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Abstract

　 The　purpQse 　of 　this 　paper 　is　to　consider 　the 　thought 　of 　preschQol　education 　in　Comenius ．　He　says 　that

we 　must 　show 　children 　the　fo玉10wing，　a　pious　heart，　manners 　and 　character ，　practica ユ　knowledge，　till

they 　become　6　years 　old 　in ∬bdicatoヱ
『
o プ t乃θ Mo　th θr 　Schoo／．　The　method 　 of 　his　intuition　education 　became

the 　origin 　 of 　 a 　principle 　 of 　 not 　only 　a 　professor 茎〕rinciple 　in　 school 　education 　of 　af もerward 　but　 alsQ

preschoo 王education 　and 　childcare ，　 He　was 　the 　pioneer 　whQ 　discussed　a　principle 　of 　preschool 　 education ．

1 ．は じ め に

　 コ メ ニ ウス （Johann　Amos　Comenius　1592 − 1670） は、チ ェ コ ス ロ バ キ ア の モ ラ ビア の 小村 に 生 ま れ た。チ ェ

コ 語で は コ メ ン ス キーとい い 、コ メ ニ ウス は ラテ ン 語名 で あ る 。 父 は 裕福 な製粉業者で ボ ヘ ミア 同 胞 教団 の 熱 心

な信者 で あっ たが、コ メ ニ ウス が 10歳 の 時に 死 亡 した。続 い て 、母親や姉妹 た ちも死 亡 し、彼 は 12 歳 で 孤児 と

な っ た が、父 方 の 叔 母 に 養育 され、4 年 間 の 初等 教 育 を ボ ヘ ミア 同胞 教 団 の 付 属 の 学 校 で 受 け、そ こ で 読 み 書 き

や計算を習っ た。

　そ の 後、プ シ ェ ロ フ の ラ テ ン 語学校 に入 学 し、2 年間人 文 主 義教育 を受 け、1611 年 牧 師 に な るた め に プ ロ テ

ス タ ン ト・ル タ
ー

派 の ヘ ル ボル ン 大学 で神学を 2 年間学び、またア ム ス テ ル ダム やハ イデル ベ ル ク に も留学 した。

彼は 、1614 年プ シ ＝ ロ フ で 初等学校の 教 師 とな り、1618 年 フ ル ネ ッ ク に移 り、教団 の 執事や教 団 付属 の 学校畏

を務め た り した が、そ の 年 に勃発 した 30年戦争 に巻き込 まれ て 妻 と二 人の 子 を失 い 、1628 年神聖 ロ
ー

マ 帝国の

カ ト リ ッ ク 強化 政策 か ら逃れ て ポー
ラ ン ドへ避難 し た，ポー

ラ ン ドで は 、コ メ ニ ウス は 隠遁 的 な生 活 の 中で あ っ

た が、リ ッ サ の ギ ム ナ ジ ウ ム で 教師や校 長 と し て 教育法 を 研 究 し、そ の 間 に ラ テ ン 語 が 母 国語 と対 照 的 に 印刷 さ

れ て い るテ キ ス ト 『言語の 扉』や 『大教授学』を著し、普遍 的な学 問 で、すべ て の 学芸 に 通 用 す る汎 知学の 普及

の た め に著作 に 専心 し た。彼 は 「近 代教育の 父 」
ω と 称 され て い る 。

　教育学上 の 主 著 『大 教授学』（1632）で は、彼 は 6年間で 区切 る学校制度 を提 唱 し、そ の 最初の 段 階 と して 「母

親学校 」 を位 置 づ け た。そ れ は 通常 の 意味 にお け る学校 で は なく、誕生か ら6 歳まで の 乳幼児を対象 とす る 母親

に よる家庭教育を意味 した。『母親学校 の 指針 』（1633）に お い て は、幼児 期 の 教育が 家庭教育 で あ る べ き と しっ

つ 、幼 児 の 集 団 教育の 必 要 も力説 して い る。本稿 の 目的は 、コ メ ニ ウス に お け る 幼児教育の 思想 に っ い て 考察す

る こ とで ある。

2 ．人 間観 と児童観

　コ メ ニ ウス は 、教育史 上 で 最初 の 体 系 的 教授 法 や 階梯 的 な 学 校 制 度 を論 じた 主 著 『大 教 授 学 』 に お い て、

　　も しも 人 が真 の 人 間 となる べ きで あ る ならば、彼 は 教育 され ね ばならない   。

と述べ 、

　 人間の 人間た る 所以の も の に 於 い て、訓練せ られ た者 で ない 限 り、何 人 とい え ど も人 間 と呼 ばれ る こ とは で

　　き な い   。

と述べ て い る。こ れは、

＊ 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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　　教育は 実 に 万 人 に対 し て 必 要 な も の で あ る   。

こ とを意味 して い る。つ ま り、コ メニ ウス に よれ ば、人 間は 、神 の 伴侶 とな る た め に 神 の 似姿 と し て 想像 され て

い る の で 、他 の 動物 と異 な り理 性をは じ め 不 断 に 自分 の 能力 を働 か せ る こ と に よ り、来世 に お け る永遠 の 生命を

