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Abstract

　The　purpose 　of 　this 　paper 　is　to　consider 　the 　education 　of 　gentleman　in　John　Locke ．

　Locke　deals　with 　the　training 　of 　body　and 　then 　the 　education 　 of 　mind ．　The　parents 　train　the 　children ．

The　 children 　came 　to　have　the　virtue 　or 　self
−
contro1 ．　The　parents 　award 　 an 　honor　to　the 　well

一
皿 annered

cbildren 　and 　give　the 　shame 　to　the　i　ll−mannered 　children ，　Through　tbe　honor　and 　shame
，　the　children

acquired 　the　self
−
control 　or 　virtue ・

　The　parents 　treated 　the　young 　children 　strictly 　and 　loosen　up 　on 　the 　discipline　gradually ．　The　parents

give 　the 　freedo皿 tQ 　grownup 　 and 　 make 　friends　with 　their　 children ．　Locke　 stated 　that　the　parents 　keep

the 　virtue 　of 　children 　by　the 　home　educatien ．　When　the　children 　grow 　up ，　they 　should 　contribute 　the　moral

of 　the 　world 　hy　the 　virtue 　of 　gentleman．　The　virtue 　that 　Locke　emphasized 　is　the　honesty．　He　insisted

that 　the　completion 　of 　virtue 　and 　wisdom 　is　most 　important．

1 ． は じ め に

　名誉革命 の 使徒 と呼ばれたジ ョ ン ・ロ ッ クは、本国イ ギリス は 勿論、大陸、ア メ リカ にお け る思想界 ・政治 界

に、大きな影響力を持 っ た。教育思想の 面 で も、画 期的な著作 を残 して 、後 世 に影響を与 えて い る。

　 ロ ッ ク の 『教 育 に 関す る考 察 』
（1） 似 下 『教 育 論 』 と略 す ） は、オ ラ ン ダ亡 命時 に 、同郷 の 友人エ ドワ

ード ・

ク ラークか らその 息子 の 教育 につ い て の 助言を求め られ て 書い た
一

連の 手紙を、後に
一

書に まとめ たもの で あ る。

こ れ は 、紳士 の 教育 につ い て 考え た もの で、ま ず 学 問 よ りも道 徳 の 教 育 （性 格 教 育 ）が 大 切 で あ る こ とを詳 し く

述 べ て 、そ の た め に グ ラマ ース クール に 寄宿させ る よ りも家で 家庭教師を雇 う方 が よい と し、次 い で 学問的知識

を どの よ うに与 え るか を考 え てい る。

　 ロ ッ クの 教育論は、従来三 つ の 要素か ら成 立す る と指摘され て い る
（2＞

。 それ はすなわ ち 、 第
一

は ロ ッ ク 自身

の 経験 で あ り、第二 は他 の 教育論 の 影響で あ り、第三 は彼独自の 見解で ある。

　第
一

の 点 は、ロ ッ ク の伝記 に も明 らか な よ うに、彼 自身が父 親 か ら受けた 教育の 経験 で あ る。ロ ッ ク は二 人 兄

弟 の 上 の 方で、父 親か ら非常に 注 意深 い 教育を受 けた。ロ ッ ク が 、 母 親 につ い て は ほ とん ど触 れ な い の は、母 親

が 比較 的早 く世 を去 っ た た め で あ る。彼 が幼い 頃、父 親 は 最大限の 尊敬 を払 うこ と を強要 し た が 、成長 す る につ

れ て 徐 々 に そ の 制限 を弱 め 、
つ い に は全 く友人 の よ うな 関係 で接 した とい う。 後述 の よ うに、ロ ッ ク は こ の よ う

な自分 の 教育経験 を、そ の ま ま 子供 の 教育の 原則 と して 取 り入れて 、幼 い ときは厳 し く、成長に つ れ て 自由に と

い う方 針 を強調 して い る。

　本稿の 目的は、ロ ッ ク の 『教育論』に お け る 「紳士 の教育亅 につ い て考察す る こ とで あ る 。

2 ．　 『教育論』の位置づけ

『教育論』に表明 され た ロ ッ ク の 説 は 、 全体と して すで に常識 と な っ て い る事 柄が多い とい う印象を 与 え る 。

＊ 福 島工 業高等専 門学校 　
一般教科 〔社会）　　 （い わ き市平上 荒川字長尾 30）
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ロ ッ ク の 説 の 画期的な意義を考 え るに は 、歴史的な距離を置 い て 見直 さなければならない 。簡単 にい えば、一
般

に 家庭 で 父 母 が 子 供 を養育す るだ けで な く、教育す る責任 を負 うとい う考 え は、ロ ッ ク の 時代 に始 まっ た の で あ

る 。
ロ ッ クの 説 は 、 そ の 最初 の 十 全 な 表 現で あ っ た 。

　 ギ リシ ア ・ロ
ー

マ の 古代は 別に し て 、中世 か ら 16 世紀ま で の 通常 の 考 え方で は、貧 し い 庶民 の み ならず貴族

の 家で も、子 供 を家庭で 父 母 が 教育す る とい うこ とは なか っ た 。 庶民 の子供は 、 物 心つ くま で成長す る と、6 −

7 歳で 家庭 を離れ て 徒弟修行 に入 る。

　貴族 の 子 供 で も同 じ年頃に 、他家 ま た は 宮廷 へ 小 姓 と して 行儀見習い に 出され る。そ し て い ずれ の 場合で も、

15− 16 歳 で大人 の 社会 に組 み 入 れ られ る。も と も と貴族 の 場合 も、父 母 とそ の 子供 が
一

つ の 閉 じた 「家族」 を

構成 して い るの で は なく、貴族 の 家 は 地域 の 公 の 社会に 対 し て 開か れ て い た。

　 しか し こ う した状況 が、16 世 紀 末 か ら 17 世 紀に か け て 、 新 興 の ジ ヱ ン トリーの 階級 の 人 々 を 中心 と して 変 わ

り始 め 、父 母 が 子 供 を 自らの 膝 下 に お い て 養育す る の み な らず、教育 も して 、そ の 上 で 成人 と し て 社会 に 出す と

