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宗吉　　　1】1：『

は　　じ　 め　　に

　江戸時 代 の 儒学者か ら封建的な教 育思想 や 方渥壽論は聴 け て も，
’
j” ど も に 即 し，そ の 個性に もとつ

く教 向 な どを説 く学者は殆 どあ るま い と思 っ て い た筆者が ．松田 道雄 氏 の 「自由を子どもにIDの な

か で ，た と えば荻生很 徠 の 「弁道」 を 引 い て 「孔 li『の ，弟子 を教 う る は ， お の お の そ の 材 に因 りて

以 て こ れ を成 せ しこ と」 とあるの を読 み ，そ の 材が 天与 の 材で あ る に して も，個性 的な もの を意味

して い る こ と は確か で ，そ の 上 に た っ て 教育す る と理解 され ，さ らに こ の 書の な か に は貝原 益軒の

弟 子の 香月牛山，心 学者手島堵庵 やそ の 弟 f脇坂義堂，江戸末期の 大原幽学 の 子 育て 観が紹介され

て お り．また 岩 波講座 「子 どもの 発達 と教育 2 」　　「子 ども観 と発達思 想の 展 開」の なか の 「1　歴

史 の なか の 子ど も観 〔1）」に ある山住 正 己氏の 「2　近世 に おけ る 子ども観 と子育て 」の な か で は
， 上杉

鷹LLI，細井平 洲，佐藤
一．

斎，1．Ll名文成．大蔵永 常，林 子平，中村蜴斎，中江藤樹，中村弘 毅，室鳩

巣，曲 川如見 ， 早川 正紀 ．鈴木重胤．本多利明．佐藤信淵 ，安藤 昌益な ど多 くの 江戸時代の 学者の

児 童 観 や 子 育て 論 が 述 べ られ て い る 。 こ れ らに よ っ て 自己 の 誤 っ た 先 入観 を正す こ とは もとよ り

こ れ ら江戸時代 の 学者の 児童観や教 育論 を自分な りに 検 討 し，日本 教育史上 に お ける位置 づ けを試

み る の も無 意味で は あ るま い と思 うに 至 っ た 。そ の 手は じ め に 小論 で は 貝原益軒の 「和俗童子 訓 亅

を と りあげた 。 それは益 軒が 江戸時代の 儒学者の な か で も初期に 属 し，また石川 謙氏が 「和俗童 子

訓 1の 解説 の なか で ．「か れ （益 軒）の 教育思想 が体 系的 に くみ た て られ て い る 書物で あ ると い うは

か りで な く．わが国 に お け る 最 初 の ま と ま っ た教育論書で あ る，と い っ て さ しっ かえ な い 」
（2）

と述
べ て ．そ の 教育論に 高 い 評価 を与え て い るか らで あ る 。 なお 「和 俗童子 訓 」 の テ キ ス トに は 屯 と し

て LLI住 rLl己．　 ri
．
1江 和：1恵編 注 「子 育 て の 齧 2 」（東洋文庫 ，平凡 社 ， 1976年）中の 「和俗童子 訓」を用

い ．石川謙校訂 「養生訓．和俗 竜子訓 」 （岩波文庫， 1961年）を参川 した。

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Sapporo Otani University & Junior College of Sapporo Otani University

NII-Electronic Library Service

SapPoro 　 Otanl 　 Unlverslty ＆ Junlor 　 College 　 of 　 SapPoro 　 Otanl 　 Unlverslty

82

江 戸 期 儒 学 者 の 教育観 に つ い て

1． 益 軒 の 庶 民 性

　幕藩体制の 基礎の 固 ま っ た江 戸 時代の 寛永期か ら元禄 期ま で 生存 し．大義名分論 に た つ 朱子学を

学 び続け て 来た 益 軒が ，そ の 著 「和俗童 子訓 ！（以下 「重 r訓」 と百己す） の 序 に

　　書以国字，欲便窮郷村 暈：之 ， 無師無 学者 之玩 読也 。

とあ る よ う に，片田舎の ，求め た い と思 っ て も適当な師 もな く，従 っ て学ぶ こ と もな い 村童 に 読ん

で もら い た い ，そ の こ とで 彼 ら村童の 教化を期待 して ．「童 子訓」 を漢 文 で は記 さず親 しみ や す い

国字 で 書 い た とい う，既 に こ こ に お い て 益軒の 庶民の 1
’一
ど もた ち に対す る愛情，関心 とい うもの を

窺 う こ とが で きる。こ の よ うな彼 の 性格，態度は 「童
一lt訓」の 本 文に も多 く見 られ る の で あ るが ，

彼の 幼少期の 生 活経 験が そ の よ う な 性格形 成 に 大 き くか か わ っ て い る よ うに 思 われ る 。

　益 軒 は 筑前福岡藩黒 田 氏 の 家 臣の 家に 生れ た の で あ るが，生 まれた 翌年か ら父寛斎 は禄を失 っ た

よ うで ， 博多の 町中に住み，さ らに 数年 後 に は 博多港近 くに転居 して い る。そ の 闇父 寛斎は 医薬 を

売 り，幼童を教え て 生計をた て て い た よ う で あ る。益軒が 8 歳 の 時．父は再 出仕 して い る が ．そ れ

は小倉藩 との 境に あ る穂波郡 八木山中の 警備所 勤務で あ って ，こ こ に 3 年間過 ご して い る。とすれ

ば彼は そ の 幼少期に お い て ， 庶民に 近 い 牛 活 を し，庶民 の 生活振 りを 目賭 し，庶民 の 了
・弟 と 交 わ り．

彼 ら に対す る理解 と親 しみ を持 ち得，また父 の 幼童を教え る姿か ら彼 ら に対す る教育に 関心 を も っ

た と して も不思 議で はな い 。 また益軒は八木山 中時代 ，「
丶

ド家物liu」 「保元 物語 」 「平 治 物 語 」 を愛

読 し，「倭玉 篇 」「節 Mfi1… どの 一般 に 、黼 さ れ た舌御 襯 しん だ とい う
（
  ら，

そ ・ か らも繖 的

な もの と は 別な人間的，庶 民的 な もの を得た よ う に思わ れる 。 ［童
’
if’訓」巻之

一
総 li侖Lの 初め 0）方 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ともが り

　　こ の ゆえ に
， 郷里 の 児童 の 輩 を は や く諭 さん た め ，い ささ か むか し聞 け る所 を．っ た な き筆 に ま

　 　 　 　 　 しる

　 　 か せ て 記 し け る 。

とあ る の は ， そ の よ うな益軒の 姿を示 して い る。 こ れ を 吏に 少 し く 「童 子訓 1の 本 文に お い て 指摘

した い 。

　　 お よ そ 人 となれ る もの は ，皆天地 の 徳 を う け云 々 tt

　 　 　 　 　 　 　 a ご し

　　お よそ人の 小な るわざ も，，皆師 な く教え な くして 云 々 。

　　 お よそ小 児 は，早 く教 ゆ ると，左右 の 人を え らぷ と云 々 。

　　 お よ そ小 児をそだ つ る に は 云々 。

　　 お よ そ小児の 悪 し くな りぬ る は 云 tl　、1

　　 お よそ子 を教ゆ る に は．父母 厳に きび しけれ ば云 々 。

　　 お よ そ 人 の 親 とな る者は ，「わ が子に まさ る宝な し」 と思 え ど云 々 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 k よう

　　 お よ そ 人 の 悪徳 は矜な り。矜 とは ，ほ こ る とよむ云 々 。

とあ る。「お よそ人 」「お よ そ 小児 」「お よ そ 子 1 とある 表 現 は こ こ に挙 け た ほ か に まだ 多数み る こ

と が で き る n こ れ は益軒が 人
一一
般 ，小 児

一．般，子
一．

般 と い う態 度で こ とをみ． こ とを論 じ よ う と し

て お り，そ れ は 彼 が生 きて い る封 建 社会 の 地 位 や 身 分を こ の 書に お い て は第一義 的 に考え て い な

か っ た こ と を 語 って い る 。 同 じ く総論 Eに

　　四 民 と もに ，そ の 子の窈  よ り，父 兄 君長 に つ か う る礼儀 ・作 法 を教え ，聖教 を読 ま しめ ，仁

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Sapporo Otani University & Junior College of Sapporo Otani University