獲得す るた め の 準備 を しな くて は な ら な い の で あ る。コ メ ニ ウス は、そ うす る こ と が教育の 目的なの で あ り、ま

た 教育の 仕事 に
一

身を捧げ よ うと す る こ とを 肝 に命 じな けれ ばな ら な い と述 べ て い る   。

　 こ の よ うな 人 間観 が 、キ リス ト教 プ ロ テ ス タ ン ト派の ボヘミ ア 同胞教団の 牧師 で あ っ た コ メ ニ ウ ス が持 っ て い

た 人 間観 で あ り、い わ ばそ れ は キ リス ト教 的 人 間観 そ の もの とい っ て よい で あ ろ う。し た が っ て 、彼 の 児童 観 も

そ の よ うな人間観 に 基づ い て い る の で あ る。すなわち、彼 は 『母 親学校 の 指針』 に お い て、

　　幼 子 は、こ の 上 も な く高 価 な、神 の 賜 物 （6）

で あ り、

　　幼 子 を自分 自身の もの で は なく、神 の 幼子 、神 の た め に産み 出 され た幼 子 と して 、私 た ち が 尊重 す べ きで あ

　　 る （7）。

と述 べ て い る。そ して 、彼 は 子 ど も を 尊い もの と見 な けれ ばな ら な い 理 由 と し て 、子 ど もは 、

　　 私 た ち 自身の 本質 か ら 生 じ、私 た ち 自身 と同 じ  

で あ り、

　　私 た ちの 後に 続 く世界の 住 民……相続 人、とな る   。

存在 で あ る か ら と述べ て い る 。 そ れ ゆ え、コ メ ニ ウス に よれ ば

　　 自分の た め に抱 く情愛 と尊 重 を、幼子 に対 して 抱 くの は、私 た ち の 義務 （1ω

で あ り、

　　幼子 は、親 に とっ て 、銀 、金、真珠、高 価 な 宝石 よ り も高 価 な もの u1＞

で あ る。

　子 ど も は我 々 自身 の 分身で あ り、後継者 で あ る とい うこ の 彼 の 論述 は、教育の 機能 の
一

っ で あ る 「社 会 の 存続 」

とい う概念を含 む もの で あ り、教育を考 え る 上 で の 重要な視点 で あ る。し か しそ うし た考えは、一
方 で 非 キ リス

ト教的な児童観 と して 解釈 され るか も しれ な い 。だ が、コ メ ニ ウス の 児童観で は、む し ろ 前 者 の 幼子 は神 の 賜 物

で あ る とい う思想 に 主 眼が あ っ て 、後者 は そ の こ と を説明 し、補完す る 考 え と し て 我 々 に 身近な理 由 と し て 挙げ

て い る と考える べ きで あ ろ う。なぜな ら こ こ で の 論 述 に は、「子 ど も は、罪の 無 い 者 で す か ら、ま だ 汚 れ て は い

ない 神 の 模像で す 」 とい う 『聖書』 の 章句 を 引用 し、子 ど もは 、

　　親 の 原 罪 を除 け ば、自分 で は 、何
一

つ 過 ち を 犯 して い な い q2）

と述 べ て い る こ とか ら、基 本 的 に は キ リ ス ト教 的 な 性 悪 的 人 間観 を 基 底 と して お り、子 ど も の 尊重 と そ の 賛辞 を

『聖書』に従 い な が ら表 明 して い る と解釈 で き る の で あ る 。 こ の よ うな コ メ ニ ウ ス の 児童 へ の 賛歌 は、彼 の 『母

親学校 の 指針』 か ら 130 年後 の ル ソ
ー

の 『エ ミ
ー

ル 』の 冒頭 の 有名 な 章句、

　　 万 物 を つ く る者 の 手 を は なれ る とき す べ て は よ い もの で あ る（13）

とい う性善説的な人間観や児 童 観 の 先駆的な思想 と い え る の で ある。

3 ，幼児教育の 目的

　 コ メ ニ ウス にお い て は、前述 の よ うに

　　人 間 は 神 の 似 姿 で あ る か ら、人 は あ らゆ る もの の 知 識 を獲 得 す る能 力 を備 え て い る（14）。

の で 、

　　教育は 実 に 万 人 に して 必 要 な もの （15）

とな る の で ある。

　ま た 、コ メ ニ ウス に よれ ば、神の 模像で あ る子 ど もも当然そ の 点は 同様で あ り、特 に 子 ど もは

　　柔軟で あ っ て 、外 界 か ら来 る あらゆ る 印象 を受容す る よ うに 適 して い る（16）。

の で 、

　　幼少の 頃 に於 い て 、人 を 正 しい 知 恵 の 標準に 合するよ うに形成す る とい うこ とは 、極 め て 賢明な こ と（17）

で あ る。
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　ま た 、コ メ ニ ウ ス は、『大教授学』の 第 28 章に お い て、「母 の 学校 の 理 念 」 と して 、

　　人 間の 全生 涯 に於 い て 必 要 なす べ て の も の は 、早 くこ の 最初 の 学校 に 於い て こ れを植 え つ けね ば な らない （18）。

と述べ 、幼児か ら の 教育 の 重 要 さを 強 調 して い る。そ して、コ メ ニ ウ ス は 『大 教 授 学 』 の 第 27 章 の 「年齢 と進

歩 と の 段階に 基づ く、学校 の 四分制 にっ い て 」 の 中で 、教育史上 で 最初 の 体系的な階梯的学校制度 にっ い て 論 じ

て い る。特 に 、コ メ ニ ウス は 人 閲 が 成 長 す る の に は 25 年 間 く らい 必 要 とす るの で 、幼 児 か ら成 人 に 至 る ま で の