い う風が始まっ たとい う。

　そ して こ の 風 は、次第に伝統的 な貴族の 家に もお よん だ が、17 世紀に は 大多数 の 庶民 は勿論 まだ家庭 で 子 供

を教育 す る余 裕 は な く、前 代以来 の 徒弟 修 業 に 出す の が普 通 で あ っ た。そ の 後 3 世 紀 の 間 に、諸 々 の 学校 の 設 立

と並行 し て、庶民 の 家庭で も子供 の 教育 に 親が 心を用い る とい う風が 普及 し、現代 に至 っ てい る。

　 とこ ろで 、親 が 子供 の 教 育 に責 任 を持 つ こ と こ そ、政 治 論 にお い て、ロ ッ ク が家族 につ い て最 も重視 した 点 で

あっ た。こ の 点を 『政府論二 論』 に 即 して 、確認 して おきた い 。

　 人間 の 自然状態を、自然法 とい う法律 が行わ れて い る社会と見なす考 え方 に は、自由な個人 が 前提され て い る。

彼 は勿論理性 を持 っ て 、 自然法 を知 る こ とが で きね ばな らな い とす る 。 しか し フ ィル マ ー
（Robert　Filmer，1588

− 1653）が、契約説
一

般 に対 して い つ も反問 した よ うに、そ うい う理 性的な自由な個人は どこ に い る の か と問 わ

な け れ ば な らな い 。人 間 は家族 の 中 に生 ま れず 、親 の 権威 の 下 に あ り 「自然的 自由 」 を 持 た な い 。

　 ロ ッ ク は答 え る。人間は勿論、家族 の 中に 生 まれ る。家族は、生 物学的な基礎を持っ て い る。ロ ッ ク は、

　　 男 女 の 結合 の 目的 は、単な る生 殖に あ る の で は な く、種 の 存続 に もあ る。した が っ て、男 女 の こ の 結 合 は、

　　 生殖後 さえ も、子 供た ちの 扶養 と維持に必 要な 限 り、持 続すべ きもの で ある （3）。

とい う。そ し て 、

　　 人 類 の 男女両 性 が 、 なぜ他 の 被造 物 よ りも長 い 間結合して い るか とい うこ との 、唯
一

で ない に して も、主

　　 な理 由は次 の こ とに あ る と思う。すなわ ち、先に生 まれ た子供 が、両親 の 扶助 に 依存 して 生 活 して い る状

　　 態を脱 し て 、自分 で 生計を 立 て る こ とが で き る よ うに な り、当然 両親 か ら受 け るべ き援助 を受 け終 わ っ て

　　 しま うよ うに な る は る か 前 に、母親 は 再 び 妊娠 し う る し 、 事 実 た い て い は子 を宿 して 、ま た新 しく子 供 を

　　 産む
〔4 。

の で 、子 供 を育て る男 女すな わ ち父 母 の 共 同生 活 は、長い 恒常的 な もの とな り、家族の 形 を と る。

　 そ こ で子 供 に対す る親の 権威、したがっ て父 の 権威 は、
一

本立ちに なる の に 時間のか か る子供を保護し、育て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
て 教 え る とい う親の 配 慮 か ら生 ま れ る。い わ ゆる 「父 権」 とい う 「権利亅 で あ る よ りも、親の 「義務1 で あ る。

親 は、養育の 義務を負 う。

　 したが っ て、子供が
一

人 前に なれ ば、親 は そ の 義務か ら解放され、子 供 は親の 指導か ら独 立す る。子 供 は 、未

成年の 間だ け親の 権威 の 下にある。そ こ で フ ィル マ
ーが い うように、人間がただ未成年時代の み ならず、生涯 父

権 の 下 に ある と考えるの は誤 りで、各人 は成人 すれ ば独立 自由な個人 とな る。そ れ が、自然法学説の 前提す る個

人 で あ る。

　 こ の よ うな ロ ッ ク の 家族観 に は、家族 が国家と違っ て、支配関係よ りも愛 の 関係 に支えられ て い る とい う常識

的 で事実的 な 区別 の 指 摘 に加 えて、家族 は理 性 的 な 自由 な 個 人 を育 て るべ き で あ る とい う、倫理 的で 政治的な 要

求 が籠 め られて い る。こ れはまた、人間の 教育が、家族を基礎 に して、自由な個人を育 て る こ とに向か うべ きで

あるとい う教育に対す る 目標の 提示で ある 。

　 以上 の ように、家族に おけ る家父 長 の 権威を絶対化 して 家系や長子 相続を重視 した フ ィ ル マ ーの 家族観に 対 し

て 、ロ ッ クに お い て は 、家族 に お け る父 の 権威 が、権威で は な く、む し ろ義務
一

子 供 を教育 し理 性的 自由 に 到

達させ る とい う義務
一

を負 うこ となの で ある。こ の 義務 が果 た され る とと もに 、子供 は 父 の 権威 か ら独 立 し、

自由な個人 と して根本契約 に参加 して 国 家を支え るも の となる と考 え られ た 。 子供 の 教育は、自然状 態に お い て、
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すで に 成立 して い る家族社会の 最も重要な営み で ある。それによっ て 人は、理性的自然法 に従い うる十分な意味