NII-Electronic Library Service

SapPoro 　 Otanl 　 Unlverslty ＆ Junlor 　 College 　 of 　 SapPoro 　 Otanl 　 Unlverslty

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 83
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松　井　秀

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ と

　　 義の 道理 を よ う や く諭 さ しむ べ し。こ れ根本をつ とむ るなり。 次 に もの 書き ・算数 を習わ しむ

　　 べ し 。

……六芸の うち．物 書 き ・算数を知る 事は 。 誠に 貴賎 四民 と もに 習わ しむべ し。 物よ く

　　 云 い ，世 に なれ た る人 も，物 を書 く事達者な らず ，文字 を知 らざれ ば，片言云 い ，ふ つ つ か に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 S，txと
　　賎 しくて ， 人に 見お と され ，侮 り笑わ る るは 口惜 し 。 そ れ の み な らず，文字 を知 らざれば，世
　 　 　 　 　 　 　 こ キば

　　間 の 事 と，詞 に 通 ぜず， もろ もろ の 勤め に 応 じが た く，世事 と ど こ お る 事の み 多 し。

とあ り，教育 に お い て 求め られ るもの
一一

礼儀．作法，仁義 の 道 理 を根 本とし，六芸の うち物書 き ・

算数 を知 る事 一
は ， ヒ農工 商 の 四 民 に お い て 基本的 に 変 らな い とす る益軒の 見識 を知 る こ とが で

き る。更 に 「物 よ くム い ．世 に なれ た る 人 も」以 下の 様子 は，庶民の 姿 を写 して い る の で はな い か 。

　 ま た 巻 之 二 総 論 下 に

　　世 に ⊥ 智 と
一
ド愚 と は まれ な り。−L智 は教え ず して よ し， ド愚は 教え て も改 めが た しと い えども，

　 　 　 　 　 　 　 　 お もて

　　悪を制すれ ば面 は改 ま る 。 世 に 多きは 中人な り。 中人の 性は，教 ゆれ ば 善人 とな り，教え ざれ

　　 ば不善 人 とな る。故に教え な くん ばあ る べ か らず 。

とある 。 こ こ の 一L智，
一
ド愚 の 説 は顔 氏家訓巻一ヒ．教子篇．

．．tt
の 「土智イ・教而成，下愚雖教無益，中庸

之 人不教 不知 」 に よ っ て い る 。 顔氏家訓 の 一ヒ智，下愚説は 兎 も角，益軒の 最 も世 に多 い 中人 と は一

般的庶民で あり．巾人 そ れ は 顔氏家訓 で は中庸 の 人 で ，それ は 「教え ざれ ば知 ら ず」 とあ る の に 対

し，益軒は 「教 ゆれば善 人とな る 」 と言 い か え て い る。同 じ様な 表現 なが ら益軒 の 方が 中人の 陶冶

性を積極 的 に 肯定 して い る 。 彼が 庶民 に 対 して の 教育の 可能性 を確信 し 「教えな くん ばあ る べ か ら

ず 」 と言 い き っ て い ると こ ろ に ．そ の 教育に 対す る熱意 を窺 うこ．と が で きる 。 しか も 「悪 を制すれ

ば面は改 まる 1 と， ド愚 に 対 し て も教 育 の 絶 望を語 っ て い な い
。

　益軒 の 庶 民性 と い っ て も，封建社会の 身分層の 存在を意識 し肯定 して の 上で あ る こ とは無 論 で あ

る が ，「童子訓 」に あ っ て は ， 庶人．中人層が主 た る対 象で あ っ た 。 支配 者層 で あ る武士 や 富裕な 階

層 に 記 述が 及 ん で も，そ れ は庶人．中人 との 対比の ヒで あ り，武 七に は 支配者層 として 適合 す る，

富貴 ， 大家に は．その ため に陥 りや す い マ イ ナ ス の 而を指摘 し，儒教的な リゴ リズ ム を求め て い る 。

「童子 訓」総 論上 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 む　　　　　　　　　　　　ttとけ
tx

　　富 豈の 家の 子に 生まれ て は．幼 き時よ り世の もて な し人の 敬 い あ っ く して ，よ ろずゆたか に 心

　　の ま ま に て ，国
．
界の 栄花に の み ふ け る習わ しなれ ば，お そ れ つ つ しむ心 な く， お ご り凵 々 に 長

　 　 　 　 　 　 　 た わ ふ

　　じや す く．戯れ遊 びを好み．人 の い さ め を嫌 い に くむ。い わ ん や学問な ど に身を くる しめ ん 事
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 いた オ

　　は ，い と堪え が た くて ，富貴の 人の する わ ざ に あ らず と思 い
， むずか しく労か わ しと て ， う と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こうが

　　ん じ嫌 う。か か る 故 に ，驕 りを お さえ て 身をへ りくだ り，心 をひそ め，師を尊び古 を考え ずん

　　ば，い か に して か ，心 智を開 き て 身を修め人を治む る道 を知 るべ き や 。

とあ る の は 、 こ の 点 に つ い て 「蛮子訓」 に み られ る好例の
一

つ で あ る 。 こ れ に対 して 貧賎者を見捨

て る と い う こ とは な か っ た 。 同 じく総 論上 に，富貨の 家 で はそ の 子 に 早 く人 を選 ん で つ け るよ う に

と言己した 後 に ，

　　貧家の 子 も， 早 くよき友 に ま じわ ら しめ ， あ しき事な らわ しむべ か らず。

とあ り， ま た 富貴 の 家の 子が 特に 師を尊 び学 ぶ 必要 の ある こ とを説 い た の に 対 し
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た く

　　賎 し き者．わが身ひ とつ 修むる だ に ．学閾 な くて み ずか らの 巧 みな りがた し。
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と述 べ て い る。