24 年間、教育が 継続 され る べ きで あ る と論 じ、各段階の 教育期間を 6 年 として、次 の よ うな四 っ の 階 梯 に 区 分

して い る （19）。

　第
一
段階　幼児期　　 6 歳迄　 母 親学校 （家庭 で の 母 親 の 膝）

　第二 段 階　少 年 期　　12 歳迄　基礎学校 （村 の 公 立 国語学校）

　第 三 段階　青年前期　 18歳迄　 ラ テ ン 語 学校 （都市の ギ ム ナ ジ ウ ム ）

　第 四 段 階　青年後期　24 歳迄　大 学 （王 国や 邦 の ア カ デ ミー
）

　 コ メニ ウス は、こ れ らの 学校 は そ れ ぞ れ 異な っ た もの で あ る が、「真実 の 人 」 を形 成 す る とい う同 じ問題 を 異

なっ た 方 法 で 教育 しな くて は な らな い と し、全 体 を通 して
一
歩
一・・

歩進 む よ うに段 階づ け られ な くて は な らない と

述べ て い る伽 ）。こ の よ うな 学校 体 系 とそ の 教育内容 の 階 梯的な 区分 は、世 界 最初 の も の とい わ れ て い る よ うに、

極 め て 先見的なもの で あ っ て 、彼 は 母 親学校 と国語学校まで は 男女共学を構想 し、教育 の 目標 をそれぞれ外的感

覚器 官の 識 別 能 力 の 訓練 、手や 言葉 と と もに 内 的 感 覚 に よ る 想 像 力 と記 憶 力 の 訓 練 に置 い て い る。

　第三 段階 の ギ ム ナ ジ ウム で は ．感覚 に よ る知識や判断力 の 陶冶の ため に 弁証法や因果律を学び、第 四段階の ア

カ デ ミ
ー

で は 霊魂の 平安 を保 つ た め の 能 力 を神 学 が授 け る よ うに 、精 神 に は 哲学、肉体 の 活 動 に は 医学、財 産 の

た め に は法学を学ぶ と と も に、特 に意志 の 力 を陶冶す る こ とが 目的 と され て い るtZ1）。

　と こ ろ で 、主 題 で あ る 幼児教育の 目的 に つ い て は 、『大 教授 学 』第 28 章 の 「母 の 学 校 の 理 念 」 よ り も体系 的 に

論 述 され て い る 『母 親学校 の 指針』の 第四 章 の 「幼い 者 を……6 歳 ま で の 時期 に 習熟 させ るべ き こ と 」 に し た が

っ て 論及 しよ う。こ の 『母 親学校 の 指針 』 は、

　　
一

六 三
一

年 ご ろ、亡 命者 の た め に ま ずチ ェ コ 語 で 書 き は じ め られ た。それ を ドイ ツ 語 に 直 し て あ らた め て 出

　　版 し た とい うの が真相 で ある  。

　 コ メ ニ ウ ス は 、『母 親学校 の 指 針 』に お い て 、6 歳 に な る まで に 子 供 た ち に 教 え な くて は な ら ない こ と と し て 、

（1） 「敬虔な心 」、（2 ） 「作法 と品性 」、（3 ） 「実践 的 知 識」 の 三 つ を 挙げ、宗教教育や 徳育と知育の そ れ ぞ れ

を論 じて い る。第
一

の 宗 教 教育 に お い て は、神 の 探 求 や 認 知 と神 との
一

体 化 が 目標 と され、第 二 の 徳育で は 中庸、

身だ しなみ、作法 、気配 り、従順、正 直、正 義、勤勉、沈黙、我慢、奉仕、礼儀、慎み 深 さな どの 徳性 が 陶冶目

標 とな っ て い る。そ して 第 三 の 知育に お い て は、「知 る 」、「行 う」、「話す」 と い う三 つ の 能力 の 陶冶が 目標 と さ

れ て い る   。

　 そ こ で 、「知 る 」 べ き こ と と して は、自然学 の 知識、具体的に は 自然界 の 無生物的な事物 と人を含む動物や植

物 の 名称 を学ぶ こ と、した が っ て 今 目 の 科学の 区分 か らす れ ば 地 学 や 生 物 学 や 医 学 の 領 域 で の 事 物 の 名 称 を 覚 え

る こ とが 目標 とな っ て い る。ま た、こ れ ら の 領域 の 他 に、光学、天 文、地理 、年代、歴史、家政、政治 に 関す る

こ との 初歩 的 な 知 識 や 概念 を 理 解す る こ とが、教 育 の 目標 や 内容 と して 考 え られ て い る。同様 に、「行 う」 こ と

で は 頭や 口や 手 を動 か して 質問 と応答 の 初歩の 形式 と算数や幾何、音楽 と 工 作な ど の 初歩や 基礎 の 修得 と、また

「話 す j こ とで は 発音、修辞、詩 の 暗誦 に よ っ て 話す訓練 をす る こ とな どが 目標 と され て い て 、い わ ゆ る 知育の

具 体 的 な領域 と して 述べ られ て い るtz4。

4 ．幼児教育の 内容 と指導方法

　 コ メ ニ ウス は 、『母 親学校 の 指針』の 第 5 章か ら第 10 章に お い て 、幼児教育の 指導方法 に つ い て 論 じ て い る。

第 5 章で は、「健康 」 の 教育が 論 じ られて い て 、母親への 胎教 か ら始 ま っ て 、授乳や離乳食な どの 乳幼児 にふ さ

わ し い 食生 活 につ い て 述 べ 、特 に 実 母 に よ る授 乳 が 子 ど もに と っ て 身体 の み な らず 精 神 的 に も どれ ほ ど望 ま しい

