め に は 子 どもた ちを保護 し教育す る保 育者 の 養成 が 不 可 欠

な課題 で あ っ た こ と、で ある。 こ う した 社 会的必然性 とともに、ア ウグ ス ブ ル クを拠点 として 託児所運

動 を展 開 した ヴ ィル トと、デ ュ ッ セ ル ドル フ 近郊を舞台と し て幼児学校運 動を展開 した プ リッ トナ ーと、

ドイ ツ 南部ダル ム シ ュ タ ッ トで 幼児学校運動 を展開し た フ ェ ル ジ ン グ に は 、それぞれ共通 点 と相違点が

ある。

　 3 者 の 共通点 は 、い ずれ も貧民の 子 弟を対象 と して保育 し、身体的 ・道徳的教育の 実現を め ざした 点

で あ り、こ の た め に 必要 な人材 を 自身 の 付設施設で 養成 した とい う事実で あ る 。 そ こ に は 、多 くの 女性

た ち が参与し て い る。養成問題 に関す る相違点は、ヴ ィ ル トの 場合には 「家庭 を補助す る 子守 り女」 の

育成 を主眼 と し て い た こ と、こ の 延長線上 に 施設 で の 保育者養成 を 構想 し て い た 。プ リッ トナ ー
の 場 合

には、きわめ て 慈善的 ・福祉 的観 点 か ら 「看護尼養 成所 」 に お い て 病 人看護尼 と並 ん で 幼児を 対象 とす

る教師を養成し よ うとする もの で 、宗教色 の 強 い 人材 育成 を め ざした。また、フ ェ ル ジ ン グの 場合 は、

彼 が 学校教師だ っ た とい う経歴 もあ っ て か、前 2 者 の 中間的構想で あ っ た と指摘 で き る。彼 は 、一
方 で

は貧民児童の 救済的な意味合 い で の 幼児学校 をめざ し 、 他方 で は裕福な家庭の 子弟を学校教育へ 準備す

る ため の 幼児学校を め ざすと い う、い わば階層的複線化 を構想 して い た。後者 に は 自主性 の 発達 を め ざ
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し将来 の 国家や経済界 の 指導的な活動 へ の 準備教育を し よ うと した。 こ の ため、幼児学校 の 教師に 要求

され る資質や 力量 は む し ろ後者に 力点をお い た教育 の 実現へと結 び つ い て い た と推論 で き る。

2 ．フ レーベ ル の幼稚園構想の特色

　フ レーベ ル が晩年に な っ て 「幼稚園 Kindergarten 」 を構想 しそ こ で 探究 した教育論は 、 彼 の 生涯 の

教育活動 な らび に思想 の 結 晶 で あ り、簡単に述べ られ る 内容で は な い 。こ の 節 で は 、彼 の 幼稚 園教師養

成構想 を明確 に す る と い う目的範囲 に 留 め て 、前節 で 扱 っ た 3 人 の 幼児 施設並び に指導者養成 と比 較す

る意味で幼稚園教育に つ い て 要点 だけを述 べ る。

（1 ）　 1829年 2 月 18日付　バー
ロ ッ プ宛の書簡よ り

　　　　 「わ た し は こ の 施設 に 、類似の 施設 が これま で 呼ばれ て きた名 称、すなわち幼児学校 と い う名

　　　称 を つ け ま せ ん。と い うの は 、そ れ は 学校 で は あるべ きで はな い か ら で す。子 どもた ちは そ こ で

　　　ま だ学校教育を施 され るべ き で はな くて 、自由に発達 して ゆ くべ きで あ る か らです 。

…わた し は

　　　有産 階級 の 子 ど もた ち を え ら び ます。そ れ は 事業を可 能 に す る ため で すゴ

　こ こ で は、フ レ ーベ ル は 2 つ の 点で幼児学校 との 違い を強調し て い る。つ ま り、  こ の 施設 は 学校 で

はない こ と、  有産階級 の 子弟 を対象 とす る こ と、である。

（2 ）　 1839年 3 月19日 「就学年齢前 の 子 どもの教育と幼児学校教員の養成 」 に つ い て

　こ の 論文 の 正 式名は 「就学年齢前 の 子どもたちの 陶冶お よび 上 述 の 年齢に お け る教育者な らび に保育

者の 養成施設 の 実施 、とくに 幼児学校教員 の 養成 に つ い て ゴ
2

で あ る が 、フ レ
ーベ ル の 意図 に っ い て 岩

崎氏は次 の よ うに解釈を して い る e

　　　　就学年齢前 の 子 どもた ちの 教育がす べ て の 後 の 教育 の 土台 と な る重要な もの で あ る こ と、した

　　　が っ て 「就学年齢 前の 子 ど もた ち の 精神 的 な ら び に 肉体的素質、さらに こ れ ら両 者 の 調和的 な形

　　　成 をひ と し く じ っ と み つ め る保育」 の 大切 さを説 き、それ で あ る の に 「現在 の 文化状況お よび生

　　　活状況 の 全状態下 で は 、親た ちは 自分の 子 どもたちを有効 に作 業させ る時間も機会もない 」 有

　　　様で あ る と語 り、 だか ら　「あ らゆ る身分 と境遇 の た め の 児童 の 養護施設 《Pflegeanstalten　der

　　　Kindheit 　fαr　alle 　Sth
’
nde 　und 　Verhaltnisse＞＞」 が必 要 で あ る と主 張 して い る。そ して 、こ の 施

