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　Recently
，
　people　seem 　to　lose　the　consciousness 　of　transmitting　to　younger 　generations 　about 　the

human　 virtues 　in　ordinary 　life．　In　this　note 　the　author 　examines 　the　discourses　of 　Yanagida 　Kunio　on

the　succession 　of　culture 　in　former　time 　arld　urges 　to　reconsider 　the　 importance　of　transmission　 of

culture 　on 　daily　life　in　 our 　time ．
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　 　 　　 　 　 　 　 1 ．は じめ に

　 日々 新た な 文化が創出され る現代で は，日常の 生活

世 界に おけ る生活文 化
⊥〕

の 伝 統 とそ の 伝 承 につ い て，

と くに 意識 され守 ら れ る努力 もな くな っ た．ま して，

か つ て伝統や 伝承 と い う言葉が もつ 継承や 連続，永続

の 意味，崇拝 や擁護，誇 りや 自尊な ど の 意識 も薄れ て

きた，む しろ新 しい 文化の 受容が価値 ある もの と見な

され，占来伝え ら れ 守 ら れ て きた もの に大 した意味を

付 さず，む しろ軽ん じる風潮さえある．か つ て の 伝統

的な社会 で は ，人間が，ある い は集団が生 き続 けて い

くうえで 必要 なもの を，次 世代に伝 え よ うとい う意志

と努力が，親世代 に も地域社会に も存在 し，家庭や学

校，地域社会で意識的 にあ る い は無意 識 に も，さまざ

まな形 で 伝承が行われ た．逆 に，若い LU．代 に も古老 や

年長者，親や 先輩 か ら学 び取 ろ うとい う姿勢が あっ

た．そ れは ， 家業や生 業，知識 や技 術 ， 地域 社会 の 規

約 や慣行 を伝授，継 承 して い か なければ，家や 地域社

会を存続 させ 共同体 を維持 して い くこ とがで きなか っ

たため で もあろ う．

　近 代化 の 進行 と と もに 産業構造 の 変化や 杜会移動 の

激化が すすみ ，P，バ ーガ ー
の い う生活世界 の 多元化

に よ っ て ，人々 は次世代に伝 え る べ き 「もの 」 と 「こ

と」 に戸惑 い
， 若者 は 受 け継 ぐべ き 「もの」 と 「ひ

と」 を見失 っ た．さ らに地域 共 同体 の 崩壊 ， 家族の 変

容，都市化に よ っ て ，次世代 へ の 伝承や継承の シス テ

ム そ の もの が 弱体化 し た ．価値観の多様化と個 人化は

世代間格差を拡げて ，伝統 と伝承 の 意義 と必要性を希

薄に して しまっ た．

　祉会学者加藤秀俊は 「変化する社会の 中で ，親と子

の 経験が まっ た く異質化 して しまっ た ．か つ て ，社会

が 『伝統』社会 で あ っ た と き，親 と子 は同 じ経 験を共

有 して い た ．子 を育て なが ら，親は，じぶ ん が 子ど も
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だ っ た こ ろ を回想する こ とが で きた し，その 子 どもを

