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江戸 の 教育に学ぶ

　　　大　 石 　 　 学

　　 （東京学芸大学教授 ）

司会　出 口 利定 煉 京 学芸 大 学）

　企画の 趣旨

　近 年 ， 様々 な 分野 に お い て江戸時代の 見直 し が精力 的

に 行 われ て お り ， 教育の 分野 も例外で は な い
。 江戸時代

の 教 育
一

国策 と して の 教育 シ ス テ ム や当時 の 幼児 ・子

女教 育 の 思想 ， 背景 と なる社会情勢・環境 に つ い て
， 我 々

が 抱 い て い た江戸期 ＝ 古 く悪 し き封建社会 と い うイメ
ー

ジ か ら は ほ ど遠 い 豊か な実態 が 浮 か び 上 が っ て き て い る 。

　 こ の 度 の 準備委員会企画 と して，江戸の 教育 に つ い て

も研究を さ れ て い る東京学芸大学 ・大石学教授 （歴 史学 〉

に 「江戸 の 教育 に 学 ぶ 」 と題 して 講 演 を お 願 い した 。 講

演 で は大石 先生が手 掛 け て お られ る NHK の 時代劇 ・大

河 ドラ マ （「篤姫 」，「新 撰組 」，「蝉 し ぐれ 」等 々 ）の 時代考証 に

ま つ わ る裏話な ど ， 愉快な お話 も多 く聴 くこ とが で き た 。

　当日は大石先生 が用意 さ れた資料が配布 さ れ ， それ を

基 に解説が な さ れ た の で歴史 に疎 い 私に も講演内容は よ

く理 解で き た。以
．
ドに

， 配 布資料 か ら主 に 教育 に 関す る

部分 を引用 し，講 演内容 と併せ て 筆者 な りに ま と め て み

た 。講演 に 来 ら れ な か っ た 会員の 方々 ，さ ら に よ り詳細

な講演内容に つ い て知 りた い 方は ， 大石 （2007）を ご参照

い た だ き た い
。

　 1．時代劇 の 変化一「チ ャ ン バ ラ 」か ら 「現代劇」へ
一

　 こ の 10年ほ ど の 間に テ レ ビ や 映画 な どの 時代劇で も ，

か つ て の ヒ ーロ ー
， チ ャ ン バ ラ （様式 知 ， 勧善懲悪 と い う

世界 か ら ， 市井 の 庶民 を主人公 に ，個人 と家族 ， 組織，

社 会 の 関係 を 描 く現代 に 重 な る よ う な 劇 へ と ，設 定 や

テ ーマ が変わ っ て きた 。 こ れ は江戸時代が 現代 と隔絶 し

た遠 い 未開 の 社会 で は な く， 現代 と地続 きの 文明化 され

た 社会 と し て 捉 え られ る よ う に な っ た こ と を 意味 し て い

る。

　当時 の
一

般社会 の状況 を 大 ま か に 知 る た め に ，ま た 私

た ちが 江戸 時代 に 対 し て 持 っ て い る イメ ージ を少 し で も

事実 に 近 い もの に す る た め に ，当時 の 記録 を 基 に ご解説

い た だ い た 。 そ の 中で も特 に 筆者 の 印象 に 残 っ た もの を

