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教育 ・ 福祉 ・ 統治性
一 能力言説か ら養生 へ

一

白　水　浩 　信
＊

　本稿は 、 教育 （education ）の 原義を能力を引き出す こ と とす る語源解釈か ら福祉 との連携 を

図 る言説 を批判的に検証す る もの で ある。人間をそ の 能力 に お い て 把捉 し、国力 の増大 、祉会

的福祉の増進 を目指そ う とす る統治言説 の 系譜 は、西 洋で は近代ポ リ ス 論 に まで 遡 りうる。教

育 と福祉 を接合す る こ の 基本的視座 を克服す べ く、 教育 の語源 を歴史的 に 再検討 し、それが食

に 支 え られ た養生 の 営み で あ っ た こ と を明 らか に す る 。

1 ．は じめ に

　近 年、教育 と福祉の 連携が強 く求 め られて い る 。

例 え ば広井良典 は新 聞の 取材 に対 し、こ う答えて

い る 。 「エ デ ュ ケ
ー

ト （教育す る）とい う言葉の原

義 は 「そ の人 の可能性 を引き出す」 とい う意味だ 。

これ は今後 の 福 祉の 方向で あ る「ポ ジ テ ィ ブ・ウ ェ

ル フ ェ ア」、つ まり積極的か つ 予 防的な福祉 とい う

発想 とま さ に 重 な る Q 教育 と福祉の 分野 の 壁 を取

り払 っ た連携 と 、 政策支援の 強化が今 こ そ求め ら

れて い る
i＞」。 格差社会 の 広が りの なか、貧 しさゆ

えに十分な教育 を受け る こ と もで きず 、 その 能力

を発達 させ る機会 も奪わ れ、「貧 困の 連鎖」に 陥 っ

て い く現状 を前に 、従来 の よ うな教 育 と福 祉が制

度的、財政的に住み分 け る仕組み で は有効な対策

を打ち 出せ な い と広井 は主張す る 。

　 しか し教育 （education ）の 原義 は 「可能性」を

引 き出す こ と だ とす る通説 に 依拠 す る発想で 、教

育 と福祉 を連携 させ て い くこ とが で き るの だ ろ う

か 。 その よ うな発想の下 で 、 教育 と福祉の 連携は 、

こ れか ら本 当 に積極的 ・予防的な福祉 と い う方 向

で 追 求 され る べ き もの で 、そ れ は新 し い の か 。 例

えば西部邁 も、教育 の 「原義 」 を同 じように能力

を引 き出す こ とだ と し なが ら、費用対効果 が幅 を

利か せ る今 日的文脈に お い て 、 ロ ジ ッ ク を容易 に

反転 さ せ 、「潜在力 （ポ テ ン シ ヤ ル ）の 乏 し い 子供

に い くら教育を ほ ど こ して も 、 限界 があ る
2U

と断

じ て い る 。

　戦後 、 福祉 と教育 の連携の 緒に あ っ て 、 その 必

要性 と必然性 を深 く自覚 して い た 日本国憲法 に さ

え、「最低限度の 生活 を営む権 利」 と並んで、「能

力に応 じて教育を受 ける権利」 と して、福祉 と教

育が 辿 っ て きた歴史の 刻印を読み取る こ とが で き

る
3＞。また 戦後教育学が熱心 に能力主義批判 を展

開 して きた背景 に は、18世紀に まで遡 りうる教育

と福祉の 統治化の 歴史が 存在 し、そ の なか で 「能

力」言説が 統治空 間を席巻 して い っ た経緯が ある 。

い ずれ に せ よ 、 わ れ われ は どうして 教育 を語 るに

あた っ て 、 か くも 「能力」 と い う言葉に依存 して

しまうよ うに な っ たの か 、そ う問わ ね ばな る まい 。

広井 の言 うように、教育 と福祉の連 携 に よ っ て 、

切迫した窮状を
一

刻も早 く解決 しな けれ ばな らな

い の は首肯で き るが 、 「能力」言説に 引きずられ る

限 り、結局、学力か らコ ン ピテ ン シ
ー

に 至 る 「能

力」の 徹底 した商品化、い や人間 の 徹底 した 「能

力」化 に加担 す る こ とにな りは しな い だ ろ うか 。

　 そ こで本稿で は 、 ひ とまず 「能力」を括弧に括

り、わ れわ れの思考 の なか で 、教育 と福祉の 結合

を可能 に し て い る概念装置 の
一

つ とし て 捉え て お

きたい 。その うえで 本稿で は、「能力」をは じめ と

した 諸概 念 に よ っ て 構成 され る 、 教育 と福祉 を接

合させ て きた言説 空間の歴史的生 成を素描 して い

く こ と に す る 。 近代以 降、社会の 生理 とし て 現出

す る貧 困問題 を前 に 、われ われ は い つ も教育 と福

祉 を
一一

そ して 治安 や衛生 を も
一 一一一一体 の もの と

＊ し ろ うず ひ ろ の ぶ 　 神戸大学

キ ー
ワ

ー ド ：近 代 ポ リス 論／能力 言説／有用 性の 原理 ／人 的資本／ TP ・φ脅・educatio の 古層
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して 語 っ て きたの だ 。 そ れ は ど の よ うな歴史的契