これからどん な風 に育てて い っ たらい い か，につ い て

も確信を もつ こ とが 出来た」 （加藤 「暮 らしの 思想」）

と，経験 と価値観の 異質化が 次世代教育 に混乱 を招

き， 親が 子・を， 祉会が 人を育て る うえで の 価値観や 自

信 を失 っ て い る こ と を指摘 して い る．

　2003年 3 月 「新 し い 時代 に ふ さ わ し い 教育の 実現」

の 答申が 中央教育審議会 に よ っ て 文部科学大臣に提出

され た，そ の 提言 の 7 本柱 の なか に ，「日本の伝統 ・

文化の 尊重，郷土 や 国を愛する 心 と国際杜会の
一

員 と

して の 意識の涵養」 とい うの が あ り，加えて 「家庭 の

教 育力 の 回復，学校 ・家庭 ・地域社 会 の 連携 ・協力 の

推進」 とあ る． こ の 答申は教 育基本 法の 改正 や教育振

興基本計画 の 策定に 盛 り込 まれ る と言 われ て い る が，

子 どもた ちが 国や郷土を愛する心，伝統や 自国文化 を

尊重 し誇りに思 う気持ち を持 つ ように なる の は，法や

行政 ギ導で も人為的な集団で もな く，人 々 が 身辺の 生

活文化，地域独 自の ，そ して 自国 の 文化に 目を向け ，

それ ら を育 て あ る い は変革 しつ つ ，次世代に伝承 し継

承 して い く意識 と シ ス テ ム が構築 さ れ なけれ ば な ら な

い で あろ う．

　こ の 小稿で は，伝統社会にお ける次 ILI：代へ の 生 活文

化継承の シ ス テ ム をふ りかえ り，近代化 に よ っ て もた

ら された現代の 日常ある い は 身辺 の 生活
．
文化にお ける

非連続 の 状況 とそ の 修復の 可能性に つ い て考えて みたい ．

　　　　 2 ，伝統社会 に お け る次世代教育

　い ま改めて思 い 起 こ す の は，地域教育 ・郷土教 育を

通 して ，次世代に 文化の 継承を強調 した柳 田國男の 毒

説で ある ．柳田 は大正期初め か ら戦中戦後に い た る，

わが 国近代化が進行 す る過程にあ っ て，民俗学に よ っ

て わ が 国の 常民文化 の 伝承 と継承 を明 らか にする と同

時 に，そ の 意義 を強調 し た ，「先祖 の 話」や 「家永続

の 願 い 」 に見るよ うに ，人 は 「家」や 村 とい うシ ス テ

ム を通 して ご先祖様か ら子孫へ の 連続性 を意識 しなが

ら生 きて い た．先祖は 産土 とな っ て 自分た ち子孫 を見

守 り，やが て 自分たち も子孫を見守る霊 となる．子 ど

もた ちは 幼い 時か ら先祖 の 霊に対する祭 りの 役割 を分

担 しつ つ ，「無意識 の 伝承」 に よ っ て 連続 の 意識 をも

つ こ とに なる．

　 こ れ は地域社会に お ける伝承 の
一．
端 で ある が，学校

教育が 浸透 ， 定着 して行 くにつ れ て ，そ れ以前に家庭

や 地域 で行 わ れ て い た次世代教育 と異 な り，全 国の

「
一

般知識 を主」 と した教育，「著 し く子 供本位」の

教育 とな っ て ， 職業は 「家 の 要求 を度外 にお い て決せ

られる」ように な り， こ れが 「生活の転換，家の 移動

を烈 し くする結果」に な っ た と柳 田 は 分析す る ，（「明

治大正 史世相編」）

　子 ども に と っ て家業の継承や 村の慣行の習得が重要

で あ っ た と きは，「朝夕見聞 きする 人 の 言 行 に気 を付

け ， そ の とお りに して い れば ， 非難 の な い 十 人並 み に

なれ た」．そ れは子 ど もた ちが 大人 か ら意識的に 習得

する 「感化 ・浸染教育」で あっ た．そ れ が
， 「時代 が

お い お い とそれ だけで は す まな い よ うに」な り，「見

た り聞 い た りして，い つ とな く学び とる の を，気長に

待 っ て お られ な い ような い ろ い ろ の 事 を，教えなけれ

ば ならなか っ た 」た め に ， 明治時代 に始 ま っ た学校教

育は ， 「こ うせ よ，こ う言 え」 と進 ん で 教 える 「指導

教育」に な っ た とい う．柳 出に よ れ ば，近代化が 進む

過程で
， 地方で は 「感化 ・浸 染教 育」， 中央 で は 「指

導教育」が勢力をもち，地方か ら山 て きた者が 「田 舎

者で … 」 とい う卑下 した 旨い 方は，都市生活者 に対

して 「感化 ・浸染教育」 しか受けて い な い 周辺地域 の

教育を表わ した もの だ とい う，さら に 産 業技術の 進展

や 教育の 統
一

化 に よ っ て 「指導教育」が 首座 を）
Fiめ

，

「感化 ・浸染教育」は あ ら ゆ る場面 で 弱体化 し，等閑

に され る ように な っ た． しか し柳田 は，そ の 後の 教育

論で も，こ の 二 つ の教育 は併行 して 行われる べ きこ と

を強調 して い る ．（「女性生活史」）

　 「しつ け」 とい う言葉 も，は じめ は 「旧舎で は苗 を

田 に挿 し，種 を畠に播 くこ とを い い ，育て る ・シ トネ

ル と も近 く，手 を掛けて 自然 に
一一

人立 ちで きる ように

する と い うだ け の 意味だ っ た の が ，後に ，積極的に世

話 を焼 くこ とだ け に 限 ら れ る よ うに な っ た」，（前掲

書）伝 統社 会で は 「
一

人前」 に な る とい うこ とは，

「十人並み」「世 間並み」 に育つ こ とで あ り，「笑 い 者

に な らな い 翌 と い う訓戒 もあっ た．笑 い の 制裁 に つ

い て柳 田 は 「少 し残酷 な弾圧 」と形容 し て い るが，

「い ち ば ん に人か ら憎 まれ るの は手前勝手 と横着，白

