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植 物 の 育 成 に な ぞ ら え た 育 児 論 の 系 譜 工

藤 田 　 博 子

（浪 速短 期 大 学）

は じめ に

　わ が 国最 古 の 古 典 で あ る 『古 事 記 712亅 に は 「如 葦牙因萌

騰 之 物 面 成神名 、 宇摩志阿斯訶備比古 遅 神……
」 と 記 され て

い る 。 す な わ ち、わ れ わ れ の 祖 で あ る 元始の 神 は、か が や か

な み ど り に 萌 え る 葦 の 芽か ら産 ま れ た と い う の で あ る 。 そ し
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 う t し あ し h・び ひ こ t．a ）むみ

て 、そ の ひ と 柱 の 神 の 名 は 「宇 摩 志 阿 斯訶 備 比 古 遅 神」 と し

て 、葦 の 芽 吹 き 立 っ 譬 喩 か ら名付 け ら れ て い る 。 そ れ は 、 生

き生 きと っ の ぐむ、み ど りの 葦 の 芽 を神格化 し、 そ の 繋累 と

して の 人 間 も 、 そ の 生 命力 と成長力 に よ り頼 も う と い う願 い

が 託 さ れ て い る の で あ る。

　 こ う した、人 間 の 植 物 的 譬 喩 は、国 民 を 「た み く さ 」 と 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 せい o ）ti
や ま と ご とば で よ ん だ り、嬰 児 を 「み ど りご」、　「青農 」 と
　 　 　 　 　 うお ゆで

よ ぷ こ とや、産 土 と い う言葉 な ど に もあ ら わ れ て い る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い 　　　かしや　く4t　 i

　さ らに は 、 祝詞の 祈願章 に 「五 十橿 八 桑 枝 」　（橿 の 木 の 枝

が 激 しい 勢 い で 茂 り立 っ て い る よ うに、人 間 が 激 し い 勢 い で

成 長 し、立 ち 栄 え て い き ま す よ う に ） と の 言 葉が あ る 。

　 こ の よ うに 、わ が 国 に お い て は 、 神代 の 昔か ら、人 間 の 成

長 が 植物の 成長 に な ぞ らえ られ て き た の で あ り、そ の た め に、

植物 の 育成 に な ぞ らえ た育 児 論 が 数 多 く伝 え ら れ て き た の で

あ る。

1 ．香 月 牛 山 の 育 児 論

　 こ と に 、江 戸 11寺代 、育 児 書が 庶民 の 女 性 を 対象 と して 著 さ

れ る に及 ん で 、 そ うした 育児 論 は頂 点 に達 す る こ と とな る。

　 そ の も っ と も顕 著 な例 が、貝原 益 軒 の 弟 子 で あ り、医 者 で
　 　 　 　 か 　 づ き ご　 　 　 　 　 　 　 ざん

あ ・ た・翻 触 ；、、鼇 蕪 11656−1740）μ元 祿 16年 （1703）
秋 に L梓 し た 『小 児 必 要養育草亅 で あ る。こ の 書 は 、 小児の

誕生 ・生 育 ・痛 気 。教育 な ど に わ た って 全 六 巻か ら な り、H

本 で 最 初 の 育児 書 と さ れ る。

　 こ の 書 に 展 開 さ れ る育 児 論 は s ル ソ ー（J．J．Rousseau，1712
−78）が 1762年 に 著 した 『エ ミ

ー
ル Em’illou 　de　 r6d ロ catlon 』

に 酷 似 し て い る が 、 『エ ミール 』 を 先 駆す る こ と59年 の 卓 越

した育児論で あ る。

　さ らに は 、 『エ ミ
ー

ル 亅 が、そ の 献 辞で も明 らか な よ う に 、
当 時の 貴族 階級 の 女 性 を 対象 に 書か れ た の に 対 して 、牛 山 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 かん

解 書 は・筑 前幣 懇 響 五 平 綉 励 ぐ書 い た 序 に 「…仮

名 に て か き て 、 『小 児 養育草』 と名付 け、婦 人 ・愚夫の もて

あ そ び ぐ さ と もせ よ とて 、故 国 な る 家 族 に しめ す。……い か
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヨき　　　　　　　　あずき

ん ぞ 家 族 の み に して 吝か に せ ん 。梓 に ち り ば め て 世 と と も に
　 　 　 　 　 　 そ だ

．
（ ぐ き　　　　　　　　　 ひ ltti　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お お う り