機 に よっ て規定され、い か な る言説 の 磁場 を構成

し て きた の か 。 それ はす なわち、教育 と福祉が い

か な る歴史的文脈の 中で 生成 し 、 絡 ま り合 っ て き

たの か に 関す る系譜学 （g6n6alogie）の 試 み で あ

る 。 こ の 系譜 を明 るみ に 出す こ と に よ っ て は じめ

て 、教育 と福祉が 連携す る新た な視座 を切 り拓 く

こ とが で き よ うと い うもので ある 。

2 ． M ・フ ーコ ーの 統治性批判

　その 際、 ミ シ ェ ル ・フ ーコ ーが 手が けた統治性

（gouvernementalit6 ）に 関す る研究を参照 して お

くべ きで あろ う 。 端的 に言 っ て 、 それ は統治空間

に お け る 「福 祉」の立 ち現 れ方の歴史で もある し、

そ こ に は看過しが た い 形 で 「教育」の 問題 も含み

込 まれ て い るか らで ある 。 特に 近年、
コ レ ージ ュ

・

ド ・フ ラ ン ス で 統治性 を本格的に 扱 っ た 際 の 講義

録、『安 全 ・領土 ・人 口』及び 『生政治 の誕生』が

相次い で 刊行 さ れ た意 義は大 き い
4）

。
こ れ ま で 講

義 を録音 した カ セ ッ トテ
ープ か ら聴取 する と い う

方法 で しか 、フ ー コ ーの 統治性研究の 構想 と到達

点 を推定で きなか っ た のだが
5｝、今や 、草稿や 原史

料 と も照 ら し合わ せ た 詳細な校訂が 付 さ れた 講義

録 の刊行 に より、 これ まで に ない 精度 と再検 証可

能性 を も っ て そ の 全貌が 開示 さ れた の で あ る 。

　そ こ で まずは本稿の関心 に そ っ て 、フ ー コ ーの

統治性研究 を振 り返 っ て お こ う。 も とよ り隈られ

た誌 面の 中で 、多様な主題 に関 して 詳細 に論 じら

れた フ ー コ ーの 講義を余す と こ ろ な く祖述 す る こ

とな ど困難 で あ る
6）

。 こ こ で は、教育 と福祉 の 生

成 、 干渉 、 連接 の 系譜学 を素描す る とい う関心 に

と っ て必 要な範囲で 、 フーコ ーの 統治性研究 をi整
理 し て お くこ と に した い

。

　フ ー コ ーの 「統治 （gouvernement ）」 に 関す る

関心 は 、
こ の 言葉の も つ 政府や 行政、組織管理 と

い っ た
一

般 的語義 か らすれ ばか な り広範な もの で

あ り、射程 は古代の 初期 キ リス ト教 の 司牧 （pas−

torat）の誕生か ら現代の 新 自由主義に まで 及ん で

い る。

　 こ れ ら多岐 に わ た る主題 を結 び っ け て い る鍵概

念の
一

つ が 「導 き （conduite ）」で あ る 。 まず フ ー

コ ーは 、 ナ ジア ン ゾス の グ レ ゴ リオ ス （Gr6goire
de　Nazianze ，329−389） の 言葉 と して 、人 間を統

治す る司牧が r術 中の 術」で あ り、「知恵の 中の 知

恵」で ある こ とを紹介 し 7）、司牧 は まさ に 「魂 の オ

イ コ ノ ミア （Qikonomia 　psuch6n ）1 で あ っ た こ と

に注目す る
8）

。 これ をフ ラ ン ス語に訳せ ば「魂の 導

き （conduite ）」で ある とし、
フ ー

コ
ーは次 の よう

な解説 を加 えて い る 。 「っ ま り、こ の 「導 き （con −

duite）」 と い う言葉 は二 つ の事柄を指す 。導 き と

は 、 もち ろ ん導 く （conduire ）活動 の こ とで あ り、

何 なら教 導 （conduction ） と言 っ て もよ い 。 し か

しそれ はまた、導 き、導かせ 、導か れ るや り方、

つ ま り導 きや教導活動 とい っ た導 きの効果の 下に

行動 し て い る と自覚す る方法 の こ とで もあ る
9
り。

す なわ ち司牧は 「導き」を旨とす る統治活動その

も の で あ り、 人 間 とそ の 行動の 間に展開す る
一

つ

の権 力 の型 で ある。中世 を通 して 、人々 をい か に

導 き、また どの ように ふ る まわせ るか と い う 「導

き」の 問題 こ そ 、人間た ち を統治す る司牧活動の

要で あり続けた 。 やが て 宗教改革を機 に教会の司

牧 が危機 に瀕 した 16世紀、統 治 の 間題 は世俗 化

され、さ ま ざまな文脈で 問 い 直 され る こ とに なる 。

そ の 際 、
と りわ け子 ど もの 教育 に お い て 「導 き」

の 問題 が爆発的 に 噴出 した と指摘され て い る の は、

わ れわ れ 教育史研究者に と っ て も興 味深 い
10 ）

。

　 こ うして 16世紀の 司牧の危機に端を発 した、自

己の 統治 、 魂の統治 、 振舞 い の 統治 、 子ど もの統

治 とい う様々 なジ ャ ン ル の統治術文献の簇生 に伴

わ れ、やが て 「国家」 を統治す る とい う固有の 関

心 も浮上 して くる 。 そ れ は中世封建制下 で 支配的

で あっ た法 ＝主権の 行使 と い う枠組み か ら距離を

置 く、 入 間た ち の 日常的なふ る ま い を絶 えず導 き 、

配慮す る国家 と は い か に あ る べ き か と い う関心の

出現で あ る。すなわ ち国家統治 に 固有 の 目的、対

象、方法を見定 め、統治 に 内在的 な合理性 （「統治

的理性 （raison 　gouvernementale ）
11）」〉を追求す

る新た な枠組み の 探求が は じ ま っ た の で ある 。
こ

れが 「国家理性 （raison 　d ’亘tat）」と して捉 え られ

る統治性の歴史 の新た な局面 で あ る 12）
。 本稿で は

特に、国家理 性論の
一

つ の 典型 的な現 れ方、内務

行政に関す る固有の 学説 と して知 られ る 「ポ リス

（police ，　Polizei）論」に着目す る 。 次節にて 詳述

す る よ うに、18世紀、司牧権 力の 行使 は ポ リ ス に

携わ る行政実務家 た ち の手に移 り、主 体 とその行

為可能性 の 間 に 「能力」 と い う関数 を打 ち立て る

こ とに よ っ て、か つ て な い 規模の 「導 き」 に よ る

統治 を企 図 し て い く こ と に な る 。 か っ て 、筆者は

その フ ラ ン ス に お ける代表的文献 、
ニ コ ラ ・ドラ

マ
ー

ル （Nicolas　Delamare，1639−1723）の 「ポ リ
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ス論 』 （1705．−19，38）を取 り上 げ、教育的統治 の 生