分 さえよければ と い う態度，人 に 迷惑 を か け て 顧 み な

一 46 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Nara Saho College

NII-Electronic Library Service

Nara 　Sah σ
．
　e σ ltE す 百

一　一一｝ 　一

生活文化 の 世代間継承 に つ い て

い と言 う所業」 （傍点，引用者〉 をあげて い る．（「平

凡 と非凡」）

　笑 い の 制裁 を受ける こ れ ら の 行為 は，現代社会 に

あ っ て も十分制裁 を受け る に値する行為で あ る ，しか

し現代，あ か らさまの 制裁 は と もか くと して ，こ れ ら

の 「所業」を幼 い ときか ら自覚 させ る方法は親が 「し

つ け る」 より外に は ない の で はな い か と思 われ る．

　伝統社会で は，こ の ように地域社会も次世代教育の

役割 を担 っ て い た． 日常生 活そ の もの が教育の 場 で

あ っ た こ と は
， 布川清が 次の よ うに描 き出 して い る ．

「子育て は，家族全員 の 労働 と共同 した家庭生活 を通

して なされ ま した，同時に，家庭 以 トに 強力 な子育て

の 力が地域社会に張 りめ ぐらされ て い ま した．何 よ り

も地域社会は，冠婚 葬祭，水 の 管理，雪か き， 神社の

清掃か ら地域の 小学校の 草取 りに 至 る まで ，子 どもを

地域 の
．一．一

員 と して育て る場而を持 っ て い ました．か つ

て の 日本杜会は，家庭 や地 域共 同体 の 日常生 活 自体

が
， 子 ど もの 教育訓練の場で した．了

．
ど もの 年齢や能

力に 応 じて ， 大人が 「保護」の 度合 い や 内容を変 え て

ゆ き
．・

人 の 大人 と して育て 上げる仕組みが ， 地域 の な

か に埋 め こ まれ て い た⊥　（布川 「近世 民衆 の 家族 教

育」）家庭 や地域 にお け る子 ど もの 役割は，そ れぞれ

の 地域，職業で異 な る と こ ろ が あ っ て も， 日本の 子育

て の 基本的シ ス テ ム に組み 込 まれ て い た．柳 田國男 に

よれば，昭和 半ばまで 行わ れ て い た女の 子の 年季奉公

に つ い て も，家計補助 や礼 儀作法見習 の 意 味 もある

が，
一

生 を村の 中で過 ごすこ と に なる女 の 子 に外 の 空

気 を吸 わせ る意味を持 つ とい う．他地域へ の 奉公 とい

う形で ，内部領域 と外部領域 の 意 識化をはか り， 帰属

　　　　　　 表 1 　近代家族 の 特徴

1 ．家内領域 と公 共領域 との 分離

2 ．家族構成員相互 の 強 い 情緒的絆

3 ．子 ども中心 卞義

4 ．男は公共領域 ・女は家内領域 とい う性別役割

5 ，家族の 集団性の 強化

6 ，社交 の 衰退 とプ ラ イ バ シ ーの 成立

7 ．非親族 の 排除

8 ．核家族

　　　　　（落合恵美 子
「
近代家族 をめ ぐる 言説 」 よ り）

意識 を高め る目的 もあっ た の で あろ う
a ）．

　伝統社会で は ，こ の よ うに家族 と地域 で 次世代教育

が 行わ れ た．高度経済成長期以後の 現代，価値観の 多

様化 と私化，個人化が進む中で ，まず家族 とい う次世

代教育の シ ス テ ム が 失わ れ た．落合恵美子は 近代家族

を，主と して伝統家族 との 対比 に よ っ て 8 項 目に特徴

づ けた，（表 1）

　 こ こ に 見るよう に，近代家族 は他者関係に お い て は

閉鎖的で あ り，子 どもたちが期せず して 他者 との 閾係

性や社会規範を 目と耳で 学び得た で あろ う伝統 家族 の

ような，近 隣や親族 の 出入 りが ほ とん どな くなっ た．

世代は 親 と子で完結的で あ り，家業 ・生業の 継承もな

い ．現代家族 の シ ス テ ム の なかに は ，連続 と連帯の意

識が組み 込 まれる余地が 見あ た らな い ．

　 親はよ り新し くよ り高度な知識 と技術 をわ が子に 身

に つ け させ る た め に
， 自ら の 役割 を ま る ご と指導教

育，公教育 に委ね た の で あ る．こ こ に 親 と子 の 間に生

活文化の 伝承さえも断絶が見られ る こ ととな っ た．

　 （表 2）は，伝統社会 における次世代教育 と近代以

表 2　 伝統社会に お ける教育 と近代以降の 教 育 の 対
．
比

伝統 社会の 教 育 近代以 降 の 教育

教 育 の 場 家庭 ・地域 礼 会 学校

教育の 受手 個 別 的 集団

教 育 の 対象区分 近隣 年齢

階層差 家恪
・生 業 に よる 差 平 等

教 育 内容 規 範 ・慣行 知識

〔家
・
家業

・地 域 社会）

個 別 性 ．地 域性
．一

律

伝承 家
・
地域の 文化遺産

一

教 育 者 親・祖父母・地域の 長老 教師 ・資格者

教 育の 手段 見習 い ・聞 き覚え ・ 文字、記録

口 承 ・こ とわ ざ 体系的 カ リ キ ュ ラ ム

三 雪 五口口 囗 地域語 ・方言 共通 語 ・標 準諳

制度
・
組織

一 制度として法的規制覗 則

体制 として の 思想 思 想の 普 遍｛ヒ

選別
・
配分 評 価 ・進路

政 治性
一一一

支配権 力 の 正 当化

差異化 十 人並 み ・世 閭並 み 成績 偏差値によるラン蜊 け

社 会的資格
…
人前 資格 付 与

教育の 目的
一．

人立 ち 社会的適応 ・職業人

（宮 田光雄
「
い ま 日本人 で あ る こ と』 を参照 して作成 ）
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後の 学校教育 を，宮田 光雄 の 「い ま Er本人 で あ る こ