で の 人 間となる。

3 ，　身体の鍛錬と精神の 教育

　以下 で 、『教 育 論』 に お け る ロ ッ クの 説 をた ど っ て み よ う。ま ず序 文 に お い て 、

　　 健全な身体 に宿 る健全な精神、こ れ は こ の 世 にお け る幸福 な状 態 とい うもの を、簡潔 で は あ る が 十分に表

　　 現 して い る   。

と、身体の 健康 の 維持 と促進 が大切で あ る こ とを述 べ る 。 紳士 の 子供 も農夫の 子 供 と同 じ よ うに 扱 うべ きで あ り、

身体 を で き るだ け外気に 曝 し、寒暑に 耐え るよ うに育て な けれ ば な らない 。 実 際 の 例 と して、寒中裸で 平気なの

を 不 思議 が っ た ア テナ イ 人 に対 して 、ス キ タイ 人 は、「あなた も顔 は、寒気 に 曝 し て い る。私 は 体中が顔だ亅 と

答えた とい う。またマ ル タ島で は、農夫が 日中の 暑 い 盛 りに休 み もせ ず 、 炎熱 を避 け よ うと もせ ず に、せ っ せ と

働 く こ とが報 告 され る。

　 また ロ ッ ク の 時分、靴に 水漏れ が して足 が 濡 れ る と健康に 悪い とい う考 えが あ っ た。ロ ッ ク は逆 に、

　　 水た ま りに 近づ くと水 が漏 っ た り染み込ん だ りするよ うな 貧弱 な靴 を履かせ て お く こ とで ある
（6）。

とい っ て 、子供は破れ靴を 履い て 水 た ま りを 歩い て も平気なよ うに 育 て るべ きだ とす る。「手 亅 の 方 は 常 に水 に

濡 らせ て お い て 平気なの に 、「足」 が 平気 で な い の はお か しい と考えた か らで ある。

　 子供 の 食 事 は あ っ さ り と した もの に し て 、肉を食べ させ すぎて は な らな い。た だ し、

　　 子 供 の 食事 の 時間 に つ い て は、避け られ る な ら
一

定の 時にす る の は避け た方が よい か と思 う
（7〕。

とい う。睡 眠 は十 分 に と らせ 、早起 き 早寝 が よ い 。

　 軽 い 病気 に は薬 を用 い ず、医者 を呼ぱ な い
。 予 防の た め に薬 を飲 ま せ て は な らな い 。ロ ッ ク は 医術 を研 究 した

が、医術 よ り も 自然 の 方 が大 切 で あ る と認 め る。は じ め に 述べ られ た 身体の 鍛錬も、無理 な習慣 をつ け よ うと し

た の で は なく、人工 の 衣 服 をで き るだ け 捨 て て 、自然 な裸の 状 態 を 回復 せ よ とい うこ とで ある。

　 以 上 の よ うな身体の 鍛錬 に続 い て精神 の 教育、すなわ ち本来 の 意味の 教育を 取 り上 げる 。 まず、大切 なの は 道

徳教育で あ る。道徳教育とい っ て も道徳 を教えるの で は なく、子 供を しつ けて 、徳す なわ ち 自制力 を持 たせ る こ

とで ある。徳 とは、自らの 欲望 を制 して 理 性に従 う能 力 で あ る 。 そ して 幼い 子 供の 場合、理 性は 親や 教師 に よ っ

て 代 表 され る。子 供 は まず親 に従 うこ とに よっ て 、欲望を抑え る力 を うる。 そ して 、 親の 指 図 に従 うとい う、い

わ ば理 性の 他律 を介 して 、しだ い に 自ら理 性 に従 う能力 す なわち自律 の 力を得て 、理 性的自由 に 至 る。そ して こ

れ は親 の 方か らい えば、親が 子 供に よっ て 理 性 の 代表 と認 め られ、自発 的服 従 の 対 象 とな る こ と、親の 権威を確

立 す る こ とで ある。

　 さて、子供 に徳 を養 わせ る こ とは 、 欲望を抑えて理 性 に 従 うよ うに させ る こ とで あ る が、その 場合 に 理性 に対

す る服従 の 自発性を促すた め に、子供 の 欲望 自体が 理 性 に 従 う こ とを好 む よ うに工 夫がなされ る e 欲望は快を求

め不快 を避 け る傾 向が あ るか ら、理 性 に 従 うこ と 自体が快 で あ っ て 欲望 が 向 か うよ うに 工 夫 が な され る。それ は、

理 性に 従 う行為 に 「賞1 を与 え、反対 の 行 為 に 「罰 」 を与 え る こ とで ある。

　 そ の 賞罰 の 第
一

の もの 、最 も直接 に 感覚的快苦 に 訴 え る もの は 、勿論鞭打 ち と子 供の 好 む 菓子 を与える こ とで

ある。鞭 は、人間よ りむ し ろ動 物 の 調教 に用 い るべ きだが、ロ ッ クの 時代 に は 中学校で ラテ ン 語を教 え る揚合に

も用 い られ た。しか し こ の よ うな感覚的 快苦 に よ る賞罰 は、子 供を 理性 に従わせ る よ り、逆に 理性を欲望 に従わ

せ て 、ず る さを養 うこ とが多 い。鞭 とあ めは 、教育に有効 な賞罰 で は な い 。

　 賞罰の 第二 の もの は、

　　 尊重 され る こ と と恥辱 を受け る こ と、こ の 二 つ は
一

旦 そ の 味 を覚 え た ら何 に も ま し て精神 に とっ て 最強烈

　　 な刺激 とな る もの で あ る （8＞
。

とい う。すなわ ち、親や教師が 子供の 善い 行為を言葉で ほ め、理性に外れた行為を言葉で けなし、ま た は咎 め る。

善い 行為に は 「名誉」 を与 え 、 悪い 行為 に は 「恥」 を与える。こ の 名誉と恥辱感 とを介して、子供 は自制す な わ

ち徳 を獲 得す る。教育手 段 と して 、今 も広 く用い られ る こ の 方 法 は、社会的名声 と道徳的善との
一

致を前提 とす

る。こ の 二 っ が、常に一
致す るか否 か に つ い て は 問題 が ある。ロ ッ ク は、そ こ に 問題 が あ る こ とを認 め なが ら、

や は り大体に お い て 社会的名声 と 自然法 に よ る道 徳的 評 価 とは
一

致す る と認 め る。

「
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　鞭 を用 い ず 、 む しろ恥 を与 え るこ とに よっ て、子 供を矯正 す る こ とが、教育方針 で な ければならない 。しか し

ロ ッ クは 、鞭 を 用い る こ ともやむ を えない 場合 が
一

っ あ る とい っ て い る。

　　強情 で か た くなに不 従順 な場合 は、威力を以て か つ 打撃を加えて制圧 すべ きで あ る （9＞。

これ は 子供 が 大 きくな らない うちに早 目に、鞭を用 い て で も矯 め な けれ ば、後に なっ て 取 り返 しが つ か ない 恐 れ

が あ る 場合で ある。ある婦 人 が
、 里 子 に 出 した 子供 が帰 っ て きた とき、無理 をい う傾 向 を 目ざと く認 め て 、八 度

まで鞭打っ て 強情を抑 え た の を、ロ ッ クは 賢明な措置だっ たとい う。七度 で や め て しま っ て は 駄 目で 、徹底 した

の が よか っ た とし て い る。

　この 場合に ロ ッ クが 念頭 にお い て い るの は、子供 が 早 くか ら示 す 「支配 欲」、すなわ ち他人を自らの 意 に従わ

せ よ うとい う傾 向 を、厳 し く抑 え るべ きで あ る とい う考 え で あ る。こ の 点で 幼 い とき に甘 や か して お く と、後 に