か を詳細 に論 じて い る。ま た、1歳児 の 「あや し」 に は 楽器 を使 い 、3 歳児前後 の 遊びで は快 い もの に 目を とめ

させ て 感覚 を 楽 し ま せ 、目 や 耳 な どの 感 覚 を刺激 す る こ と を 強調 して い る。

　第 6 章の 「理 解力 」 の 育成 で は、先 に 述 べ た 「知 る 」
べ きこ とが ら を、自然界を歩 か せ て 体験させ 、目で 「観
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察 させ る こ と に よ っ て 」
  事物 の 識 別 を させ 、事物 を示 し な が ら言 葉で 名 称 と概念 を一体 化 させ る こ とを 説 い て

い る 。 そ して 、寓話 や 空想的 な 話 も子 ど もの 知 能や 理 性 を育む の で 話 して 聞 かせ る必要性 と、また道徳 の 教育で

は 遊び の 場 で 子 ど も が 悪 習 に 染 ま らな い た め の 配 慮 を説 い て い る。

　第 7 章 の 厂行為 と作業能力 」 の 育成 で は、幼児は 活動を好むの で 、幼児 の 活動を尊重 し、模範 を示 して 合理 的

に で きる よ うに 助ける こ と、そ し て 危険なもの は 除 くが、そ の 他 は 何で も使 っ て

　　い つ で も遊 ばせ 、そ の こ とに よ っ て 、肉体 を健康 に、精神 を鋭敏 に、肉体の 器官を敏捷 で機敏 なもの に な る

　　ように 育ん で い く（26）

こ とが 説 か れ て い る。こ の 「行為 と作業能 力 」 は 精神的な 作業 を 意味す る もの で 、先 に述 べ た 「行 う」 こ とに よ

っ て 育成 され る知識教育の 領域 に属 す る も の で あ る。具 体的 に は、算数 の 初歩 と して 3 歳児 ま で に 5 か ら 10 く

らい ま で は 数 え られ る よ うに す る こ と、ま た 4 ・5 ・6 歳 まで に は 20 くらい まで 順序 正 し く数 え られ る よ うに

す る こ とが 説か れ て い る 。 そ して 、足 し算や 引き算な ど を 教え て 子 ど もた ち を 煩わ せ る の で は な く、それ ま で に

数 の 大 小や 偶 数 と奇数の 識別 が で き る よ うに す れ ば よ い の で あ っ て 、子 ど もは 2 歳 く らい で 幾 何 で の 図形 の 大 小

や 長短 を、4歳ま で に 図 形 の 区分 、円や線、十字形 と尺 度 の 名称 な どを 覚 え、や が て 物の 測量 をす る よ うに な る

と述 べ て い る   。

　さ らに、「音楽 」 に つ い て は、音楽 は 人間 に と っ て 自然な もの で あ り、幼児 の 泣き声も音楽で あ っ て 、子 ど も

は 早 くか ら音 に 関心 が ある か ら、3 歳まで に メ ロ デ ィ
ー
や ハ

ー
モ ニ

ー
の 鑑賞の 枠内で適度 に 音楽を提供す る の が

よ い と説 い て い る 。 そ して、5 歳 ま で に は 小 曲や 讃美 歌 を歌 わせ 、 リズ ム や メ ロ デ ィ
ーを理 解 で き る よ うに、家

庭で 家族 が一
緒 に 歌っ た らよい と述べ て い る （28）。

　第 8 章 は 「言語 能 力 」 の 育 成 につ い て で あ り、「理 性 」 と 「言 葉」 が 人 間 固有 の 重 要 な もの と して 説 か れ、文

法や修辞法や詩が言語能力 を育成す る もの として 論 じ られ て い る。文法 で は 、2歳 か ら 3 歳 ま で に短 く発 音 しや

す い 単語の 発音練習 を、4 歳 で ア ク セ ン ト、5 歳 ・6 歳ま で に そ の 延長 と して 語彙 を 豊 か に す る こ と を説き、言

語 の 練習に は 「遊戯 」 を 通 して 行 う と効 果 が あ る と説 い て い る。ま た、1歳 か ら 2 歳 ま で に 「ジ ェ ス チ ャ
ー

」 や

「動作 」 に よ っ て コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が で き る よ うに し、3 歳 か ら 5 ・6 歳 ま で は さ らに 「比 喩」 や 「模倣 」 に

よ っ て 言語 の 意 味 づ け をす る こ とが 課題 とな っ て い る 。 そ して 、 詩 に つ い て、子 ど もは 言語 を覚え る に伴 っ て 「ハ

ー
モ ニ

ー
」 と 「リズ ム 」 を楽 し む よ うに な る の で 、3 ・4 歳ま で は 遊び な が ら童 謡 を 歌 っ た ら よ く、5 ・6 歳 ま