も て あ そ ば ば、育 草 は び こ りて 、蕎 の ひ こ 孫 、瓜 ・こ う りの
　 　 　 　 　 　 　 わ さ

蔓の うま 子 を 見 ん 事、終わ る と きあ らん や 」 と み る よ うに 、

縦 民 の 女性を は じ め とす る あ ら ゆ る 人 々 を 対 象 と して 著 わ さ

れ た書 で あ る 。 そ の こ と は、こ の 書 が 庶民 教育 の 普及 に 努 め

た と い う意味 か ら して も、その 卓 越 性 が 評 価 で き よ う。

こ の 書 は そ の 表 題 に み る よ う に、育 児 を 「朞翁 と して 、

草木の 育成 に な ぞ ら え て い る の で あ る が、序 に も 「古 人 、小
　 　 げ　 L

児 を芽 児 と い い 、また 徽蘂矯 花 と い い て、草木の 初 め て 萌え

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「et

出、花 の 初め て ほこ ろ ぶ に 例 え れ ば 、 育て ざ らめ や…」 と 述

べ て い る。

　 巻
一

　（1）小児養育 の 総論

　　「啓 益 、つ ね に
一

つ の 例 を あ げ て 、養 育 の 道 に う と き 人 を

さ とす。い ま 、 木 を 植 う る を見よ 。 分寸 の 苗を 植 え て 、そ の

木、尺 に 余 る ま で の 時 を、よ く培 い 水 を そ そ ぎ、 虫 ・蟻 な ど

の 災 い な き よ うに して 、そ の 芽 を 折 ら ぬ よ う に 心 を 付 け て 、

二、三 尺 まで も育て ぬ れ ば 、 その 俵 は 大 抵 に し て も 、 そ の 木
　 　 　 tta．まわ す

か な らず合抱 ほ ど の 大 木 と な る 。

一寸 の 時 よ り二 、三 尺 ま で
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 だき ih ず

の 内 を よ く育 て ざ る 時 は、合 抱 ほ どの 木 と な る 勢 い あ り とて
　 　 か ら

も、幹 は ほ そ く枝や せ て 、何 の 用 に も立 ち が た し 。 あ ま つ さ

え 二 、三 尺 を ま た ず し て 枯 落 す る が ご と し。 され ば 百 尺の 松

も、一
寸 の 時を よ く養 い 得て 干 年 の 青 き操 を あ ら わ し、七 尺

の 人 も、一
尺 の 時 を よ く育 て 得 て 百年の 寿 を保 つ 事 を 知 る べ

き な り。 」

　 同 （2） 誕 生 の 説

　 分 娩 と は、和 訓 「さね ば な れ 」 と よ み て 、木 の 実 の 熟 し て 、

肉 と核 と分か れ
．
離る る ご と く、 また は瓜 の 熟 して お の ず か ら

幣 の 落っ る ご と く…」 と 出 産を 植物 の 実 り に な ぞ らえ て い る 。

　 巻二 　（1）生 ま れ 子 養 育 の 説

　 「…風 の 気 ・日の F［に もあ わ せ ぬ よ う に 育 て た る 児 は、そ

の 色 も 黄 ば み し ら け、皮 膚 も うす く して 、風 を ひ き や す し。

た とえ ば 日 陰 に 生 い た る 草の ご と く、 軟 らか に 弱 くして．、 風

の 気 ・日 の 目な ど に あ え ぱ、脆 く萎 れ や す きを ご と き を 知 る

べ し。」

　 「 『万 全 論 』 に、田 舎 の い や し き 人 の 、小児 を 育つ る に 、

柄 と い う 事 な し。こ れ を た と うる に 、深 山 或 い は 広 き 野 原 に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t ．xSh り

生 い た る木 は 、 た や す く合抱 ほ ど の 大 木 と な る。或 い は 珍 し
　 こ の み

き果 の な る 木、ま た 妖 しき花 の 咲 く類の 木 の
、 人 の 愛 し電 宝

す る は、こ れ に 培 い 水 を そ そ ぎ養 い を 加 うれ ど も、・秀で た る

事 な く、た や す く果 も実 らず 、 花 も咲 く こ と な く、あ まっ さ

え 枯 る る に い た る が ご と し。に 見 え た り。 しか れ ば 、小 児 を

そ だ っ る事 は、た．だ 野 山 の 草木の ご と く、 風の 気 。日 の 目に

当 た ら しめ て 吹 きす か す よ う に す れ ば、よ く盛 長 す る な るべ

し。…
」

　 「 r干金 論 』 に
……

っ ね に 土 と 水 を 愛 さ せ て 、育つ べ き な

り
’
。と い え り、……貴 き も賤 し き も、児 を 育 つ る 事、上 に い

う所 の ご と くす れ ば 、 そ の 益甚だ多 し 。 心 得 べ き事 な り 。 」

　以 上 の 引 用 は、牛山が 庶民階級 の 女性や そ の 夫 の た め に 仮

名 で あ ら わ した 育 児 論 中、植 物 の 育 成 に な ぞ らえ た 箇 所 の
一

部 で あ る 。

　 た しか に、庶 民 階 級 の 人々 に 育児論 を 説 くに あ た っ て は 、
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植 物 の 育成 に な ぞ らえ る こ とは、身近 に して 、具体的で 説 得