と」の 表記 を援用 して ，構成 した もの で ある．近代以

降の 次世代教育は そ の 方法，目的，教育観など，すべ

て が異な っ て きて い る の を見る こ とが で き る．伝統社

会 で の ，規範や 伝統の授受に重 きをお い た教育は
， 現

代で は知識や技術 の 教授 に重点 を移 して い る，もちろ

ん現代で も， 職人 な ど言 語で伝達 し に くい 専門分野で

は，例 えば カ ン や コ ッ ，セ ン ス とい っ た もの を習得す

る の は 「す ぐれ た 人の や りか たを注意深 く観察しなが

ら ， 模索 し， 実 践 の なか で 場数 を踏 ん で 試行錯誤 に

よ っ て 体得する」 （竹内洋 「沈黙 の 教育」） こ とが行わ

れ て い る ．職人の 生活史に も 「仕事 は
， 親方 か ら手 と

り足 と り教えて もら うの で はな い ．自分の 目で 盗 み ，

手で覚えて い っ た」 と述 べ られ て い る，（「職人ひ とつ

ば な し ・宮前の 棟梁」）竹内洋は 「こ うい う教 育 は，

こ うしなさ い とか，ああ しなさい とい う明確 な指示 も

説 明 もな い か ら，『沈黙』 の 教 育 と呼ぶ こ とが で き

る．」 と し，「日本人の 伝統的教育観は 『教 える』 とい

う 『説明』教育で あ る よ りも ， 「学 ぶ 』 とい う自己学

習 を基点に した 『沈黙』の 教育だ っ た．」 （竹内，前掲

書） と して ，説明教 育が過 剰 に な り氾濫 しす ぎた現

代，こ う した 日本の伝統的教育の 再 考をうなが して い

る，柳円 が半世 紀 以 一1二前に ギ張 した 「感化 ・浸染教

育」 との 併用を改め て思 い 起こすの で ある．

　　　　　3．現代 に おけ る規範の 内面化

　　　　　
一

あ る国際比較調査 か ら
一

　次に ，総理府が2000 年に行 っ た世 界 5 か国 （日本 ・

韓国
・
ア メ リカ ・ドイ ツ ・イギ リス ）の 小中学生 を対

象に した 「子 ど もの 体験活動等 に 関す る 国際比較調

査」の結果 （図 1 − A ，B ，図 2 ） を見てみ た い ．

　図 1 − A は 子 どもの 社会道 徳 を問 う項 目で あ り， 1
− B は 正 義感 とそ の積極的 な社 会的行動 を問 う項 目で

あ る，日本の 予 ども に関 して い えば， 1 − A の 結果か

ら社会道徳の 内面化 と自制心はあ る と考え られる． し

か し， 1 − B に お ける正義感 と社会性 をあらわす行動

に つ い て は，「何度 もして い る」 と答 えた もの が少な

い だけで な く，「まっ た くな い 」 と答 え て い る もの が

　　　　　　　　　 あなた は、こ こ 1年 くらい の間に 、

　　　　　次の よ うなこ とをどの くらい したことがあ りますか 。

何度 もある　 　　 　 　　 　 まっ たくない

日　　本

韓　　国

ア メ リカ

イギ リス

ド イ ツ

日　　本

韓 　 　国

ア メ リカ

イギ リス

ド イ ツ

友 だちとの 約 束 をやぶ っ たこと

｛％）

（％ ）

・11 蘿 　　　・6

　
嘴

購
F．　 著

’ 2σ　 鑽韈 　　43

韈 韈　　 　 ・2

12 蠹黐 　　53

・11鸚 　　　・・

25　　　　　　　　　50　　　　　　　　　75　　　　　　　100

壁 などに 落書きをしたこと

100（％｝ 0

　 　道 路や 公 園で

ガムや 紙くずを捨てたこと

〔％〕

学校 の 規則をや ぶっ たこと

図 1 − A 「時 の 動 き」2000 年 5 月号 よ り複 写
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他国に比 して 際立 っ て 多い の は どうい うこ と か．

　図 2 は
， 親が 子 ど もに教え る 社会規範に つ い て の 項

国で あ る． こ こ に も図 1 と同様，他国 と日本 の 問に 顕

著な違 い が 見 られ る，こ こ にあ げ られ た項 目，「あ い

さつ をする」 「早寝早起 き」 「嘘 を つ か な い 」「弱 い も

の い じめ を しな い 」「迷惑 をか けな い 」「仲良 くする」

「先生 へ の 尊敬」な どの 規範や戒め は
， 生 活の 中で も

社会的 に も基本的な もの で あ る．時代や 社会 を超えて

人 間が生 きて い くうえで 絶対的価値 を もつ 規 範で あ

る．しか し，日本の 親 はそれ を言 い 聞かせ 伝えよ うと

は して い な い ．い まの 子 ど もた ち に とっ て ，汎 セ1会

的，汎 時代的 な規 範は
一・体 い つ どこ で 内面化 され て い

くの で あろ うか．

　再 び柳田 の 言説に 立ちか え り，継承 と伝承の 意義に

つ い て 考えた い ．

　　　　4．柳田国男が伝 えよ うと した こ と

　太 平洋戦 争．後，社会科教育 の 設 置に関わ っ た柳田

は，歴 史教育の 必要性 を強調 した．柳 田 の 言 う歴 史教

育は ，当然な が ら文字記録 の 教 科・
書 的歴 史 で も，教え

込む歴史で もな く，常民が営 々 として創 りあげ工夫を

重 ね て きた もの ，それ に よっ て 何が 変わ りど う役に

立 っ たか を，子 どもたち 自身が主休的 に 理解 して い く

こ と を日 ざして い る．柳 田 は子 ど もた ち に 向か っ て

は，「まず疑 っ て み て 後 に知れ 」と
， 何事 に も疑問を

もち，その成 り立 ちを知る こ とに よっ て ，身の まわ り

の 生活を深 く理解する こ とが で き，また未来へ の展望

が拓 ける と説 い てい る，そ の 真髄 を 「史心」 と表現 し

強調 した．

　柳 田はそ の 主張 の 実践 と して 口本全国に 伝わ る昔話

や 子 ど もの 遊 び を収 集 し分 析 した ， 「昔話 は前代 日本

人の 数乏 しい 娯楽の
一

つ で あり，兼ね て大切な教育方

法の
一

つ で もあ っ た ．我 々 の 想像力は こ れ に よ っ て 成

長 し，知能 と情操 とは こ れ に よ っ て 大 い に養わ れた 」

と．こ とわ ざや笑 い が
一
r一ど もの社会化 に有効 に利用 さ

れ た の と同様，昔話が子 ど もの 教育に果た した意義を

示 して い る．

　太平洋戦争中に は，疎開児童 の ため に 連 の 少年少

日　　本

韓　 　国

ア メ リカ

イギ リス

ド イ ツ

日　 　本

韓 　 　国

ア メ リカ

イギ リス

ド イ ツ

何度 もある

　　　　 あな たは 、 こ こ 1年く らいの 間に 、

次のような ことを どの くらい したこ とがあ りますか 。

0 25　　 　　 50　 　　 　ア5

い じめ を注意 したこと

10D〔％ ）

悪 い ことをしてい る友だちに

　　 注意 したこ と

〔％）

友だちの けん かをやめさせ た こと

困っ てい る 友だちの

相談 にの っ てあげたこと

（鮒 o

〔％ ）

体の 不自由な人 やお年寄りの

　 　 手助けをしたこと

0（％）

図 1 − B 「時の 動 き」 2000年 5 月号 よ り複 写
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　　 　 　　 　 　　 よく言われる

