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伊 

藤 
 

洋 

人

間

の

生

涯

に

「

子

供

」

と

い

う

一

時

期

が

特

別

な

も

の

と

し

て

存

在

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

、

今

で

は

誰

で

も

知

っ

て

い

る

。

だ

が

、

そ

う

い

う

こ

と

を

認

識

す

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

そ

う

古

い

こ

と

で

は

な

い

。

こ

う

い

う

こ

と

を

言

い

出

し

た

の

は

ジ

ャ

ン

・

ジ

ャ

ッ

ク

・

ル

ソ

ー

（

１

７

１

２

～

７

８

）
だ

と

言

わ

れ

て

い

る

。

こ

れ

を

「

子

供

の

発

見

」

な

ど

と

い

う

。

「

発

見

」
と

は

少

々

大

袈

裟

で

は

な

い

か

と

も

思

わ

れ

る

が

、

ウ

ガ

ン

ダ

内

戦

の

少

年

兵

や

性

奴

隷

少

女

な

ど

を

見

れ

ば

、

子

供

は

未

経

験

な

小

さ

な

大

人

と

し

て

扱

わ

れ

て

い

て

、
世

界

に

は

今

で

も
「

子

供

」

を

未

発

見

な

国

や

地

域

が

あ

る

こ

と

が

分

か

る

。

 

ル

ソ

ー

に

よ

れ

ば

、
「

子

供

」
と

は

人

間

の

生

涯

で
「

特

別

な

時

期

」

で

あ

り

、

こ

の

時

期

に

「

教

育

」

さ

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

そ

の

後

の

「

大

人

時

代

」

に

お

い

て

豊

か

な

人

生

が

保

証

さ

れ

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

こ

う

い

う

人

生

モ

デ

ル

と

し

て

彼

は

小

説

『

エ

ミ

ー

ル

』

を

書

い

た

。

後

に

近

代

国

家

が

全

て

義

務

教

育

を

法

制

化

し

た

の

は

こ

う

い

う

考

え

方

に

よ

っ

た

の

で

あ

る

。

皮

肉

な

こ

と

に

、

ル

ソ

ー

自

身

は

自

分

の

数

多

い

子

供

達

の

養

育

は

全

く

し

て

い

な

い

ダ

メ

親

父

だ

っ

た

の

だ

が

。

 

こ

う

し

て

、

今

で

は

世

界

の

ほ

と

ん

ど

の

地

域

で

子

供

は

「

発

見

」

さ

れ

、

子

供

の

教

育

の

大

切

さ

が

痛

い

ほ

ど

に

よ

く

理

解

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

で

い

て

、
「

あ

な

た

は

『

教

育

』
と

は

な

ん

だ

と

思

い

ま

す

か

」
、
こ

う

真

正

面

か

ら

問

わ

れ

る

と

、

グ

ッ

と

つ

ま

っ

て

答

え

ら

れ

な

く

な

る

の

が

「

教

育

」

の

難

し

い

と

こ

ろ

で

あ

る

。

 

よ

く

知

っ

て

い

る

つ

も

り

だ

が

、

真

正

面

か

ら

尋

ね

ら

れ

る

と

グ

ッ

と

詰

ま

っ

て

答

え

ら

れ

な

い

よ

う

な

問

題

と

い

う

の

は

、

き

っ

と

長

屋

談

議

に

陥

っ

て

し

ま

う

。

ま

し

て

、

教

育

な

ど

全

く

の

無

知

の

上

に

偏

狭

な

観

念

で

し

か

物

事

が

考

え

ら

れ

な

い

よ

う

な

政

治

家

が

教

育

を

語

る

と

と

ん

で

も

な

い

方

向

に

制

度

が

曲

げ

ら

れ

て

し

ま

う

か

ら

怖

い

。

最

近

は

、

テ

レ

ビ

の

ス

タ

ジ

オ

討

論

番

組

な

ど

で

も

盛

ん

に

「

教

育

」

が

論

議

さ

れ

て

い

る

が

、

ど

れ

を

見

て

も

聞

い

て

も

ヒ

ス

テ

リ

ッ

ク

で

ピ

ン

ボ

ケ

で

、

残

念

な

が

ら

傾

聴

す

べ

き

も

の

は

ほ

と

ん

ど

無

い

。

 



と

こ

ろ

で

、
「

教

育

」
、

特

に

学

校

教

育

で

は

暗

黙

の

う

ち

に

次

の

よ

う

な

前

提

が

働

い

て

い

る

。

 