以下 に 紹介す る 。

1．斬合 い の な い 時代

　デ ン マ
ーク 人 で フ ラ ン ス 海軍 士 官 と し て 1886年に 来 日

した E ．ス エ ン ソ ン は ， 「帯刀 し た者た ち の 間で 流血事件

が 起 きた と耳 に す る の は め っ た に な く，
こ の 国の 人間の

性来 の 善良さ と礼儀正 しさ を存分 に物語 っ て い る」（ス エ

ン ソ ン ，20  6，p．74） と記 して い る。今 日私 たち が 想像 して

い る よ う な斬合 い は，目常的 に は ほ と ん ど な か っ た と

い っ て よ い 。

2．使われ ない 刀

　 プ ロ シ ヤ 生 まれ の外交官で ， 1861年か ら 3 度来 N し た

ル ドル フ ・リ ン グウ は ， 「目本 とい う国は ， あ ら ゆ る 文明

国 の 中で も，武器 を持 つ 習慣が 最 も広 まっ て い る 国 で あ

る の で ， そ の危険な習慣の 不都合を出来るか ぎ り避 ける

た め に ， 厳 しい 規則 を採用 せ ざ る を得な か っ た 。 正 当防

衛 の 場合で なければ ， 路上 で 何人 も刀 を ぬ け ば ， 決ま っ

て こ の 上 な く重 い 罪 に 問われ る の で あ る
……槍の 刃先 ，

銃 の 銃 口 さ え も が 丁寧 に 鞘 に 包ま れ て い る の は，平和 時

に ， な ん な れ と武器 を人の 目に 曝す こ と を禁 じ て い る厳

しい 禁止命令の た め な の で ある 。 敵国に遠征する と き に

し か 鞘 は 外 さ れ な い の で あ る」（リ ン グ ウ，1986，p ，162） と 記

して い る。

3．大名行列

　大名行列 に つ い て も， 実際 に は私た ち が持 っ て い る イ

メ
ージ と は か な り違 っ て い た よ うだ。1852年 に 来 日 し た

ド イツ 人 両家ベ ル ク は ， 「行列 は み な声 を立 て ず に 動い て

行 くが ，身分 の 高 い 人 の 行列 に あ っ て は，前 を 行 く先触

れ が 『下 に い ろ』Sitaniro， つ ま り 「膝 ま づ け』 と 叫ぶ
。

そ れ と 同時 に す べ て の 者が 平伏 す る の で あ る 。 しか し ，

わ れ わ れ が 大名行列 に 何度 も出会 っ た こ と が あ る け れ ど

も ， こ れ は
一

度 も見 な か っ た 習慣で あ っ た 。 民衆は 恐 れ

て 道 を避 け るが ， こ の 権力者を さ ほ ど気 に し て い な い の

が 常で あ っ た。わ れ わ れ の 見 た と こ ろ で は
， 大 部分 の 者

は平然 と仕事を し て い た 」（ベ ル ク 借 か ），1969．p．162） と ，

行列 の 様子 を記 し て い る。
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4 ．江戸時代の 女性像