力 が あ っ た に 違 い な い 。そ れ で は s 当時 の 武 士 階級 の 育児 論

に つ い て み れ ば 、ど の よ う で あ ったの だ ろ う か。

2 ．上 杉 鷹山の 育
’
児 論

　 当 時 を 代 表す る 世予教育 の 著 と して 名高 い 、上 杉 鷹 山 の

r輔 儲 訓 1775 』 と 『蒙 養訓 1795 』 に も、や は り、植 物 の

育 成 に な ぞ ら え た 育 児 論 が 顕 著 に 見 受 け ら れ る。た と え ば、

「子 を 育て 候 事 も 、 花樹 に 培す る が 如 くな る こ と に 候。春 を

待 て 莟 め る 花 を、年の 内よ り咲 か せ ん と 、 色 々 様 々 の 手 入 れ

を し、室 に 入 れ、火 に あ て 候 らえ ば、そ の 花 、 咲くと は 雖 も、

陽 和 の 時 を 得 し 花樹 に 比 し候 え ば、そ の 色 香 も薄 く、賞翫 も

こ れ な く候 。 人 の 育 つ も、そ の 如 く に 候。専 ら 成長 の 時に 觴

み、強 い て 成 人 の 道 を以 て 譴責せ しめ 候時は 、 英 邁 の 気 象 を

くじ

折き、 或 い は 病身 と な し、 ま た 手 薄 く成 り立 ち候 。 た だ、そ

の 時 を失 わ ざ る こ そ 専要 に 候 え 。 『論語』 の 開巻 第
一儀 に も、

「峙 習 」 と こ れ に あ り候。細 か き事 は、ま ず まず そ れ ま で に

して 、英 気 を 長 じ た き事 に 候 。 た だ 、 本根 の 筋違 い な き様 に、

教 諭 こ れ 有 り た き事に 候 。 」 『輔儲 訓 亅

　 「未だ 幼 稚 の 事 に 候 え ぱ、今 日 の 上 は ま ず ま ず 曲 節 を 生 ぜ

ず、春 陽 に 草木 の 枝葉 を長 じ候 如 く、唯 ぞ わ ぞ わ と成長致 さ

れ 候事 。
……草 木 を 育 て 候 に も、そ の 花実の 時 に 及 ん で 俄 に

手 入 れ ・養 い を 致 し候 て は 、よ き花 実 は 得 られ ぬ こ と に 候 。

春 の 芽ふ きよ り夏の 成 長 す る に随 っ て 、そ の 時 々 の 手入 れ ・

養 い を よ く し 候 え ば こ そ、そ の 花 も麗 し く、そ の 実 も 豊 熟 致

す 事 に 候 え。人の 上 も その 如 し、年頃に な りた りと て 俄に 教

え 導 き候 とて も、そ の 未 だ 幼 若 ・無 知 と 見 な し置 き候 内 に 、

い つ し か 物 に 染み 事 に ふ れ て そ の 性 を 損 な い し後 、 教 導 に 人

り難 く相 成 る事 に て 候。故 に 今 E［の 養 い は後 の 教 え の 基 に て 、

後の 教 え の 成就 は 今 Flの 養 い の 功 に て 候。」　r蒙養訓』

3．植物の 育成 に な ぞ らえ た 育 児 論 の 起 源

　以 ．tlの よ う に み て く る と 、植物の 育 成 に な ぞ らえ た 育 児 論

が 農 耕 に 従事す る 庶民階級 の 人 々 の み に用 い られた の で は な

い こ とが 如 実 に 知 れ る 。

　そ れ で は、こ う し た、植 物の 育成 に な ぞ らえ た育 児 論 の 起

源は い っ た い ど こ に あ る の で あ ろ うか e

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し 　O に ひ つ よ う そ だ

　まず、牛 tllに つ い て 考 察 して み る と、牛山は 『小 児 必 要 養
て ぐさ

育 草 』 に お い て、目本 の 国風 や 『日 本 紀 』 、　『東鑑 亅 、 『小

笠 原 家 諸礼 』 な ど を 参 考 に して は い る もの の 、 以 下の よ う に、

実 に 膨 大 な 中 国 の 医 書 と 医学 を 援用 して 育児 を 論 じて い る。

『魏 略 』

r千金 論 』

『法苑珠林』

『聖 済 経 亅

『聖 恵 論亅

r企 嬰 方』

『嬰 幼論』

『続 博 物 志 』