　　　設 の 設 立 とそ の 養護遂行 を 可 能 に す る の は 、一
に か か っ て 幼児教育者を養成する こ とで あ る

la
、

　　　との 認識 に 立 っ て い だ。

（3 ） 1840年 6 月 28日 の 「一般 ドイ ツ幼稚園 Der　 AIlgemeine　 Deutsche　 Kindergarten亅 の創設。

　ブラ ン ケ ン ブル ク に 世界で 最初 の 幼稚園 を設 立 した と き、フ レ
ーベ ル は こ の 施設に つ い て こ う著 して

い る。

　　　　児童保 育の た め の 模範施設、男女 の 児童指導者 の た め の 実習施設 、適当 な遊び と遊 び 方 を 普及

　　　せ ん とする 施設、最後 に、かかる精神 にお い て 活動 し て い るすべ て の親たち、母親た ち、教育者
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　　　た ち、と く に 形成され つ つ あ る幼稚園 が そ の 施設 か ら発行 され る 雑 誌 を っ うじ て そ れ と生 き牛 き

　　　と した関連 に たち うる 施設 。
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　 こ の よ うに フ レ
ーベ ル が構想 した 幼稚園 は、母 親 の 育児支援施 設 の 役割 、幼児保 育 ・作業施 設 の 役割、

保育者養 成施設 の 役割 を担 っ た 「全体的 目的 」 をもっ た総合施設 で あ っ た 。

（4 ）　 フ レーベ ル 幼稚園 の 保育 内容 の 重点

　 こ こ で は、フ レ
ーベ ル の 構想 した幼稚園の 保育内容 の 重点 の み を簡 単に 列挙す る 。

  庭……………・…・…・栽培活動 の 教育的意義 を実現す る の に 不可欠な もの だ っ た。

  遊び と作業…………
フ レ ーベ ル 独 自の 恩物 体系を開発 し た。

  共 同性 の 強調 ………運動遊 び、庭で の 共同栽培活 動、共 同 の 恩物遊 び な ど子 ど も同 士 の 共同性を 強調

　　　　　　　 　　　し た。

（5 ）　対象と制度の 位置づけ

  万 民就園

　 フ レ
ーベ ル は、当初は階級 の 複線化 「すべ て の 身分お よび境遇 の 、就学資格を得る まで のすべ て の年

齢の 幼児 の 保育施設 」 を理想 と して い た に も か か わ らず 、実際 に は、上流 ・中間階級 の 幼児を対象 と し

た幼稚園 （Btirgerkindergarten） で あっ た。後半 にな っ て （1860年 以後）、マ
ー レ ン ホ ル ツ ；ビ ュ

ー
ロ

ウらの 幼稚園運 動 の 過程 で 貧民 や労働者の 幼児を対象 と した 民 衆幼稚園 （Volkskindergarten ）が 開設

され て 、階級 の 複線化 とい う形 で 万 民就園の 実現が可能 とな っ た 。

  国民教育制度の
一

環 として の 幼稚園

　 フ レ
ーベ ル は 幼稚園を単な る幼児の 保護施設 の レ ベ ル や質で は なく 「教育」 の 重要な場 と して 主張 し

た の で あ り、そ の た め に は幼稚 園と本来 の 純粋 な学習学校 との 連結 で あ る媒介学校あ る い は 予 備学校

（Vermitterungs−・der　V・ rschule ）を学校体系 の 中に位置 づ け る必 要 が あ っ た。 1852年 の 「媒介学校 」

とい う論 文 の 中 で 、彼 は 、幼稚園 は直観的陶冶段 階で あ り、本来 の 学習学校は抽象的 ・概念的陶冶の 段

階 で あ り、こ の 二 つ を結び っ け る第3の 主要 な段階が媒介 学校 で あ る とい う。
つ ま り、 事実直観か ら概

念 へ と 移行 しつ つ 、両者を結び つ ける位 置にあ るの が、媒介学校あるい は予備学校 だ と、主張す る。だ

が、フ レ ーベ ル に よ れ ば、こ の 媒介学校 （予備学校） の 指導者 に は 1年 の 養成課程 を修 了 し な け れ ば な

らない が、こ の 養成がな され て い な し 、 こ の 学校 の 実施 も不完全 で あ り、 民衆学校の教師の側か らさえ

こ の 学校 の 実施は ま だ き わ め て 稀で あ る と嘆 い て い る。
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3 ．フ レ
ーベル の 女性幼稚園教師養成構想

　こ の 章で は、フ レ
ーベ ル が 1840年代 に構想 した幼稚園教師養 成 の 案や、そ の 後フ レ ーベ ル の 意思を継

い だ女性 た ち に よ っ て 展開 され た フ レ
ーベ ル 幼稚 園運動 の 過程 で 考案 ・実施 された幼稚園教師養成課程

に つ い て 時代順に 述 べ る 。 こ の こ と に よ っ て 、フ レ
ーベ ル 主 義幼稚園教師養成課程 の 特徴 を解明す る こ

と が で きる と考 え る。
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（1 ）　1840年代 の養成構想