手 の つ け られ な い 非行少 年 に なっ た りす る。子 供は む しろ幼 い ときに厳格 に扱 っ て 、 成長 につ れ て 緩くし、成人

と と もに 自由 に して 、親 は子 供 を 自 らの 友人に す る の が適切 な教育で あ る。ロ ッ ク は 、

　　子 供 た ち が幼 い と きは 親た ちを首長 と思 い 、絶対 的 な支配 者 と考 えて 畏れ敬 い 、また 成人す る につ れて 親

　　 た ちを最 も優れた唯
一

の 信頼で き る友人 とみ な して 敬 愛す る こ と、これ は誰 し もが 合理 的なこ とだ と考 え

　　 る だろ うと思 う
（1ω。

とい う。前述 の よ うに 、ロ ッ ク の 父 は子 供 の ロ ッ ク をそ の よ うに扱 っ た 。 ま た先述 の よ うな家父 長の 権威は、実

は未成年 の 子 供 に対 して親 の 負 う義務 で あ り、子 供 の 成人 と共 に 家父 長の 権威は な くな っ て、父 と子 供 とは独 立

な 自由人 と して の 関係 に入 る とい うロ ッ ク の 考 え も、彼 の 父 の 方針 と同 じ方向 で あ る。

4 ．　 家庭教育か 学校教育か

　以 上、教育の 形式的な側 面 を 論 じて き た が、そ の 際親や教師 が 子 供 に まず 行 為 の 「規 則 」 （主 に 「…　 す る

な ゴ とい う禁 止則）を示 して、子 供 は それ に従 っ て行為す る とい う場合 を考 えて い た。けれ ど も、子 供 が幼 い 場

合、また教 え られ る の が行儀作 法 で あ る揚 合、言 葉 に よっ て 規則を与え る こ とよ りも、実 例 ・模 範 を子 供 に示 し、

それ を 見習 わせ る方 が 有 効で あ る。

　 こ の こ とを考 え ると、い ろい ろな問題 に気がつ く。

　　父 親 は 規範 を示 し て、子 供 に教師 を尊敬 す る よ う教 えな けれ ば な らない が、同様 に教師の 示 す規範は 、 子

　　供 に こ うして ほ しい とい う行為を させ る よ うに導 くもの で なけれ ばな らな い 〔11）
。

大切 な の は、子 供の 前で 悪 い 実例を示 さない よ うに気 をつ け る こ とで あ る。改め て 子供 に 教え る場合以 外 の親 や

教師 の 行為をも、子 供 は見 習 うか らで あ る。そ して また 、召使 た ちが 子供 に媚び 、よか らぬ 行 為 の 実例 を示 す こ

とが多 い の は警戒す べ きで あ る。

　しか し、子 供に 最も大 きな力を及 ぼす の は、他 な らぬ 子 供 の 仲 間た ち で あ る。子供 を 家庭 か ら離 し て
、 グラマ

ース ク
ー

ル に入 学 させ れ ば、家庭 で教え た徳 は、直ぐに 仲間た ちの 悪習に圧 倒 され て しま う。だ か ら とい っ て 、

子 供を家庭 に と どめ、ずっ と家庭教師の 手 で 教育する な らば、内気 で ひ 弱 な人 間に な っ て 、世間で 自信を持 っ て

事 を処 す る紳 士 に な る こ とが で きない か も しれ な い
。 か くて ロ ッ クの 時代 の 親たちに は、家庭教育か 学校 教育か

とい うデ ィ レ ン マ が あっ た。

　 こ の 間題 に対 して ロ ッ ク は 、家庭教育 に よ っ て子 供 の 徳 を大 切に 保て とい う。そ し て成 人 の 暁に は、「紳士 」

と して の 徳そ の もの に よ っ て、世 間 の 道徳的秩序 に貢献すべ きだ と考える。そ して また、グラマ
ース クー

ル で 長

い 時間をか けて 得られ た ラテ ン 語 や ギ リシ ア 語 の 不 毛な知識 と引 き換 え に、徳 を失 うこ とはい か に も愚か で ある

とす る 。 けれ ど も、親 が意識 して い るデ ィ レ ン マ が 無意味 とは 考え ない。子供に は、不 道徳 の 横行す る世 間 に つ

い て の 知識も、ある程度必 要 で あ る。ロ ッ ク は家庭教師 に よ っ て、問題 を解決 しよ う とす る。

　　紳士 の 子 弟 を正 し く教育す る た めに は 、教師自身が しつ け が よ く、あ らゆる種類 の 相手、年齢、場所 に応

　　ずる動作 と礼儀作法 とを心得 て い て、そ の教え子の 年齢に 応 じて 必要なだけ常にそ の 知識を得 させ る よ う

　　に 指 導 で き な けれ ば な らな い   。

さらに 、堕落 し た世 間 につ い て の 知 識 を も持 っ て い て 、子供に そ の 幾分 か を伝えて 警戒心 を持た せ る 人 で な けれ

ばならない
。 そ うい う家庭教師を得 る こ とは、勿論 難 しい が、そ の た め に投資 を借 しむべ きで は ない 。

　さて 、こ れまで の とこ ろで ロ ッ クは、道徳教育を主 に教育する者の 側か ら考え、彼が出会 う特殊な問題 と して、
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家庭 にお け る私教育か 、学校で の 公 教育が よい か とい う問題を も取 り上 げた の で あ っ た。

　 しか し 「徳」 そ の も の につ い て は、自制 とい う形 式的規 定を 与え た の み で、徳 の よ り具 体的な内容 につ い て 考

え なか っ た 。子供 の 各 々 が持 っ て い る 気 質の 相違、お か れ た 状況の 相違に よ っ て 生 ず る 道 徳 教 育 の 種 々 相 に 立 ち