で に は 短 い 詩 を暗誦 させ れ ば言 譜 能力 は さら に進歩 す るで あろ う と述べ て い る eg）。

　第 9 章 は、い わば道徳教育 に 関わ る もの で あ り、コ メ ニ ウス は 「作法 」 と 「品性」 の 育成 で 具体的な指導 の 方

法 を 論 じて い る。す な わ ち、乳幼児期の 道徳 の 指導 で は、（1 ）「絶え ざる 実 例 」、 （2 ）「適時の
、 分別 あ る 忠 告 」、

（3 ） 「程 よ い 懲 戒 」 を原則 に し て 行 うべ き で あ る と述 べ て い る 。
コ メ ニ ウス に よれ ば、中庸 、気 遣 い 、従 順 、

正 直 な ど の 徳 目の 指導 で は 、そ れ らに つ い て 家庭 で の 親や年長 者 の 配慮 が あ れ ば、言語 に よ る 「教え 込 み 」や 「強

制 の 懲戒」 は 必 要 で なく、何 よ り も子 ど もた ち に必 要なの は彼 らの 見本 とな る 大人 の 行為 で あ り、子 ど も に よ い

実 例 を示 す こ とが 極 め て 重 要 な の で あ る （30）。

　 また 、実例 で 示す際 に 「諭 し」 や 「懲戒」 が 必 要な場合が あ り、それ ら は 普通第
一段 階 の 懲 戒 で あ っ て 、子 ど

もの 不 適切 な行為 に対す る 「理 性的な処罰」 と され て い る。しか し、子 どもが 改心 し ない 場合 は、「小さな鞭 」

や 「手で 殴 る」 とい う第二 段階の 懲戒 が 必要 と される。コ メ ニ ウス は．子 ど もが 理 性や理 解力 が な く反抗 した り

す る こ とに 対 し、「鞭 と叱 責が 知 恵 を 与 え る 」 とい う 『聖 書』の 文句 を 引用 して 、粗 野 で 自分勝 手 な子 ど もが育

っ こ とを厳 し く戒 め て い る．そ れ に は、ま ず 大 人 が 子 ど も に 自分勝手 とい う種 子 を蒔 き つ けた り し な い よ うに、

大人 が 見 本 を 示 す こ とが 前提 とな っ て い る（s1）。

　 さらに、コ メ ニ ウス は 、道徳 の 徳 目そ れ ぞれ の 指導 に お い て 気 をつ け る こ と と して 、「中庸 」 に は 食べ 物 に 過

度の 美食 を 避 け させ 、3 歳こ ろ ま で に は 身 だ しな み が で き る よ うに し、「正 直」 に つ い て は 事実を事実 として 反

す習慣 を つ け させ る よ うに し た らよ い と述 べ て い る。と りわ け、「我 慢 」 に つ い て は

　　過度の 可愛が り、甘や か しが排除され て い れ ば、子 どもに は とに か く我慢が当た り前 の こ とに な り（32）

得 る と述 べ 、2 ・3 歳 ま で の 問 に 「わ が まま 」 や 「強情 」 は 何 か 別 の こ とに 熱中させ る こ とに よっ て 矯正 し（33）、

　　泣き叫ん で も気 に して は い けませ ん 〔34）。

と極 め て 具体的 な方 法 を説 い て い る。こ の 厂熱中」 とい うこ とで、コ メ ニ ウス は 子 ど も が、

　　遊 ん で い る ときは、精神 は 必ず何か に 熱中 し、頻繁 に 研 がれ さ え す る（35）。
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笠 井 ： コ メ ニ ウ ス に お け る幼児 教育の 思 想 に つ い て

と、子 ど も た ち を 「遊び 」 と い う 「作 業 」 に 誘 うの が よ い と説 い て い る（36）。

　と こ ろで、「敬虔な 心 」 を 育成する宗教教育 につ い て は、子 どもに ささや か な理 性が現 れ る 2 歳 こ ろ に年長者

の 祈 る 姿に 駅れ させ、身 を も っ て 実例 を示 しな が ら短 い お祈りが い え る よ うに 教 え る べ き で あ る と述べ て い る。

ま た 、3 歳 ・4 歳 ・5 歳 で は 、さらに 少 しず っ 長 い お祈 りが い え る よ うに し、 6歳 ま で に は 短 い 詩を親 と一
緒 に

唱える よ うに した らよ い と述 べ て い る。そ し て 、コ メ ニ ウス は 、以 上 の 幼児期の 教育の すべ て に つ い て 、

　　学習は 労働で は な く、本 とペ ン を使 っ た 遊び で あ り．砂糖以 上 に 甘 い も の だ （37）
。

とい う こ と を よ く話 し、6歳 を過 ぎて学校 に 行 く前 に、

　　学校や 学習 へ の 熱意 を持 たせ る（38）。

「自発 的な 心 」 の 「構 え」 をす る 必 要 を 説 い て い る。そ の 際、常に 気をつ けなくて は な らな い の は、

　　学校 で の 懲罰、先生 の 激怒、今後 遊 べ な い こ と（39）

な どに つ い て は 話 さず、不 安や 恐怖心 を感 じ させ な い よ うに 、学校 の 教師や学ぶ 知識 が すばらし い もの で あ る と

誉 め た た え る こ とを 要 求す る。さ らに 、幼 児 が 5 ・6 歳 に な る ま で の 教育 は 、何 よ り もす べ て 遊 ん で い る か の よ

うに し て 、子 ど もが 理解で きる こ との み に 留め るべ きで あ る と 「遊び 」 を重視 し、強調 して い る の で あ る（40）
。