　 フ レーベ ル が幼稚園教師養成に つ い て著わ して い る代表的な論文 2 点を挙げ考察す る 。

  1839年 の 論文 「就学年齢前 の 子 どもたちの 陶冶および．．ヒ述 の 年齢 にお ける教育者な らびに保育者の 養

　成 の 実施、とくに幼児学校 の 教員 の 養成 に つ い て 」
L6

　 こ の 論文 の 中 で フ レ
ーベ ル は、「青年 を （やが て女子青年を も）就学年齢 ま で の 子 ど もた ち の た め の

保育者お よ び 教育者に まで 主 と し て か れ らの 子 どもたちの 創 造的な活動衝動 の 注意深 い 保育に関す る教

授をつ うじて 養成j する と主 張 し 、 保育者養成施設を ブ ラ ン ケ ン ブ ル ク の 施設拡張事業 と し て 設置 し た。

そ して 、 1 年 又 は 2 年 の 教育課程 を草案 し て 、人学者には 「音楽」 「唱歌」 「ピ ア ノ の 若干 の 知識」 「真

に 子 ど もた ち を 愛す る 宗教 心 」 「道徳的 な 最善な る も の に む か っ て努力 し か つ 思慮深 く と らえ る感覚 と

品行」 が不可欠 で あ る と して い る 。

  1847年の 論文 「女 子児童保 育者 な らびに女子教育者 の ための 養成案」
L7

　 目的 、 入学者 の 年齢 、 教育程度 、教育課程 の 期間、時間割等 に つ い て 次 の と お りで あ る。

・目的

　 「一般的 に は 、誕 生 か ら就 学能 力 を完全 に 獲得す る ま で の 、し たが っ て 本来 の 学校教授 の 基礎付 けま

　で の
一

これ をふ くめて
一

子 ども の 保 育、発達お よび教育ま で の 適切な女子 青年 の 養成 で ある」

・入学者 の 年齢

　 「女子児童 指導者 お よ び 幼稚 園保 母 と し て の 、
一

般 に 女子児童教育者 と して 広 い 職業 の た め の 養成 に

　 と っ て は 、17歳 か ら20歳 に い た る まで の 年 齢が （こ の 期間 に 保持 され て い る児童愛 と好意、児童 との

　遊戯的作業に対する愛と能力お よび 溌剌 と し た、穏健か つ 明朗な世界観に応 じて ）最適の 年齢 で あ る。」

　「しか し、よ り年長の 人 々 す ら も養成所 の 入学に 対 し閉め 出され る こ とは な い
。 1

・入学者 の 教育程度

　 「児童に対す る愛、児童 と の 遊び や作業に 対する 才能や好み、性格の 純粋、し た が っ て 思慮深 さ と礼

　儀正 し さの ほ か に 、女性的 な、敬虔 な、神 と合
一

した心 お よ び 唱歌能力 を ともな っ た歌好きが 不 可 欠 」

　 「よき市民学校お よび女学校が提供す る知識お よび熟練 亅

・養成課程 の 期間　 　 「まる26週間 が 指定 され る 」

・時間割　　 【表 1 】に 示 した と お りで あ る。

【表 1】

午前 7 時

8 − 9 時

9 − 10時

10− 12時

12− 14時

14− 16時

16− 17時

17− 18時

18− 19時

朝の 礼拝　宗教教育へ の 参加

朝食 と 自由 時 間

人間お よび 子 ど もの 現象や発 達過程

子 ど もの 活 動お よび 発達の ため の 手 段習得 （子どもとの 接 し方、話 し方、児童唱歌 四肢 の 陶

冶、感覚の 陶冶の 手 段 習得）

昼食 と自主 選択活動

作業対象と遊戯対象の 手 段 （遊具、恩物）

お や っ と 自 由時 間

幼児
・生 徒の 遊戯的作業へ の 参加

手工 の 習得
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（2 ）　 1850年代 の 養成構想

　1840年以降 の 幼稚 園運動 とフ レ ーベ ル 自身に よ る養成講座を受けて 、幼稚園 に巣立 っ て い っ た女性 た

ち が 教育活動を展開 し た園数 は 約 37〜40位 とい われ て い る。そ の 中に は 短期間で 閉鎖 した 園 も含ま れ る

が、多 く の 幼稚園教師が フ レ ーベ ル の 幼稚 園教師養成講座 の 修了書を要求 し 、
フ レ

ーベ ル 主義 の 幼稚園

が徐 々 に広 が っ て い っ た と考え られ る 。 中で もベ ル リ ン で は著名な教育学者 の W ，デ ィ
ー

ス タ
ー

ヴ ェ
ー

ク （Wilhelm　Diesterweg ） によ っ て ペ ス タ ロ ッ チ学院 （Pestalozzistifung） が設立 され 、1851年に は

