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曦 鴫

近 世 農 村 社 会 に お け る マ ビ キ
・

堕 胎 の 心 性 史 的 研 究 （ 皿 ）
一

下 総 国 霄 取郡 松 沢村　宮 負 定雄 関 係 文書 を 手が か り に （そ の 2 ）

o 太 田 素 子 （高 知 大 学 ）

〔　
．
） 課 題 と 史 料 に つ い で

　 マ ビ キ を 戒 め る 文書 史
．
料 に は 、マ ビ キ を 実 行 す る 襲

衆 の 動 機 が 様 々 な 形 で す く い あ げ ら れ て い る 。例 え ば 、

　 1 東 国 の み ま つ し き に て 、人 々 今 日 の 生 業 な り か た

く あ さ ま し き 風 俗 に な り し と 思 ふ に さ に は あ ら ず 。

そ の 人 の 育 て か ぬ る に も か き ら ず ．．其 源 を た つ ぬ る

に 人 々 お ご り や ぶ さ か の 意 あ U て 我 子 を 見 く る し く

そ だ て ま し と 思 ひ 、或 は て ま へ fAx −一
の 労 を ま さ る

を い と ひ 、ま た は 身 代 の 不 益 な と お も ひ
…

（後 略 ） 」

（江 幡 次 郎 右 衛 鬥 「 育 児 篇 』 霓 政 3 年 水 戸 で 開 版 、
『 日 本 人 口 史 之 研 究 』 第 二 巻 所 収 ）

　 江 幡 は こ こ で 三 点 の 動 機 を あ げ て い る 。一
つ は

．
見

苦 し く 育て ま ．1 い と 考 え る と 、f’育 て に は お 金 が か か

る の で 子 沢 山 を 嫌 う よ う に な る こ と 、第 二 は 「労 を ま

さ る 」 つ ま り 、子 育 て は 手 問 の 掛 る も の だ と 人 々 が 感

じ 始 め 子 沢 山 を 嫌 う よ う に な っ て い る こ と 、そ し て 、

第 3 に 「身 代 の 不 益 ．1 、こ れ は 家 族 農 耕 の 維 持 の た め 、

分 家 を 避 け た い し 嫁 の 労 働 力 も 確 保 し た い の で 子 沢 山

を さ け る と い う
「．点 で あ る 。

　 実 は こ う し た 動 機 は、咋 年 取 り ’t’げ た 『嘉 知 慈 善 協

会 沿 革 史 』 も 含 め て 全 国 に 相 当
・
般 的 に 見 ら れ る こ と

が わ か っ て き た 。そ う だ と す る と 、特 に 第 1 、第 2 の

理 由 、つ ま リ 亅
二
育 て は お 金 の か か る も の 、子 育 て は 手

聞 の か か る も の と い う 感 覚 は 、西 欧 の 近 代 化 の プ ロ セ

ス で 指 摘 さ れ る よ う な 「 f 膏 て 責 任 の 意 識 」 の 強 ま り

（Ph。ア リ エ ス 、L．A．ポ ロ ク な ど ）と 対 比 で き る よ う な

性 格 を 持 っ て い た の だ ろ う か 。当 研 究 は 、畏 衆 が 選 び

と っ た 少 子 化 が 、子 ど も に 対 す る 教 育意 識 の 強 ま り と

ど の 様 な 関 係 に あ っ た の か を、松 沢 村 と そ の 周辺 農 村

の 入 々 、お よ び 村 落 指 導 者 と し て の 宮 負 定 雄 に 即 し て

検 討す る 事 を 課 題 と し て い る c

と こ ろ で 定 雄 は 『民 家 要 術 」 の 喰 で 、

　 「間 引 く 子 の 中 に は 、育 て あ げ な ば い か な る 大 智 の

　 人 と な り て 、国 天
．
ドに 大 功 を 立 て ん も 量 り難 き も の

　 に 、何 の 分 な く 踏 み 殺 す は 、情 け な き も の な り。」

と 書 い て い る 。農 民 の 子 ど も 線 は 共 同 体 の 安 定 と 維 持

に 貢 献 す る よ う な 1凡 入 主 義 、（柳 田 国 男 ）だ と
一

般 に 指

摘 さ れ る が 、こ の
一

文 で 見 る と 彼 は 立 身 出世 主 義 的、

な い し は 英 雄 志 向 の 持 E で あ る 。幕 末 農 村 で は 「凡 人

　　 水 　野 　恵 　子 　（立　正　大 　学 ）

主 義 」は ・崩 壊 の 兆 し を 見 せ 始 め て い た の だ ろ う か 。
こ こ で は 定 雄 個 入 の 教 育 思 想 と 周 辺 農 村 の 子 育 て ・教
育 意 識 を