成 に 関 し て 詳細 に検 討 して お い たが 13〕
、 本稿で は

あ らた め て 、教育 と福祉が 、「能力」を軸に 、 い か

なる 言説空 間の な か で 生成 ・結合 し て い っ た か と

い う点か ら再論 と補説 を試み る 。

3 ．近代統治論 に お け る教育 と福祉

（A 〕 近代ポ リス 論

　本節で は 、 フ
ー

コ
ー

が 近代統治論の 嚆 矢 とし て

取 り上 げた 、 17世紀末か ら 18世紀 にか けて 著 さ

れた ポ リス 論 の 代表的文献 を再 読 し、教育 と福祉

が 国 家統治 と い う歴 史 的文脈 に 立 ち 現 れ る際に

あ っ た 議論 の 特徴を四 点に絞 っ て指摘 し て い くこ

と に した い
。

　 その萌芽 を少 な くと も 16世紀に ま で 遡 り う る、

西欧諸国に広が っ た ポ リス関連文献 は 4，000件 を

越す と い われ 14）、近代 の 緒 に あ っ て、ポ リス 論 を舞

台 に国家統治 の あ り方 をめ ぐっ て盛 ん に議論 が 交

わ され 、行政実務論 と し て 練 り上 げ られ て い っ た

こ とが 分か る 。 講義の 中で フ
ー

コ ーは、再三 に わ

た っ て ポ リス の特徴 を捉 えよ うと して い るが 、 そ

の最 も端的 な要約は次 の もの で あ ろ う 。 「17世紀

以降、人 は 国家の よ き秩序を完全 に 維持 しなが ら、

国家の 諸力 （forces）を増大させ うる諸手段の 総体

をポ リス と呼ぶ よ うに な っ た
］

剛 。 まずポ リ ス 論の

特徴 と して指摘 して お きた い 第
一

の 点は、 こ の 国

家の諸力の 認識 とそ の 維持 、 増大 を図る と い うポ

リス 論 の基本 的 目標 で ある。ポ リス 論 を経 る こ と

に よ っ て 、国家の 諸力 な る もの が い か な る も の で

あるか が認識 され 、 ど の よ うな 方法 を用 い れ ば こ

れ に 作用 す る こ と が で き 、 また増大さ せ る こ とが

で きるの か 。 こ うした国家統 治 に固有 の 思惟 の 蓄

積が 開始され た の で ある 。

　 こ の よ うな フ
ー

コ ーの 見解を支えて い る の は、

18世 紀 オ ース ト リ ア に あ っ て ポ リ ツ ァ イ 学

（Polizeiwissenschaft）を理論化 ・体系化 し た フ ォ

ン ・ユ ス テ ィ　（Johann　Heinrich 　 Gotlobs　 von

Justi，1720−177ユ）の 議論 で ある 。 フ ォ ン ・ユ ス テ ィ

は そ の 『ポ リ ツ ァ イ学の 基 本原理 』（1756）の 冒頭

で 、厂ポ リ ツ ァ イ の 最終 目的は、適切 な内政規則 に

した が っ て 国家 の
一般 的能 力 （das　allgemeine

Verm δgen 　des　Staats）の 維 持、増大 を実現す る

こ とに ある
上

明 と述 べ て い る 。 しか し「園家 の
一般

的能力」、す な わ ち 国家が 保持す る 可能態 とし て の

「能力 （VermbgeD ）」とは何で あるの か 。
フ ォ ン ・

ユ ス テ ィ はさ ら に 続 けて こ う説明 し て い る 。 「国家

の
一一一
般的能力 は、国全体 とそ の 成員 の 全 ての財 か

らだ けで な く、 す べ て の 人間の 技能 （Geschick −

lichkeit）や能力 （Fahigkeit）か ら構成され る 。

それ ゆえポ リツ ァ イは、絶 えず こ れ ら多様な財 の

間の
一
般的関係を明瞭 に す る よ う努 め、社会的幸

福 （d玉egemeinschaftliche 　GIUckseligkeit）を増

進 さ せ る手段 を さ らに有用で 不可欠な もの に すべ

く努力 し なければな らな い
上7）」。

つ ま り「国家 の
一

般的能力 」 とは単 に 物質的 な冨だ けで はな く、国

家 を構成す る人 間の 「技能」や 「能力」 をも含 ん

だ 、 社会 的幸福 を実現す る困力の 総体 とし て 把握

さ れて い る。それ ゆ えポ リス の 使 命は適切 な 内政

規則 の制 定 ・運用 に よっ て、国力 を構成す る物質

的、人問的諸要素 に働 き か け、い か に 国力の さ ら

な る増大を効果的に 導 くか、また その こ とに よっ

て い か に社会 的幸福 を実現す る か と い う点 に か

か っ て い る 。
こ こ で特に強調 して お きた い の は、

国力の 構成要素 と し て 、そ の 「技能」や 「能力」

の も と に 把握 され た 「人 間」 で ある 。 統 治性 の 歴

史 に お い て まず特筆す べ き は、人間が そ の 生活 を

構成す る諸活動 との関係か ら 「能力」 に よ っ て そ

の 属性 を表象 さ れ 、こ の と き人 間主体は 自ら の 「能

力」 を支点に 国力 の増大 へ と媒介され る統治の 客

休 へ と転化 した と い う点で ある 。

　第二 に指摘 し て お きた い の は、ポ リ ス に と っ て

人間 と い う統治の 客体が 、
い か な る視野 の 下 に 捉

え られ 、配慮 され 、働 きか け られ た か と い う点で

ある 。 も と よ り普遍的 な意味で の 「能力」な ど と

い うもの が存在す るわけで は な い
。 常 に

一
定 の 目

的 （telos） と の 関係 に お い て 「能力」 は構成 さ

れ、可視化 されて きたの で あ り、 こ こ で は ポ リス

に よ る統治に お い て 、い か な る文脈の な か で 「能

力」が 問題に され る に い た っ た の か を確認 して お

く こ とに した い
。

　 統治対象 と し て の 人 間 とい う関心 は 、早 くもポ

リス 論 の 草創期か ら見出せ る D フ ーコ ーが しば し

ば参照す るテ ユ ル ケ ・ド ・マ イエ ル ヌ （Louis　de

Mayerne 　Turquet，　ISJ「 O一ユ615） の 『貴族的 ・民主

的 な君 主制 』 （16ユ1）に は 、すで に 次の よ うな見解

を認 め る こ と が で き る。「人 間 はす べ て ポ リス の 臣

民 （subject ）で ある
18）」。

こ れ は い っ た い ど う い う

こ とか 。 テ ユ ル ケ は次の ように 述 べ て い る 。 「活動

や ふ る ま い の 導 き方次第 で は、徳 に も悪徳 に も染

ま っ て い く星の まま の 入 間 （1
’h。mm 。 。 。tu，e ）
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を、臣民 とし て ポ リス に 委ね よ う。 ポ リス に よっ