こ こ に最初の フ レ ーベ ル 主 義 の 幼稚園 が 付設 された 。 同年 に幼稚園禁令が出され た後も、幼稚園運動は

衰えず、保育や福祉に か か わ っ た 人 た ちに よ っ て 、1859年 には 「フ レ
ーベ ル 幼稚 園促進ベ ル リン 女性協

会 Berliner 　Frauen −Verein　zur 　Bef6rderung　Fr6belischer 　Kindergarten 」 が 結成 され 、   教育職 に

向け て の 女性 の 啓発 、  全階層児童対象 の 幼稚園設立 と保持 、  教員養成、  家庭 の た め の 保母養成、

が そ の 活動目的に 掲げられ た。そ の 中で 1859年 か ら63年 にかけ て の 幼稚園教師養成 と講座 内容は 、【表

21 の よ うな テーマ と講 師 で あ っ た 。
18

【表 2 】フ レ
ーベ ル 幼稚園促進 ベ ル リ ン 女性 教会 の 幼稚園教師養成講座

テ　
ー

　マ 講　　　師

・
幼稚園の 本質 に つ い て ・ベ シ ェ

・ベ ル リン 大学時代 の フ レ
ーベ ル

、
フ ィ ヒ テ の 国民 思想 とフ レー ・パ

ツ
ペ ン ハ イ ム

ベ ル の 教育組織 との 関係

・外国に お ける 幼稚園の 広が りに っ い て ・
マ
ーレ ン ホル ツ＝ビ ュ

ー
ロ ゥ

・国家と幼稚園との 関係 に つ い て ・ベ ン トハ イ ム

・北方神話は 特性の ための 教育手 段とな り得 るか ・シ ュ バ イ ヘ ル ト

（3 ）　 1860年代 の教育課程

　   上記 の よ うな教育運動 の 波及 によっ て 、 ベ ル リン で最初の女性幼稚園教師養成所 （lnstitut　 zur

Ausbildung 　 von 　Kinderg 巨rtnerinnen ）が 開設 され た。そ こ で の 養成 教育 は わか る範囲で は 【表 3 】の

よ うで あ っ た
L9
。

【表 3 】 1860年 の 女性幼稚園教 師養成所 の 教 育内容

・養成期間
…………………1年半

・4 週 間 の 講 義
……………「フ レ ーベ ル の 遊 具 や 作業具 の 理 論 と実 際 」

　　　　　　　　　　　（イ ダ＝ゼ ーレ ま た は ク リ ュ
ーガーに よ る 講義）

・実習・…・…　　　　　 …4 週間 の 受講後に幼稚 園で助手 と して 実習 を行 うこ と を義務付けた。

　しか し、こ の 試み は フ レ
ーベ ル の 作業具 の 不備 などの 理 由 か ら長 くは存続 しなか っ た と言われ て い る。

フ レ
ーベ ル の 弟 子 の ペ ッ シ ェ ら も講 義を 担 当 し た が 、ベ ル リ ン フ レ ーベ ル 運動 の 主 導者 マ

ー
レ ン ホ ル ツ ロ

ビ ュ
ーロ ウ と の 意見 が 対 立 した こ とも

一
因 で あ っ た。

  1863年の 「家庭お よ び 民衆教育協会」の 女性幼稚園教師養成所 （Seminar 　 filr　Kinderg ヨrtnerinnen ）

　 こ れ は、先述 の ような フ レーベ ル 運動 の 内部分裂や意 見 の 対立 か ら マ
ー レ ン ホ ル ツ ；ビ ュ

ー
ロ ウが 独

立 し て 設立 し た協会であ り、デ ィ
ー

ス タ
ー

ヴ ェ
ー

クらも こ の 協会 の養成教育に協力 した。こ こ の養成内

容 の 主 なもの は 【表 4 】の とお りで あっ た。
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【表 4 】家庭 および民衆教育教会 の 女性幼稚園教師養成所 の 教育 内 容
2°

