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成立 過程が 事例研究 され て い る 。

　20世紀 円本の歴史 を戦前 （フ ァ シ ズ ム ） と戦後

（民 主 主義）に 二 分 す る 通 説的認識に 対 し て は 、既

に 山之 内靖 を 中心 と す る歴史社会学 の 立場 か ら、

戦後改革を戦時中の 総力戦体制構築に 向けた社会

の 編成替え と直結 した もの と して理 解す る理論 が

提 示 さ れ て い る （『総 力戦 と現 代 化』 1995 年、

等）。 本書は 、 戦後の 高等教育制度改革の 発議段階

（端緒 ）が、1920年代 に まで遡上 で きる こ とを実証

した こ と に よ っ て 、山之 内理論 を歴史的事 実 を伴

う もの と して補強す る もの と もな っ た 。

　本書 の 刺激的 な成 果 は 、20 世紀の 日本教 育史 に

関する 認識枠組み 自体 の 再検討 を強 く求 め て い る 。

同時 に 、本書は、日本に 関す る教育史 （教育学 ）

研究 で あ っ て も、近 隣の ア ジア諸国 は も とよ り欧

米の 研究者 と の 研究交流 が不可避の 時代 とな っ た

こ とも教 えて い る。い ずれに せ よ、今後の 日本近

現代 の 教 育史研 究 は、本書が 切 り開 い た地 平 を前

提 に しな けれ ば な らな い だ ろ う 。 最後 に 、 本書巻

末 に は 、本書が 依拠 した膨大 な
一

次資料 の
一

覧、

そ し て ドイ ツ 及 び英 語 圏 に お け る 日本教育 史 （日

本学） に 関す る文献
一

覧 も付 されて い て 、研究者

の 便宜が 図 られて い る こ とを付言 し て お きた い
。

（Akademie 　Verlag，　 Berlin，2006，317pp，　ISBN ：

3−05−004278−8）
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ー
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生 田 久美子 監訳 ・解説