入 らなか っ た。今やそ れ を考える べ き で ある とロ ッ クは い う。そ れは、子 供に 現れる徳不 徳の 諸相の 考察 で ある。

こ れ は 、
一

種の 「徳論」 で あ る。

　 ま ず人 間に は原 始的な傾向として 「自由 へ の 愛」 が あり、さらに、そ れだけで はなく、「支配 へ の 愛」 が認 め

られ る。

　　 こ れ こ そ
一

般的で か つ 自然 な、最も悪い 習慣の 第
一

の 源泉 で あ る q3）。

そ れは第
一に、他 人 を支配 し、他 人 が 自分の 欲望 に従 っ て くれ る こ と を望む も の で ある。例えば赤ん 坊が泣き叫

ぶ とき 、 そ の
一

つ の 場合 は、自分 の 欲望を他人 の 手 に よっ て 満た そ うと求 め て い る が、こ れ は他人 に 対す る支 配

欲 の 最も早い 現れ で あ る 。 こ れ は 、 そ の ま ま聞 い て や ？ て は な らない 叫び で あ っ て、捨て 置 くか抑止 す るか しな

ければならない。そ し て 子供 の 間の 争い も、同様 の 支配欲 に動機づ け られ た もの が多い。それ を戒 め、「礼節亅

を尊ばせ なけれ ばならない
。

　支配欲 の 第二 とは 、直接に は 人 に 向 け られ ず物 に 向 け られ る支配 欲 す な わ ち 「貪欲」 で あっ て、間接的 に他人

と の 不 和 に 導 く もの で ある。こ うい う貪欲 に 対 し て は 、反 対に 人 に 物 を与 え る 喜び を 子 供 に 経験 させ、物 惜 しみ

を しない とい う徳を 教え るべ き で あ る。そ して、子供 の 間に 「所 有」 の 観念が生まれて、「私 の もの 」 と 「他人

の も の 」 との 区別 の 意識 が生 ず る に 至 れば、そ の 区別を尊重す る 「正 義 」 の 徳 を、子供 に 教え る こ とが で き る。

　 さて 、ロ ．ッ ク は、

　　 不 屈 の 精神 は他 の 諸 々 の 徳 の 番人で あ り支持者 で あ る。そ し て 勇気 が な けれ ば人 は 自分 の 義務に対 して 着

　　 実 で あ る こ と も、ま た 真に 立派 な人 間として の 性格を作 り上げる こ ともほ とんどで きない で あろう
（14）。

とい う。徳
一
般 の 支柱 ともい うべ き 「勇気 」 の 徳、すな わ ち危険に 出会 っ て 自己 を失 わず義務 を遂行 し うるこ と

に つ い て い え ば、そ れ は 「無 鉄 砲 」 と 「臆 病 」 の 中 間者 で あ る。無鉄 砲 に対 して は、そ の 危 険 に対 す る無 知 を 直

してや り、真 に恐 るべ きもの を恐れさせ ね ば なら ない 。臆病な子供に は、強い 恐れ を与 え る こ とを避 け なが ら、

徐 々 に危 険 に慣 れ させ な け れ ばな らない 。

　 なお、子供 は、小鳥や蝶 な ど弱い 動物を い じめ て 喜ぶ 傾向、 残 酷 へ の 傾向を示 す こ と も注意 し なけれ ば な らな

い。不注意か ら生き物に苦痛を与える場合は許すべ きだ が、意識 して 苦痛を与え て 喜ぶ 傾向は、矯正 しな けれ ば

な らない
。 そ れ は、人 間の 間で 弱 い 物 い じめ をす る こ とに つ な が る悪 癖 で あ る。

一
般に物 を 無駄 に 破壊 して 快と

す る傾向を 強く戒 め、「や さ し さ」 と 「思 い や り」 の 態度を 学ばせ な けれ ばな らな い 。

　 ロ ッ ク が 最後 に 力説す る徳 は、嘘を い わ ない こ と、つ ま り正 直で あ る。世 の 悪習が 嘘 を蔓延 させ て い る だ け に、

こ の 徳は 特に 重要で ある。

　　 初 めて 彼 が 嘘 をつ い た こ とが わ か っ た ら、普通 の 過 失 と して 叱 らない で 、む しろ こ の 子 に も こ ん な恐 ろ し

　　 い もの が あ る の か と驚 い て み せ た方 が よい
（m 。

　 そ して最悪 の 場合、すなわ ち嘘を繰 り返 して 自ら改 め ない 場合は、鞭 で打つ こ ともやむ をえない と考える。

　 ロ ッ ク が 取 り上 げた 実践 的 徳 は 上 の よ うな もの 、．礼節 ・正 義
・や さ し さ ・思 い や り・正 直 な どで あ るが、それ

に加えて、知的理 論的徳 で ある 「好奇心 」を取 り上げてい る。好奇心とは、人 間に 自然 に備わる知識欲で あっ て、

教師 は勿論 そ れ を育て る こ とに努 め ねばな らない 。子 供の 質問に ま じめ に正 面 か ら答え、質問が 大切な点に 関わ

っ て い る場合 はそ れをほ め て やらね ばならない 。質問が重要 と思 えなくて も、軽視 して は ならない 。そ して、子

供 に時 に生意気な態度が現れ て も、穏や か に正 して やらねばならない 。

　 好奇心 の 反対は 、怠惰 とか 無 気 力 な 無 関心 とか い うべ き心 の 状態 で あ る。個 々 の 場 合 に つ い て 、そ の よ る とこ

ろ をよく察 して 対処 しなければならない。多くの 場合、それは何 かい やな仕事、例え ば読書を強制されて それを

嫌 っ て い るよ うな状態 で あ る。そ うい う場 合、子 供 が何 を 喜 び何 に興 味 を持 っ て い るか を調 べ 、つ き とめ られ た

ら、それを教師 の 方から積極的に子供にや らせるこ とが一
法で ある。そ うい う遊びを子供 に思 う存分やらせ て 、

ない し は そ の 遊び を子 供に 促 し強 制 して 、子 供が 遊び に飽 きて 、か え っ て 元 の 仕事に 自発 的に戻 る よ うに させ る

とい っ た 間接的な指導の 工 夫が 有効で ある

　 実践的諸徳 の 養成の 揚合 と異な り、知 的諸徳 は強 制 を嫌い 、む しろ遊 び に近 い 自発 性 を 通 じて達せ られ る徳 で

あ る。

「
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　　 こ の よ うな しつ けを受け、他 人 の 悪い 模範か ら も遠ざけ られた
一