　一抑圧 さ れた女 ll生像か ら自立的 ・社会的 な女 性像へ 一

　（1） 離婚 をす る女性

  夫か ら の 追 い 出し離婚 傅 椎 離婚 説）か ら熱談離婚説

へ
＝一

方 的な離婚 申し渡 しか ら再婚許 可証 へ （高木，1987）

　  　亀田藩岩城氏 2 万石 咄 羽 国）一 「嫁入 り・婿入 り

の 男女 の 区別な く約 3 割が 「不縁』嫁 に 合 わ ない ） と し て

実家に帰 さ れ る 。

……な か に は 13年間に夫 ， 養男子 ， そ

の 嫁 な ど 9 名 を次々 に 迎 え入 れ離縁 した場合 もあ る 。

……近世農村社会 が 男尊女 卑の 社会 だ っ た と速 断す る こ

とはで きな い 」（今野，　2000＞。

　  　知 行権 を持 つ 武家女性

　盛岡藩 と仙台藩 の 家臣家で は 近世中期 ま で 女性に よ る

相続が存続 ， 18匱紀半ば ま で 男系相続は貫徹せ ず 〔柳 谷 ，

2001＞。

　（3｝ 駆 け込 み をす る女性

　「亀田琴岩城氏 2万 石，出羽国由利郡平岡村 の 女性が藩

の 家老邸に ， 隣村の 男性 の も と に嫁 ぎた い と駆け 込 む 。

……別の縁談が持 ち上が り， それ を拒否す るた めの 駆け

込 み と み られ る。村方 は彼女 の 望 み に任せ た い として ，

身柄 の 引 き受 け を願 い 出 る 。好きな男性 と添 い た い と駆

け込 ん だ女性 と，それ を認 め る村方の対応か ら見 る と，

近世農村社会 は 女性の 自己主張を受 け 入 れ る
一

面を も っ

て い た」（今野 2000）、

　（4） 事件 を起 こ す女性

　 ［相模国高座郡上溝村 に お い て ，女性 の か か わ る事件

は，心 中，不倫 ， か け お ち ，蒸発 ， 傷害 ， 非行 ・捨子 ，

金銭騒動 ， 夫婦喧嘩な ど 。 こ れ らの例を見 る限り， 封 建

制度下 の 女性が ， 忍従 を強 い られた とい う思 い 込 み は破

られ ， か な りしたた か に奔放 に 生 き て い た の を知 る。こ

れ は，農村女性が 自らの 労働 に よ り家を支 えて い た 強み

の ゆ え か 」 （長 既 200D
。

　（5） 手習 い （寺 子屋 ）師匠

　 明治 6 （1873）年 の 東 京府 調 査 「開学 明細 書』 に よ れ

ば，私塾・家塾 1，000の うち 女 師匠85名 （9％），傭 い 教師210

名の う ち女性 7 名 （3％）， 筆道 ， 英字 ， 読 み 書き ， 支那

学 ，漢学，算学，皇学 な ど を教授。

　  　外国入 が 見 た 女性

　 ロ ーレ ン ス
・オ リ フ ァ ン ト （185S 年来 口，イ ギ リス 公使 館 の

第一書記官 に 任命 さ れ る）は，「
……

お そ ら く東 洋 で 女性 に こ

れ ほ ど多 くの 自由 と社会 的享楽 と が 与 え られ て い る 国 は

な い だ ろ う。・一
夫 多妻制 は 許 さ れ て い な い 。……女 性 の

地位 は東洋よ り も ， む し ろ 西洋 で 彼女 た ち が 占め て い る

と こ ろ に 近 い 。……
こ の 国 で は 『家族』 が き わ め て 重 ん

ぜ られ て い る の で
， 国の 法 に 適 っ たす べ て の 権利は彼女

た ち に属 し て い る 。 そ の 結果，婚姻の縁組 は両親に と っ

て は慎重に考慮すべ き事柄で ， 立派な配偶者が大い に要

望 さ れ る。そ こ で こ れ らの 女性 は 隔離さ れ る こ と な く，