て 、幼少期か ら市民 ・政治生活 に は い る成熟期 ま

で 、 そ の 身分 に 応 じ て 導 か れ る こ と で （con ・

duict）、国家の 身体 を歪 め る欠陥が
一

っ もな くな

る こ とを 目指すの だ
19〕」。

こ こ に は 、 既述 の人間の

「導 き」に 対す る司牧以 来の 関心が は っ き りと読み

取 れ る 。

　実際、テ ユ ル ケ は人 間を有用な存在 へ と導 くこ

とをポ リ ス 固有の 使命 として捉 えて い る 。 彼は ポ

リス 実務を四部局に 分掌さ せ
、 その 筆頭格 に あた

るポ リス 局 （Bureau　de　police ） に、人 々 の 状態、

習俗 、生業 や居住状態 を規制す る とい う任務を与

え て い る 。 こ の ポ リ ス 局 の 具体的任務 は とい え ば、

臣民 を国家 に と っ て有用 な存在 へ と導 くべ く、幼

年期か ら初歩 の読み書 きを教 え、生涯 にわた っ て

習俗 や 職 業を 指 導 し、監督す る と い う も の で あ

る
20〕

。 フ ー コ ー もまた この箇所に 特に注 目 しな が

ら、次の ように総括 して い る 。 「と くに本質的・特

徴的に見えるの は 、 ポ リス の核心 自体 に ある もの

で ある 。 すで に話 した ポ リス 固有 の 部局が 何に配

慮 し、何に 注意 を払 うべ きな の か を見れ ば、そ れ

が
一方で は教育（6ducation）、そ し て また 職業、諸

個人 の就労 （profesg．　ionalisation）で ある こ とに気

づ か さ れ る
21）」。

　 フ ォ ン ・ユ ス テ ィ の ポ リツ ァ イ論 もまた 、 「学聞

（Wissenschaften）」と 「若者の教育 （Erziehung）」

に 関す る主題 を、ひ とえに国家 有為 の人材 に必要

な 「能 力 （Fahigkeiten ）」 と 「素 質 （Eigen −

schaften ）」に 対 す る配慮 と し て論 じて い る
22 ）

。 近

代ポ リス 論以後、「教育」 と 「就労」は能力統治、

す なわ ち その養成 と配置か らなる文脈 に よ っ て構

成 されて い く。 こ の こ とは、次項で 取 り上 げるポ

リス の 対 象領域 に必 ず と言 っ て い い ほ ど、学術 と

職業が含 まれ て い る こ と と も大 い に 関連 して い る 。

司牧 にお ける人 間の教 導 に関す る関心 と技法 は、

彼岸 に お ける救 済 とい う目的か ら此岸 に お ける国

力の増大 とい う目的へ と軌道修正 され、「教育」と

「就労」とい う典型的文脈に お け る 「能力」の 統治

と して ポ リス 論 へ と継承 さ れ た ので あ る 。

　 第三 の特微 は、ポ リス の対象領域が 具体的 に は

ど うい っ た分野 に わた る もの だ っ た の か と い う点

に関わ る 。 モ ン テ ス キ ュ
ー

が 、 「ポ リス は刻々 と生

じる物事に 携わ り、通常些 来な こ と こ そ が問題 に

なる
2
列 と述 べ て い る よ うに、細々 と した す べ て

が 、ポ リ ス の 対象 と言 っ て よ い
。 た だ しポ リス の

対象領 域 はた だ雑然 と構成され て い る わ けで はな

い 。例 えば、 ドラ マ ール の 『ポ リス論」で は 、 ポ

リス の 対象 は「魂 （ame ）へ の配慮」、 「身体 （corps ）

へ の配慮」、 「財産 （fortune）へ の 配慮 」と い う三

つ の カ テ ゴ リーに分類 さ れ、さ ら に細分化 さ れ て 、

魂 へ の 配慮に は宗教 と習俗が、身体へ の配慮 に は

健康 と食糧 、 道路 、 治安が 、 財産 へ の 配慮 に は 学

術、商業、工 業、労働者 が割 り振 られ て い る 。 そ

して三 つ の カ テ ゴ リーをす べ て 横 断す る、ポ リス

の 特権的対象が 貧民なの で ある
24）

。

　 ある い は フ ォ ン ・ユ ス テ ィ の 場合 、 ポ リツ ァ イ

の対象は次の 三 つ の カ テ ゴ リ
ー

に分類 され て い る。
一

、 国土開発 （Cultur　der　Ltinder）：国土開発、

住民政策、公共建設 事業 。
二 、産業 （Nahrungs −

stand ）：農業、林業、鉱業、工 業 、 商業 、 通貨 、

金融、価格 。 三 、習俗 （sittelichen 　Zusutande）：

宗教 、 習俗 、 学術教育 、 貧民 、 治安 Z5）
。

へ 一ゲル の

『法哲学綱要」 （1821）に も、「福祉行政」と翻訳 さ

れ て きた経緯の あ るポ リツ ァ イに 関す る議論が あ

るが、そ の 対象領域 もや は りポ リ ス論 の 伝統を引

き継 ぐ形で 、 治安、公共建設事業、産業 ・流通 、

教育、衛生、貧民 、植民 と い っ た もの があが っ て

い る
26）

。

　論者に よ っ て 若干 の 違い は ある も の の 、ほ ぼ 同

様 に設定 され た ポ リ ス の 対 象領域か らは 、 あ る共

通した発想 を読み取る こ とがで きる 。 それ は統治

の客体 と して の人間、そ の生活 の場 をす べ て網羅

し よ うとす る発想で ある。 まず対象領 域の設定 の

され方それ自体が 、まさに個 々 の 人間が生存 し、

活動し て い る状態 を把握 し つ くそ う とす る もの で

あっ た 。 そ れ はただ 単に網羅的で ある の み な らず 、

人間の生活領域 に関する認 識 を統治固有の 知 とし

て体 系化 し、社会的幸福 に 裨益 しようとす る もの

で あ る 。
フ ォ ン ・ユ ス テ ィ は、「多様な財 に 関す る

完全 な知識 （KentniB）が な けれ ば 、 ポ リツ ァ イ の

最終 目的 を達成 する こ と はで きない 。そ れ ゆ えす

べ て の 対策は、共 同体 の現況 に関す るあ らゆ る関

係、あら ゆ る部分 に わた る 知識 に基 づ か なけれ ば

な らな い e こ の 知 識 な し に 有用 か つ 効果的 な ポ リ

ツ ァ イ 制 度 も ポ リツ ァ イ 法 も 実 現 不 可 能 で あ

る
2
列 と力説して い る 。 ポ リ ス の 対象領域の 枠組み

が提示 し て い る の は、こ の 共同体の 生活 の すべ て

の 局 面に 関す る知 で あ り 、 〈生〉そ の もの を国力を

増大 させ る要素 とし て 認識可能に す る読解格子 に

ほ か な らな い 。こ れ ま で 、そ の 運命 と偶然 に 左右
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され、と らえど こ ろな く漂 っ て きた く生〉 の諸相