Ａ

:
少

年

少

女

は

無

限

の

能

力

を

持

っ

て

い

る

。

そ

れ

を

引

き

出

す

の

が

教

育

で

あ

る

。

そ

の

た

め

に

、

①

詰

め

込

み

と

言

わ

れ

よ

う

と

、

ス

パ

ル

タ

と

言

わ

れ

よ

う

と

子

供

時

代

に

知

識

を

教

え

込

ま

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

②

い

や

、
「

ゆ

と

り

」

を

も

っ

て

、

自

発

的

に

出

て

く

る

芽

を

じ

っ

く

り

と

育

て

る

こ

と

が

教

育

で

あ

る

。

６

・

３

・

３

・

４

の

１

６

年

間

に

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

を

按

分

し

て

必

要

量

を

学

習

さ

せ

れ

ば

よ

い

の

だ

。

 

Ｂ

:

無

限

の

能

力

な

ど

と

言

う

の

は

幻

想

だ

。

人

間

は

放

っ

て

お

け

ば

サ

ル

の

よ

う

に

な

っ

て

し

ま

う

の

で

あ

っ

て

、

教

育

し

て

初

め

て

人

間

に

な

れ

る

の

だ

。

狼

に

育

て

ら

れ

た

と

い

う

「

オ

オ

カ

ミ

少

年

」

の

例

を

見

よ

。

だ

か

ら

、

徹

底

的

に

子

供

期

に

人

間

と

し

て

必

要

な

知

識

や

感

性

を

刷

り

込

ん

で

や

ら

な

い

と

い

け

な

い

。

―

 

総

じ

て

、

戦

後

の

大

勢

と

し

て

の

教

育

観

は

Ａ

で

あ

ろ

う

。

そ

の

う

ち

、

Ａ

―

①

は

文

部

科

学

省

が

こ

の

間

推

し

進

め

て

き

た

教

育

行

政

の

根

っ

こ

に

あ

っ

た

考

え

方

で

は

な

か

っ

た

か

。

そ

し

て

、

加

熱

す

る

受

験

競

争

の

中

で

そ

の

反

省

と

し

て

打

ち

出

さ

れ

た

考

え

方

と

し

て

、

Ａ

―

②

が

０

２

年

か

ら

始

ま

っ

た

「

ゆ

と

り

教

育

」

観

で

、

斬

新

だ

が

今

で

は

あ

ま

り

評

判

が

よ

ろ

し

く

な

い

よ

う

だ

。

 

そ

し

て

、

安

倍

晋

三

首

相

を

初

め

と

す

る

現

与

党

の

教

育

観

は

Ｂ

で

あ

る

。
こ

れ

は

、

戦

前

の

伝

統

的

教

育

論

に

酷

似

し

て

お

り

、

事

実

明

治

５

年

の

義

務

教

育

頒

布

は

こ

う

い

う

論

理

に

よ

っ

て

い

た

の

で

あ

る

。

そ

の

た

め

に

、

尋

常

学

校

に

お

い

て

国

民

国

家

の

臣

民

と

し

て

、

国

民

統

合

の

た

め

の

知

識

を

徹

底

的

に

身

に

付

け

る

こ

と

が

強

調

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

 

忘

れ

て

な

ら

な

い

教

育

観

が

、

実

は

も

う

一

つ

あ

る

。

 

Ｃ

:

子

供

は

、

子

供

で

あ

る

時

期

に

す

で

に

十

分

に

個

性

を

も

っ

て

活

動

し

て

い

る

。

た

だ

、

こ

れ

を

放

置

し

て

お

く

と

乱

雑

で

無

統

制

な

ま

ま

で

あ

る

の

で

、

こ

れ

を

指

導

者

が

個

々

に

丁

寧

に

整

理

し

て

あ

げ

て

、「

実

践

的

」

に

方

向

を

定

め

て

や

れ

ば

、

良

い

独

立

し

た

大

人

に

な

れ

る

。

こ

れ

が

ア

メ

リ

カ

の

哲

学

者

ジ

ョ

ン

・

デ

ュ

ー

イ

の

プ

ラ

グ

マ

テ

ィ

ズ

ム

で

あ

り

、

日

本

の

戦

後

教

育

は

こ

う

い

う

教

育

観

を

受

け

入

れ

て

再

出

発

し

た

の

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、
占

領

が

終

わ

る

や

否

や

、

待

っ

て

ま

し

た

と

ば

か

り

に

こ

れ

を

放

棄

し

て

、

前

述

の

教

育

行

政

へ

と

移

行

し

て

行

っ

た

の

で

あ

る

。

 

「

教

育

と

は

何

か

」

と

い

う

議

論

を

吹

っ

飛

ば

し

た

ま

ま

「

教

育

基

本

法

」
が

変

更

さ

れ

て

し

ま

っ

た

。

そ

こ

で

の

議

論

を

見

て

い

る

限

り

、

ウ

ガ

ン

ダ

同

様

こ

の

国

で

も

未

だ

子

供

は

「

発

見

」

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

の

だ

と

考

え

さ

せ

ら

れ

る

の

だ

が

。

 