銭 仲 陽 （銭 乙）

魏 代 （220−265）

唐代 （618−907）

唐 代 　　　〃

宋千に（960−1279）
臨
 

ヒ

弋

弋

イ
　

イ
　

チ
　

で

宋

宋

宋

宋

宋

〃

〃

〃

〃

婿失 書

の 医 書　孫 愚 貌著

の 仏教故実
　 　 　 　 ひ

の 医 書　徽宗著

の 医書

の 医 書　鄭端友著

の 医書　鄭 恵 卿 編

李 石 の 著

の 医 家

王 珪 （王隠）の 説

r赤水 玄珠 』

『嬰 童 百問 亅

魯伯子 　の 説

『証 治準縄 』

r幼科準縄』

『
．
占今 医 統』

『博愛 心 鑑 』

『保 嬰 撮要 』

『集験方』

r全 幼 心 鑑』

『万摘 回春』

徐春甫の 説

『五 雑 爼 』

李挺の 説

巣元方 の 説

『万 全 論』

『詩 経 』

『礼 記』

『小学 亅

元 代 （1388−1644）の 医 家

明代 （1368−1644）の 医群

明 代

明 代

明 代

明代

明代

明代

明 代

明 代

明 代

明 代

明代

明代

明 代

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

〃

〃

〃

〃

の 医 書

の 医 家

の 医 書

の 医 書

の 医書

の 医害

の 医書

の 医書

の 医 誹

の 医書

の 医家

の 随筆

の 医 家

孫
一棄 著

魯伯嗣 著

王 昌ガ堂 著

1i肯 堂 著

魏 直 著

薛鎧 著

羅浮山人 著

冦 平 著
J）　，
簸 廷 賢 著

　以 上 の 夥 しい 中国 の 書 物 や 説 を援 用 し、

常 に こ の む ね に つ けて 、 思 い お うて、そ の 子 を教 うべ き 事な

り。そ の 教 え の 品 々 は、聖賢 の 諸 書 に 詳 ら か な り 。
い ま q こ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 たエ リ

に 記 す 所 は 、万 分 が ひ と つ に して 、 婦人 ・愚 夫 の 見 る に 便 す

る も の な ら し。」 と 結 ん で い る。豊 後 中 跳 侯 の 侍 医 で あ っ た

牛 山 は、当 時 隆 盛 を 極め て い た 中 国の 医学 を 援 則 す る と同 時

に、中国 の 育 児 思 想 を も併 せ て 援 川 して い る と い K よ っ 。

　翻 っ て 、 上 杉 鷹 山 は 、 当 時、行政刷 新 、産 業奨励 に 尽 力 し

た 米 沢 藩 主 と して 名 声 を 馳せ 、 興 譲 館 を 建 て て 藩 士 を 教 育 す

る な ど 、武士 教 育 に 功績を 遺 した 人 で あ る。

　　『輔 儲 訓 』 は、安 永 五 年（1775）、世子治広 の 近 侍 に 与え て

補 導 の 心 得 と した も の で あ るが 、鷹 山 自身、幼年 の 頃か ら御

傅役 に 恵 ま れ て い て 、そ の 教育 は儒 教 道 徳 に 貴 か れ た 世子 教

育で あ っ た 。 そ う した と こ ろ か ら、 儒教 の 思 想 に 依拠 し た 育

児 思 想 を 展 開 して い る と い え よ う。こ と に 、 『論語 亅　［学 而

第
一

］の 「時 習」 を
丶

子 ど もの 育成 と、植物の 育 成 に お け る

　［適 時 性1 の 重 視 と し て 言及 して い る と こ ろ は 、 鷹 山 の 植物

の 育成 に な ぞ らえ た 育 児 論 が 、儒 学 に 源 を もっ こ と を 如 実 に

もの 語 っ て い る。

清 代（1636−1912） の 医 冢

清代 　　〃　　 の 医沓 　王 雄 著

周代（1000B．C．頃 ） の 詩 、 儒教 の 経 典

前 漢 （　50B，　C．頃 ）　
・

宋 代 （960−1279）　の 修 身 ・作 法書

　 　 　 　 　 　 　 　 　 「人 の 父 母 た る 者 、
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