群 の 子供 た ちはすべ て、他 の 子供 た ちが

　　普通 の 遊 び をや るの と全 く同 じ熱 心 さ と喜び と を も っ て 、読ん だ り書い た り、そ の 他 させ た い こ とを勉強

　　す る よ うに な るだ ろ うと思 う
〔1θ。

とい っ て い る。

5 ， 知 的 教 育 論

　 さて 、以上 の よ うな道徳教育論 か ら、ロ ッ ク は次 に知的教育論 に 向か う。こ こ で 改 めて 、教育 の 四っ の 部分に

つ い て述べ る。

　　　（子 供 の 教育に い くらか で も気を使 っ て い る）あらゆ る紳士 が 、 自分 の 子 供 の た め に望 ま し く思うもの の

　　 中 に は、（私 の 想像で は ）徳性、分別、育ち、知識 の 四つ が 含 まれ て い る と思 う （17 ）。

四 っ の うち最後の 「知識」 は、こ れ か ら論 ずる 知 的教育で あ り、は じめ の 三 っ は こ れまで の 議論の 補足 また は 要

約であ る 。

　  徳 性 に つ い て は 、こ こ で は じ め て 「神 」 の 観念 を持 ち 出 して 、す べ て の 徳 の 基 礎 を与 え る もの と し て の 「神

の 観念」 を、子 供の 心に 早 くか ら刻印すべ き だ とい う。 そ の 神 の 観念 とは、

　　 我 々 に あ らゆる善を授け、我 々 を愛 し、万 物を与えた も う万 物の 創 造 主
（18）。

とい う観念で ある。そ こ で 当然 の こ とと して、こ の 最高存在者への 愛 と崇敬を、子 供の 心 に注入 すべ きで ある 。

しか し神 は無限 な 存在で あ っ て、我 々 に は不可解な 性質をも持つ か ら、そ うい う点を子 供 に考 え させ る こ とは 混

乱 を引 き起 こ す か ら、避け る べ きで ある。子 供 に は、朝 夕 に短 い お祈 りを させ るだ けで よ い。

　なお子 供 に霊や悪鬼 の 話を して、暗闇 を恐 れ させ る こ との な い よ うに注意すべ きで あ り、召使などが よ く子供

を脅 して 、い うこ と を聞 かせ よ うとす る か ら警戒すべ きで ある。

　 子供 に神 へ の 祈 りを教えた上で、次 には、

　　 い つ も正 確 に真実を語 らせ る よ うに させ、あ らゆ る 手 段 を講 じて やさ し い 気持 ち を育 て 上 げる よ うにす る

　　 こ とで あ る （19）。

前者 につ い て い えぱ、例えば何か
一

つ の 過 ち を弁解して 隠す た め に真実 を ま げるならば、真実をまげた こ との 方

が 、そ の 過 失 よ り二 十 倍 も悪 い とい っ て 聞 かせ るべ きで ある。また後者 につ い て い え ば 、 大 多数 の 不正 は、自分

自身 を愛 し過ぎて 、他人を愛 さない こ とか ら生ず るの で あ る 。 こ こ に ロ ッ クが、神 と道徳 と を以下に 結びつ けて

い るか が 示され る。

　  次 に 、
こ こ で い う分別 と は、学問的知識で は な くて 実践 的な知 恵 で あ っ て、

　　 世 の 中で 自分の 仕事 を有能にか つ 見通 し をもっ て 処理 して い く （20）。

こ とで ある。世間 に つ い て の 知識 を必 要 と し、経 験 に よ っ て 得 る しか ない か ら、分別 そ の もの を子 供は 持つ こ と

が で きない 。子 供に で き る の は、分別への 予備的な心構 えを持 つ こ とで あ る。

　そ うい う点 で 、分別が ず る さとは 全 く違 うこ とが強 調 され る。ずる さは 、真 っ 直 ぐ に 目的 に向 か うの で は な く、
計 賂 を用い る の で 嘘を 隠 し持 っ て い る 。 分別 は、公 明で 真 っ 直ぐに 進み、物 につ い て の 真実 な観念 と高い 価値へ

の 志向 とを 持っ て い る。そ して こ こ に世間的な経験が 加わっ て、分 別 が 出 来 上 が る が、子 供は そ こ ま で 達す る こ

とは で き な い 。

　  「育ち」 と は、つ ま り 「しつ け3 で あ る。し つ けが 悪い 場合 は、二 通 りが あ る。
一

つ は 気弱なは に か み で 、

も う
一

つ は 他人 に 対す る投げや りで 不 遜 な 態度で あ る。こ の 両 極 端 を 避け る の が、「しつ け」 で あ っ て 、 そ の 規

則は、

　　 自分 自身 を蔑む な、また 他の 人を蔑む な
（21）。

とい うこ とで あ る。前者 は 、 自ら高ぶ る こ とな く、自らの 義務を落ち着い て 遂行で き る こ とで あ る。

　後者 には 二 面 が あ り、
一

つ は他人を尊び他人に不快を与えない こ と、礼儀正 しく敬意を持つ こ とで あ り、他 は

そ うい う敬意を外的な振 る舞い にお い て 自然な形 で 表現す る こ と、すなわち行儀の よい こ とで あ る。

　敬 意 を持っ こ とに 反する四 つ の 態度、粗暴 ・軽蔑 ・あ ら探 し ・咎 め立 て は、い ずれ も不 可 で あ る。しか し他 人

に あ ま りに 丁 寧すぎて、過 度 な敬 礼 を押 し付 け るの も間違 い で ある。特に子 供 は 、 礼儀 の 外形 に熱 心 に なる必要

は な く、相手 に対 す る尊敬 を心 に持 っ て 、自然 に振舞 え ばよ い。
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　た だ し、若 い 者 に 多い 次の よ うな 無作法 は、特 に押さえ つ け なけれ ばならない 。