　　 　 　　 　 たまに言わ れる

　 　 　 言 われ ない

　　 　 　　 81　 　 　 12　 日本 　 　 19 　 　 　 70

　　 　 34　 　 　33 　 　　 　 　　韓国　 　 　　 　 　　35　 　 2ア

　 　 21　 25　 　 　 　 　 　 　 ア メリカ　 　 　 　 　 　 　 　 23 　 17

　　 　 32　　　 34　　　　　　イギリス 　　　　　　　 33　　 23

　　 　 36　　　　31　　　　　　　　ドイツ　　　　　　　　　　32　　　 27

（％ ）10D　　　フ5　　　　50　　　　25　　　　　0　　　　　　0　　　　　25　　　　50　　　　75

　　 　 　 お 父 さん か ら　 　 　 　 　 　 　 　 お母 さん か ら

　　　　　　　　 友だちと仲良くしなさい

　　　あなたは 、 お父さんや お母さ んか ら、

次の よ うなことを どの く らい 言わ れて い ますか 。

　 よ く言われる

　 　 たまに言わ れる

　 　 　　 　　 　 言われない

日本

韓 国

ア メリカ

イギリス

ドイツ

〔％）100　　　75　　　　50　　　　25　　　　0　　　　　　0　　　　 25　　　　50　　　　75

　　 　 　 お 父 さん か ら　 　 　 　 　 　 　 　 お 母 さん か ら

　　　　　　　うそをつ かない ようにしなさい

日本

韓国

ア メリカ

イギリス

ドイツ

100〔％ ）〔％〕100

〔％ ）100　　　75　　　　　50　　　　　25　　　　　0　　　　　　　0　　　　　25　　　　　50　　　　　ア5

　　　　 お父 さん か ら　　　　　　　　 お 母 さ ん か ら

　　　　　　 先生の 言うこ とをよく聞き な さ い

日本

韓国

ア メリカ

イギリス

ドイツ

野

青

日本

韓 国

ア メリカ

イギリス

ドイツ

75　　　　50　　　　　　　　　　0　　　　　　0　　　　　25　　　　50　　　　75

お父 さん か ら　 　 　 　 　 　 　 　 お母 さん か ら

　弱い も の い じめ を しな い よ うに しな さ い

100（％）（％ ）10D

（％〕100　　　75　　　　　50　　　　　25　　　　　0　　　　　　　0　　　　　25　　　　　50　　　　　75

　 　　 　 お父 さん か ら　 　 　 　 　 　 　 　 お母 さん か ら

　　　　　　　　　　　早く起きなさ い

日本

韓 国

ア メリカ

イギリス

ドイツ

100〔％ ）

75　　　　　50　　　　　25　　　　　0　　　　　　　0　　　　　25　　　　　50　　　　　75　　　100（％）

お 父 さ ん か ら　 　 　 ．　 　 　 　 お 母 さん か ら

　　人に迷惑をか け な い よ うに しなさい

100〔％） 〔％〕100

↑OO（％）（％）100

日本

韓国

ア メリカ

イギリス

ドイツ

75　　　　　50　　　　　25　　　　　0　　　　　　　0　　　　　25　　　　　駒 　　　　　75　　　100（％）

お父 さん か ら　 　 　 　 　 　 　 　 お 母 さ ん か ら

　　　　　　物を大切にしなさい

72 19

46 30

273438

32 1

66 19

日本

韓 国

ア メリカ

イギリス

ドイツ

75　　　　　50　　　　　25　　　　　0　　　　　　　0　　　　　25　　　　　50　　　　　75　　　100〔％）

お父 さんか ら　　　　　　　　　お母 さん か ら

　　　　ちゃ んとあい さつ を しな さ い

図 2 「時の 動き」200Q年 5 月号 よ り複 写 〔
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生活文化の 世代間継承 に つ い て