2． 益 軒 の 資 性 観

　「童子訓」 の 総 論上 に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む

　　お よそ人 とな れ る もの は ， 皆天地 の 徳を うけ，心 に仁 ・義 ・礼 ・智 ・信の 五 性 を生 まれ っ きた

　　れ ば，その 性 の まま に した が え は
’
， 父子 ・君臣 ・夫婦 ・ 長 幼 ・朋友の 五 倫 の 道 行 な わ る 。こ れ

　　人の 万物 にす ぐれ て 貴 き処 な り 。 こ こ を以 て 人 は 万物 の 霊 と云え るな る べ し 。 霊 とは ，万物 に

　　す ぐれ て明 らか な る 智ある を云え り 。

とある 、、万人 はす べ て 大地の 徳を うけ，五性 の 徳義 ．能 力を生 まれ つ き もち，そ の 生 まれ つ きの 性

を阻害する こ とな く成長させ れ ば，儒教の 陶冶 目的で ある五倫 の 道 が行われる とい う い わば性 善説

の 立場 に 立 ら，教 育の 可能性 とそ の 効果 を強 く信 じて い た こ と が知 られ る。 こ れ を も っ て 人 は 万物

の 霊 で あ り，そ れ は 万物 に す ぐれ た 明智が あるか らだ と い う。とすれば明智を培 う こ とが 教育 の 1−1

的で あ り， また教 育 の 目的を実現する最 も重要な方法 と言え よ う。 こ こ に 益 軒の 合理性を垣間み る

こ とが で きる の で あるが ，「童 子訓 」か ら は そ の 合 理 的展 開 を読み とる こ とは で きなか 一．
・た 。

　そ れは 兎 も角，前節で み た よ う に こ こ で も封建社会の 地 位，身分 を起え た 人
一

般 とす る益 軒 の 人

間観 を知 る こ とが で き るの で あ るが ， 彼 の 「五 常訓 」巻之 一総論 に ，こ れ を少 し く分析 した もの が

あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ノ　グ ミ

　　オ ヨ ソ 人 トナ レ ル 者 ハ ，天地 ノ 大徳 ヲ ウケ テ生 レ ，其心 二 生 レ 付 タ ル 物 ア リ 。 名ヅ ケ テ 性 ト云。

　　是即天地 ノ ，万物 ヲ生．ジ給 フ 大徳 ノ 生理 ナ ル 故 二 ，性 ノ 宇，心 ニ シ タ ガ ヒ，生 ニ シ タ ガ フ 。此

　　性 ノ 内， ヲ ノ ヅ カ ラ五 ノ 徳 ア リ。 名ヅ ケ テ 五 常 卜云。古 今天 ドノ 人，タ カ キ，イ ヤ シ キ． サ カ

　　シ ，オ ロ ソ カ ナ ル ，皆オ シ ナ ベ テ，此 五 ノ徳 ヲ 生 レ ッ キ テ ， 心 ニ ソ ナ ハ レ ル 事，古今 カ ハ ル 事

　　 ナ シ 。コ ＼ ヲ 以 テ ．五 ノ 常 ト 云。常 トハ ，カ ハ ラ ザ ル ヲ 云 。

と 。 古今大下の 人，天地 の 大徳を うけ て ，貴賎賢愚な べ て 生来 ヲil性 ．五徳を備え て い ると い う。天

地の 大徳 の 大徳 を 「メ グ ミ 1 と訓 じて い る が ，こ れ に 関連 して ．彼 の 「養 生訓 1巻第一総論上の 冒

頭 に

　　人の 身は父母を本 と し，人地を初め とす 。 天地 父 母の め ぐみ を うけ て 生れ，又養わ れ た るわが

　　身な れば，わが私 の 物 に あ らず 。 天地 の み た ま もの ，父 母の 残せ る身 なれ ば，つ つ しん で よ く

　　 養ひ て ，そ こ な い や ぶ らず ， 天年を長 くた もつ べ し。

とあ る，，益軒の 資性 ，資質 天賦 観は 人の 個体の 私物 視 を否定す る論理 とな っ た。勿論そ れ は 孝経 の

開宗 明義章第
一

に あ る 「身体髪膚，受之父母，不敢毀傷孝之始也」 とあ る の を ふ まえ て お り．親 の

存在 の 絶 対視，孝の 徳の 絶 対視を肯 定す る論理 とな り，封建制 肯定の 論理 に 連な るの で あ る が ，益

軒の 人 の 個 体観 に は，こ れ を超え よ うとする もの が み うけ られ る 。 先の 引用の 少 し く後 に

　　 人身は至 りて 貴 と くお も く して ，天下四海 に もか え が た き物 に あ らずや 。

とあ る の が こ れを語 っ て い る。天下四海 に もかえ が た い 物 と して の 人 間を対 象 と して 「養生訓 i を

記 し，同 じ立場で 「童 f−　fJ「「1を著わ して い るの で あ る 。 こ の こ とは益 軒 の 庶民性．中人観 と も無 縁
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で は あ る ま い 、，

　 しか し こ の よ う な益軒の 性善説的な 人間観，児童 観
一一

「い わ ん や 人 は 万物の 霊に て ，本性は善

な れば 云 々 1 （「童子 訓」総 論 1・） eこ もみ られ る
一．

は ，その 教育 の 必 要の 論理 と必 ず しも整合 せず ，

また 彼 が 現 実 に 接す る 人間や 児輩 に 対する経験 とも矛盾す る。「童 」
t’
訓 1の 総論下 ｝こ

　 むまれコさ

　　性 悪 し くと も．能 く教 え習 わ さば，必 ず よ くな るべ し。 い か に 美質の 人 な りと も，悪 くもて な

　 　さ ば必 ず悪 しき に 移 るべ し。

とあ り，また
　 　 　 　 　 　 　 　 　 t’／t り「s

　　本性は 酋な れは．幼 き時 よ りよ く教訓 した らん に ，す ぐれ た る悪性 の 人 な らずば
，

な ど か 悪 し

　 　 くな らん。

とあ るよ うに ，そ の 性善説が 人間陶冶の 可能 の 根拠 を 示 した もの と は い え ，なお そ こ に 性悪説的な

考
．
え方に i

’
1
’
fこ ざ る を得な い もの の あ っ た こ と が わ か る 。 そ の こ とが 同 じく総論

．
ト
』
に

　　人 の 善悪 は．多 く習 い 慣 る る に よ れ り．善 に 習 い 慣るれ ば善人 とな り，悪 に 習 い 償 るれば悪 人
　 　 　 　 　 　 　 　 　 い とけな

　　とな る。しかれ ば，幼 き時 よ り．習 い 慣 る る事を つ つ しむ べ し。 か りに も悪 しき友 に交われ ば，

　 　習 い て 悪 しき方に 早 く移 りや す し 。 お そ る べ し。

とあ る よ う に ．「不義．習与性 成 1（尚 書巻 四 太甲上第 ∠ll）に み られ る習性観 が，益 車1の 教育観，教

育 方法論の 骨子 ともな ．
っ て い る。そ の こ とが 更に 彼に 早 期教 育の 必要 を強調さ せ る こ と に な っ た の

であ る 。

3． 益軒の 幼児 ・児 童能 力観

　 「童 亅
一一
訓 」 総論 トの は じめ に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ifj’l’びと　　　　　　　　 ひ じ 11

　　わ か きr］寺ははか な くて 過 き．今老 い て 死 な ざれ ば盗 人 とする ，聖 の 御 い ま しめ ，の が れ が た け

　　れ ど． ・ と しす で に餅 齢 い た りて 罪 を 厭 さ 纛 に もf．
’
、りぬ れば ，

…．．．勒 融 ， 世 の 中

　　の あ り さ ま多 く見 き き して ，とか く思 い 知 りゆ く に つ け て か ん が えみ る に，お よ そ 人 は よ き事

　　も悪 しき 秘 い ざ知 ら さ る

」
ヨ芦き・寺よ り習 い 馴れ ぬ れ 1ま，まず 入 り し事．内 に筆として ，す で に

　　そ の 性 と な りて は ，後 に 又 よ き事 ・悪 し き事を 見 きき して も，移 りか た け れば， い とけ なき時

　　よ り一 〒1くよ き人 に ちか づ け ， よ き道 を教 ゆべ き事に こ そ あ れ 。

とあ る。益 軒の 80歳 に 及 ぶ 経験か ら幼 児 の 心 性 は 白紙の よ うな状態 　　先の 引用に続 い て 「墨子 が

白き糸の 染 まるを か な しみ け る も．む べ な る か な 」 （墨 亅
二
巻

…所染 第 三の 「r墨子 ，言 見染絲者而

歎 日，染於蒼則蒼 ，染於黄則黄 ， 所入者変 其色亦変，五 入必而 已則為五色矣」 に よ っ て い る） とあ

る こ と で 明瞭で あろ う
一

で ．善 悪 の 判断 力に欠け て い る とい うの で あ る 。 前 節 で 益 軒が 「人の 善

悪 は ．多く習 い 慣 るる に よれ り 1 と 述 べ て い る根拠が こ こ に あ る の で あ っ て ，か くて 習 い 馴 れ た こ

とが 内心 の 主 ，性 とな っ て は．教育 も及 び難 くな る か ら幼時よ りよ い 人物 に 近づ け ， よ い 道 を教 え

よ と早 期教 育論 を展 開す る 。 こ の よ うな彼 の 幼 児能力観を r童 f’訓 1の な か か らなお少 し く挙げ て

み よ 臥，総 論一Lに

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Lろ サ

　　お よ そ 小児は智な し。心 も こ と ば も，万 の ふ るま い も．皆そ の か しず き従 う者を 見習 い ，聞 き

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Sapporo Otani University & Junior College of Sapporo Otani University

NII-Electronic Library Service

SapPoro 　 Otanl 　 Unlverslty ＆ Junlor 　 College 　 of 　 SapPoro 　 Otanl 　 Unlverslty