　　そ れ は他人 が話 し て い る の に あつ か ま し くそれを邪魔 し、異議 を 唱えて そ れ を止 め て しま うこ とで あ る（2Pt
。

こ れ は相手 に対 して 、話 が それ 以 上聞 くに 値 しない とい うに等 しい 無礼で ある。異議 を述べ るこ とが 悪い の で は

ない。そ れ は 、事柄の 違っ た側面を明 らか に する 点 で 有益 で あ る。だ が、相 手 の 話 の 腰 を折 っ て はい けな い の で

あ る。

　  紳士 の 教育で は 、まず道 徳教 育が 与 え られ、学習す な わち 「知 識 」 の 獲 得 は、二 の 次 で あ る。しか も グラマ

ース クー
ル の よ うに、7 − 8年 も費や して、ラテ ン 語やギリシ ア 語を学ぶ の は愚か で ある。家庭教師につ い て 、

語学も新た な方 法で 教 わ るの が 良い 。ロ ッ ク は、そ の カ リキ ュ ラ ム を次の よ うに示 してい る。

　　 子供 が話 が で き る よ うになれば、も う読み 方を習い 始め て よい 時期で あ る （2S）。

と し、学習 を 自由な 遊 び にす る 工 夫 が必 要 で ある。多 くの 面 を持つ サイ コ ロ の よ うなもの を作 り、その 面 に

ABC …　 の 文字を書き入れて 、ア ル フ ァ ベ ッ トを、一
種 の サ イ コ ロ 遊 び に よっ て覚 え させ るの が よ い 。

　宇が読め る よ うに な っ た ならば、『イ ソ ッ プ物語』や 『レ イナ
ー

ド狐物語』が 良い。聖書は子供 に不適 当な部

分 が 多い。そ の 中か ら子 供に 語 る部分 を取 り出 し、「ヨ セ フ とそ の 兄弟 の 物 語 1、「ダ ビ テ とゴ リア テ の 物 語 1、「ダ