は、 そ の 活動の 諸属性に よ っ て 分節化 され、ポ リ

ス の 配慮 に よ っ て 、 有用 に して無駄 の な い 存在 へ

と教 導 され 、国力 の増大 一
そ れ は同時に、社会

的幸福 の 増 進 として 現前 す る とされ る
一

へ と組

み入 れ られ て い く。

　そ の 際、 こ うした有用 な る 〈生〉 の枠組 みか ら

外れ 、周縁化 され る人 々 は、「貧民」と い う特異 な

形象 にお い て可視化され る 。 む し ろそ れ ゆ え に 、

常に ポ リス の 特権 的 な対 象 と見做 さ れ て きた と

晉 っ た 方が 正確で ある 。 怠惰 や浪費 、棄児や老齢、

病気や 障害 と い っ た 多様 な原因 に よ っ て構成 され、

物乞 い や浮浪者 、 強盗や 盗賊 、 暴徒 に い た る ま で

様 々 な悪弊 へ と帰結す る とされ た 「貧民 」 こ そ、

ポ リス の 目的で あ る有用 な入間の極北に位置して

い た 。 貧民 を排除 し、予防す る こ とはポ リス の 焦

眉の 課題で ある 。 次項で 検討す る功利 主義 も特 に

こ の 貧民対策を重視 し、次第に 貧困問題 は社会福

祉 と い う統治上 の関心 を専有す る に い た る。

　 最後 に 、 こ の 「福祉
28 〕」と い う問題 構制が成 立 し

て い くに あ た っ て 、ポ リス 論が 果 た した 固有の 歴

史的役割、す な わ ち西 洋の 社会福祉思想 を可能に

した 歴史的条件 と して の ポ リス の意義に つ い て検

討 して お きた い 。「福祉1の実現が統治 の 目標 とし

て掲 げられ る よ うにな っ たの は、ビ ス マ ル ク の プ

ロ イセ ン や ベ ヴ ァ リッ ジ計画 よ りは る か に 古 い
。

それ はすで に ポ リ ス 論の な か に胚胎 し て い た 。 ポ

リス が必 ずや 、「福祉」を実現す る も の として 自ら

を措定 して きた 点 を看過 す る こ とはで きな い 。

　例 えば ド ラ マ ール は 、冒頭 か ら 「ポ リ ス 固有 の

目的 とは、そ の 生に お い て享受 し う る最 も完全な

る至福 （felicit6） へ と人間を導 く （conduire ） こ

とで ある
2
明 と宣 言して い る 。 「最 も完全 なる至福 」

へ と入間を導 くと は
、 ま さ に ポ リス に よ る統治 が

「福祉」の 実現 をめ ざす もの で ある とい うこ と に ほ

か な らな い
。 フ ォ ン ・ユ ス テ ィ の ポ リ ツ ァ イ学 の

定義で あ っ て も同様 で ある 。 「ポ リツ ァ イ学 とは、

国家の
一

般的能力 を維持 、 増大 させ
、 社会的幸福

（GIUckseligkelt）の 増進 を適切 に 実現 さ せ る た め

の学 （Lehren）で あ る
3   ）」。 こ こ で もや は り 「杜会

的幸福」 の 増進 が 、ポ リ ツ ァ イ の 最終 目的 た る国

力の増大 と結 び つ けられ て 重 要視 され て い る 。 ポ

リス 、すな わ ち後 に 内政や行政 と総称 され る統治

実践 の 目的 （telos）は、法 と正義 の守護で も、主

権の 行使で もな い し、ま し て や彼岸に お け る救済

で もな か っ た 。 それ は国力 の 増大 に よっ て実現 さ

れ る はず の 厂福 祉」の 増進 で あ る 。 こ れ は単 に統

治 を正 当化す る レ トリッ クで もなけれ ば 、
ユ ー ト

ピ ア構想で もな い 。 ポ リス に お ける 「福祉」は 国

力の 増大の 真価を評 定 し、そ の 有用性の 原理 を駆

動 さ せ る操作媒体で ある 。 ポ リ ス に と っ て 「福祉」

は、統治 が い か に国力の増大 に と っ て効果が あ り、

有用で あ っ た か の 重要な判 断指標 と なる 。 ポ リス

は 「福祉」 とい う統治 目標 を前に 、国力 の増大 と

い う、 有用性の 原理 に 貫か れ た統治戦略を組む こ

とがで きた の で あ る 。

　近代 ポ リス 論 の 四 つ の 特徴 を図式 的に まとめ る

とす る な ら、次の よ うに な る 。 （1国 力の 増大 と結

び つ い た人 間の 能力の 客体化 。   教育お よび就労

管理 に よる統治。 （3＞〈生〉 を網羅する読解格子 に

よ る統治固有 の 知 の 産 出。（4）社会 的福祉 の 実現 に

よ っ て示 され る統治 の有効性 。 つ まりポ リス は国

力 を増大 させ る こ とに よ っ て 社会的福祉を増進 し、

人 間の能力に 働きか け る教育は そ の 主要な手段 を

構成 しなが ら、人 間の く生〉を包囲す る戦線 一 習

俗 、衛生、学校、生業、治安、救貧 一
へ と繰 り

出 し て い っ た の で あ る 。 こ の よ うな ポ リ ス 論 に

よ っ て切 り拓か れ た パ ース ペ ク テ ィ ブに よ っ て 、

行 政実務家た ちの 教育や福祉 に関す る思惟 は歴史

的 に規 定 され て ある 。 戦 前 日本の 内務官僚 は 「牧

民官」 を自称 し て い た が 、ま さ に 彼 らは現代の司

牧 （pastorat）で あ り、ポ リス の 担 い 手 で あ っ た 。

ポ リス に よ っ て結びっ け られ た教育 と福祉を い っ

た ん断ち切 り、こ れ か らい か に して結 び直す こ と

が で き る の か 。 そ の こ と が今、問われ な けれ ばな

る まい
。

（B） 功利主義 か ら人 的資本論 ヘ

　フー コ ーは近代 に お け る 統治性の 展 開を三 つ の

局面 に 分 け て分析 し て い る の だ が 、 そ の 緒に あ っ

て ポ リス 論 を取 り上げて い た こ と はすで に 述 べ た 。

統 治性 の 展開の 二 番 目の 局面 は、重農主義に よ る

ポ リス 批判、政治経済学 （芭conomie −politique）の

創始
3 ］）、す なわ ち ホ モ ・エ コ ノ ミ ク ス の 登場 で あ

る。国家 に よ る 市場介入 の 排除 （レ ッ セ ・フ ェ
ー

ル ）、 市場 の 自然 （nature ）を原 理 とす る 「つ ま し

い 統治 （gouvernement 　frugal）32 ）」 を標榜 す る 自

由主義 的統治 の 台頭で ある 。
フ ーコ ーは 自由主義

的統治の延長上 に 功利主義 を位置 づ け、統治の 効

用 と限界 をそ の 有用性 （utilit6 ）の 評価 に よ っ て徹

一 54一

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Japanese Educational Research Association