劇場 に も ， 食事 に も， 遊山に も，また草花の展示会 に さ

え も出か け ， 思 う ま ま に振舞うの で あ る。彼女た ち は 水

上 の 遊 楽 が 大好 き で ， ま た ギタ
ー（三 味線 の こ と）に堪能で

あ る……女性た ち は 踊 り も達者だ とい う こ とで あ る」（オ

リフ ァ ン ］・，1968，pp．105
−106） と述 べ て い る 。

　IL 国民教育の 発達 と普及
一
外国人 の 驚き

一

　先 に 述 べ た よ うに ，江戸時代 に つ い て は
，

こ れ ま で 封

建制 ・身分制の時代 と し て ，現在の私た ち の時代 との 断

絶面 が 強調 さ れ て き た が ， 近年で は連続面 が 注目 さ れ て

い る 。 講演 で は ， 江戸時代の 教育が地域 や身分 を越 え て

国民教育 の 基礎 ， 近代 口本の 知 的基盤 を形成 し た こ とが

指摘 さ れ，「江戸 の 教育力 」の 実態を江戸前期，中期，後

記に分け て解説して い ただ い た。

　平和 の 到来 と同時に
一一

般庶民 に も文字活用が広 ま っ た

江戸前期 ， 8 代将軍吉宗の教育改革が 行われ た 江戸中期

を経て ， 特 に江戸後期は ， 全 国各地 で 武士 の み な らず民

間の 教育熱 も高ま り， 国民教育が飛躍的に普及 した時期

で あっ た。 こ の 時期 （後期 の 特 徴 と して は ， 当時 の 資料

を通 して ，藩校・
郷校（藩 の 庶民教 育機関）・郷学が 発達 した

こ とや ， 手習所 （寺 子屋 ）の 普及，そ れ ら の 結果 と し て 識

字率の 向上 （ほ ぼ 80％ 台 D が挙 げられ る 。 さ ら に発達年齢

に 応 じた教育方法や 内容が細 か く吟味 さ れ て お り ， 今口

の 学 校教育 に も通 じ る内容 が 多 く見 られた。

　江戸後期 の 教育に 関して は諸藩 に 多 くの 記録が 存在 し，

具体的に い くつ か の藩 に お け る事例が 紹介 さ れ ， そ の 多

くは 教育行政 に 関 す る もの で あ っ た 。 筆者に と っ て 非常

に 興味 の あ っ た資料 は ， 以下 に 示 す ような外国人か ら見

た 感想・印象の記録 で あ る （い くっ か の 事例 を抜糊 。 こ れ ら

は む し ろ ， 当時の教育行政
・
教育課程 の 成 果や ， 理論的

根拠に 基 づ い た教育方法
・内容を 知 る客観 的 な 観 察記録

ともい え る。共通 し て い た の は ， ど の資料 も当時の 日本

人 の 勤勉 さ，優秀 さ，学習意欲 の 高 さ を称 えて い る 点 で

ある 。

1．文化 8 （1811＞年 ロ シ ア海軍少佐ゴ ロ ウ ニ ン （井 上 訳，

　 1946）

　（1） 「日本 の 国民教育 に つ い て は ，……日 本人 は 天 下 を

通 じ て 最 も教育 の 進 んだ国民 で あ る 。 日本に は読み書き

出来 な い 人 間 や ， 祖 国の 法律 を知 ら な い 人 間 は一
人 もゐ

な い 」 （P，3D 。

　  　「だ か ら国民全体 を採 る な らば ， 日本人 は ヨ ーロ ッ

パ の 下層 階級 よ り も物事 に 関 し す ぐ れ た 理 解 を も っ て ゐ

る の で ある」（p．225）。
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2．文政 3 （1820）年オ ラ ン ダ商館員 フ ァ ン ・オー
フ ル メー