女 1司け の 本を著 して い る．そ こ に は家族 と離れ て 集団

生活 を送る子 どもたち，田舎の 生活 を経験 し得た都会

の 子 どもた ちに ，伝 えた い こ と，見聞 きして お い て ほ

しい こ と を集大成 して い る ．そ れ ら は，本 来 なら親か

ら子 ，祖父母 か ら孫 ，大人か ら子 ど もへ と語 り伝え ら

れ る で あろ う話で あり，田園 の 自然 に触れ村 の 文化に

接 し得る機会 をもっ た子 ど もたち に，興味と見聞 を拡

げ る こ とを援 け よ うと して い る．

　1945年の 終戦前 に書かれ た 「村 と学童」 の 序文 に
，

こ の 著作 の 目的 と し て ，「初 め て の 土 地 に 入 っ て，急

に活 き活 きと して きた注意力 と知識欲 とを，で きるだ

け
一一

生 の ため に なる方向へ 働 かす ように当人 （引用 者

注 ：疎開児童）たちに も考え つ かせ る こ とで ある．今

まで はただ言葉 として の み 聞い て い た観察 とか理解 と

か い うもの を，また とえが た い 今度 の 機会にお い て ，

1．分 に体得 させ た い とい う願 い を私 は も っ て い る」，

「世 が治ま り国が ます ます 栄 えて い く際に お よ ん で ，

こ の大切 な知識 を人生 の 役 に xZ て ，…次の 代へ 伝える

の も諸君 の 任務で ある」 と，既に子 どもたち に 次世 代

へ の継承 の 自覚 を促 して い る．

　 「村 と学童」に 収録 された 六 つ の 話
51
は ， まさに 日

常 の 生活文化の成立 と変遷，そ れ ら を人 々 が どう創造

し工 夫 し進化 させ て きた か を
， 民 俗学の 知見と全 国 か

ら集め た資料 を基 に多兀 的多面 的 に 明 らか に して い

く．例えば第 1話 「母の手 ま り歌」は，手 ま りとい う

r一どもに親 しみ の ある玩具 を素材 と して ，昔の 女性た

ちの 労働 と牛活，そ の 生 涯 まで敷衍 し，母 が子 を想 う

気持ち，各地方で 歌われた手 まり歌に込め られ た意味

な どが ， 母 へ の 衰 「昔の 念と ともに展開す る．

　 第 3 話 「親捨 て 山」で は，主題 の 共通 1生に 対 して
，

地域の 特質に よ っ て そ の 語 りが 変容 して い る こ とを明

らか に し，語 り伝 えられ た数種 の 話 の 内容は，い か に

老人が優れた者で 豊 か な経験 と知恵 と愛情を持 つ 者で

ある か を言外に子 どもた ち に伝 え ようと して い る．か

つ ては家の 中の い ろん な場所 ， 寝床や縁 側，軒端や囲

炉裏端 で ，大人 た ち は 了
．ど もの 反応 を うか が い 効果を

確か め なが ら語 られた物語 は，い まで は マ ス コ ミ，と

くにテ レ ビ に よ っ て
一

方的に 全 国
一

律の 話 とな っ て 子

どもた ちに知 られ て い る ．

　河合隼雄 も幼児期 に 物語 を話 して くれ た父親 の 回想

の なか で ， 読み 聞か せ と対比 して 「語 りと い うもの

は，私 の 父親 の よ うに，自分 の 覚え て い る こ と をし ゃ

べ っ て くれ る の で ，は る か に 入 と人 との つ なが りがあ

る と思う」 （「人 と人 と を結ぶ 声 と語 り」） とそ の 迫力

を語 っ て い る．物語 な どを直接語 り聞かせ る とい うこ

とは，声 の も つ 「ある種呪術 的 と言 っ て い い 力」が

「意識 と同時 に もっ と深 く私た ちの 意識下 に 働きか

け」 （谷川 俊太郎 「声 の 力」）， 感動 や畏怖 な ど と と も

に
，

こ こ ろ に深 く刻 まれ て い くの で あろ う，

　 第 6 話 「棒 の 歴史」は，八間は もの を運 ぶ 文化を も

つ こ と，そ れが人 問 の 生 活，仕事，労働と どの ような

関係がある か．一
本ある い は二 本の 棒に 託 して 運搬の

変遷 史が語 られ る．原初は 牛命 を維持する た め の もの

を運び，や が て 交易が行わ れる ようにな っ て人 々 の 暮

らしが広が る こ とを示唆する ，第 4 話 「二角は飛ぶ 」

は ，変化に 富 む 日本 の 風 土 と住居 と屋 根，暮 ら しの関

係が重 ね合わ され て い く生活 史 で あ る，

　 収録さ れ た どの話 も，人 間の 歴 史を縦糸 に 地域性 と

そ こ に暮 らす人 々 の 労働 生活を横糸に して ，子ども

た ち に 身近 な もの の ひ とつ ひとつ に歴 史と人間 の 営み

が織 り込 まれ て い る こ とを伝え る，重厚で 多彩な織物

の よ うな風 合 い があ る．

　 も うひ とつ の 著作 として ，彼の 了
・どもた ちへ の 想い

を傾注 した 「火 の 昔」 （1944年）が ある．副題 に 「少

年少女 の た め の 文化 の 話」 とある よ うに 文化 とい う概

念 を子 ど もたち に示 し，自分たち の 生活が恩恵 を受け

て い る 文化が，　 嘲
一．
汐 に 成 り立 っ た もの で な い こ

と，人 々 が どの ような工夫 と苦労を重ね て ，今 円の 姿

に至 っ たか を，具体的で 身近な話 を例 に諄 々 と語 っ て

い る．「『文化』 と い うこ とば は，こ の ご ろ耳に す る け

れ ども，それは どうい う もの か を説明 しうる 人は存外

に少ない ，私は そん な こ とばをな るたけ使 わず に，こ

れが文化だと思 っ て差 し支えの ない もの を，
．．・

つ あげ

て み よ うとして い る．そ うい う中で も、火は もっ とも

は っ きりして い る ，すなわち，文化は 国民 が と もど も

に 作 り上 げ た もの で あ っ た．」 （柳 田 「火 の 昔」）

　 火 とい う身近 な 「もの 」が どの ように して 「文化」

と成 り得る の か．暗さ の 恐怖 ， 不 便 さ，寒 さ との 闘

い
， 信仰や食物，農業や道具 づ くりに人間 は 火 をさま

ざまに利 用 して苦難を克服 して きた．火 に伴 う器具道
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具 と，そ の 発明発見な ど，火が文化 を形づ くっ て 行 く