『ス ク ール ホ ーム 　〈ケ ア〉 す る 学校』

坂本 　辰朗 （創価大学）

　本書 は、ヴ ァ
ージニ ア ・ウ ル フ の 著名 な 『3 ギ

ニ ー』（1938 年）の 1 シ ー ン か ら始 ま る 。 旧世界 （家

庭） か ら新 世界 （公 的な世界） へ と橋 を渡 っ て 出

て 行 く男性 た ち 。 そ の 行進 に 、ち らほ ら と混 じ る

数少な い 女性た ち 。 ウ ル フ は 自問する 。 「私 た ち は

あの 行進 に加 わ りた い と望 ん で い る の か ？　加わ

る とす る な ら ば 、 誰 が定 めた 条件で ？　 い や 、そ

もそ も、あの行 進　　高等教育 を受 けた男性 た ち

の そ れ 　 　は 、私た ち を ど こ へ と導 こ う とし て い

る の で あ ろ うか 」。 ウル フ に と っ て 、公的 な世界 と

は、人 間性 の 喪失 し た 腐敗 した 不 道徳 な そ れ で

あ っ た 。 どの よ う に す れ ば、女性た ち は、男性 た

ち と と も に橋 を渡 り、し か も人 間性 を喪失 しな い

で い られ るで あろ うか。 こ れ が、当時、ウ ル フ を

悩 ませ た 問題 で あ っ た 。

　今 口、特 に 、ア メ リカ 合衆国 で は何百万 と い う

女性た ちが橋 を渡 り公 的な 世界へ と出て い っ て お

り、今や そ の 新規参 入者 の 3人 に 2 人は 女性 と い

う状況 に な っ て い る 。 し か しなが ら、ウ ル フ が 決

し て 問 うこ と が な か っ た問題 、 す な わ ち
、 女性た

ちが 橋 を渡 り公 的な世界 へ と出て い っ た結果、家

庭の 中に 残 され た子 ど もた ち を どうす る の か 、 と

い う問題 が、解決 されず に、事 態が さ らに悪化 し

て し ま っ た の で あ る 。

　20世 紀初頭、デ ュ
ーイ は、当時の ア メ リカ社会

が 農業社会か ら工 業社会へ と変貌を遂げ つ つ ある

中で 、家庭 が担 っ て い た 伝統的な教育機能が 破壊

さ れ て し ま っ た こ と を指摘 し、こ の 失わ れ た教育

の 機能を学校が果 た さね ばな らな い と説 い て い る 。

家庭 と学校 と の 密接 な関係 へ の デ ュ
ー

イ の 着眼 は

高 く評価 され て よ い
。 だ が 、 デ ュ

ー
イ は見落 と し

て し ま っ て い た の で あ る が 、家 庭か ら外 へ 出て し

ま っ た の は仕事 だ けで は なか っ た の で あ る。それ

と と も に 、仕事 をす る人 々 、男 そ して 女 も また 外

へ 出て しま っ た と い うこ とで ある 。

　男 も女 も外 へ 出て しま っ た 後、家庭 の 中に 残 さ

れ た 子 ど もた ち は ど う し て い る の か 。 著 者は、現

在の ア メ リカ社会で子 ど もた ちが 置か れ て い る恐

る べ き環境 を逐一
描 き出す 。 と りわ け 、

ホ ーム レ

ス 世帯 （著者 に よ れ ば、平均的なホ ーム レ ス 世帯

は 母親 1 人 に子 ど も 3 人） の 子 ど もた ち の 置か れ

た 環 境は信じ難 い もので ある 。

　著者は 、こ こ で 、20 世紀初頭 の イ タ リ ア の ロ ー

マ で 行われ た革新的 な教育実験 で あ る、モ ン テ ッ

ソー リ に よ る 「子 ど もの 家 （Casa　dei　bambini）」
に 着 目す る 。 極 め て 劣悪 な環境 の 下 で 放置 さ れ て

い た 浮 浪児 に近 い 子 ど もた ち を集め て 行 われ た こ

の 教育実験 は、
一

般 的に は 、子 ど もの 自由 と興味

を重視す る い わ ゆ る児童 中心 主義 を原則 と した 上

で 、集中力 を養 い 個別 の 学習 を可能 に す る体系的

な教具 （モ ン テ ッ ソー リ教具） を工 夫 した こ とな

どが 高 く評価 され て い る。だ が 、 こ れ は モ ン テ ッ

ソー リの 実験 の 核心 を見落 と した評価 で あ っ た 。

「子 ど も の 家」に お け る 「奇跡」は、そ こ に い る子

ど もた ち が 家族 と して の
一

体感 を持 っ て い た と い

う事実を抜き に して は説明す る こ とが で きな い も

の で あ り、「子 ど もの 家」とは実 は「子 ど もの 家庭」
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で あ っ た の で あ り、モ ン テ ッ ソ ー リは 、お よそ教