一
応 区 分 し て そ の 輪 郭 を 探 り た い 。王 な 史 料

は 、前 者 に つ い て は 『民 家 要 術 』 ，後 者 に つ い て は

「奇 談 雑 史 』 を 取 り 上 げ る e

　（二 ） 宮 負 定 雄 の 子 育て ・教 育 思 想

　 宮 負 定 雄 は 「民 家 要 術 』 上 下 二 巻 の 上 巻 で は 家 の 祭

祀 と 野 育 て
・
教 育 を．　ド巻 で は 農 業 ・家 の 経 済

一
病 気

と 養 生 の 問 題 を 扱 っ て い る 、ヒ巻 の 大半 が 教 育 論 で 、
農 家 の 継 承 に お け る 教 育 の 役 割 の 大 き さ を き わ だ た せ

る よ う な 構 成 に な っ て い る 、．．予 育 て ・
教 育 の 項 目 は 、

「妊 娠 」 （；妊 娠 中 の 心 得 ・実 は 胎 教 の 問 題 ）、 「産

子 」　（； L に 間 引 き 批 判 ） 、　「養 育 」　（ ； 夜 泣 き と し

っ け が 扱 わ れ る e し つ け は 『東 照 宮 御 遺 訓 ．i の 影 響 が

認 め ら れ る が 、気 侭 を 押 さ え る 厳 し い 目の し つ け を 是

と し た 。） 、　「習 芸 1 （ ；知 識
・
技 術 の 教 育 ） ．　「読

書 1 、　1
’
教導 1 　（ ；生 き 方 の 教 育 ） 、　「

学 問 1 の 七 項

口 か ら な っ て い た 。

　 宮 負 定 雄 の
’
聞 引 き

夐
を 除 く 六 項 日 の 子 育 て

・
教 育

論 は 、実 は E つ の 要 素 に 分 け て 考 え る こ と が 出 来 る よ

う に 思 う。　1 読 書 ［
・ 1学 問 」 の 項 は 、国 学 者 と し て

の 彼 の 学 問 論 で あ る ．こ れ が 、大 人 ・
青 年 を 対 象 と す

る 修 養 の た め の 白 学 の 勧 め な の に た い し て 、　
’
胎 教

’
’

し つ け
’・「教 導 」 は 幼 い 子 ど も か ら 少 年 た ち を 対

象 と す る 徳 育 の 内 容 に な っ て い る 。そ し て 「習 芸 」 の

項 だ け は・や や 異 質 の 実 学
・
技 術 教 育 な の で あ る e 近

世 の 儒 教 的 な 教 育 論 は 、修 身 、っ ま り 徳 育 を 中 心 に 論

じ ら れ て き た 。そ う し た 伝 統 の 中 で 見 る と 、宮 負 定 雄

は 体 系 性 を 持 っ た 彼 の 教 育 論 0〕 中 で 、実 学 的 な 技 術 教

育 に か な り 積 極 的 な 位 置 を 与
・
え た 論 者 で あ り 、お そ ら

く 此 の 点 に 在 郷 知 識 人 と し て の 本 領 が 発 揮 さ れ て い る

の だ ろ う 。上 巻 の 構 成 は 、事 柄 の 時 闇 的 順 序 を 追 っ て

並 べ ら れ て い る の で 、実 学 的 な 技 術 教 育 は 幼 児 期 を 抜

け 出 た こ ろ か ら 読 書 の て ほ ど き と 共 に 開 始 す る と 考 え

ら れ る 。そ の 冒 頭 、彼 は 次 の よ う に 言 う 。
1 諸 芸 は 身 の 宝 、之 を 習 う は 生 涯 皈 を 食 う 種 な れ ば 、

即 ち 命 の 親 な り 。親 父 に 金 銀 を 譲 ら れ て も 、猥 り に 用

え ば 一H に も 尽 き 、身 に 覚 え た る 芸 能 は 、生 涯 尽 る こ

と な L ，金 鍛 を 譲 る よ り 、わ が 1
吃

の 身 に 芸 能 を 1・1』け て

．．370 一
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渡 す が 親 の 功 な り 。何 芸 な り と 一
芸 を 覚 え た れ ば 、娑