　ル ・ブ イツ セ ル （庄 司 ・沼 田 訳注，1978 ）

　（1） 「日本人 は ， 勉学 に熱心 で あ っ て疲れ を知 らな い 。

彼 らが オ ラ ン ダ人や 中国人 の もとで修業す る た め に ， 凵

本国内の 他 の 地方か ら長崎 に 留学 す る こ と も ま れ な こ と

で は な い 。 な か で も近 年，こ れ まで 以上 に 数多 く長崎 に

姿を見せ ， ま た そ の 才能 と進歩 の い ち じ る し い 証拠を 示

した もの は ， 多 くの 医師た ち で ある」（1，p．141）。

　（2） 「た し か に 目本 に は ， わ れ わ れ の 大学に 匹 敵 す る よ

うな，比較的高等 な科学 の 知識 に 到達 す るた め の 施設 は

な い 。そ れ に もか か わ らず，科学が 退 歩しな い よ う に 守

り維持す る た め に ， 彼ら の 学問業績 を伝えて 行 く と こ ろ

の ， 将軍の 豊富な収集品 の 管理 者 と し て 江戸で任命さ れ

る碩学た ち の学会 ・協会 の 中に は ，
ヨ ーロ ッ パ の 大 学 と

あ る程度 匹敵す る もの が あ る の で あ る 」 （1，p．146）。

　（3） 「私に は 口本人 ほ ど好 ん で ペ ン や筆を振 う国民 が

あ る と は 信 じ られ な い 。彼 ら は あ らゆ る こ と を文 書 に し

て取扱 う。 また 一般的に き わ め て 広 い 範囲 に わ た っ て 手

紙の や り と り を続 け て い る の で ， 婦人 ば か りか 男子 も，

こ の ため に 時 間 の 大半 を費 や して い る有様で あ る。彼 ら

は 手紙 を書 くの に
， 巻紙 に し て 売 ら れ て い る 貼 り合わ さ

れ た 薄紙 を使用 して い る 。 そ して
一

通 の 手紙が 五 エ ル ま

た は そ れ 以上 の 長さ に 及 ぶ 例を見 る こ と も ま れ で は な い
。

彼 らは封蠣 も封か ん紙 も知 らな い が ， 封筒 を
一

粒の 飯粒

か また は わず か な糊で し っ か りと閉 じ ， さ らに 筆 を も っ

て その 上 に 文字 を書 き，ある い は また 自分 た ち の 印章 か

封 El亅を用 い る こ と も よ くあ る 」 （1，　p．117）。

3 ．ア レクサ ンダー・フ ォ ン ・ジ ーボ ル ト（ドイ ツ 人博物 学

　 者 ブ イ リッ プ ・フ ラ ン ツ ・フ ォ ン ・ジーボ ル トの 安 政 5 （1858）

　 年〜文久 2 （1862 ）年の 再来 日に 同行 した 長男）（斎藤訳，1Y81）

　 「……私 は 正 規 の 漢字 を 習 っ た 。当時 ，日本 の 子 供 に 文

字 を教 え た 方法 を ［父は］そ の ま ま私に もや らせ よう と

し た 。 私 は最初 に い わ ゆ る部首 を覚 え ね ばな ら な か っ た 。

日本語の 文字 は約三 万 ある と い われ て い る が ，す べ て の

文字は こ の 部首 を も と に し て構成 さ れ て い る か ら で あ る 。

そ の 教授 法 は極 め て 単純 で あ る。す な わ ち 太 い 筆 と墨 を

使 い ．繕 っ た 紙 に 何 回 も 何 回 も 同 じ文 字 を 上 に 車 ね て書

くの で ， 終 い に は 黒 い イ ン ク の 大 きな シ ミ の よう に しか

見 え な く な る。さ ら に そ の 上 に書 き続け る と ，
つ い に は

墨 は 次第 に 吸取 り紙 に し み 込 ん で ゆ くよ う に 紙に 浸 み 込

み ， 習 字帳 は 黒 い 國 ま り に な っ て し ま う。こ れ を後 で 日

に 乾か し ， そ し て 何 度 も書 く，あ る い は もっ と 正 確 に い

えば，塗 りつ ぶ す の で あ る 。 お よ そ 百回 も同じ字 を書 く

と ，
つ い に 生徒 は は っ き P と 覚 え て し ま い ，清書 し て も

よ い こ と に な る 。 先生 は清書を朱墨で な お す 。 石盤 を 全

然 使わ な い 。 こ の 単純 な書 き方の 教授で は ，た くさ ん の