｝Sb

江戸期儒学者 の 教 育 観 に つ い て

　 　習 い て ，か れ に 似す る もの な り、、

　　父とな り，か しず きとな る者
．
，子の す き好む事ご と に 心 を っ け て 選 び て ．好み に まか す へ か ら

　　ず 。 好む と こ ろ に打 ちまかせ て ，善 し悪 しを選 ば ざ れ ば ，多 く は 悪 しきす じ に 入 りて ，後は癖

　　とな る c，

な どとあ り，また総論
一
ドに

　　小 児の 時は，知 い まだ開 けず，心 に 是非を わき まえ が た き故 に．小 人 の い う
’
自
’
葉 に迷 い やす し。

　　こ と に少年の 人は，知恵 くらし 。 人 の 云え る事を こ と こ と く信 じ．わ が 見る こ とを こ とご と く

　　出 しと して ，み だ り に 人を褒 め 貶る べ か らず 。

な ど とあ り，知 とい い 知恵 と い い ，また 是非 と い うの は，理解 力，判断 力を意味す る と思 うの で あ

る が ，そ れ が幼 児，児童 に は 全 く無 い とは i
二｛
．
い 得な くて も極め て 薄弱 で あ り．周囲の 条件に 余 り に

も左 右され や す い 存在で あ る と み て い た こ とは 明 ら か で あ ろ う b こ れ か ら益軒 の 教 育 の 「］∫能性の 根

拠 とな っ た 幼児 ， 児章 に 対す る 資性観 と，教育の 必要性 を支え て い る幼児．児章 の 能力観 との 間に

不整合の ある こ とは否定 で きな い で あろ う／t

　と こ ろ で こ の 節の 最初 に 引用 した 1
．
童イ訓」総論 Eの なか に 1まず入 り し事，内に 主 と Lて ，す

で に そ の 性 とな りて は 」 とある の をみ た の で あ るが，それ が 同 じく後の 方で 引用 し た な か に 「多 く

は悪 しきす じに 入 りて ，後 は癖 とな る 1とある の と．同内容 の こ とを 1，
”
、

1．／Ti・．っ て い る とみ て 誤 りあ る ま

い 。そ うで あ れ ば，内に 主 と して そ の 性 とな 一．
・ た 性は癖 と い う こ と に なる 。 い わ ゆ る性癖 で ある。

「益軒の 資性観 」 の 節 で ，「童
一
r・訓」の なか に 万人が 「皆天地の 徳を うけ ，心 に 仁 ・義 ・礼 ・智 ・信

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 s グ i
　 　 　 　 む

の 石 性 を生 まれ つ き た れ ば 」 とか ，「幵 常訓」の なか に 同 じく 「天地 ノ大徳 ヲ ウ ケ テ 生 レ．其心 二 牛

レ 付 タ ル 物 ア リ。名 ヅ ケ テ 性 ト云」 とあ る の をみ たの で あ る が ，こ こ に あ る五性 ，性は い わ は 天賦

の 性 であ り，先の 癖 と同 義の 性，それ は 後大 的な 性 で あ 一．
・ て ，性を 2 つ に 使い わ け て い る。 こ れ は

益軒が 朱子学説 の 性 理1二 元，す な わ ち本然 の 性 と気質 の 性説 に よ っ て い る こ とを示 して い る と同時

に ．それ は先に 論 じた益軒の 幼 児，児 童　　人問
一

般 と い っ て も相通 ず る の で あ る が 　　に 対す る

資性観 と教育観 との 不整合を解消 しよ うと した論理 の 結果で あろ う。

4． 益 軒 の 教 育 観

　こ れ ま で 益軒 の 早期教育 の 重視に つ い て 触れ て きたが ， こ こ で 彼の 教育観を全般 rl勺に 述 べ て み た

い D　「童 」
く
訓 」　総 論一辷．1こ

　 　 　 　 　 　 j
’
こ し

　　お よ そ 人 の 小な る わ ざ も，皆師な く教え な く して は，みず か らは為 しが た し。い わ ん や人の 大

　　な る道 は ，い に し え の ，さ は か り賢 き 人 と い え ど，学 ばず して み ずか らは 知 りが た くて ， 皆

　　聖 人を 師と して 学 べ り。今の 人 ，い か で か 教え な く して ひ と り知 る べ きや 。聖 人 は．人の 至 り

　　万 111：の 師な り。 され ば人 は ，聖 人 の 教 え な く し て は ，人 の 道 を知 りが た し。 こ こ を以 て ．人と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・btら か し

　　な る者は必 ず聖人 の 道 を学ばず ん ばあ る べ か らず tt そ の 教え は 予 めす ろを先 とす ． 1ワめ とは ，

　　か ね て よ りと い う意 ， 小児 の い まだ 悪 に う つ らざる 先 に ，か ね て 甲 く教 ゆ るを 瓜 う。早 く教え

　　ず して ，悪 しき事に 染み な らい て 後 は ，教え て も酋．に う つ らず 。
い ま しめ て も悪 をや め が た し。
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とある．
，

こ こ で も人び と が 小 さ な わ さ 　 後の 「大 なる道 」 に 対 して ヒ1常生活一Lの 糸田事を い うの で

あろ う　
一で も，み ずか らは 為 し難 い と能力薄弱論を うち出 して 教育の 必 要を説 き，特 に 小児は カ

な く悪 に 染 み やす い の で ，その 移る に 先ん じて早 く教え よ 。 悪に 染ん で 習性化 した後で は教育の 効

果はあ げ得な い か らと ．i，張す る 。 こ れ と略々 同 じこ とは 「
．
童

．
｝
！一
訓 」 の 序 に もみ られ る 。

　　蓋嬰孩之歳，人生之始也，是性相 近．而未有習之 時，雖 知思 未発，其為善為悪 之岐，従此而分

　　矣，弁其毫 釐之牙阿三，［lli導之以 酋者．宜 於此焉，是所以 慎始 也，葡 諭教 之不早 ，年梢 長，
．
則内

　　為嗜好所陥溺．外為流俗所 誘惑，人欲肆 而，天 理 滅 焉，貿貿 焉，莫 知所之 。

とあ る。論 諮陽貨 篇第
一
卜七 に あ る 「性相近 山，習相遠 也」 に よ っ て ，未だ 相習 う こ と の な い ，しか

も知思 もお こ ら な い ， しか しな が ら為 善，為悪 の 分岐点で あ る嬰孩 の 時代 ， すな わ ち人牛の 始め に

お い て 善を も っ て 導 け，教育せ よ と い うの で ある 。 更に 同 じ く総論上に

　　お よ そ 小児の 教え は II「くd べ し 、 しか る に 凡俗 の 知な き人は，小児 を早 く教ゆれ ば ， 気 くじけ

　　て あ し く，た だ その 心 に まか せ て お くべ し，後に知恵出で く れば，ひ とりよ くなる と い う。こ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ とば

　　れ必 ず愚か な る人 の い う事なり。 こ の 言 大 い なる妨 けな り。故 人は，小児 の は じめ て よ く食 し．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り A ビゆ う

　　 もの い う時よ り 早 く教 ゆ 。 お そ く教 ゆれ ば，あ しき事を久 しく見聞き て ．先入 の 言，心 の 内 に

　　はや く主 とな りて は ．後 に よ き事を教 ゆれ ど も．うつ らず。故に は や く教 ゆれ ば人 り や す し。

　　つ ね に よ き事 を見 せ しめ聞か しめ て ，善事 に 染み 習わ しむ べ し。 お の ずか ら善 に す すみ やす し。

　　悪 しき事 も．す こ しな る時 ，早 く戒むれ ば 去りや す し 。 悪長 じて は去 りが た し。

とあ る。益軒 の 「性相 近 ．習相遠」 に もとず く早 期教育論の 最 も具体 的に 論 じられ た と こ ろで ，そ

れ故 に 凡俗 無知 の 人 び との 早 期教育の 否定 ，放任 論 を厳 し く非難 し て い る 。

　と こ ろ で そ の 早 期教 育 の 開始 に つ い て で あ る が ，こ れ ま で 「小児 の い まだ悪 に うつ らざる先に 」

とか，為善 ．為悪 の 分岐時期で あ る 「嬰孩之 歳 」 とかか な り莫然 として い たが， こ こ で は 占人 の 言

に 託 して 「小児 の は じ め て ．よ く食 し，もの い う時よ り早 く教 ゆ ゴ とあ る よ う に か な り具体化 して い

る 。 い わ ば 語彙形成期 （1歳〜 ：3歳） と い う こ と に な ろうか。こ．の 早期教育 の 年齢的 限度 を益 軒 は

どの よ う に考え て い た で あ ろ うか 。 「童
一i”・訓．1総 論下 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む lv．つ き

