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　本書は ， 自叙伝 を資料 に用 い て t 人が

どの よ うに 「育 て られ教 えられ て きた だ

け で な く，育 ち，学ん で きた」か を明 ら

かに しよ うと した もの で ある。そ こ に は，

こ れ まで 往々 に して 教 え，育て る 主体 を

強調 し子 ど もを客体 と して 捉 える こ とに

な っ て い た 教育史叙述 へ の 批判意識が前

提 にあ る 。 子ど もは常に教え られ た とお

りに 育 っ た わけで は な い
。 む しろ その 多

くは 自 らで 育 っ たの で あ り． そ こ で 働 い

　 　 　 　 　 フ す
− l ン ゲ

て い たの は 形 成 の 力 で あ っ た 。 本書 の

特徴は， 自叙伝 の 分析 を通 して ，幕末以

降近代 口本の 人間形 成の 実相 を家や共1司

体の 多様な 人間関係 を視野に 入れ ，そ こ

で の さまざ まな知 の 伝 達 の あ りよ うに 注

目 しなが ら，学校教育が 与え た 人間形成

へ の 影響 をみ よ うと した 点に ある 。

　本 書の 構 成 は 以下 の 通 りで あ る 。 『口

本人 の 自伝』， 『伝記叢書』 を資料 と し，

何人か の著 名人に つ い て 記述 した 1か ら

3 章 と， 日本経 済新聞掲 載の 短い 白叙伝

を多数検討 した 4 ， 5 章の 2 つ の 種類の

章か らな る 。 時期 と対象 とい うこ とで い

うと，近世 の 共 同体 的秩序 と葛藤 しなが

ら幕末 まで に 人格形 成 を遂 げ て い た男 性，

近世的な環境が 残る なか で 自己を作 りあ

げて い っ た 「明治の 子供」た ち，女子 教

育 の 草創期 に 進 学体験 を経 た 女性，学校

教育体制 が確 立 した1890年代か ら1920年

代に 高学歴 を獲得 した男性， さ らに近代

学校 と男性の セ ク シ ャ リテ ィ 形 成 の 問 題

も取 り上 げ てい る 。

　 自叙伝の 記 述 をみ る に あた っ て ，著者

自身が 育 ち学ん だ時 代 に興味深 く感 じた

様 々 な 「真実」の 叙述が 貴重 で あ る こ と

は い うまで もない が ，研究上 の 貢献 と し

て 第
一

に あげ られ るの は， 自叙 伝を 史資

料 と して 人 間形成の あ り方や 世代間関係

を捉え よ うと した こ と で あ る 。 自叙伝 は

オー
ラ ル 資料， 日記 資料 とと もに ，意図

的な作為や 主観的な 曲解 を含む もの と し

て 歴 史研 究 にお い て 傍系の 位 置に おか れ

て きた 。 とは い え， こ の とこ ろ の 教 育の

社 会 史研 究 の 進展 は こ う した 資料 を積極

的に 受け止 め る ため に は どの よ うにすべ

きか と い う議論 を促 して い る 。本書 に お

い て 先行研究 と して 強 く意識 され て い る

ヴ ィ ン セ ン トは． 自叙伝 に貫かれる 主観

性 を資料的 な価値の 限界や制約 の うち に

み る の で は な く，何 を 「真実」 と して 捉

え，訴 えたか っ たの かが示 され て い る資

料 と して む しろ その 意義 を評価 して い る 。

　本岩で は．そ う した主観性 を色濃 くも

っ た 自叙伝の 叙述に は た ら く 「記憶 と選

択 と い う二 つ の フ ィ ル ター」に 注 目 して

捉え ようと して い る 。 前者 の 「記 憶」 の

フ ィ ル タ
ーが 強 くは た ら く例 と して ，近

代移行期 の 自叙伝の な かに これ まで にな
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か っ た 「瞬間の 感情の 記憶 や 断片の 映像

的 な記憶」な ど幼年期 の 内面 的な記 憶 が

登場 して い る 事実 の 指摘が あ り （1章），

後 者の 「選択」の フ ィ ル ターに つ い て は ，

相馬黒光が描 い た、同時 代 の 自叙伝 に は

見 られ る こ とが少 ない 家族以 外の 精神的

な交流 の 詳細 な叙述の もつ メ ッ セ ージ性

の 指摘が あ げ られ よ う （3 章）。 こ れ ら

は 「記憶 」を作 り上 げて い る 見 え な い

「選 択」 も含 め て ，い わ ば 入 れ 了
・
状 の

「記 憶」と 「選 択」の も とに 存 在す る と

もい え る 。

　 こ うした フ ィ ル ターを介 して な りた つ

自叙伝 に描か れ た事実 は どの よ うな性格

をもつ の か、その 検討 は同時 に 日記や オ

ー
ラ ル 資料が 明 らか に して い る事実の 性

格 を自覚 させ る こ とに もつ なが る と考 え

ら れ る が ， こ う した 広 が りも含めて 教育

の 社会史研究 の た めの 資料論 を深め る た

め の
一

石 を本書は 投 じて い る と思 う。 こ

こ に い う事実は ，い つ な に を した と い っ

た客観的事実 の レ ベ ル で はな く， どの よ

うな もの と して構 成 され た事実か と い う

こ とで ある 。 口記 と 自叙伝 とに お い て の

主 観性 の あ りよ うの 違 い に 貴 き換えて も

い い
。 両者 と もひ と りの 人間 に よ っ て 生

きられ た歴 史の 事実 を表す 資料 と して の

位 置づ けが 与え ら れ る 。 しか し、他 者に

咎め られ る こ とな く， 自己 の 人生 の 物語
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に脚色 を加える こ とを可 能 にす る 日記 と

は異な り， 自叙伝に は 読み 手 を想定 した

作為が入 り込 む 。 書 き手 が 想定 して い る

読者 との あ い だの 相互作 用と い う媒介性

の 介在で ある 。

　そ の 点か ら見て，本書の 場合，回顧 に

と もな う 「古 き良 き時代1 的叙述へ の 留

意 （5 章，220頁） は な され て は い る も

の の ，対 象で あ る著名人の 書 き手 と読み

手 とい う相互 作用の 側面 をもう少 し考慮

に入 れて も よか っ た か も しれ な い
。 自叙

伝は書 き手の社 会的 な地位や位置 に よ っ

て 性格が 変わ る 。 著 名人 に お い て は 読者

が 幅広 い と い うこ ともあ り自己提示の 側

面以外に啓蒙的 （教育的）な側 面が 強 く

小 され る こ ともあ りえ る か らで ある 。 事

実 ，本書 で も鳩 山春子 に 限 らずその こ と

は い える よ うに 思 わ れ る ．

　学 ぶ こ とと育 つ こ との 事実の 解明は そ

れ を総括す る と きに か か る 幾重 もの フ ィ

ル タ ーと の 関係 が考慮 され ねば な らな い
。

同一人物の 自叙伝 と 日記 との 比較研究 な

どフ ィ ル ター 白体 を対象 とする研究に よ

っ て 自叙伝研 究 に お ける事実 は よ り深め

ら れて い くの で あ ろ う。 本書 は そ う した

方向性 も示 して くれ て い る 。
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