婆 塞 ぎ の 費 食 に は な ら ず。」

　 そ の 場 合 の 「芸 ne　／／ は 、ま ず 読 霄 算 と 家 業 の た め の

訓 練 で 、詩 歌 、佛 諧 な ど は 深 入 り 無 用 、茶 道
・
華 道 は

「奢 り の 媒 ．1 で 、百 姓 に は 害 だ と 考 え ら れ て い る b
「百 姓 の 子 に は 、第

一
種 芸 を よ く 習 わ せ 、幼 き 時 よ り

縄 も 　 わ せ 、草 履 　 を 作 り 習 わ せ 、お よ そ 農 具 の 製 法

を 教 え 、 十 六 ・七 歳 に な り て は 、何 国 へ押 し 出 し て も

農 人
一

人前 に 通 用 ず る よ う に ・・』
」

　 「何 国 へ 押 し 出 し て も 1 と い う 表 魂 に は 共 同 体 を 離

れ て
．．．．・般 的 に 農 民 と し て の 技 量 が イ メージ さ れ い て 興

味 深 い 。商 品 作 物 の 市 場 流 通 へ の 関 心 が こ う し た 視 野

を も た ら し た の だ と す れ ば 、幕 末 農 村 で は 既 に 有 能 な

妓 術 の 保 持 者 で な く て は 家 業 の 継 承 も 危 う い と 考 え る

よ う に な る 背 景 が あ っ た と い う こ と に な る 。定 雄 は 家

業 の 継 承 と い う 角 度 か ら 注 意 深 い 子 育 て を 求 め て い る 。
こ の 定 雄 の 子 育 て 論 に 見 ら れ る 注 意 深 い 子 育 て や 技 能