線 や 形 か らで き て い る 文字 を 覚 え さ せ る た め に ， 強 い て

機械的 な方法 を生徒 に 課 して い るの で あ る。……凵本人

が ある文字 の 書き方を忘れ て し ま っ た時，彼が どん な風

に す る か を観察す る の は ， 特筆に 値す る 。 ［本人 は 長 い

こ と考え 込 ま ず ， 入指 し指を無雑作 に な ん の 上 に 書 く と

い うわけ で もな く動 か して い る が ， 普通は数回 や っ て い

る うち に ，複雑 な字画 の 文字 を思 い 出す の で あ る ……テ

キス トは普通 古典 の書物で あるが，クラ ス 全体が 同時 に

先生 と い っ し ょ に 大 き な 声 を出 し て 読 む 。 も っ と 正 確 に

い えば ， 合唱す る の で あ る……長 い 文章を講義す る時に

は ， 最初は ただ読 み 方 だけを暗誦 し ， 意味 は問題 に し な

い 。 後 口 lt級 に 進 ん で か ら，や っ と文字 の 意義 や本 文 の

意昧を説明 す る の で あ る……日本人 の 子 弟 が ど ん な に 躾

が よ く行儀が よ い か は ， と うて い 思 い も及 ば な い 。 ヨ
ー

ロ ッ パ で 行 なわ れ て い る よ うな学校の罰則 は全 く聞 い た

こ とがな い 。・・・…
また子弟の 教育の さ い に ， 少な く と も

教養 の あ る階層で は ， 体罰は 行 な わ れ な い
。 私た ち の国

で よ くや る鞭打ちを私は一度 も見た こ とが な か っ た」（p．

79）。

4．在日イギ 1丿ス 公使館封記官 ロ ーレ ン ス ・オ 1丿フ ァ ン

　 ト（安 政 5 （1858）年 日英 修 好 通 商 条約の た め に 来 日） （岡 出 訳，

　 1968）

　（1） 「面 白い 例が ， 今後公 式 の 信書 に 用 う べ き 国語 に つ

い て行なわ れ た討議の 中に あ っ た。
一．・

人の 委員が，『左

様 ， 貴下 が た は ， 英語 を公用語 と し た 方が よ ろ し い
。 貴

下 が た が ，日本 語 で 公 文書 を書 くこ とが で きる ように な

る まで に は ど れ ほ ど長 い 期間 か か る か わ か ら な い 。と こ

ろ が 私た ち に五 年の歳月を与え る な ら ば，私た ち は貴下

が た と 英語で 文通す る能力を十分身に つ け る だ ろ う』 と

い っ た の で ある
……

旧 本人 は ）熱意 と好奇心 と に満 た さ

れ る 。 彼 は 調 べ て み て ， 手 の と ど くか ぎ り の こ と は何 で

も質問 を発 し て そ の 答 を丹 念 に 書 き留 め る」（pp ．160

−162）。

　 （2） 「……
子供 た ち が 男女 を問わず，ま た す べ て の 階層

を通 じ て 必 ず初等学校に 送 ら れ ， そ こ で読み 書 き を学び ，

また 自国 の 歴史 に 関 す る い くらか の 知識 を教 え られ る と

い っ て い る。も っ と も賤 し い 農夫 で も，教育 を 受 け る こ

とが 必要だ とい う考 えは ， 少な くと も ，
こ の 程度ま で 行

なわれ て い る の で あ る」 （p，162）。

　 （3｝ 「こ の 記事か ら み る と
， 日本 に は 国 民 教育 に つ い て

わ が 国 よ り も っ と広 く普及 し て い る制度 が あ る よ う で あ

る 。そ し て 他 の 点 に つ い て そ うで な い と し て も，と に か

くも こ の 点に関す る か ぎ り， 彼 らが わ れ わ れ よりも進歩

し て い る こ とは 明 らか で あ る と思 わ れ る。と き ど き街を

通 っ て い る と き ， 私 は 学課 を学習し て い る 子供 た ち の 楽

し い 喋々 の 声を聞 い た ……日本入は，確か に書物を読む
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国民 の よ うで あ る。そ し て 私が知 り得た か ぎ り で は，女