　　小児は， 1歳よ り内 に て ，1
〒！く教え 戒む べ し 。 性 悪 し くと も，能 く教え習わ さ ば ，必 ず よ くな

　　るべ し。い か に 美質の 人な りとも、悪 くもて な さば 必ず悪 L．きに 移るへ し。年少 の 人 の 悪 くな

　　る は ，教 え の 道な きが ゆえ な り。習 い を悪 し くす る は ，た とえ は
1
馬 に 癖 を 乗 り付け る が ご とし、，

と あ り．こ れ か ら み ると　
．
応

一F’歳 ぐらい ま で な らば早 期教育 の 可能 が あ る と考え て い た よ うで あ る、、

十歳が 教育過 程 の
一

つ の 節 目で ある と益 ll〔「が考 え て い た こ と は ．同 じ く総 論下 に

　　い に しえ，もろ こ し に て ，小児
一
卜歳な れば．外に 出 して ，昼夜師 に隨 い 学ILII所に おか しめ，常

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 モ ば

　　に 父母の 家 に おか ず。古人 こ の 法 ，深 き意あ り。い か ん となれば，小児 つ ね に 父母の 側 に居て

　　恩愛 に な らえ ば．愛を た の み恩 に なれ て ．日 々 に あ まえ ， 気 隨 に な り，艱 苦の 勤 め な く して ，

　　い たず ら に時 日 を す ご し，教 え行なわれ ず ， か つ 孝弟の 道 を父兄 の 教 ゆ る は ，わ が 身に よ くっ

　　か え よ ，と の すす め なれ ば．同 じくは 師よ り教え て 行 なわ しむ る が よ ろ し 。 故に 父 〜：の 側を は

　　な れ ．昼夜 外 に 出 で て教 えを lliljに うけ しめ ，学 友 に 交 わ ら しむ れば．驕 り怠 りな く，知恵 El々

　　に 明 らか に ，行儀 日 々 に 1「し くな る 。 こ れ 古人 の 干を そ だ つ る に ．内 に 居 ら しめず して 外に 出
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江 戸期儒学者 の 教育 観 に つ い て

　 　だ せ し意 な り。

と述 べ て い る こ とで 知 られ る 。 「い に しえ ，も ろ こ しに て 云 々 」 とは礼記巻八 内則第
一
卜二 に よ っ て い

る こ とで ある が ．益 軒は こ れ に よ りなが ら十歳 まで は 匚 iわ ば家庭教育を ，
−1．’歳に なれ ば今「1で の 学

校 教育的 な こ とを考え，学友 との 切磋琢磨を通 じ社会性を培わ しめ よ う と して い た 。 な お 「童 r訓 1

巻 之
＝ ．隨年教法で は

　　 ト歳， こ の 年 よ り師 に 従わ しめ ，まず五常 の 理 ・711倫の 道 あ らあ ら云 い 聞か せ，聖賢の 書を読

　　み ，学問ぜ しむ べ し。

……
匪俗 は，十

．一．歳の 頃 よ う よ う初め て ，『「習 い な ど教 ゆ。遅 しと云 う

　　べ し。教 えは，早か らざれ は ，心す さ み 気荒れ て ，教 えを嫌 い 怠 り に慣 い て ，勤め学ぶ こ とか

　　た し。

と， 卜歳 に 至 っ た時 の 教育内容や 1」

ii度を 貝体的に 述 べ ，それは十 ・歳 の こ ろ で は遅い と．こ こ で も

早期教 育 に 注意 し て い る t，

　早期教育を必要 と した 1性 相近 ．習相遠」 と の 観点 に 某 つ い た益 輒 の 児童観 に は ，理 論的に は 善

に も習 い 得，悪に も習 い 得 る と い うこ と で あ る が ，「小 児の い ま だ 悪 に うつ らざ る 先 に ．亅とか 「お そ

く教 ゆれ ば ， あ しき事を久 しく見聞き て 」 とあ る よ う に ，小児 とは悪 に う っ りや す い もの ．悪 に 習

い や す い もの ，それが 高 じて 小児 とは悪 に うつ る もの t 悪に習 う もの とす る傾向 が 強 く うか が わ れ

る 。 そ の こ とが 児童 に 対す る厳 し い しっ け ， 教育法 とな っ て あ らわれ て くる 。 「董子 訓」総 論 一ヒに

　　お よ そ 子を教 ゆる に は，父 母厳 に きび しければ．子た る者，お それ慎み て ，親 の 教 え を聞 きて

　　そ むか ず， こ こ を以 て ，孝の 道 行なわ る。父 母や わ らか に L て 厳な らず．愛す ぐれば ，子 た る

　　者父 母 をお そ れ ず して ，教 え 行な わ れ ず，戒め を守 らず，こ こ を以 て ．父母をあな ど りて 孝の

　 　 道 たたず。

とあ り，家父長的権威をも．
っ て ，儒教 的倫埋 の 最 大 の 徳目 で あ る孝 の 実践 を強調す る。同 じ く総 論

Lに

　　小児 の 時よ り早く父 母兄長 に つ か え，賓客 に 対 して 礼 をっ と め ，読 書 ・手習 い ・芸能 をつ と め

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い と 9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ i

　　まな び て ，あ しき方に うつ るべ き暇な く．苫労 さす べ し 。 はか な き遊 び に 暇 をつ い や さ しめ て ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 く ら い 　　　　 ま と

　　慣わ し悪 し くす べ か らず 。 衣服 ・飲食 ・着物 ・居 処 ・僕従 に い た る まで ，そ の 家の 位 よ り貧 し

　　 く，乏足に して ，もて な しうす く，心 ままな らざ るが よ しtt

とあ り，厳 しさは，あ しき方 に うつ る暇 の な い よ う苦労 を しい ， 耐乏 生活 の 経験 を 重要 視する こ と

とな る，，こ の こ とは同 じく総論一Lに

　　お よ そ 小児を そ だ つ る に ，初生 よ り愛を過 ご すべ か らず。愛 過 ぐれ ばかえ りて 児をそ こ な う。

とか ，また
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛，は
　　お よ そ 小児 を そ だ つ る に は ，専 ら義方 の 教え をなす べ し。姑息の 愛を なす べ か らず 。

……姑息

　　 とは ，婦人 の 小児 を そ だ つ るは，愛 にすぎ て ，小児 の 心 に した が い ，気 に 合うを云 う。 こ れ 必

　　 ず後 の わ ざわ い と な る。

とあ る よ う に ， 初生 か ら愛 に 過 ぎ た り，姑息 の 愛 をなす こ とを強 く戒 しめ る こ ととな っ た 。愛に 過

ぎ，姑息 の 愛を戒め る こ と は ．幼 児，児 童 の 善行 ，才能 を 向然 に 褒め る こ と さえ 否定 する こ と とな

るり「司 じく総論一ヒに
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松　井　秀

　　 お よ そ 小児 の 善行あると，才能あ るを褒む べ か らず 。褒 むれば 高慢に な り て 心術を そ こ な い ，

　　わ が 愚なる も不徳な るを も知 らず ，われ に 知 あ りと 思 い ，わ が 才
．
智に て 事た りぬ と思 い ，学問

　　 を好 まず ．人 の 教 え を もとめず．も し父 に し て 愛 に お ば れ て ，子 の あ しきを知 らず，性行よ か

　　 ら ざ れ ど も君子 の ご と く褒 め ，才芸つ た なけれ ど もす ぐれ た りと褒む るは ，愚 か に まよえ るな

　 　 り 。

と述 べ て い る 。 益軒が 「i嘶亅教育 に お い て 最 も戒 め た もの は同 じく総論上に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 laしいま ま

　　第一， い つ われ る事 ，次 に気隨 に て 窓 なる事を ， 早 く戒め て，必 ず い つ わ り悠 なる 事をゆ るす

　 　 べ か らず。

とある よ うに ， 偽わる こ とと懲意で あ っ た、，そ の 偽りに っ い て 同様総論 1二に
　 い とtttJ

　　幼 き時よ り心 こ とば に ，忠 信 を 主と して ，偽 り な か ら しむ べ し。も し人 を あざむ き，偽 りを ム

　　わば．き び しく戒むべ し 。 こ な た よ りも，幼干 をあ ざ む き て 偽 り を教ゆ べ か らず。 こ なたよ り

　　偽れば，小児 こ れ に な らう もの な り 。 か りそ め に も偽 りを云 うは ．人 に あ らずと思 う べ し6 心

　　 に 偽 り と 知 り な が ら，心 をあ ざむ くは．そ の 罪 い よ い よ ふ か し ，，

と あ っ て ，人を偽 る こ と よ り自己をあ ざむ くこ との 罪の 大き い こ とを論 じ，幼児をあざむ くこ との

な い よ う強 く戒め て い る 。 た とえ それが 冗談 で も益 軒は 許さなか っ た 。 同 じく総論上 に

　　ある い は ． しば ら く泣 く声 をや め ん とて ，欺 きすか して ，姑息の 愛 をなす 。 そ の 事ま こ と な ら
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た ごつぶ
　　 ざれ は，す なわ ち こ れ ．偽りを教ゆ る な り、， 又，戯れ に お そ ろ しき事 ど もを云 い きか せ て ，よ
　 　 　 　 　 お と