ビ テ と ヨ ナ タ ン の 物語 亅 などを読ませ 、聖書の 言葉で 述べ た教理 問答を 習わせ る 。

　　 子 供 が英語 を よ く読 め る よ うに な っ た ら、今度は習字 を学ばせ る時期 に なる
〔20 。

さらに、字の 書き方 の 練習とともに 図画を習わせ る。文字で は 言い 表せ ぬ こ とを、図で 示 す必 要が 人生 に は あ る

か らで あ る。

　 英語が 話せ る よ うに な る と、外 国語 と し て まず フ ラ ン ス 語 を教 える。文 法 規 則 に 拠 らず 、じか に話 す こ とに よ

り学ばせ る。次に ラテ ン 語 もフ ラ ン ス 語 と同様、会話 に よっ て 覚えさせ る。こ の 方法によ り短時 日で ラテ ン 語 は

修得で きる。こ れ らの 語学 と並行 に、他の 学問 の 知識 、例 えば 地理 学 ・天 文 学 ・年 代 記 ・解剖学 ・歴 史な どを学

ばせ る。

　 道徳 に 関す る体系 的知識 を 、実践的な道徳 に加 え る な らば、新 約 聖 書に 見 出 され る 道 徳 論 とキ ケ ロ の 『義 務 に

つ い て』を 読ませ れ ばよい
。 さらに プ フ ェ ン ドル フ の 『人 間 と市民 の 義務』を読 め ば、政治学の 理 論的 部 門 の 大

体 は学べ る。詳 し くは 、 グロ テ ィ ウス の 『戦争 と平 和 の 法』ま た はプ フ ェ ン ドル フ の 『自然法と国際法』を与え

て も よい 。

　 中世 以 来の 三 学科、文法学 ・修辞学 ・論理 学の うち、文法学は 無用 で あるが、論理 学や修辞学は ど うで あ ろ う

か e

　　 紳 士 た る べ き少年 は 、こ の よ うな形式 の 考 察 と研 究 とに 長 くか かず らわ ない で 、で き るだ け簡 単 な 方 式 で

　　 そ れ を通 観 して頂 きた い と思 う   。

と して い る 。 学校 で教 え て い る論 理 学 は 論争術 で あ り、自分 が
一

度認 め た命題 を ど こ まで も主張 し抜 い て 、相手

に 勝つ ため の 無理な工 夫を教える。真理を求 め る方法を教 えず、無益か つ 有害で あ る。 修辞学で は、キケ ロ の 『修

辞 学甚の
一

部 が 役 立つ か も しれ ない 。結局、子 供が英語 で まとまっ た話を し、まとまっ た文章を書ける よ うに な

れば よ い。

　 最後 に、自然哲学 が 問題 に なる。それ は二 部門 に 分か れ、一
つ は 「心 霊」 を扱 う、通常形 而上 学 と呼 ばれ る。

他は 「物 体亅 を扱 う、狭 義 の 自然 哲 学 で あ る。少 年 は、第
一

の 精神 論 を物 体論 よ り先 に学ぶ 必 要 が ある。

　　 そ の 理 由は、物質 とい うもの は我々 の あらゆる感覚が い つ も親 しん で い る もの な の で 、とか く人 の 心 を と

　　　ら え、物 質 以 外 の も の をす べ て排 除 しが ち だ か らで あ る。こ の よ うな 原 理 に 基礎を 置 い た 偏見 は 、し ば し

　　 ば霊 的 な もの を受 け入 れ る余地 を な く して しま う。 また 事物 の 本質 にお け る非物質的な存在を許容 し なく

　　 なるからで あ る
（26｝。

と こ ろで 我々 自身の 精神 と神 とは 、 理 性 に よ っ て知 られ るが 、そ の他 の 精神 （霊的存在者）は 主 と し て 啓示 に よ

り、従っ て そ の 記録 で ある聖書に よっ て 知 られる。た だ 聖 書は、多 くの 記録の 寄せ 集 め で あ っ て 、 す べ て を時間

の 順 序 に従 っ て 述 べ る
一

貫 した歴史の 形をなし て い ない。そ こ で 、そ うい う
一

貫 した 聖書物語を編纂して 、少年

に読ませ なければな らない。

　 次 に物 体の 理 論、す な わ ち狭 義 の 自然哲 学は、確 実な 真理 と して少 年 に教 え うる学問で は なく、そ こ に は 多く

の 仮説 の 体系があるだけで ある。そ れで 何か を選ぶ なら、デカ ル トの 『哲学の 原理 』が よい
。 た だ し、すべ て 仮

説 に過 ぎない 諸体系 の 中に あっ て、現在の 粒子論者 （ボ イル ）の 説は、ア リス トテ レ ス 派 の 考 え よ りも筋 が通 っ

「
−
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て い る と して い る。

　また ニ ュ
ー

トン が、そ の 立派 な著書 『自然哲学 の 数学的原理』にお い て 、 数学を 自然に適用 し、事実 に照 らし

て 正 しい と認め られ る諸原理 に基づ い て、全体 と して は理解し尽 くせ ない こ の 宇宙の い わば特定の 地方 の 、明 ら

か な知識 へ 我々 を導い た。そ の こ とは、今後 こ の 巨大 な宇宙 の 他の 部分 に つ い て 、同 様 に 明 らか な知 識 が得 られ

るか も しれ な い とい う希望を与える とい う。ロ ッ ク の 『教育論』は 、 そ の カ リキ ュ ラム の 提示の こ の 最後 の 部分

で 、彼自身の 哲学的信念の 最 も深 い 部分を示 唆 して い る。

6 ． 紳士のた しなみ一一おわ りにか えて一

　　『教育論』は こ の 後 の 部分で は、

　　 勉学や読書 か らえ られ る もの 以外 に、紳士 に と っ て 必 要 な 芸 能 が あ る が、こ れ は 練習 に よ っ て 得 られ、そ

　　 の た め に は 時間が 必 要 で 、ま た教 師 も い る （27）
。

とい う。紳士 の た しな み と され るの は、ダ ン ス 、音楽、乗馬、フ ェ ン シ ン グなどで あ る。ま ずダ ン ス の 効用 は 、

上品 な 動作を 生 涯に わ た っ て 得 る こ とで 、特 に男 ら し さと、幼 い 子 供 には 自信 を つ け させ る。こ れに は ある年齢

に達 し、そ れ が で き る 力 が つ い た後 に行 うこ とが 必要で 、その ために よい 教師を頼 ま なけれ ば な らな い 。

　 ロ ッ ク は、音楽の レ ク リエ
ー

シ ョ ン 的価値 は認 め る が 、習 熟す るの に時 間 が か か りすぎ る の で 推奨 し ない 。

　乗 馬 は 健 康 の た め に 適切 で 、平和 な とき も戦争 の とき も役立 つ 。しか し ロ ッ ク は、乗馬に 多くの 時間を費やす

必要が あ るか ど うか 多少 の 疑 問 を持 っ て い る。フ ェ ン シ ン グ も乗馬 と同様健康に 役立 つ が、腕 に 自信 が あ る た め

に喧 嘩 して 生命 を危険に す る害が ある こ と を警告 し、む しろ レ ス リン グ の 方 が よ い とい う。

　　 ただ当時乗馬もフ ェ ン シ ン グも 、紳士 の た しな み と して きわ め て 必要な資格だ と
一

般に は 思われ て い る （2St。
の で、ロ ッ ク も無視で き な か っ た。

　次 に、カ リキュラム の ま とめに 美徳 と知恵 の 完成 が最も重 要で あ る と強調 して い る。こ れにつ い て簡潔 に、

　　 自分の 傾向性を征服 す る こ と、自分 の 欲望 を理性 に 屈服 させ る こ とを教 え るべ きで あ る （29｝。

と述 べ て い る。そ して 繰 り返 し行 うこ とで 、習慣化 が 実現 す れ ば 、 教育の 最 も困難な部分 は 終わる と考える。そ

の た め の 方法とし て は、す で に述べ た称 賛 と推 奨 と愛好 の 気 持ちを植 えつ けて、名誉 と恥 に敏感 に させ る こ とで

あ る とす る。道徳 と宗 教 の 基 本 と して 、評判法の 持つ 意義を説 い て い る 。

　 さ らに、手仕事を子供に 習わせ る こ とは職業教育 と して で は な く、健康や休養になる とロ ッ ク は推奨 して い る。

実用 と楽 しみ の 両方 の 目的か ら、地 方で 生 活 して い る紳 士 に は 、園芸、農耕、大 工 な どが よい と考 え て い る。こ

の 他 に、香 料 の 扱い 方、ニ ス の 塗 り方、彫刻、金属細工 、宝石 類 の 細工、光学ガ ラ ス の 研磨な どをあげ る。こ れ

らは 何 も しな い で怠惰 な生 活 を送 っ て い た り、時間つ ぶ しに トラ ン プや サ イ コ ロ や飲酒 に 気を奪われ る よ りも は

るか に 有意義 だ とす る。紳 士 は、有益 な こ とで 気 分転 換 すべ きで な い とい う考 え が あ り、 無益 な トラ ン プやサイ

コ ロ や飲酒が流行 して い たが 、 こ れ らは 無害で な くむ し ろ危険で あ るか ら、採 るべ き では な い と ロ ッ クは 考え る。

　 また 彼 は、財 産 の 維 持 とい う実用 に 役 立 て る た めの 簿 記 を、紳 士 も学 ぶ べ きだ と い う。こ れ は 、彼 自身が 実 際

に 簿記 を 実行 し て い た 経験 に基づ い て い る 。

　最後に ロ ッ クは、

　　教育の 仕 上 げは 、一
般に 旅 行 で あ る 。 こ れ で 教育 の 仕事 は終わ り、一

人 前の 紳 士 が 出来 上 が る と一
般に は

　　 考えられ て い る （301
。

と述べ 、海外 旅 行 の 効用を認 め る。そ の 効用 に つ い て、二 点 を 挙 げ る。第
一

に 外国語 の 学習で あ り 、 第二 に外国

の 風習 に触れて 知識 と分別 を身に つ け る こ とで ある。外国語学習に よい 時期 は、7歳 か ら 14 歳ない し 16 歳で あ

る とい う。海 外旅 行 に最適な の は 、第
一

の 点か らい えば、尊敬 す べ き教師の 指導下 に あ る幼い 時期 で あ る 。 第二

の 点 か らは、保護者 の 手 を離れ て し ば らく年数 が 経 っ て か ら、すなわち成人 直後 の 時期 で あ る 。 当 時、一
般 に旅

行によい 年齢とされて い た 16歳か ら21歳は、最も不適当な時期 で ある 。 とい うの もこ れ は、人生に おい て最 も

危 険 な時 期だ か らで あ る。
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