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う方策が考え られ るの だ ろ うか 。

　と は言 え， 「家 庭の 教育 力の 低 下 （復

活）」が題 目的 に唱 え られ が ち な 現 在 に

あ っ て 「家庭教育責任論 1 に メ ス を入 れ ，

そ の 内実を解明 しよ う と した 本書は ， 改

　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 書　評

め て 了
」
ど も問題 の 現実 を考 えさ せ ， この

研究分野の 今後の 方向と課題 に 大きな示

唆 を与 え る
一

冊 とな るだ ろ う。
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■　書　評　■

陣内　靖彦 ［著］

「東京師範学校生活史研究」

広島大学 　山田 　浩 之

　陣内靖彦氏 の 前著 『日本の 教 員社会』

はその 副題 「歴史社会学 の視野 」が 示 す

よ うに ， 教育社会学で の 歴史研究 を特徴

づ け る意欲作で あ っ た 。 教 育社会学 の領

域で は早 くか ら歴史社会学的視点に よ る

分析 が 行 わ れ て きた が ， そ れ が 一種 の

「ブーム 」 ともな る鏑 矢を こ の 書が 果 た

した よ うに 思 う。 『日本 の 教 員社会』で

は統計的な資料の 分析 に と どま らず， 教

員や 師範学校生の メ ン タ リテ ィ に まで 踏

み 込 ん だ分析 が 行われ て お り， まさ に 教

育社会史の す ぐれ た 研究の 成果 と言 える

もの で あ っ た 。 当時 ， まだ大学 院生で あ

っ た筆者も中等教員の 歴史的な分析 をは

じめ る に あた り， 『日本 の 教員社会』に

大 きな刺激を受 け， また 研究の 指針 を与

え られた 。

　 こ こ で とりあ げる 『東京師範学校生活

史研究』 は前著 に続 く， 陣 内氏 の 2冊 日

の 単著で あ る。 まず ， 本書 の 内容 を簡単

に 紹介 し て お こ う。

第 1章　東京府小学師範学校 の 設立 （学

　　　　制期 ）

第 2 章 東京府師範学校 の 模索 （明治10

　　　　年代）

第 3 章　東京府尋常師範学校の 整備 （明

　　　　治後半期）

第 4 章　東京府立 師範学校 の 拡充 （明治

　　　　末 ・大正初期）

第 5 章　東京府師範学校の 変容 （大正後

　　　　半期 ）

第 6章 　師範学校の 革新 と統制 （昭 和戦

　　　　前期）

第 7 章 師範学校 の 再編 （戦 中期）

第 8章　東京学芸大学の 発足 （昭和戦後

　　　　 期）

第 9章　新た な教員養成 の 展開 （高度成

　　　　 長期以 降）

第10章　変貌 す る 教 員 養 成 大学 （昭和

　　　　末 ・平成期）

補論　都市社会の 形 成 と教育 の 展開

　本書で は明治 初期か ら現代 ま で の東京

に設置 され た師範学校 ， 東京学芸大学 と

い っ た教員養成機関が 時系列で 論 じ られ

て い る。
そ の うち第 1章 か ら第 9 章 まで

は東京都立教育研究所編 ・発行 『東京都
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教育史 ・通 史編』 に 掲載 ， 提 出され た も

の で あ る （第 9 章 は 未刊）。 これ ら
一

連

の 章で は教員養成機 関の 制度的な変遷 ば

か りで な く， 師範学校生 の 生活に まで 言

及 され ，東京 に設置 され た教員養成機関

の 全体 像が詳細 に分析 され て い る
。

　 そ れ に 続 く第 10章 は ， それ まで の 章の

続編 と して位置づ け られ て い るが ， 記述

の され 方は大 き く異 な っ て い る 。 この 章

は 東京学芸 大学 を事例 と は して い るが
，

高度経済成長期以 後の教員養成大学 ・学

部 を総括 し， 現在 の 教育改革に お け る教

員養成機関の 展望 を示 す もの で あ る 。 さ

らに最後 に は補論 と して 東京 を事例 と し

た 都市 と教育 との 関係 が論 じられ て い る 。

　 こ の よ うに 構成 さ れ る本書は東京 と い

う大都市を舞台と した 師範学校 ， そ して

東京学芸大学 と い う教員養成機関の事例

史 として捉 え られ る だ ろ う。 本書 は
一

見 ，

陣内氏の ス トイ ッ ク な文章もあい ま っ て ，

師範学校 の 制度史が 中心 に綴 られ て い る

よ うに 見 える 。 しか し， そ うした 制度 は

都市の 環境 に よ っ て 大 き く影響 さ れ ， 変

化 して い く。
と き に 東京の 特殊 な事情 に

よ り， また と き に集権的な教育政策に よ

り， 師範学校や学芸 大学の 制度や そ こで

の 学生 ・生 徒の 生活 は様相 を変 えて い く。

す な わ ち本書で 描 か れ て い る の は師範学

校や学芸大学 と社会 と の 相互作用 で あ る 。

む しろ本書 は教 員養成機関 を事例 と し な

が ら， 東京 とい う大都市の 歴史 を紡い だ

もの だ と読 むべ きな の だ ろ う 。

　 こ の よ うに本書 を読め ば補論の位置づ

け は重要で ある 。 補論 で は東京 と い う大

都市 と教育 との 関係が 歴史的な背景 と と

もに検討 され て い る 。 つ ま り， 第 1 章か
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ら第 10章 まで の 舞台 とな る大都市 の 特徴

と変貌が ダイナ ミ ッ ク に描か れて い るの

で あ る 。 補論 を背景 に第 1 章か ら第 1 章

までを読 み直 せ ば ， また新た な視点で 本

書を読み 取る こ とが 可能で あろ う。

　本書 は こ の よ うに ダイナ ミ ッ クな視点

で 分析が 行わ れ て お り， 都市 と教員養成

との 関係 を見 る上 で 重要 な著作の
一一

っ で

ある こ とは間違 い な い
。 しか し ， 本書 に

不満が ない わ けで は な い 。 それ は本書の

タ イ トル に もあ る 「生活史 1で ある 。

　 本書で は師範学校 の 制度的な側面 だ け

で な く， その 内実 を明 らか にす るた め に

各章 ご と に 「生活史」 に 関す る節が も う

け られて い る 。 そ こ で は確か に学校行事

な ど ， こ れ まで の 師範学校研究で は不十

分 だ っ た生 徒の 「生 活」の
一

面が 明 らか

に さ れて い る 。 しか し， 実際の 師範学校

生 の 生 活や文 化 は十分 に描 き きれ て い な

い よ うに思 う。師範学校生 は旧制 中学生

とは異な る特殊 な文化 を持 っ て い た と さ

れ る 。 実際 ， 氏 の 前著で は ， そ う した 師

範学校生 の特質 の 背景が 明 らか に され て

い た 。 それ な らば ， 本書で は師範学校生

の 持 つ 文化 的側 面 と そ の 特徴 を 「生 活

史」 と して 描 き出せ ば さ らに ダイナ ミ ッ

ク な都市社会論 とな っ た の で は な い だ ろ

うか 。

　 もち ろ ん ， こ の こ と は本書の 大 半が

『東京都教 育 史』の
一

部 で ある と い う制

約 に もよ る の だ ろ う。 本書を下敷 きに ，

さ ら に 師範学校生 の 「生活」 を浮 き彫 り

に しなが ら， 都市 と教育 との 関係 が紡が

れ る こ とに期待 した い
。
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