歴 史を描 き出 して い く．松明には じまる火の 利用か ら

原子力の 今 日まで を予見 して ，子 どもた ちに文化 とい

うもの と歴史を知る こ との 面 白さ を語 っ て い る．

　　 5 ．お わ り に 　
一

い ま何 を，どう伝 え る か

　柳出は少年少女たちに書物 で 身近な文化 を伝えよ う

と したが，生活 文化 の 伝承 は 口 承が 本来の すがた で あ

ろ う．人か ら人へ ，ある い は人か ら学習する，感化 を

受ける ，模倣する とい う，
い わば伝統社 会の 教育の ス

タイ ル が相応 しい とも言え よう．

　声の 力 に つ い て は前に見た が ，語 りや話 され た こ と

を人は感情や情緒的状況と ともに 強 く記憶 に留め る と

い う．生活文化の継承が，文字で はな くむ しろ語 りに

よる こ とが 本源的な もの とすれ ば，伝統社会 にお け

る ，ある い は文字以前の 社会 の 伝承に考えさせ られ る

こ とが あ る． リ
ー

ス マ ン は，人類 学誌の な か の パ パ

コ ・イ ン デ ィ ア ン が歴 史物語を聞 く状況 に注 目 した ．

「わた し た ち の物語は歌で み ちあ ふ れ て い ます．近所

の 人たちは 父 の 話が は じまる と，わ た した ちの 家の 扉

をあ けて，三 々 五 々 集ま っ て くる の で す．わ た した ち

は ・一火 をあかあか とた き，扉 をと ざし，父 の 話 に聞

き入る の で す．そ して父が
一
節語 りお わる ご とに，最

後の こ とば をみ んな で 復誦する の で す．」 との 回想 を

引用 し，「こ れ ら の 文化の な か で 話 しこ と ば の もつ
，

おそろ し く情緒的な威力に 気が つ く」 と述 べ て い る．

（リー
ス マ ン 「伝 承 ・文 字 ・映像」）こ こ で 気づ か さ

れ る こ とは，こ の シーン に は ゆ っ た りとした 時間が流

れ て い る こ とで ある．口承，伝承 ばか りで な く，子 ど

もた ち に話か け る，言 い 聞か せ る ，また 「浸 染 ・感

化」教育に は，豊か な時間が必要である とい うこ とで

ある．ア メ リ カ の ある推計に よ る と
， 子 ど もた ち と父

親が
一緒に 過ご す時間 は 「1 日 わずか 5 分」で ，「1

目の 30〜35％は
一

人 で過 ご し，次 に友人 と過ごす時間

が 長い 」 とい う．（読売新聞2001，1，1）

　日常世界 の 生活文化 の 生成 と歴史の授受が，人か ら

人へ 繋が れ て きて い な い こ とは，学校教育へ の依存度

の 高ま りや家族，地域共同社会 の 変容があ る こ と を見

て きたが，それだけで は な く，現代社会そ の もの に根

元 的な要 因がある ように思 われ る．例 えば，「あ い さ

つ をする」 「早寝早起 き」「嘘 をつ か な い 」「弱 い もの

い じめ を しな い 」「迷惑 をか け な い 」 「仲 良 くす る」

「先生 を尊敬する」 など，人が社会生活 を送る Eで 基

本的 とな る 生 活規範は
， 型や形式が変わ ろ うとも，不

変の 価値 をもっ て 時代 と社会 を超え て 通底す る基 層文

化で ある，近代の 多元的な価値観が広が る LLt界に あ っ

て も，絶対価値を もつ もの が ある とすれ ば
，

こ れ らは

それ に 当た る．しか し現代 日本 の 親たちは，こ うした

絶対 価値の 自覚を もたず，子 どもた ちに 身に付けさせ

ようと努力 して い ない こ とが ，先の 国際調査 で明 らか

に なっ た．宮本常一
が ふ る さとを出郷する際 ， 父 親は

「実 に印象的 ない くつ か の 言葉」 を言 い 聞かせ，こ れ

を書 きとめ させた．そ れ は 一
人立 ちする息子 へ の 5 力

条 に わた る戒め の 言葉 で ある が ， 宮本 は 「父が子 に伝

えようと した もの は人問 と して の 生 きる態 度 の 正 しさ

とい うこ とで あ っ た」 （宮本 「家郷の 訓」） と述懐 し，

おそら くその 言葉は かれ の 生涯 の 拠 り所 とな っ たであ

ろ う．こ こ には親 と子 の こ こ ろ の 連続が見 られ る．

　近代家族は継承の シ ス テ ム が組み込 まれ る余地をも

たず，地域社会との 接 点も失 くして い る．子 ど も た ち

は他人との 関係性 を結ぶ機会 も社会規範を自ら学び取

る機会も少な くな っ た．個人化が牛活世界の伝承に も

影 をお と して い る． しか し家族 は 基本的に連続性 を

もっ てお り， 大人 と子 ど もた ち とは，ひと ・もの ・時

間 ・空間 な ど多次元 に つ なが り，声，言葉，姿勢など

を通 して 文化 を伝え る こ とが で きる，生 活文化継承に

つ い て は，依然 と して 親や家族が担 うべ き役割で あ っ

て，学校 やそ の他の 近代的集団は副次的な もの で ある

よ うに思われ る．

　地域社会 もか つ て の 地域的特質が失われ，均 質化 し

て きた，しか し地域文化を伝えようとする動 きの 萌芽

が処 々 に ある こ とを聞 くよ うになっ た．梶島邦江 は地

域 の 自然 ， 伝説，共 に 暮 ら す ル
ー

ル
， 遊 び

， 生 活技

術，道具な どを子 どもたち に 体験 させ る 試 み で ，新潟

県南部の
一

地 区で行われ て い る 「まちの 謎解 きブ ッ ク

の 製作」「学校 で の 地域学習」「ワー
ク シ ョ ッ プ型 イベ

ン ト」「地域文化財 （材）の 指定」「老 人か らの 聞き取

り」「生 きた ラ イブ ラ リーづ くり」 の 六 つ の テ
ーマ 活

動を展開 し て い る事例 を紹介 して い る （梶島邦江 「子

ど もたちの 生活文化」），そ の ほ か各地 で ，主に 母 親た
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生 活 文 化 の 世 代 間継 承 に つ い て