『母 の 歌と愛撫 の 歌』 の 学習、　 　 フ レ ーベ ル の 作業具
・
遊具 の 指導

情操や宗教教育、　　 健康や衛 生 学、　　 園庭 の 文 化や 自然に 関す る 知識の 直観教育方法、

童謡や童話、運 動遊 び に よ る 身体訓練 な ど

（4 ）　 1870年代〜1880年代 の 教育課程

  ミ ュ ン ヘ ン 女性幼稚園教師養成所 の 教育課程と ゴータ の 養成所の 教育課程

　1970年代 にな ると各地 で 女性幼稚 園教師養成所 が で きて 養成教育も活発化す る が
、 そ の 代表的 なもの

に、ミ ュ ン ヘ ン とゴータがあ る。養成教育課程は 【表 5 】の よ うで あっ た
21
。

【表 5 】 ミ ュ ン ヘ ン とゴー
タの 養成所 で の 教育課程

ミ ュ ン ヘ ン の 女性幼稚園教師養成所

（1）
一

般的教科

　・ドイ ツ語教授 と書き方教授

　・よい 話し方 の練習

　 ・歴 史

　 ・地理

　・理科

（2）特別 教科

　 ・　 心 理 学を含 ん だ 教育学

　 ・　 生理 学と体育

　・幼稚園教育学と教授方法

　・
フ レ ーベ ル 的図 画 と初等幾何学

　 ・フ レ
ーベ ル 的運 動遊び と結び つ い た 唱歌

・フ レーベ ル の 遊 び と作業 の 恩物 の 熟練 と応用に

向か っ て の 指導
・幼稚園実習ま た は学校実習
・体操 （適当な身体練習 と遊び ）

ゴータ の 女性幼稚園教師養i成所

・
宗教

・一般教育学

・幼稚園の 理論 と実際

・フ レ
ーベ ル 的手 工

・フ レ
ーベ ル 的手 工 の 試験授業 とそ の 批評

・幼稚園の 臨時見学

・ドイ ツ 語 と ドイ ツ 文学

　 （フ ラ ン ス 語 と英語 は 選択）

・算数、幾何学

・歴史

・地理

・博物

・唱歌

・書き方

・図画

・遊 び と体操

　こ れ ら を み る と、一一
般 教養 的な内容 とフ レ

ーベ ル 理論 と実技を中心 と し た 幼稚園教育学 が 主流を占 め

て い る こ とが 窺 える。ちなみに、こ こ で 【表 6 】の よ うな 当時 の 幼児学校保母養成所 の 教育内容 と比 較

して み る と そ の 違い が明白で あ る。こ れ は グ ロ ース ヘ バ ッ ハ の 福音派教会 の ム ッ タ
ー

ハ ウス （母 の 家）

で の 保育者養成の カ リキ ュ ラ ム で あ る 。 当時 こ の 施設に は 18歳か ら30歳 の 女性 が 通 い 、キ リス ト教 的な

意味 で 子 ども へ の 愛情 と才能 と歌が要求 され た。養成期 間は 1 年 で あ っ た 。

【表 6 】グ ロ ース ヘ バ ッ ハ の 幼児 学校保 母 養成所 の 教育内容
z2

毎 朝 5 時 半
一6 時 半

朝食 と家事 の 後

日曜 日に は、

月 曜 日の 午 後 は、

火曜 日の 午後 は、

水曜 日の 午後 は、

木曜 日の 午後 は、

金 曜 目の 午後 は、

土 曜 日の 午後 は、

聖 書 の 読 み と暗 記

編 物、裁 縫、お 祈 り、賛美 歌 の 歌 と 読み 、聖 書 の 読み と 考察、お 祈 り

礼 拝 に 出席、

地 理 伝 道 、唱 歌 、地 区牧 師 の 教 授、ヴァ イ オ リン 演奏 の 教授

賛美歌 の 暗誦 、労 働 の 時 問、読書、教育理 論、ドイ ツ 語、唱歌、遊 び の 練習

繕い 物 、裁縫、物語 の 朗読

フ レ
ーベ ル の 作 業 、博物 、直観 練習 、唱 歌、遊 び 、ヴァ イ オ リ ン 練習

図 画、計 算、地 区牧 師 の 教授、唱歌

家事、キ リス ト教雑誌 の 読み 方、賛美歌、説教 の 読み 方 、終わ りの お祈 り、室 内 体操

一 92 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

フ レ ーベ ル 主義幼稚 園教師養成 カ リキ ュ ラ ム の 検討

　こ こ で は、賛美歌や聖書に よる 宗教的教育内容 が主流 を占め、それ に家事や編物 な どが加わ っ て い る。

当時 の フ レ
ーベ ル 主義 の 作業 なども加 えて い る こ とが 興味深 い 点で あ る。

  ス タ ロ ッ チ
・

フ レ ーベ ル
・

ハ ウス で の 養成教育課程

　1878年に ペ ス タ ロ ッ チ ・
フ レ ーベ ル

・
ハ ウス がベ ル リン の シ ュ タイ ン メ ッ ツ 通 り に設立 され る と同時

に、H ．　S ＝ブ ラ イ マ ン （Henriette 　Schrader ＝Breymann ，1827 − 1899） は そ こ に 女性幼稚園教師養成

ゼ ミナ
ー

ル （Kindergljrtnerinennseminar ） を開 い て 自分 の 理想 とす る保 育者養成 を手がけた。そ の 授

業科目 と担当者は 【表 7 】の と お りだ っ た
23
。

【表 7 】ペ ス タ ロ ッ チ
・

フ レーベ ル
・

ハ ウ ス での養成課程

　 【表 7 】か らもわ か る よ うに ハ ウス の 校長 だ っ た シ ュ ラ
ー

ダ
ー＝ブ ライ マ ン 自身が 唱歌 と幾何学 を 除

い た 多 くの 科 目を担当して い る。彼女が め ざ した もの は教育学や フ レ ーベ ル 作業の 習得に とどま らな い

で家事や家庭 の 経 済的仕事 ま で も同時 に 行 え る よ うな資質 を備 えた女性 教師 （「精神 的母性 」 概念に基

づ く
24
＞ の 養成 を実践 しよ うとした。こ の ハ ウス で の 養成は、卒業時に試験制度を導入 した点で は本格

的な女性幼稚園教師養成をめ ざ した と言え る。1890年に は こ の ゼ ミナール に 16歳か ら18歳ま で の 約 50名

の 生徒 が通 っ た とい う。そ の 後、ハ ウ ス で は 教育課程 が改定され て 、1883年 に は、上記科 目 の ほ か に、

「ボ
ー

ル 」、「運動遊戯 」、「子 どもの 沐浴1 が加わ り、家庭 的な作業 の 中には、「調理 」 や 「子 どもの 世話 」

と い う学習内容が増設 され た。

  1882年の ラ イ プ ツ ィ ッ ヒ 養成場 の 教育課程

　 H ，ゴ ー
ル ドシ ュ ミッ ト （Henriette 　 Goldschmidt ，1825 − 1920） が 指導 して い た ライブ ツ ィ ッ ヒ の 女