育 に と っ て 決定的に 重要 で あ る の は、家庭的で あ

る こ と （domesticity）、 す な わ ち 、最 も 理 想的 な 意

味 で の 家庭的環境 と雰囲気で ある こ と に 気付 い た

の で あ っ た 。

　著者は、モ ン テ ッ ソ
ー

リが 創 りだ した 「子 ども

の 家庭」を 21 世紀 に復権 す べ くス ク ール ホ ーム を

構想す る 。 ス ク
ー

ル ホ ーム は、「家庭 の 道徳的代替

物 （moral 　equivalent 　 of 　home ）」で ある。モ ン

テ ッ ソー リの 「子 ど もの 家庭 」が まさに そ うで あ っ

た よ う に 、そ こ で 子 ど もた ち は、安全で 温か な雰

囲気 、 自分 が 皆に と っ て な く：て は な らな い
一

員で

あ る と い う帰属感 と
一

体感 、他 の 家族成員 へ の 愛

情や 思 い や り、と も に 分 か ち合 う喜び と悲 しみ な

どを実感 す る こ と が で きる の で ある。

　著者 は、 2 つ の カ ル チ ャ
ー一（文化 あ る い は教養）

を 区別す る 。 1 つ は、英語の 大文字で書 く Culture

で あ り、 こ れ は伝統 的 に学校教育で正 統的 とされ

て きた 西欧中心で 男性 中心 の キ ャ ノ ン と して ある 。

だが 、 こ の よ うな カ ル チ ャ
ーに 対 し て 、実は、そ

れ を根底 で 支 え て い る別 の タ イプ の （英語の 小文

字 で書 く）culture が あ る 。 それは、他者 へ の 配慮

と関心 とつ な が り　（care ，　 concern ，　 and 　 connec −

ti（m ）と い う 、人 間 と し て 基本的に 備 え る べ き も の

で ある 。 こ れ ら の 2 つ の タ イ プ の カ ル チ ャ
ーは、

従来 は、学校 と家庭の 分業体制 に よ っ て 維持され

て きた 。 だ が 、も はや家庭 に お い て子 ど もた ち が

小文字で 書 く カ ル チ ャ
ーを身 に付 け られ な くな っ

て い る 。

　子 ど もた ち に と っ て 生活 し て い る こ と の 意味が

実感で きる よ うな学習経験 とは ど の よ うな もの で

あ る の か 。著者 に よれ ば、「生 き る こ とを学ぶ 」と

は 「
一

緒 に 生 き る （1iving　together）こ と を学ぶ 」

こ と で あ る 。 階級、ジ ェ ン ダー、人種、エ ス ニ シ

テ ィ が 多様 な子 ど もた ち が
一・緒 に生 きる こ と を学

ぶ た め に 、ス ク ール ホ ーム で は ど の よ う な カ リ

キ ュ ラム が 中心 に な る べ きか 。 著者は、 こ れ まで

の カ リキ ュ ラ ム に お け る、思考 と行動、精神 と肉

体 、理性 と感情 の 分裂 を問題 に す る 。
こ れ を克服

す る た め に 、演劇 とジ ャ
ーナ リズ ム を ス クール

ホ
ーム の カ リキ ュ ラ ム の 中心 に 据 え る 。

ス ク
ー

ル

ホ ーム で は、生 活の あ ら ゆ る 場面 が教育的意義を

持 つ の で ある 。

（東 京 大 学 出 版 会 刊 　2〔〕07年 5 月 発 行 　A5 判

312頁　本体 価格 4，200 円）

馬越 徹 著

『比 較教育 学　越境 の レ ッ ス ン 』

杉本 　均 （京都大学）

　比較教育学の 歴 史 は旅人 の無意識の 旅行記 に 始

ま っ た 。 本書著者 の 経歴 も、学生 時代、旅人 と し

て 「越境」す る こ とに よ り、何か を比較して い た

時代 に始 まっ た （旅人の 時代 ）。19 世紀 に な り、各

国の 行政官 に よ る外国教育調査 に よ り教育制度 の

「移植」が行わ れ た 。 著者 も文部省大臣官房調査課

に 職を得て、日本の教育制度 を輸出す るた め に相

手 国の 実情 を調査 した （行政官の 時代）。 20世紀 に

な り比 較教育学は大学の 講座 と して学問の 領域 と

な っ た が、著者 も 1960 年代か ら日本比較教育学 の

中心地 で あ っ た 九州大学教育学部 ・比較 教育文化

研究施設 に助手 として勤め、 ソウ ル 大学に長期留

学 を行 っ た （大学人 の 時代）。 そ して今 日、比較教

育学 は 国際的 に組 織化 され、世界 の 教育政策 に イ

ン パ ク トを与え る まで に な っ た 。
こ の 時期著者は

奇 し くも日本比較 教育学会 の 設立 （1965 年）や 世

界比較教育学会の 結成 （1970年）に 立 ち会 い 、名

古屋 大学に 赴任 し、「比較国際教育学」小講座 を創

設 し、 目本比較教 育学会 の 会長 に 就任 し て そ の 発

展 に 尽力 した 。 （組織化の 時代 ）

　本書の 序章 「比 較教育学 と私
… ．

越境 の レ ッ ス

ン」は単な る比較教育学 の 教科 書で はな く、「比較

教育 学の 歴 史に 自分 史を投影 した 」「系 統発生 論

的」方法 に よる著者 自身 の 自分史 で もあ る。世界

に お け る比較教育 学の 発 展の 歴史 を 「系統発生 」

とす るな らば、著者の 比較教育学者 と し て の 個人

的成熟 の 歴史が 「個体発 生」 に お い て繰 り返 され

た 「系統発生」 と し て 描 か れ て い る 。 こ う した相

同は誰 もが 経験で き る も の で は な い が 、読者 は学

生 や研究者 と して の 自己 の 成長が どの 発生段 階に

あ る の か 自問す る に違 い な い
。 本書の 第 1 章「1990

年代の 比 較教育学研 究」、 第 2章 「『地域研 究』 と

比較教育学」、第 3章「比較教育学教育の 課題 と方

法」 も、 こ うした 比較教育学 の 歴 史 と方法論 、そ

して そ の 教育に つ い て、同様に 筆者の 個入史が並

置な い しは投影 され て み ご とに 語 られ て い る 。

　第 4 章 1比 較教 育学 の 教育研究基盤 」 は、名古

屋大学 に お ける小講座 「比較国際教育学 」の 増設

と、高等教育研究 セ ン タ
ー

の 創設 とい う、 2 つ の

日本初 の比 較教育学研究組織の 整備 に成功 した際
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