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Educatlonal 　Research 　Assoclat 二lon

教育 ・福祉 ・統治性 167

底させ よ う とした議論 として取 り上 げ る
33 ＞

。 本項

で は、近代ポ リス 論以 後の 統治言説が どの ような

変遷をた ど っ て い っ た の か に つ い て素描す べ く、

功利主義 に つ い て ご く簡単 に ふ れて お きた い
34）

。

　 J ・ベ ン サム の 『道徳お よび立 法の 諸原理 序説』

の 冒頭は 、 人口 に 膾炙 したの 次の
一

節で は じま る。
　　　　　　　ロ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　．
「自然 は人類 を苦痛 （pain ） と快楽 （pleasure ） と

い う、二 人 の 主権 者の 統治 （governance）の も と

に お い て きたs5｝」。 そ の 上 で 功利 （utility ）の原理

に 関し て ベ ン サ ム は、「そ の 利益 （interest）が問

題 にな っ て い る人 々 の幸福 （happiness）を、増大

させ るか 、減少 させ るか に み える傾向に よ っ て す

べ て の 行為 を是認 した り、否認 した りす る原理
36）」

と簡潔 に定式化 して みせ る 。 ポ リ ス論 に も通暁 し

て い た ベ ンサ ム は 、 統治の根幹に こ の 功利 （・＝ 有

用性）の 原理 を据 えるこ と で 、快楽 その もの をめ

ざ して 快楽それ 自体 に働 きか けるシ ス テム 、そし

て 快楽そ の もの の別の 謂い に ほ か な らな い 「幸福」

の 達成の 度合い に よ っ て統治 の 効用 を評価す る シ

ス テ ム を確立 し よ う とした 。 功利の 原理が 「至福

の共同体 （the　fabric　of　felicity）」を生 み出す と

され る所以で あ り、そ の 限 りに お い て ポ リ ス 論 に

お け る社会的福祉の 実現 とい う目標 と軌 を一
にす

る
37 ）。

　 こ うした 「幸福 」 を統治の至上 目的 と し、そ の

達成度か ら統治 の 最適化を図 る シ ス テ ム の なか に

あ っ て は、「教育 」は決定的に 統治の 手段 と化 す 。

J・ミル が 「教育 （education ）」を定義す る に あた っ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　
て 、 「教膏 とは 、 通常で もここで の意味で も、精神