　以 上、コ メニ ウス の 幼児教育の 目的な い し 目標 と、教育内容 の 領域 か ら手 順や 方法 に 至 る ま で の 所論を 述 べ た

が、コ メ ニ ウス が教育学上 で 感覚論的な直観教授論を集大成 した 教育家 と評価され て い る こ とか ら、次 に コ メ ニ

ウ ス の 直観論 と直観教授 論 を 問題 に した い 。

5 ．教育方法と して の 直観

　教育史 上 、直観 が 問題 と され る よ うに な るの は、17 世紀 に至 っ て で あ り、17 世紀 の 時 代精神 で あ っ た 自然科

学の 思潮 の も とに 台頭 し た 「感覚的実 学主義 」 に お い て で あ る。17 世紀 に 至 り、教育 はベ ーコ ン の 新 しい 哲 学 に

よっ て 基 礎づ け られ た 自然科学 に よ り、新 しい 実証主 義へと導 か れ た の で あ る、す な わ ち、べ 一 コ ン は、認識 の

対 象 を 自然科学 へ と向 け、経験的感覚か ら実学的知 識 を獲得 す る方法 を確 立 した の で あ る。こ の よ うな 自然科 学

の 隆盛 の 中に 勃興 した の が感覚的実学主義 の 教育運動で あり、コ メ ニ ウス は そ の 代表的な教育思想家 で あ っ た の

で あ る。した が っ て 、

　　人 は彼を 「教育界の べ 一
コ ン 」 と呼ぶ ω 。

の で あ る。

　彼 は 、世 界 で 最初の 絵入 りの 教科書 で あ る 『世 界 図 会』を作 成 し た 教育家 で あ り、教育の 過 程 に 視覚に 訴 え る

教材 を導 入 し、知 識 を子 ど も の 感 覚 に 訴 え る こ とに よ っ て 習 得 させ る 直 感 的 教 授 法 を創 始 した 教 育家 で あ る。コ

メ ニ ウス の 「直観 思 想 」 を 彼 の 主 著 『大 教授学』 に よ っ て 考察 し よ う。

　 『大教授学』 と は、

　　すべ て の 事 を、す べ て の 人 々 に 教 え る た め の 普遍的な 技術 を論 述 し た （42）

も の で あ り、

　　科学 を 学び、徳性 を養 い 、敬 虔 の 心 に 充 た され 、か っ ま た こ の よ うな 仕方 で 、青年が 現在 及 び 将来 の 生 活 の

　　た め に 必 要 なす べ て の 事物 を 学び 得 る と こ ろ の 学校 を 建設 す る よ うに との 勧告 の 書（43）

で あっ て 、い わば人類の 幸福や学校 の 改革 と教授法 の 改善を意図 し て い る。コ メ ニ ウス は、同書で ベ ー
コ ン をは

じ め とす る 自然科学の 基 礎 を形 成 した 哲学者や 科学者の 名 を 挙げた り、彼 らの 学説 を 引用 した り して い な い が 、

自然を知識 の 源泉 とす る科学教育 に つ い て 言及 して い る。コ メ ニ ウス は 、

　　自然 の 導 き に よ っ て、人 は あ らゆ る事 実 の 知 識 を収 得 し得 る （44＞。

と述 べ て、

　　 科 学 的 訓 練 は、理 解 力 、言 語 能 力 及 び 手 の 器 用 さな ど を 向上 させ る（45）。

もの で ある と述べ て い る。そ して、彼は科学を教育す る方法 を九 か 条に して 述 べ て い て （46）、そ れ らを要約すると

次 の よ うな 三 つ の 原理 と な る。

　 （1 ）事物 は 、 実物 を 示 す こ と に よ っ て、そ の 本質 と原理 を 簡潔に教え、応用 可 能 に な る よ うに教 え なけ れ ば

な らない 。（2 ）事物 は 、そ の 差異に 重点を置 い て 判 明 ・明 晰 と な る よ うに し、完全 に 理 解 し た 後 に先 へ 進 む よ

うに教 え な け れ ば な ら な い 。（3 ）事物 の 学習 に は 、まず
一

般 原 理 を説 明 し、細 部 は そ の 後 に 順 序 よ く 関連 づ け
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て 説明 し て 教 え なければならない 。

　と こ ろ で 、こ の よ うな自然界の あらゆ る事物 を観察 し、知識 を修得 し よ う とす る コ メ ニ ウ ス の 方 法 は 、当然経

験 論者 の 説 く認識 の 方 法 と軌 を一
に し、経験を基本 とす る もの で あ る。すなわち、コ メニ ウ ス は経験 が な けれ ば、

我 々 の 有す る 悟性 は例 え ば文 字の 書 かれ て い な い 白紙 の よ うな 空 虚 な もの で あ っ て 、行為 した り、話 した り、物

を認識 した りす る こ とが で きない の で あ る と述 べ て い る  
。 経験 が 認 識 の 期 限 で あ る とす る こ の 論述 は、経験的

知 覚、言 い 換えれ ば感 覚的 知 覚 を重視 して い る の で あ り、ま さ に コ メ ニ ウス に おい て は 、

　　 知 識 の 始 ま りは、常 に 感覚か ら起 こ らね ばな らな い （48）。

の で あ る 。 彼 に よ れ ば、外界 に あ るすべ て の もの の 認識は、人間 に与 えられ た視 野 や聴覚をは じ め とす る感覚器

官 が 、内在す る合理 的精神 で あ る理 性 を助 け る こ とに よ っ て 可 能 に な るの で あ る （49）D した が っ て 、コ メ ニ ウス に