ちの ボラ ン テ ィ ア活動 に よ る，子 どもた ちに 地域文化

を伝えようとする活動，学校教育 の なか で も生 活科授

業や総合学習 の 場で 地 域 の 文化や 自然 に触れ させ ，伝

承 して い こ うとい う動 きが 出て い る こ とを聞 くように

な っ た．

　堀一・郎は 人間の パ ーソ ナ リ テ ィ 形成 の 「四 つ の 成

分」 と して ， 自然環境 ， 遺伝，社会的遺産お よび集団

をあげて い る．（堀
一・

郎 「郷 土 を愛す る 心」）堀 の い う

社会的遺産 とは こ の 小稿で い う生 活文化 と解釈 して よ

い で あろ う．牛物学的要素は 別として ，他の諸要素が

融 合 して ひ と りの 人間性 をつ くりあげ醸成 して い くも

の とすれ ば，大人た ちは心 し て 次世 代 に よい か た ち

で，それ ら を遺 し伝 えて 行 く努力 を しなけれ ばば ら な

い で あ ろ う． しか し こ こ に も長 い 時間 は必要である．

　昨今 「ス ロ ー
ライ フ 」 とい う提 言が 聞かれ る ように

な っ た の も， 急ぎす ぎた 日本 の 近代化 と経済成長に再

考 と反省 を うなが して い るの で あ ろ う，人 を愛 し，ふ

る さ とを愛 し，自国を愛する 心 が，生活文化の 継承 と

連続 と永続 の 意識か ら生まれ る こ とを期待 したい ．

　　　　　　　　　　 注＞

1 ）本稿 に お け る 生 活 文化 と は
， 人 々 が 「「自ら の 牛

命の 持続 を支える た め の 活動』の なかか ら牛 み だ し

た もの で あ り，それが集団的に支持 され，世代的 に

継承 され た もの 」（石川実 「生活文化の と ら え方」）

　と大 き く規 定 した うえで ，なか で も，こ こ で は 「ひ

　と りの 生 活者 を と りま く他者 と の 関係様式」 「意

識 ・心情 と い っ たた ぐい の 文化」 （米山俊直 「生活

文化 とは何か」） に限定する．

　 生活文化の分析 図式 と して は，川 添登，米山俊 直

が 試み て い る 「M −M シ ス テ ム 」 を参照 した，米山

　に よる と 「生活 を主体
一
環境系と して と らえる時，

　人間とい う主体は まず社会環境，つ い で 文化環境，

そ して もっ と も外側 に 自然環境を持 つ 同心円 の 図式

　で と らえ る こ と が で きる だ ろ う．自然環境は 文化 の

　フ ィ ル タ
ー

を通 して しか認識 で きない か ら，そ の 意

　味で は非常に エ ミ ッ クな環境で ある とい える．こ の

　ように ひ と一ひ と，ひ と一こ こ ろ，ひ と
一こ と，ひ

　と
一

もの の 4 側 面か ら，生 活 文化 を理解す る こ と」

　 （一部略） と述 べ て い る　（前掲書），ひ とを man と

　し，以下 milld ，　 matter
，
　 lnateria1 と し， その 頭文宇

を とっ て M −M シ ス テ ム と名づ け られ て い る．

　 文化 の 概念に つ い て は，時実利彦の 人間と行動 の

パ タ
ー

ン を参考に した．時実の 「人間 である こ と」

に よれ ば， ヒ トの 脳
一
神経系そ の もの が 本来的に 生

命 と文化 とを司 る よ うに構成 され，「生 きて ゆく」

とい う意識 的 ・動的 な生活活動が展開 され て い くの

に は 三 つ の 層が あ る とい う．第
一
層 の 「た くまし く

生 きて い く」は，ヒ トの 先天 的に備わ っ て い る本能

行動 と情 動 行 動，第 二 層 の 「うま く牛 きて ゆく」

は ，学習を つ うじて 個体が外部環境の 変化に 対応 し

て い く適応行動，第三 層の 「よ く牛 きて ゆ く」は ，

新 しい 仙値 を追 い 求め，それ に もとつ い て 生 きる凵

標 をた えず更新 しなが ら，その 実現 をめ ざそ うとす

る創造的行動 に該当す る ．そ して こ の 第 二
， 第三 の

層の 行動が ，あ る
．一定 の 環境条件の 下 で 習慣 化し，

制度化 した もの が 文化で ある とい う規定を活用した

い ．

　 従 っ て本稿で は，「文化」「生活」 を大 きくとらえ

　る こ とな く，子 どもを含む人び との 日々 の 営み を中

心 に した
，

い わ ば 身近 な文化 と い う規 定が ふ さわ し

い ，

2 ）伝統社会に お ける 「笑 い 」に よる訓戒，警告，制

裁 につ い て は，柳田 の ほ か，宮本常
・
も 「笑 われ る

　とい うこ とは村に住む もの に とっ て t 最 も大 きな恥

で あっ た ．厂わ しら は貧乏 し て も笑われ る よ うな こ

　とは しなか っ た』 と母親 が 口癖 の よ うに 言 っ た．」

　 （『家郷 の 訓』） と書 い て い る，

3 ）現代 の 「指導教育」の 最た る もの に 塾 とい う機関

が あるが，こ こ で は問題 の 本質か ら外 れ る の で 1 特

　に 触れな い ．

4 ）広田照幸は 「日本人の しつ けは哀退 したか」で，

奉公に つ い て 「『他人 の メ シ を食 う』 とい う奉公の

修業 も酷使や 虐待が伴 っ た．」 と奉公 の 効用 に は否

定的で あ る．

5） 「村 と学童』 に は，「母の 手 まり歌」 「マ ハ ツ ブ の

話」「親捨て llr」「三角は飛 ぶ 」「三度 の 食事」「棒 の

　歴史」の 6 編が収め られ て い る．
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