性は ， そ の 心情の 発達 して い る点で 男性 に劣 る と こ ろ が

な か っ た 。ゴ ロ
ー

ニ ン が こ の 事実を実証 し て い る 。 彼は

こ う述 べ て い る。『日本人 は き わ め て読書を好む 。 ふ っ う

の 兵士 で さ え ， 勤務に 当 っ て い つ も書物 を携 え て 従事し

て い る。もっ とも文 学 に 対 す る こ の 情 熱 はわれ わ れ に

と っ て い さ さか 迷惑 だ
。 彼 ら は い つ もま る で 歌 を 唄 う よ

うな調子 で 大 声 をあげ て 読 む か ら で あ る』。彼 ら は ま た ，

まる で 郵便制 の 楽しみ に ふ け っ て い る か の よ うに ， た が

い に 短 い 手紙 を書 くこ と が好 きで あ る」（pp．162
−165）。

　（4｝ 「日本人 は す べ て 小 さ な携帯用 の イ ン ク ス タ ン ド

［矢立 の こ と］を ひ もで 胸 に 下 げて い る。そ れ は ふ つ う き

れ い に 漆で 塗 られ ，中 に ペ ン ， と い う よ り も筆 を
一

本収

め ， ま た イ ン ク を漏れ ない よ うに 入 れ た小 さ な部分が あ

る 。 懐に は た くさ ん の 紙が あ る 。

一
枚
一

枚に な っ て い る

こ ともあ る し， 閉 じて ノ
ー

ト ・ブ ッ ク の 形 に な っ て い る

こ ともあ る。われ，われ σ）金属 の 付 い た ノー
ト・ブ ッ クは ，

い つ も羨望 と好奇 の 的 に な っ て い た し，イ ン ド ・ゴ ム の

バ ン ド の 効用 も し か る べ く認 め ら れ て い た 」〔pp ．167

−168）。

5 ．ア メ リ力東イ ン ド艦隊司令官ペ リ
ー

（嘉永 6 （1853）年

　 と翌安 政 元年 に 来 日，目米和 親条約 を締結 ） （土屋
・
玉 城 訳，1955）

　 本が安 く大量 に売 ら れ て い る こ と に驚 き ， 「教育は 同帝

国至 る所 に 普及して 居 り」（p．140）と， 教育の普及ぷ りを

評価 し て い る 。

6．ア メ リカ人 ラナ ル ド・マ ク ドナ ル ド （村 上 編 富 田訳 訂 ，

　 19．　8／）

　 「日本人 の す べ て の 人一 一最上層か ら最下層 ま で あ ら

ゆ る階級の男 ， 女 ， 子供一 は ， 紙 と筆 と墨 を携帯し て

い る か ，肌身離 さ ず も っ て い る。・…・・
下級 階級 の 人び と

さえも書 く習慣が あ り，手紙 に よる意思伝達 は ， わが国

に お け る よ りも広 くお こ な わ れ て い る」（p．124）。

7 ．画家ベ ル ク （万延 元 （1860）年〜文 久元 （186D 年 に 日本 に

　 滞在 した プ ロ イ セ ン人 オ イ レ ン ブル ク の 部下 ） の著作か 仲 井

　 訳，1969）

　   　「……単に書 くだ け で な く， 美 し く書 く こ とが 要求

され る の で ， 子供の ときか ら時間を か けて 入念に や る の

で あ る。……詩 をつ くる に して も， 単 に 詩 の 意味 と形 が

重 要 で あ る ぼ か りで な く， 筆の 運 び の 美 し い 流 れ が 一
枚

加わ る の で あ る 。 そ れ は，わ れ わ れ の 詩 が 耳 の た め に よ

い 響 き と音節 の 抑揚 を 必要 と す る よ う に
， 目 に 訴 え る こ

と を要求 す る。……目 と手 の 訓練は ， 日本に お け る教育

の 本質 的 な部分 で あ る 。 ま た そ れ は，確 か に 日本入 の

も っ て 生 ま れ た 活発 さ と感受性 の 源 で あ り， 同時 に彼 ら

の 優秀 な絵画 的表現 とその 愛好 の大 きな原因 と な っ て い

る の で あ る 」 （上，pp．92−93）。

　  　「……番所に い る兵士 で さ え本を読 ん で い る し ， 子

供や妻君や娘た ち も熱心に読書に耽 っ て い る の が 見られ

る 。 彼 ら の 長編 ・短 編小説の 文献 は 非常に 広範 な も の に