お い て は、

　　すべ て の 知識 は、感覚的直観か ら始ま り（50）、

教育 に おい て も、

　　すべ て が 感覚的直観 を通 じて 教授せ られ る （51）。

の で あ る。

　 こ の よ うな コ メ ニ ウス に お け る 直観教授 に 至 る認 識 の 過 程 は、哲学上 の 認識 論で は、合理 論 の 立 場 で は な く、

経験論 の 立 場 に 近 い 。なぜ なら、コ メ ニ ウス に お い て は 、すべ て の 知識 は 感覚的直観 か ら始 ま り、次 に想像作 用

を媒介と して 記 憶 の 領域 に 進み、そ して 個 々 の 事 実 を基 礎 と して普 遍 的 な理 解 が 可 能 に な る の で あ り、さ らに最

終的 に 理 解 し た 事実の 判断 に よ っ て 知識 は確実に な る か らで ある （52）。こ の コ メ ニ ウ ス の 認 識 論 の 縮 図 とも い え る

論述 は、イ ギ リス 経験論 の 著名 な 哲学者 U ッ ク の よ うに、一もっ と も こ の コ メニ ウス の 『大 教授学』 は ロ ッ ク の

『人 間 悟 性 論 』 よ り 52 年前に 書 か れ た もの で あ るが
一

白紙説 に 立 ち、ま た 事物 を 直接的 に外 官 に よ り把 握 し、

そ れ を 内 官 に よ っ て 表現す る とい う考 え方 （53）は、ロ ッ ク の 外的経験感覚 と内 的経験感覚を想起 させ る もの で あ り、

コ メニ ウス におけ る直観 は、経験論 の 系譜 に位置づ け られ る の で あ る。

　
一方 で 、コ メ ニ ウス は、

　　神 は 多 く の 事物 を創造 した が、こ れ も同様 に ま た我 々 の 利益 の た め で あ っ て 、神 は こ れ に よ っ て 我 々 が こ れ

　　 に携 わ り、こ れ に よ っ て 修 練 し ま た 我 々 の 心 を教育す る 材料 に、何 ら事 欠 くこ とが な い よ うに した（54）。

とか 、万 物 の 中に働 くもの は すべ て神 で あ り、人 間 は ただ深い 心 をも っ て 教えの 種を受け容れ る ばか りで あ る と

述 べ て い る （55）。こ の よ うに 、彼 が い う感覚的直観 に よ る あ らゆ る 事物 の 認識 は 、す べ て 神 の 象徴 と し て の 事 物 の

模写 的な 認知 とい うこ とに な り、コ メニ ウス にお け る直観は、受 身的 で
一

方的な受容性 の 原 理 と して 捉 え られ る

の で あ る。

　 以 上の よ うな認 識 の 原 理 を教授 の 方法 に 導入 した の が 直観教授 に他ならない 。それ で は、コ メ ニ ウス に お ける

直観教授の 方 法の 実 際的、具体的 な論理 や学習 の 形 態 は どの よ うな もの で あ ろ うか。彼 に よれ ば、教育活動は す

べ て を 容易 に 生徒 の 心 に刻 み 付 け る た め に、で き る だ け感覚活 動 を通 じて 行 われ な けれ ばな らず（56）、学習 は、

　　最初実物 に よ っ て 理解力を訓練 し、然 る後言語 で 表現す る こ と を 学ば ね ば な らな い （57）。

の で あ る 。 そ し て 、こ の 原 理 の 具 体的 な学習の 形 態 で は、次 の よ うな こ と が 注意 し て 行わ れ な けれ ばな らない 。

　　聴覚 は 常に 視覚 と結合 して い な けれ ば な ら な い。言葉 は 常に 手 と結合 して 訓練 され ね ば な ら な い 。 そ して 教

　　 え るべ き 材 料 は た だ 単 に 言 葉 の み に よ り、した が っ て た だ 耳 に 訴 え る こ と な く、こ れ を 絵画 に よ っ て 説 明 し、

　　 した が っ て 目の 援助 の 下に こ れを想像力 に 印象 づ けね ば な ら な い 。さ ら に 生 徒は 彼 らの 口 で は なす こ と を学

　　 び 、彼 らが 口 で 語 る こ と を 同 時 に 手 に よ っ て 表 現 す る こ とを 学ばね ばな ら な い 。そ し て す で に 学ん だ こ と が 、

　　 十分 に、眼、耳、理解力及び記憶力 に 印象 づ けられ るまで は、次の 材料に移 る こ との ない よ うに しな けれ ば

　　な らな い 。こ の 目的 の た め に、教室 の 壁 の 上 に、た と え教 訓 で あろ う と、法則 、絵画 、図 表等 で あろ うと、

　　 教室 の 中で 取 り扱 うす べ て の 事を、絵を見 る ように
一

目瞭然 と掲示する こ とが 望ま しい （5s）。

の で あ る。こ れ らの 教育の 具体的な論述 は、感覚的直観をすべ て の 教育現場に導入 した もの で あ り、あら ゆる 知

識 は視覚 （眼）か ら始 ま り、聴覚 （耳 ） と触覚 （手 ） の 連携の も と で 表象され 、理 解され る べ きで あ る とい う、

まさに 直観教育を強調 し て い る。

　 と こ ろ で 、こ うした 直観によ る教育 が行 わ れ る べ きで ある とい う コ メ ニ ウス の 主 張の 背景 に は、当 時の 非直観

的な教育の 現実が あっ た。そ れ を コ メ ニ ウス は 次 の よ うに 述べ て い る。こ れ ま で の 学校 で は、
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笠井 ； コメ ニ ウ ス に お け る 幼児教 育の 思想 に つ い て