　　 りよ り威 しい る れ は
1
，後に臆病の 癖 となる 。 武士 の 子は ，こ と に こ れ を戒む べ し。ゆ うれ い ・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 よf と

　　ば けもの ・あや しく真な き物が た り．必 ず戒め て 聞か しむ べ か らず。

とあ るよ う に 徹底 して い た。 しか し こ れ らの 論旨 の なか に は，無川の お ど しに よ っ て 幼児 に 恐怖心

を懐 か ぜ る愚を合理 的に 指摘する など傾 聴す べ き もの が ある 。

　 L述の よ う な益軒の ．儒 教的倫理 を基底 と した リゴ リズ ム 的な教育観 に あ っ て ，見逃 す こ との で

きな い の は幼 児，児童 の 特性の 上1こた と う とした こ と で あ る 。 「童子 訓 」総 論上 に
　 い ．L け tS

　　幼 き時よ り．必 ず まず そ の 好むわ ざ
’
を え らぶ べ し。好む所尤 も大事な り。

……
お よそ幼きよ り

　　好 む所 ・な ら う事 を 早 く え ら ぶ べ し 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た わ ご　　　　　　　　　　　　　　　　つい

とあ る 。こ こ に は 「婬 欲 の 戯 れ 」 「淫 楽」 「費え 多き遊 び」は好 む と こ ろ があ っ て もよ ろ し くな い と

か ．好み 過 ぎ て もか た よ り過 ぎて 万事に 通 ぜず害が あ るな と
’
と条件は つ け て い るが ．基本的に幼 児，

児童の 興味 と関心 を尊重 せ よ と主張 して い るの で あ る 。 殊 に 幼小 時 の 遊 び に っ い て は 寛 大で あ 一
，

ナこ 。「司じく糸谷言侖一Lに

　 　 　 　 　 　 　 t ゑ 　　　　　　　　　　　　 Ht ；−　　　　　　 ttよ　　　　　　　　　　　 ぎ ら よ ］

　　小 児の 時 ．紙鳶 をあ げ，破魔弓を射．狛 を まわ し．毬打
．
の 玉 を うち，て ま りを つ き，端午 に 旗

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 は 　 ご
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ワ い な

　　人形 を立 っ る ．女児 の 羽子 をつ き，あ まが つ （人形）を い だ き，雛 を もて あそ ぶ の 類は ， た だ
　 い と け な 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 た わ ぶ

　　幼 き時．好 め るはか な き戯 れ に て ．年 よ うや く長 じて 後 は ，必 ずす た る もの な れば ，心 術 に お

　　い て 害 な し 。 お お ．よう，そ の 好み に ま か す べ し、，
　　　 tt ／t
と あ り，費え 多 き もの ．か ざ

’
り過 ご しの もの ，ば くち に似 た る遊 びや好 きで 夢中に な るこ とに は注意

を して い るが，　 般 的 に幼少時 の 遊 び を 肯 定 し て い る 。 そ れ に 続 い て 更に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お さ

　　小児の 遊び を好むは．つ ね の 情な り 。 道 に害な きわ ざ な ら は ， あなが ち に 圧 えか が め て ， そ の
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江 ｝
一・期儒学者 の 教育観 に つ い て

　　気を屈せ しむ べ か らず 。

と記 し， 幼小児の 本性 に 深 い 理解を示 し， しか も無理 にお さえ て 幼小児 の 活動性を阻害 して は な ら

な い と い っ て い る ． 「染 塵秘抄 1の

　　遊びをせ ん とや 生れ けむ　　戯 れせ ん とや 生まれ け ん

　　遊 ぶ 子 供の 声聞けば　　　　我が 身さへ こ そ動が るれ

の 歌を思 い 出さず に は い られ な い 感がす る。「童 r訓．
．
隨年教法に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い

　　七歳 よ り前 は ，猶 い と け な け れ ば ，早 く寝ね ，お そ く起 き，食する に 時を定めず，おお よ うそ

　　の 心 に まかす べ し。 礼法を以 て ，．・々 に 貞め が た し。 八 歳よ り，門戸 の 出入 り し，または座席

　　に着 き飲 食す る に ，必 ず年長ぜる人に 後れ て ， 先立 っ べ か らず 。 は じ め て へ り く だ り．讓 る事

　　を教ゆ べ し。小 児 の 心 まか せ に せ ず ，気 隨 な る事 を堅 く戒む べ し。こ れ肝要 の 事な り 。

とある 。 八歳
一一．一

現在 学齢期に 人 る満六歳に 相当　　を教育の
一

っ の 節 Flと考 え て い る ，、礼記巻八

内則第十二 に

　　 八年出 入門 戸，及 即席飲食，必後長者，始教之 譲。

とあ る か ら，益軒が 八 歳を教育 の
一

っ の 節 国 と考え た の は 礼記に よ っ て お り彼の 独創で は な い 。 し

か し ヒ歳 ま で の 幼小児観は ，先 の 「糞子訓
1
総 論 Lに み た遊 びを好む 時期の 小児と対応 して い る。

益 軒は そ の よ う な 自己 の 幼小児 観 と礼記 の 内則篇に 示され た 八歳児 の 教育内容 とを連続 させ た の で

あろ う 。 しか しい わ ば こ の 学齢期に 入 った 児 箪 に 対す る教育法は ，益軒自身の 経 験か らくる判 断 に

よ る もの で 礼記 に は 見る こ とが で きな い 。 こ の 点に つ い て 1童子訓 」巻之 ：読 書法の な か か ら少 し

く紹介 して み よ う．，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ ぐ や か

　　お よ そ 書を読むに は ，い そが わ し く速 く読む べ か らず 。 詳緩 に こ れ を よ み て ，
」
字：々句 々 分明 な

　　 るべ し、、云 々 D

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i と ん

　　小児の 文学の 教え は，事繁 くすへ か らず 。 事繁 く文句多 くして 難 しけれ ば，学問を ，

燭
・
＋
1
／

しみ て 疎

　　 じ嫌 う心 出 て 来る 事あ り 。 故 に 簡 要 をえ らび，事少な く教ゆべ し。 少 しずっ 教え，読み 習 う
「1−”

　　を嫌わ ず して ，す き好む よ う に教 ゆ べ し。 む っ か しく辛労 に して ．そ の 気を屈せ しむ べ か らず 。

　　 云 々 。

　　小児に 初め て 書 を授 く る に は ，文句を 長 く教 ゆ べ か ら ず 。　
・
句，二 句教ゆ。また

…
度 に 多 く授

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い と　　 う

　　 くべ か らず 。 多けれ ば覚えが た く，覚え て も堅 「司 な ら ず。そ の 土厭 い 倦ん で 字 を嫌 う。必 ず退

　　 屈せ ざ るよ う に ，少 しず つ 授 くべ し 。 云 々 。

　　小 児 に 初めて 書を説き聞かする に ，文句 短 く文義あさ く．分明 に 聞 こ え や す く云 い 聞かす べ し。

　　 小児 に 相 応せ ざ る云 々 t
．，

な どとあ る。こ の よ うな益軒の 教育法が今 ヒ1の 学説 か らみ て妥 当で あ る か ど うか は兎 も角．教育効

果 に対 して 彼が 常 に幼児，児童 の 興 味，関心 と い う こ とを非常 に 考慮 し て い た こ とが わか る 。

　石川謙 氏 は益軒の 教育観 に 高 い 評 価 を
1
チえ て い る 。 同氏の 主 張を次 に 要約 して み よ う 。

r童子訓一1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ ら か じ

の 序に r故教人 之法 ，以 予為急」 とあ り，こ れ と同 じこ とが 同 じ く総論上 に 「その 教 え は 予 めす る

を先 とす」 とあ るが ，こ れ に対 し石川氏は

　　 こ の 　・
句 こ そ は ，か れ の 教 育思 想の 根本基調を なす もの だ．と い っ て さ しつ か え な い 。
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と述 べ て 極め て 重要視 し，こ の
一一句を