（mind ） を可能な か ぎ り幸福 の原因た ら し め るた

め の 手段の こ と で ある
38）」 と述 べ たの は典 型的 で

ある 。 「教育」は人間の 精神的能力を発達 させ 、個

人 的か つ 社会的な 「幸福」を追求す る手段 と して

そ の 地位 を確立 する 。
ベ ン サ ム をは じめ 、 当時 、

教育 に 関心 を もっ た 多 くの 人々 を魅 了 した骨相学

（phrenology ）が、脳 に 局 在化 さ れ る 「諸能 力

（faculties）」の集合体以外の何 も の で もな い 人 間

像を描 い た こ とは こ うした 背景を抜き に理 解で き

る も の で はな い
S9 ）

。 脳科学 が跋扈す る 今 日、われ わ

れ はなお も諸能力 に 還元 され た人 間に 、「數育」に

よ っ て働 きか け よ うと して い る の で あ る 。

　功利 主義 に よ っ て 統治の 有用性の計算可能性 へ

の 道が 開か れ 、 そ の 後さ らなる費用対便益分析 の

精緻化 が推 し進 め られて い く。フ ー
コ
ーが第三 の

統治性 の 展 開 として特に 注 目 して い る人 的資本論

な どはその好例 で ある 。 人 的資本論の 草分け J ・

ミ ンサーに よれば、人的資本論 は単な る就学や職

業訓練 が 及ぼ す所得 へ の 影響算定 に とど ま る もの

で は な い
。 「家庭 （home ）投資」 と呼 び うる よ う

な両親が 子 ど もに費 やす時 間や諸 々 の 資源 を も視

野 に収 め る
4 °）

。 また入 的資本投資に よ っ て 得 られ

た収益 は再 び 「教育 」に 政策投資され 、 所得格差

を埋 め合わ せ る 「福祉 （welfare ）」 として還元 さ

れ るの が有効で ある とされ 、 こ うして 有用性の 円

環 が閉 じられる
41）。その ために は経済学者 は、「収

入や生産性に与 える い ろ い ろな種類 の 能力 （abil−

ity）の 数量 的な効果
42＞」に つ い て も っ と知らな け

れ ばな らな い と い う 。 「教育」と 「福祉」に関す る

思考 は 「能力」 と 「有用性」の枠組 みか ら、ます

ます逃 れ られ な くな っ て きて い る 。 こ の ような言

説状況 に お い て 、なお も 「能力」 を引 き出す とい

う 「教育」の語 源解釈か ら、「福祉」と の 連携 を模

索 し て も、費用対効果の 壁を越 え られ な い の で は

なか ろ うか 。

4 ．《教育 （education ）》の 原義の 向 け変 え

　 こ れ まで 検討 し て きた よ うに 、わ れ わ れ は近代

ポ リス 論を ひ と つ の契機 と して 、 「能力」、 「有用

性」、「国力」、「社会 的福祉」 とい っ た諸概念 を獲

得 し、統治言説 の 内部 で 「教育」を語 る こ とを常

とす る に い た っ た 。 こ の 自明性は 、「能力を引 き出

す」こ とを 《教育 （education ）》の 原義 として 錯覚

す る ほ ど、根底的な も の で ある 。

　 しか し本当に 《教育 （education ）》の 原義は能力

や可能性を引き出す こ とな の だ ろ うか 。 寺崎弘昭

は 《教育 （education ）》の語源に関して 、 「「能力を

引き出す」 と か い うよ うな矮小 な こ と を考 える と

駄目」と
一

蹴 した 上 で 、そ れを 「生 を養う営み」

として捉え直す こ とを主張 して い る
43）

。 本稿 も同

様 の視座 に立 つ もの で あ り、 寺崎の議論 を別の 角

度か ら補強 し、発展 さ せ る べ く、 《教育 （educa ・

tion）》の 原義に つ い て掘 り下 げて みたい 。それは

ほか で もな い
、 「能力」に絡 め取 られた統治言説 か

らわ れ わ れ の 思考 を向 け変 え、《教育 （education ）》

を 〈福祉 （wel1 −being）〉 そ の もの と して 再定位 す