　　知 性 の 中に 優 し く教え 込 む こ と の で き る こ と が ら を、暴力 に よ っ て 印象 づ け、い なむ し ろ暴 力 に よ っ て 詰 め

　　込 み 、あ るい は 叩き こ ん だ（59）
。

ゆ え に 、

　　学校 は 子 供等 に とっ て 恐 怖 の 場 所で あ り、知 性 の と殺場 で あ り、そ して 大 多数 の 学 生 は、学問や書物 に 対す

　　る 嫌 悪 感 を抱 い て 早 急 に 学校 を飛 び 出 し、技術家 の 工 場や そ の 他 の 職業 に 赴 くの で あ る   。

と い っ た 状態 に あ っ た。実 に、当 時 の 学校教育で は、生徒 を無意味 で 重要で な い 学習 に没頭 させ （61＞、た だ 単 に オ

ウム 返 し の 口 先だけの お し ゃ べ りを飽 きさせ る ほ ど行わせ た（62）。結果 として そ うした学校 で は、

　　道 徳的 に陶冶せ られた 品性 は養 わ れ ない の で 、贋 の 、うわべ だ けの 道徳家、え り好 み す る、とっ て つ けた よ

　　うな文化 の っ け やきば、世間的な虚栄 心 の み に慣 ら され た眼や手 や 足 ばか りが 造 り出 され る（63）。

こ とに な っ た の で あ る。

　こ の よ うな教育や 学校 の 実態 は、教育史的 に は教養 の 源 泉 を ギ リシ ア や ロ ー
マ の 古典 に 求 め た 人 文 主 義の 堕落 、

すなわ ち言語 や 文 体 の 形式 に こ だ わ り、内容や意味を 軽視 し た キ ケ ロ 主義や、聖書をは じ め とす る キ リス ト教教

義 を
一

方的 に教授 した 問答 法 に原 因 が あ り、そ れ こ そ コ メ ニ ウス が 直観教授法 を 論 じて 批 判 と 改革の 対 象 と した

も の に 他 な らない 。彼 は 、言葉の み で 内容 の 伴 わ ない 事物 の 暗記やきま り きっ た 章句の 問答 に よ っ て 行 う教育 に

反対 し、

　　事物 と 言 葉 とは 同 時 に認 識 の 対 象 と し て 提 示 され ね ば な ら ない （64 。

と して 、

　　如何 なる知識 も書物 の 上 の 権威 に 基づ い て 与えられ るべ きで は なくて 感覚並 び に 知性 に よ る 現実的な証明

　　に よ っ て 権威づ けられるべ きで ある （65）。

と論 じ、文 献 中 心 主 義 の 教育 の 批判 と、そ の 改革に 直観主義教育を対置 した の で あっ た。まさに、以 上 の よ うな

コ メ ニ ウス の 直観教育 の 方 法は 、教育史上 で 以 後の 学校教育 に お け る 教授 原理 の み な らず 、幼児 教育や 保 育 の 方

法原理 の 原点 とな っ た の で あ る。

6 ，おわ りに

　 『母 親学校 の 指針 』 に お け る幼児教育は、フ レ ーベ ル （66）の 幼稚園 を連想 させ る が、ペ ス タ ロ ッ チ
ー  の 『ゲ

ル トル
ー

ト教育 法 』 の 居 間 の 教育に 近 い も の で あ る。コ メ ニ ウス は 、近 代後半 の 著名 な 二 人 の 児童 中心 主 義の 実

践家 で あ っ た ペ ス タ ロ ッ チーとフ レ ーベ ル の 教育思 想 の 源流 とな っ て い る 。 ま さ に、コ メ ニ ウ ス は、幼 稚 園 教育

を本格化 し た フ レ
ーベ ル やペ ス タ ロ ッ チー

に 先ん じて 、幼 児 教 育 の 原 理 を論 じた 先 駆 者 で あ る。

　以上 か らわ か る よ うに、コ メ ニ ウ ス は 18 世 紀 の 近 代 教育の 源流 に位 置 し て い て 、今 日で はル ソ
ーが 「子 ども

の 発見」 の 最初の 教育思想家 とい わ れ る が 、コ メ ニ ウス は ル ソ
ーよ り 100 年余 り前 の 「子 どもの 発 見 」 の 先 駆 者

で あ り、文字 通 り子 ど も の 理 解 者 で あ っ た。

　 こ の ように、ル ソ
ー、ペ ス タ ロ ッ チ ー、フ レ

ーベ ル らの す ぐれ た 幼児教育思想 を概観す る時、そ こ に は コ メ ニ

ウス の 思 想 が源 流 と して 流 れ 込 み、受 け 継 がれ 、発 展 して お り、近 代 的 な幼 児教 育思想の 先駆 者 と し て の コ メ ニ

ウス の 教育思想 は
一

段 と評価 され るべ きで あろう。
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