　　 子ど もは ．み ずか ら働 き，み ず か ら成 長す る生 命の 力を そ な え て ，生れ お ちる と そ の 瞬間か ら

　　 r
．
溌 自展 して 少 しの あ い だ も休む こ と とて な い 。そ の 発展 の 勢 い の じゃ ま を した り，方向を誤

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （4）
　　 らせ て は な ら な い か ら，で き るだけ早 くか ら教育的 な心 づ か い をすべ き で あ る。

とい うよ う な 意味 に 解釈 した い と し．こ れ を益 軒 の 児童 観に よ っ て 妥当化 しよ うとする 。 こ の 点 に

つ い て

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 る と な

　　 教育と い う もの は ，子 ど もを大 人 らしく育てる仕事であ ると考え る に して も，そ こ か ら様相 と

　　 本質 を異 に す る 二 とお りの 教育 の姿が浮 かん で くる。「大人 らしく育て る 」
……

と い う結 果だけ

　　 に 着眼 して ．せ っ か ち に ，　 気 に至1」着点へ ゆ きつ こ うとあせ る場合 に は ，げん に教育 しよ うと

　　 た ちむか っ て い る子 ど もの ，心身の 実体をみ の が して ，子 ど もに た い して 「人人」 を要求す る

　　教育に なる 。 と こ ろが ，げん に 教 甫 しよ うと働きか け て い る当而 の 対象が子 ど もで あ り，や が

　　 て くる 1大 人 」 時代 の た め に 「予じめ する」準備 で あ る と して 教 育の 仕事を考え るな らば，事
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （5 ）

　　 態 は きわ め て 異な っ て くる 。

と述べ t 「大人．1 を 要 求 す る教 育と
一f’ど もの ［tt界の 独 自性を 肯定 した教 育の 二 つ の 教育を あげ，更

に い ま の 人人 を規 準す る教 育と未来を予想 して の 教育
．
に 言及 し，

　　 い まの 大人 を規準 に して ．な に もか もそ の よ うに した て るの が 「予め する 1教育 に は な らな い 。

　　 と い う と こ ろま で ．は っ き り考
．
え て の う え で の 益軒 の 主 張 で あ っ たか どうか はわか らな い けれ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （6）

　　 ど も，煎 じつ めれ ば そ こ まで 行 きつ くはず の 教育観 で あ っ た に ちが い な い 。

と，益 軒 の 「予 じ め す る 一1教育 に 結論を  ．え て い る 。 再言す れば益 軒 は．子 ど もは み ずか ら成長す

る生命 力をそ なえ 自発 自展 して や まな い 存在で あ り，子 どもの 世界の 独 自性を認 め，未来を f想 し

て ．そ の 発展 の 勢 い を じゃ ま した り，方向 を誤 らぜ な い よ う にす るの が教 育の 根本 と考え て い た と

い うの で ある 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 め くみ

　確か に 益軒 は．人は 天地の 大徳を受 け て 五 性 を生れ つ きもち，それ 故五倫 の 道 を行 う こ とが で き

る と考え て い る の で あ るか ら．人 と して の 生 命力，発展力を も ち，そ れ故教育の 可能性 の あ ると い

う こ と も肖定で きる 。 しか しそれが 自発「1展 して や まな い もの と い う程 力強 い もの ，積極的な もの

で あ っ た と い う こ と に な る と跡躇せ ざるを得 な い 。もしそ うで あ れば彼 の 教育論に 今少 しの ゆ と り

が あ っ て もよ い の で は な い か 。殊 に 「い と け な き時 よ り．必 ずまずそ の 好むわ ざをえ らぶ べ し」 と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お さ

か ．「小児 の 遊 びを好 む は ．つ ね の 情 な り，あ なが ら圧 え か が め て ，そ の 気を屈せ しむ べ か らず 」と

r一ど もの 特性 を 考慮 して い る の で あ るか ら。 しか る に 「童子 訓 」 に は 「……べ か らず」 とい う禁止

句や 性急な ま で の 早 期教 育論 が著 る し い 。 それ は 「益軒 の 幼児 ・
児童能力観」の 節 で記 した よう に，

天賦 の 性 を も っ て 生れ つ い て は い るが ，そ れが善 と な るか悪 とな るか，還 出すれ ば如何 よ うに発展

す るか は後天的な 〔な ら い 」 に よる の で あ っ て ．大賦 の 性 の 積 極的 な 自発 自展 の 論理 と の 不整合 を

7JKして い る の で あ る 。 「養生訓 」 総 論上 に

　　人 の 命は 我 に あ り，天 に あ らず 。 と老子 い へ り。人の 命は ，もとよ り天 に うけて 生れ付たれ ど

　　も．養生 よ くす れ は 長 し。 養生ぜ ざれば短 か し。

とあ るが． こ こ の 天賦の 命と養生 の 関 係 の 論理 は ，「童子 訓 1 に ある天 賦 の 性 とな らい の 関係の 論
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江戸期儒学者 の 教 育観 に つ い て

理 と全 く同 じで あ っ て ，重要な こ とはむ しろ養生，な らい に あ る こ とを語 っ て い る 。 そ れ 故益 軒 の

「予 め する 」教育の 解釈 は石川 氏が 否定的に と っ て い る 「童 子訓 一1 に 記 され た

　　予め とは，か ね て よ りと い う 意，小 児の い まだ悪 に うつ らざる先に，か ね て早 く教 ゆ るを云 う ／］

とあ るの を単純 に とりた い と思 う 。

　 なお石川 氏は

　　げん に 大人に な っ て しま っ て い る人た ちの 「大人 1 と， 十年 ・二 十年 の の ち に大人 に な ろ うと

　　して い る もの の 「人人 1 とは，に な う社会 も， 社会の に な い か た も同 じで は な い 。 ひ と くち に

　　大人 と呼びすて る に して も，「時代 」の に な い 手 に な る と い う形の うえ で は 同
一
であ るが，そ の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔7｝

　　実体は ま っ た く別で あ るか ら，五 々 、，

と述 べ て い る。こ れか ら石川氏が ，益軒 が 未来 を予想する教 育観 に た っ て い る と した こ とは 」二述 し

た 通 り で あ る が ， こ の 点 に つ い て も疑義が な い わけ で は な い 。「童子訓 1総論上 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 l，は
　　お よそ小児 を そ だ つ る に は，専 ら義方の 教え を な すべ し．，姑息 の 愛をなす べ か らず。義方の 教
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ い れ