性幼稚園教師養成場で は 、フ レ ーベ ル 主義 の 教育理 論に根 ざ した 教育課程 と し て 【表 8 ｝の よ うな教科

目を挙 げ て い る 。
フ レ

ーベ ル の 感化を受けた ゴ ール ドシ ュ ミ ッ トは女性 の 職業に 向けて 準備する よ うな

学校や学習 コ
ー

ス を実現す るため に1872年 に ライ プ ツ ィ ッ ヒ に幼稚 園教 師養成所 を創設 したが
25
、【表
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8 】は 1882年 の 記録 で あ る 。

【表8 】 H ．ゴー
ル ドシ ュ ミ ッ トに よる ラ イ プ ツ ィ ッ ヒ養成 場の 教育課程

26

〈 必 修科 目 〉
・空 間

一形 態 理 論
・
郷 土科 ・

博物 学
・理 学 ・人 類学 ・健 康 理 論 ・教育理 論

〈 フ レ
ーベ ル 方 式 の 科 目 〉

・
体操

・
唱歌 ・図 工 ・

音調活 動 ・
多種 の 技 術 的 な型 作 りの 作 業

〈 その 他 の 科 目 〉 ・文化史 ・手仕事 の 歴 史
・
民衆文 学 （寓話、童 話、民 話）

・
叙事 詩 ・共 同社会

こ の よ うな教育課程 で ゴ ー
ル ドシ ュ ミ ッ トによれ ば〈フ レ

ーベ ル 方式 の 科 目〉はそ の 上 の く必修科 目〉と

結び つ くも の で あ り、「文化史的な考察様式 は 、
“

技術 （手仕事 の 歴 史）
”

か ら
“

芸術史
”

へ とっ なげ、

“
民話

”

か ら
“

叙事詩
”

や
“

ドラ マ
”

へ と 発展 させ 、生 活 の 発 展 的要素は
“
共 同社会

”
の 中で扱 う」、

と晉 う。数学や博物学や 人 類学 は
“
心理学

”
の 準備 とな る もの で あ り、こ れ らが関連 しあ っ て 教育学や

教育理論 へ と拡大 し て い くもの で ある。知識 は技能 と結 び つ き、そ の た め 教育術 は 練習 を 必 要 と す る
2T
、

と述 べ て い る。

（5 ）　 1900年代初頭 の教育課程

ドイ ツ ・
フ レ ーベ ル 連合 （Deutsche　 Frδbel−Verband ）は各地 （ブ レ ス ラ ウ、カ

ー
ル ス ル

ー
エ 、ライ

プ ツ ィ ッ ヒ 、 ミ ュ ン ヘ ン な ど） で 養成 ゼ ミナ ー
ル を 開催す る が 、こ こ で は 1093年 の カ ッ セ ル に お い て 実