違 い な い し ， 中に は 確 か に ヨ ーロ ッ パ の 言葉 に 翻 訳す る

価値の あ る魅 力的な もの も含 ま れ て い る で あ ろ う。歴史

の 書物 も，百 科全書 も豊富で あ る 。 自然 ， 学問，芸術 ，

技術 に つ い て の 研究書な い し手引書が無数に あ る こ と は ，

こ の民族 の 活発 な知識欲を証明す る もの で あ る」（上，pp ，

9697 ）。

　（3） 「読み 書 き ， 国史 ， 道徳哲学 な ど に つ い て の 青少年

教育 は ， 非常 に 熱心 に 行 な われ て い る。い ろ い ろ な 段階

の 教育施設 も あ る。多種多様な 日本の 文字を習得す る こ

と は は な は だ む ず か し く， か つ 苦労の多 い もの で は あ る

が ， 書道 は 低 い 身分 の 問で も
一

般 的 に よ く広 まっ て い る。

暇な と きの読書は あ ら ゆ る階級 の 日本人 が 第
一

に する こ

とで ある。本屋 に は，口本・シ ナ の書の みな らず，地理
・

民俗 ・天文，そ の 他 自然科学 の 各部門 ， 医学 ・戦術 ・兵

書等々 の ヨ
ー

ロ ッ パ の 本の 翻訳が 見 ら れ る」（上，p．296）。

　 おわ りに

　（1） 江戸の 教 育 は，地域 や身分 を越 えて 国家的規模 で

発達 して い た 。江戸時代は，武士 の み な らず庶民 が 教育

の 対象と な り， さ ら に庶民自身が 主体的に学ぶ 姿勢を獲

得した 点 に お い て，国民教育の形成期で あ っ た 。 明治維

新に お い て ， 新政府が地域差 ・身分差 を否定す る廃藩置

県や身分制廃止 な ど の 諸政策 を打ち 出し た際，大 きな混

乱や抵抗な し に こ れ らが 実現 し た前提 の
一

っ に ，「江戸

の 教育力」が あ っ た と い え る 。 明治政府の 統
一

的な教育

制度は ， 決 し て 「江戸の教育力」を否定 し て始め ら れ た

も の で は な く， む し ろ こ の 延長上 に 達成 さ れ た 。「江戸の

教育力」 は，まさ に 近代 日本 の 知 的基盤 を形成 した の で

ある。

　  　義務教育で な い 江戸時代の 就学率 ・識字率 の 高さ

は ， 庶民 の 教育 ・学習へ の 高 い 関心 や強 い 意志 に 基 づ く

もの で あ っ た。現 代 に お い て も， 社会 が ， 保護者が ， さ

ら に は児童 ・生徒 自身が教育の 意義を認識 し，学 習 の 楽

し さ を理解で き る よ う環境 を整備する必要が あ る 。 今日

の 教育改革の本質は こ こ に求め ら れ る べ き と 考 え る。ま

た ， 本書 が 枠組 み と し た 「平和」 「文 明化」 と 「教育 力」

の 相互 関係 も，現代 的視点 か ら捉 え直 されな けれ ばな ら

な い
。 今 日 「世界化」の 中で，各国

・各地域が ，様 々 な

格差 を縮小 しつ つ ，そ れ ぞ れ の 個性 を発揮 す る こ と，す

な わ ち 同質性 （普 遍 性 ） と 異質性 （個別 性）の 共 存 は ， 人 類

史 的な課題 と な っ て い る 。 こ う し た 理念 を実現す る の は，

武力で は な く，「平和」 「文明化」 を推 し 進 め る 意志 と知

恵 で あ ろ う。暴力や格差 を伴わ な い
， 「真の 世界化」 を実
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現 す る た め に は
， 世界規 模 で 武器 を管理 す る シ ス テ ム や

，

人命 ・自然 を尊重 す る意識が形成 ・共有 さ れ なけれ ばな

らな い 。 こ う した シ ス テ ム の 開発 や ， 意識 の 形成を基礎

か ら支 えるの は ， 世界規 模で の 「教育力」な の で あ る 。

「江戸 の 教育 力 」の 多様 な実態 と発 展 の 考察 は，日本 の 将

来 の み な らず ， 世 界 の 将来を構想す る起点 と し て の 意義

を持っ こ と を指摘 し た い
。
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