　　え とは ， 義理 の た だ し き事を 以 て ，小児 の あ しき事を い ま しむる を云 う。こ れ必ず 後 の 福い と

　 　 なる 。

とある 。 教育の H 的 は 1
一
義方の 教え 」 で あ り，そ れ は 1義理 の た だ しき 事を以 て ，小児の あ しき事

を い ま しむ る 1 こ とだ と い う。義方．義理 が 善悪の 標準を 示す もの とす れ ば そ れ は 儒教道 徳の 五倫

．丘常と い う こ とになろ う、， 「益軒の 資性観」 の 節で，「五 常訓 1の 総論の
一

部を引川 した が ．そ の な

か で 五 常を説明 し，貴賎賢愚す べ て こ れを 倉 し．占今変 る こ とが な い と述 べ 1
一
常 ト ハ ，カ ハ ラ ザ ル

ヲ 云 」 とあ る、，占今 に 変 る こ との な い 五 常 ，五倫 を学びな らうこ とが 教育 の 眼 目で あれ ば益 1阡は そ

の 教 育の 目標，日的に変化 を考え て は い まい
。 更 に 言 え ば益軒の 教育 に お い て 考え て い る入間像は

幕藩体制下の 封建 社会 に 生き る そ れ で あ り，そ れ 故益軒は．十年 ，二 卜年の の ちに 人人 に な ろ うと

して い る もの の ［大 人」 の ，に な う社会 も，社 会 の に な い 方 も変 ろ う とは 考
．
え て い な か っ た 筈で あ

る 。 石川 氏が 教育の 現 代的な理解か ら，益 軒の 教育観 が 本質的 に 了ど もが成長 した時 の kl．会や 社会

で の 在 り方の 相違 に た っ て の もの で ある とみ て い る こ と は ひ い き の 引き倒 しで は な か ろ うか。

結 語

　益軒が 幼児 ，児童 の 成長 に 応 じて 教育 法 を 考慮 して い た こ とは こ れ まで も述 べ て きたが，そ れ が

ま とめ て 記 され て い る の は 「童了訓」 の 隨年教法 で，6 歳，7 歳 ， 8 歳，10歳 ，15歳 ， 20歳 と い う

年齢を教育 に お け る特徴あ る時期 と考え ，教育す べ き内容や態 度 を具体的に 述 べ て い る 。 こ の 中に

は 明 ら か に 礼 記 巻八 内則篇第
一
ト ：に そ の まま よ っ て い る もの もあ るが ．多 くは 彼み ずか らそ の 経験

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か 　 　ti

に よ っ て 案 出さ れた もの と思 われ 6 ，，そ れ は四書五 経な どの 儒学 の 経 典 に 終始 せ ず．「和 字を読ま

せ ． 書き習 わ しむ 1 る こ と，1茶 をすすむる 礼 を も習 わ しむ 」 る こ と．［真 と草 との 文宇を書き習わ

しむ」 る こ とな どが隨年教法 に み え，ま た 「童子訓」 の 読書法 に は ，覚えるこ との 一つ に 「本朝 の 六

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い ：c しえ　　　　　　　　 お ん か（り な

国 史の 名目、 「円本六十六 州 の 名」「其 住 せ る 国 の 郡 α）名」 「本朝 の 占の 帝 ］三の 御 謙．白官の 名」が

挙 げ られ，同 じ く占今 に 通ず る た め 「日 本紀以 下六国史よ り，近代 の 野 史に 至 る 」 こ とな ど．中国
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人 な らざ るわが 国人 と して 必要 な こ とを考慮 して い る こ とで も知 られ る 。 しか もこ れ に よ っ て益軒

が 自国人 意識 を も っ て 教育を考え て い た こ とも理解で きる 。

　 益軒の 庶民性 と関連 して 彼 の 女性観 に つ い て 少 しく触れて お きた い 。 女 性 を封建道 徳に かな しば

り に し．典型的な男尊女卑観を示 した とされ る 「女大学」が．「童 子訓 1 巻之五教女子法の 抄出 と

い わ れ ， こ の 点か ら彼 の 女性観 に対す る評価 は甚だか ん ば しくな い 。事実 先 の 教女子法 の 終 り に 近

い所 に

　　 お よ そ婦人 の ．心 さ まの あ しき病 は ．和 順 な ら ざ る と， い か り うらむる と ， 人 を そ しる と，物

　　 ね た む と，不 智 なる と に あ り。 お よ そ此五 の 病 は ，婦人 に十人に七八 は必 ず あ り。是 婦人 の 男
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ s）

　　 子 に 及 ばざ る 所 也 。

……
此五 の 病 の 内に て ．こ と さ ら不 知 をお もしとす 。 不知 なる故に，五 の

　　 病お こ る。婦女は．陰性な り．陰は夜に 属 して くら し、 故に女 f’は男子 に くらぶ る に，智す く
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ とわり

　　 な くして ， 目 の前な る ， しか る べ き 理 を もしらず 。 又，人の そ しるべ き事 もわ きまえ ず。

とあ り，婦人の 五 病 をあ け て 男子 に 及 ばな い と断 じ，中 で も不知 が 最 もお もい と し．そ の 理 由を婦

女 の 性 に もとめ て い る 。 益軒 の 婦女の 性 は，こ れ ま で み て きた 人一般 の 性す なわ ち大賦 の 性と相容

れ な い もの が あ り．極 論 して い け は
’
婦女は 天賦の 性に 与 か らな い 人

一
般に及ば な い 存在 と い う強 い

女性蔑視観 とな ろ う。こ の こ とが 女性へ の 同情論 とな り，先 の 引用の 少 しく後 に ，婦女 に対 して は

「事ご と に道理 を も っ て ．せ め が た し」 と寛容を示 して い る。

　 こ の よ う に 益 軒に 強 い 女性蔑視の あ っ た こ とは確 か で あ る が ，しか もなお彼 の 女性観に は 当時と

して み るべ き もの が ある と思 われ る。先 の 教女子法 に，女子 に 対す る教育の 必要と父 母の 責任 を論

じた後 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ば ん 　し

　　 女子 を そ だ つ る も，は じめ は，大 よ う男
一
｝と こ と な る こ とな し。

と．そ の 教 育は基本的 に 男 児 と同 じで ある と記 して い る 。 また 婦人 の 七去を述べ た くだ り に ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

つさ 　　　　　　あし き や まい

　　 こ の
．
ヒの 内．子 な きは 生れ付 な り 。 悪 疾 は やま い な り。 こ の 二は 天命 に て．ちか ら及ば ざる事

　　 なれば．婦の とが に あ らず 。 そ の 余 の 五 は，皆わ が 心 よ りい つ る とが なれば ，つ つ しみ て そ の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ ら

　　 悪 をや め ， 善に うつ りて ，夫 に去れ ざ る よ う用心す べ し。

と述 べ ．封建社会 にあ っ て 女牲を苦 しめ た 七去 の うち．子 なけれ ば さる，悪疾 あれ ば さ る の 二つ に

つ い て は合理 的判断を も っ て そ の 不 当を論 じ，残 りの 五 つ も用心 す る こ とで 解消 で き ると した 。 ま
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か　 な

た男児 と同 じよ う に 7 歳か ら和字や お と こ もじ （漢字） を な ら わ せ よ と記 した後 に

　　女子 も，物を 正 し くか き，算数をな らぶ べ し。 物か き ・算を しらざれ ば ， 家 の 事を しる し， 莇
　　 をはか る 事あた わ ず，必 ず こ れ を お し ゆ べ し。

と．家事 の た め とは い え，物書き，算数 の 教 育を い わ は必修 と して い る 。 こ の よ うな益軒の 見識は

女性の 解放 とい うに は遠 い もの が あ るが，しか もなおその 方向へ の 道を徐々 に で は あ るが 開い て い っ

た の で は あ る ま い か 。

　「童 子 訓 1 は ，特に そ の 基本を述べ た 巻 之 一，二 の 総論一ト， 下 は ，主 と して 益 軒の 体験に よ っ た

もの で ．決 して 体 系的 に論 じられ た もの で な く，彼の 資性観，能 力観 ，教育観に ，ま た それ らの 間

に 不整合 の あ る こ とを指摘 した の で あ るが ，しか もな お 彼の 早期教育論，教育方法論に 当時 と して

卓越 した もの の あ っ た こ とは否定 で きな い 。 特に 中 人＝庶人 を対象に，す べ て の 人 に教え る こ と，
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江 尸 期儒学者 の 教育観 に つ い て

学ぷ こ との 重要 性 を求め た こ と，そ の 教育 効果 に 確信を与 えよ うとした こ と，しか もそ れが封 建制 と

は な らび立 た な い 人 の 尊厳 の 上 に た っ て 思考され た こ とで あ る、

　体 系的 で な く．同様な こ とが 中複 して 述 べ られ て お り，
一．

見読 み に くい 観が あ るが ，反 ［臨 実際

的な事 に即 し，人 の 心理，心 情を考慮 し，じ ゅ ん じ ゅ ん と繰 り返 し説か れ て い る こ と は，案 外，一

般の 人びと に と っ て うなずける もの があ っ た の で は な い か 。
こ の 意 味か らも藩 幕体制下 「童

一f 訓 」

の 果 した役割 は，少な か らぬ もの があ っ た と思 わ れ る 。

〔註 1 （1） 松 田道 雄 「自由を子どもに 」　 岩彼新書， 1973。

　　（2） 貝 原 益 軒 著 ，石 川　謙校訂 「養 生 訓 ・和俗童子訓 」（岩波 文庫　1961） の 解 説　二 「和 俗 童 1
”

　　　訓 』 イ　本書の 全 貌 と性 格 一 『和俗童
一r一訓』の 生まれ で た 地 盤。

　　（3〕 日 本思 想 体 系 「貝原 益 軒 ・室 鳩 巣一（岩 波 吉店　1970） の 解説，井上　忠 「貝原益軒の 生涯 と

　　　そ の 科学 的 業 績 一一．．「益 軒 書簡 1の 解題 に か えて 　　一の 伝 記 的概観。

　　t41 註 ｛2｝の ロ 　本舌 に お け る 児 童観 の 隨 年 教 法 一 児董 観 ・教育観 の 某調。

　　（5） 註 剛 に 1司じ。

　　 （61　言主〔41に 1司じ。

　　〔7｝　註（41に 同じe
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