施され た連合 の 標 準教育課程を 【表 9 】に 挙げて お く。カ ッ セ ル の コ メ ニ ウス ハ ウス の指導者は、 J．

メ ッ ケ （Johanna　Mecke ，1857〜1926）で あ る。

【表 9 】メ ッ ケ の 指導に よ る カ ッ セ ル の 養成ゼ ミナ ール の 教育課程
2s

・宗 教 （宗教 の 歴史、子 ど もの 宗教教育）〈2 セ メ ス タ
ー、週 1 時間〉

・倫理 学〈1 セ メ ス ター、週 1 時間〉

・教 育学 の 歴 史 （コ メ ニ ウス 、ペ ス タ ロ ッ チ、フ レ
ーベ ル、ロ

ー
マ ・イ ス ラエ ル の 教育等）〈3セ メ ス タ

ー、週 1時間〉

・教育学講義 （コ メ ニ ウス の 母 親学校、大教授 学、ペ ス タ ロ ッ チ の リーン ハ ル トとゲル トル
ート、ル ソ

ーの エ

ミ
ー

ル 、デ ィ
ー

ス タ
ー

ヴェ
ー

ク の 指針、フ レ ーベ ル の 人 間教育な ど）〈2 セ メ ス ター、週 1 時間〉

・
教育心 理 学 （課題 と意義、感情乍 活、知 的 生 活 ）〈2 セ メ ス ター、週 1 時間 〉

・心 理 学講 義 く3 セ メ ス タ
ー、週 1時間〉

・
教育理 論 （

一
般教育理 論、フ レ ーベ ル 教 育 理 論 、倫 理 ・宗 教 教 育） 〈3 セ メ ス タ

ー、週 1 時 間 〉

・恩物 と作業 の 方法 （子 ど もの 遊び、運 動遊び 、手 遊 び、歌、体操 の 方法）〈2 セ メ ス ター、週 1時間〉

・幼稚園学 （歴 史、幼稚園の 庭、動植物 の 世話等）〈1 セ メ ス ター、週 1時間 〉

・作業 の 実践 （型抜 き、縫 い 物、編み 物等）〈2 セ メス タ
ー、週 1 時間〉

・手作業 の 授業 （形作 りや 紙細 工 ）〈1 セ メス ター、週 1 時 間 〉

・数 学 （算術 、幾何 学）〈2 セ メス タ
ー、週 1 時間〉

・自然科学の 授業 （動物学 〈1 セ メ ス ター、週 1 時 間〉、植 物 学 く1 セ メス ター、週 1 時 間〉、物 理 学 と化 学

〈2セ メ ス タ
ー、週 1時間 〉、人類学 q セ メ ス タ

ー、週 1 時間〉 ）

・保健学 〈1 セ メ ス ター、週 1 時 間〉

・救 急 コ ース 〈1 セ メス タ
ー、週 1 時間〉

・ドイ ツ 語 （文学、児童 文 学）〈2 セ メ ス ター、週 1時 間〉

・芸 術史 （人 間 の 住居、風 習等）〈2 セ メ ス タ
ー、週 1 時間〉

・生活保護 （貧困、女性 の 課題 、現代女 性 の 仕事場 等）〈2セ メ ス タ
ー、週 1 時間〉

・
初歩 授 業 の 方法 （教材、指導案 の 作成、見 学実習）〈2セ メ ス ター、週 1 時 間〉

・図画 （フ レ
ーベ ル の 図画、曲線等 ）

・
体操 （方 法 、 整体外 科的体操、運 動遊び 、ダン ス 等）〈3 セ メ ス ター

〉

・唱歌 （動的 ・メ ロ デ ィ 的
・リズ ム 的 練習、子 ども の 歌 練習、独唱 と二 部合唱等〉〈3 セ メス タ

ー、週 1 時間〉

・実践 的養成 く週 10時 間〉
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　上記 の 教育課程 か らは、宗教学や倫理学 、自然科学、数学 な どの
一

般 教養 科 目、教育学や心理学の科

目、さらに 恩物や作業の 方法 とい っ た フ レ ーベ ル 方式 の 指導法や幼稚園学、加 え て 図画や唱歌、体操 と

い っ た実技科 目が広範に編成され て い る こ とが わ か る。

（6 ）　 1911年 の プ ロ イ セ ン 大臣規程 に よ る教育課程

　プ ロ イセ ン 政府 は 「高等女学校 の 再編に 関する 施行規則」 （1908年）に基づ く 「女性幼稚園教師 と女性

青少年指導員養成規程」を1911年 に公布 し、幼稚 園教師養成課程 の 国家基準 を定めた。こ の 規程 の 中で、

幼稚 園 教師養成に 関 して は 、  目的を、家庭 と 小規模幼稚園 の 教師 と して 従事す る ための 資格 を付与す

る こ と、  養成課程 は 1 年間 、 ただ し 「国に 認 可 され た 女子青年学校に最低 1年 間就学 し、幼稚園 の 授

業、並 び に教育学、宗教、 ドイ ツ 語 と、衛 生学、保育 お よ び 公 民 科 な ど の 諸教科 の 授業に 出席 し、優秀

な成績を修め た志願者が 入学を許 可 され る。  実質的には、高等女学校卒業後 2年間の専門教育を受け

る、  年 間授業数 は 40週 、1 週あた りの 授業数は 32時間、と され て い る
29
。

　そ して そ の 教育課程 は 、【表 10】 の よ うに 、理 論教 科、技術的教科 、実践的活 動 の 3 領域か ら構成 さ

れ 、全体的に は 技術的教科 と 実践 的活動 が 多い こ とが 特徴的 で ある。

【表10】1911年 の 幼稚園教師養成 コ
ー

ス の ための 諸規程 による教育課程
3°

A ．理 論科 目

・教育理 論 〈週 3 時 間 〉・・

・幼 稚 園 理 論 く週 2 時間 〉…・…

・自然学お よび 文 化 学 く週 2 時 間 〉・・

…・実 際観 察 に基 づ い た子 ど もの 心 身 の 発 達 に つ い て の 話 し合 い 、子 ども

　の 理 解力や判断の 理 解、感情や性格の 宗教的 ・倫理 的基 礎 な どの 学 習 。

　・まだ就 学 義 務 に達 して い な い 子 ども の 教育 に と っ て の 幼稚園の 本質 と

　意義、家庭 に とっ て の 幼稚園の 意義な どの 学習。
・・（a ） 動 植 物 や 鉱 物 、家 畜 の 生活 習 慣。森 や 田や 畑 な どの 知 識 の 学 習、