の 修 得 への 関 心 は、果 た し て 民 衆 に 共 通 す る 志 向 だ っ

た の だ ろ う か 。。

（三 ） 民 衆 の 子 ど も 観 と 子 育 て 意 識

　 　 　 　
．．一一r奇 談 雑 史 』 を て が か り に 一一一

　 『奇 談 雑 史 』 は 、定 雄 が そ の 晩 年 に 公 刊 す る 意 図 で

伝 承 話 を採 集 し
・．
卜巻 に 編 k し た 作 品 で あ る e 彼 は こ れ

を 風 俗 研 究 の 資 料 に す る 目 的 と 同 時 に 、村 落 の 人 々 に

対 す る 教 化 用 の 書 物 に し よ う と 著 わ し た 。っ ま リ 伝 承

文 化 を 文 字 化 す る こ と に よ っ て 民 衆 教 化 の 教 材 作 り を

志 し た 仕 事で あ る 。

　 こ の 著 作 に 採 集 さ れ た 伝 承 は 194 に 登 り 、別 表 の

様 に （当 日 配 布 資 料 参 照 ） 、大 き く は 六 つ の デ
ー

マ に

分類 し て み る ご と が 出来 る。こ こ で は 問 題 を 民 衆 の 子

育 て と 子 ど も 観 に 限 定 す る が 、全 体 と し て 勧 善 懲 悪 や

得 は 徳 な り と す る 結 果 論 的 モ ラ ル 、ア ニ ミ ス テ ィ ッ ク

な tlt界 観 な ど 極 め て 庶 民 的 な 精 神 構 造 を 見 せ お り 、採

話 者 で あ る 定 雄 個 人 の 価 値 観 が 没 影 し て い る と し て も 、

民 衆 の 日 常 生 活 意 識 を さ ぐ る 手 が か り と し 得 る よ う に

思 う 。

　 そ れ で は 、子 ど も や 子 育 て に つ い て 、ど の 様 な 特 質

を あ げ る こ と が 出 来 る だ ろ う か 。

　 第
．一

は 、子 ど も の 生 命 を ど う 見て
．

い た か と い う 点 で

あ る 。千 葉 徳 爾 氏 は 、マ ビ キ が道 徳 ヒの 葛 藤 を引 き 起

こ さ な か っ た 背 景 に は 「 再 生 1 を 信 ず る 民 間 信 仰 の 土

壌 が あ っ た と 指 摘 し て い る 。　 『奇 談 雑 史 』 の 中 に も 再

生 潭 は 数 多 く 登 場 す る。し か し 、そ れ ら の 半 数 近 く は

牛 馬 な どへ の 再 生 で あ る e 再 生 先 を 決 め る 、あ る い は

再 生 す る か 幽 界 に 居 つ づ け る か を 決 め る 神 々 の 意志 は

極 め て 偶 然 的 な 現 わ れ 方 を す る 。望 ん だ 地 位 へ の 再 生

や 同 じ家 へ の 再 生 （ク ル マ 児な ど ） も あ る が 、例 外 的

だ 。そ う だ と す れ ば 、自 ら の 生 活 や 入 生 を 自 覚 す る 自

意 識 の 強 ま り と と も に 「再 生 ！ は 気 休 め に な ら な く な

る の で は な い か 。

　 2 歳 の 予 が 母 と と も に 津 波 に さ ら わ れ た （巻 九 ） 、

2 歳 の 子 が 猿 の 化 物 に さ ら わ れ た （巻 入 ） な ど 、事 故

で 死 ぬ 子 ど も た ち の 姿 は 痛 ま し い 、悲 し い 事 件 と し て

語 ら れ る ．娘 を 川 に 流 し て 捨 て た 女 （文 政 年 間 銚 子 で

お き た 事 件 と さ れ る 〉 の 哀 し い 姿 も あ る 〔巻 八 ）。少

な く と も
一

定 の 期 闘 育 て た ｝ど も を 失 う こ と は 大 き な

不 幸 と 意 識 さ れ て い た 。

第 二 に 親 子 の 媾 愛 の あ り 様 を示 唆 す る 伝 承 を 見 て お こ

う 。 「奇 談 雑 史 Jl の 霊 魂観 か ら す る と 、親 子 は 神 々 の

縁 む す び に よ っ て
一一

時 的 に 出 会 っ た 魂 同 士 で あ る ．し

か し 、　「再 生 1 へ の 信 仰 は 、濃 厚 な 我 が 子 意 識 と 矛 盾

も せ ず に 共 存 し て い る （例 え ば 巻 六 「高 瀬 氏 が 爆 の こ

と 」 ） 。

　 ま た 直 接 に 親 子 の 癢 に 言 及 し て い る 部 分 も あ る 。巻

一 「 吉 川 為 則 翁 の 歌 の 事 」 は、奉 公 人 （童 ） を 折 檻 す

る 旅 館 の 主 を 神道 家 吉 川 為 則 が 諭 し た 話 だ が、吉 川 は

く お も へ 、誰 つ が ふ し 入 の お も ひ 子 を 我 思 ひ 子 に 思 ひ

く ら べ て 〉 と い う和 歌 を 主 入 に 贈 っ て い る 。体 罰 を 否

定 す る 根 拠 が 子 ど も の 内 面 へ の 配 慮 で な く、親 の 情 愛

な の だ 。こ れ は 、一面 で は 近 世
．
の 民 衆 の 予 ど も の 内 面

理 解 の 水 準 に 規 定 さ れ て い る と 同 時 に 、他 面 、濃 い 情

愛 は 皆 が 共 有 す る 生 活 意 識 だ っ た た め に 、こ う し た 説

き 方 が 有 効 だ と考 え ら れ た た め で も あ ろ う 。

　 そ れ で は 、第 ：三に し つ け や 教 育 へ の 閲 心
・
責 任 意 識

は ど の 様 な も の だ っ た の か。一
つ は 通 過 儀 礼 の 問 題 が

あ ろ う ．通 過 儀 礼 の 窮 例 は 必 ず し も 多 く は 無 い が 、成

入 式 の 性 格 を 持 つ 伊 勢 ま い り が 二 度 登 場 し て い る （巻

二 「神 隠 れ し 男 児 の こ と 」 、巻 九 「道 了 権 現 灸 験 の 事 」

） 。耕 は 金 を 工 面 し て も 何 と か 行 か せ た い と 骨 を 折 っ

て い る。

　 ま た 、子 ど も へ の 渋 意 が、出 生 順 位 や 階 層 に よ っ て

異 な る こ と も 良 く 知 られ て い た ら し い 、、巻 十 「神 童 寅

吉 が 事 」 で は、放 任 さ れ て 育 っ た 寅 吉 の 成 育 暦 を 、貧

乏 で 子 沢 山 ゆ え と 説 明 し て い る 。

　 以 E 、全 体 と し て 、子 ど も の 内 面 へ の 理 解 は 希 薄 だ

が 濃 い 情 愛 は
一

般 的 だ っ た こ と 、ま た ．jT．層 か ら 注 意 深

い 子 そ だ て が 広 が っ て い た こ と が 窺 わ れ る 。

　 （付 記 ） 本 研 究 は 1989 年 度 ト ヨ タ 財 団 研 究 助 成 に 依 っ

て い る 。ま た 『奇 談 雑 史 』 は 八 幡 書 店 所 蔵 本 に 依 っ た。
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