　（b〕　日常生 活 に お け る 自然現象、

　（c ） 農業や 手 工、商売 な ど人 間 の 生産 的 な 活 動 の 基礎 学習。

B ．技術的科 目

・運 動 遊 び と体操 〈週 2 時 間〉
一
　　

・
子 ど もの 自由 な 喜び に 満 ち た活動 手段 と し て の 運 動遊 び の 練習。女性

　　　　　　　　　　　　　　　　 徒 自身 の 体操技能 の 維持 と向 上 の 練習。
・
作業教授 〈週 5 時 間〉

・…一一……・一
子 ど もの 年齢に あ っ た一

連の 作業の 入門的で とわ か りやすい 研究。
・裁縫 く週 2 時間 〉・・・……………・・一　・繕 い 物や っ ぎ当て。
・型 ど り、裁 断、図 画 く週 3 時 間〉　

・
子 ど もの 日 常的な 環境 に あ る 自然や芸術的な物 の 立 体的 ・平 面 的 ・線

　　　　　　　　　　　　　　　　　的再 現 。

・
唱歌 と音楽 く週 2 時間〉

…
　　

……・・
子 ど もの 年齢 に 相応 しい 歌 の 選択。ピ ア ノ、バ イオ リン、マ ン ドリン

　　　　　　　　　　　　　　　　　の 演奏。

C ．実践的活 動

・
幼稚園で の 活動 〈週 9 時 間〉

…………
熟練 し た 教師の もと で 助手 と し て 子 どもの 遊 び や作業の 手 伝 い。様 々

　　　　　　　　　　　　　　　　　な年齢 ク ラス で 母 親的世 話 や 指導や作業 を行 う。

・家事 と庭 仕 事 〈週 2 時閤 〉……………市 民 世帯 で 毎 日、習慣 で 、長期的 に繰 り返 し して い る こ との 学習。子

　　　　　　　　　　　　　　　　　ど もの 畑、室 内植物、家畜、小 鳥 な ど の 世 話。

D ．論文……上 記の 理 論的科 目お よ び幼稚園 で の 活 動 につ い て 最低 2 回 の 筆記 試験 を含む 小 論 文 が課 せ られ る。
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　上記の 教育課程 によっ て 、子 ども観察や 「子 ど もの 身体的強制を し ない 快活な活動 の ための 手段 とし

て の 運動遊 び の 実施 と 自由な表現 」 や 「子 ど も の 年齢 に 合 わせ た教育 的作業、特 に 遊具 の 製作 」 「表 現

能力 の 強化、創造的活動 へ の 喜び の覚醒、形 に 対す る感 覚 と色彩感覚お よび美的鑑賞力 の 発達が 配慮 さ

れ な け れ ばな らな い 」 な どが 重視 され て い て 、全体 と して フ レ ーベ ル 主義の 強 い 教育課程 に な っ て い る

と推測 で きる。

ま とめ

　以上、本稿の 前 半で は、19世紀中 ご ろに ドイ ツ で 設 立 され た 幼児学校や託児所の 社会的役割やそ の 性

格 、そ して そ こ で の 子 ど もた ち の 世話や指導をする人 たち の 養成 の 特徴 を述 べ た。後 半 で は、フ レ
ーベ

ル の 幼稚園設立 に 絡 ん で幼稚 園教師養成 の 教育課程 の 変遷 を概観 し た。そ の こ と を 通 じて フ レ
ーベ ル 主

義の幼稚園教師養成 団体が、めざした女性幼稚園教師の 力量や資質は どの よ うなもの で あ っ たか を うか

が い 知 る こ とは で きる。それ は、幼稚園教師を志 した女性 たち の 社会的地位 の 向上 と意 識 の 改革 と結び

つ い て い て 、そ の 他 の 託児所や幼児学校 の 指 導者 （つ ま り、「保母 Kinderpflegerin 」 や 「幼児学校教

師 Kleinkinderlehrerin」 また は 、「子守 り女 Schwester 」） とは異質な、専門教育的知識 と技量 を備 え

た 「教師 」 と し て の 人材 を育成す る こ と を 志 向し た の で は ない だ ろ うか。特 に 、ドイ ツ で は 幼稚園 は学

校教育制度 の 系列 に位置づ け られ る とい う目標を は じ め か ら掲 げて い た だ け に 、児 童 福祉的性格 の 強 い

「保母 」 とは異な る、専 門的資質 と資格を必要 とする教育活動 を主軸 と し た幼稚園教師養成の教育内容

が
、 カ リキ ュ ラ ム （教育課程） の 次元 で も年代 を 追 っ て 、実現 され て き た こ とが実証 で きた。こ の 点、

教育学や心 理 学、幼稚園学、フ レーベ ル 方式 の技術的学習内容 が主柱 とな っ て きた こ とがそ の 裏付 け と

な っ て い る。

　最後に 、
プ ロ イ セ ン 政府 で は、 1911年 8 月 に　「幼稚 園教師 と少 年指導員の 国家試験規 則　Prilfung−

ordnungen 　fur　die　Absch！ussprufungen 　an 　der　Frauenschulen　angegliederten 　Kursen 　zur

Ausbildung 　 von 　 Kindergtirtnerinnen　 und 　Jugendleiterinnenlが 公 布 さ れ て 、幼稚 園教師養成の 制度

化が
一

応完結す る
31
。
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