る試 み で ある。

　ま ず英語 education に せ よ フ ラ ン ス 語 6duca−

tionに せ よ、ラ テ ン語 educatio を語源 とす る こ と

は疑 う余地が な い
。 『オ ッ ク ス フ ォ

ー ド ・ ラ テ ン語

辞典 』は ラテ ン語 educatio に 「（若者を）育 て る こ
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と （rearing ）、成長 させ る こ と （upbringing ）、養

うこ と （nurture ）」、 また驚 くべ き こ とに 「（動物の ）

飼育 （breeding）」 とい う意味 まで充て て い る
44 ）

。

そ の 含意す る と こ ろ は明 白で 、
こ れ か ら検討す る

よ うに 、educatio は 〈食 〉を核 と した 、 〈生〉を養

い 育て る営み に ほ か な らな い 。 こ の ラ テ ン 語語義

を反映 して 、 『オ ッ ク ス フ ォ
ー ド・英語辞剿 は英

語 education の最古層に属す る語義 とし て 、「子 ど

もや若者、動物 を養 い （nourishing ）育て る （rear −

ing）過程」を筆頭に 掲 げて い る の で あ り45｝、1495

年に初出 とさ れ る フ ラ ン ス 語 6ducation に して も

まっ た く同様 で 、17世紀 ま で は 特 に 養 う こ と

（nourrir ）、 養育 （nourriture ） を意味 した とされ

る の は そ の た め で あ る
46 〕

。

　 また ラテ ン語 educatio が動詞 educare （養 い 育

て る） に対応 し た も の で あ る こ と は 言を俟た な い
。

これ とよ く似た 動詞 educere （外 に 引き出す）とは

区別され る べ きで 、 後者の 名詞形 は eductio と い

う語が 別 に 存在す る 。 4世紀末 の文 法学者ノ ニ ウ

ス ・マ ル ケ ッ ル ス は、educere と educare の 違 い を

次の よ う に 説明 して い る 。 「educere は外 に 引き出

す こ と （extrahere ）で あ り、 educare は養 うこ と

（nutrire ）、 前 に 進 め る こ と （provehere ）で あ

る例 。
に もか か わ らず両者 は語形に お い て よ く似

て い る こ とか ら、 しば しば混 同 され、今 日まで

education の原義 を「能力 を引 き出す こ と」とす る

謬説 を生 じ る因 とな っ て きた 。 1 ・イ リイチ な ど

は、 こ の educere 語源 説 を は っ き り と斥 けて い

る
48 ）

。 education の 語源 を educere に求 め て きた

歴史 は 、 「能力」を統治しよ う とす るポ リス 言説を

抜 きに は語 れ まい 。

　 education は養 い 育 て る こ と を原義 とす る 。
こ

の こ とを強調す る に あた っ て、ラテ ン語 educatio

の用例を確認 して お きた い
。 トイ プナ

ー ・ラ テ ン

叢書 の 電 子 テ ク ス トを用 い て educatio の 用例 を

検索 して み る と、69 件 ヒ ッ トす る
49 ）

。 な か で も 目

を惹 くの は、紀元 1世紀半 ばに著 された コ ル メ ッ

ラ の 『農業論 （ぬ 麾 觚 批 α）』で あ り、 11件 に も

の ぼ る
5°）

。 豚 に は じま り、馬 、羊、犬 の 飼育、と り

わ け雌鶏 を は じめ とす る家禽類の飼 育の 文脈で は

頻 出す る 。 こ の こ と 自体 、educatio が 生 き もの を

養い 育て る意味あ い で用 い られ て い た こ と の 何 よ

りの 証で ある 。

　 次 に 注 目して お きた い の は キケ ロ （M ．Tullius

Cicero）の 用例 で あ り、数か らい っ て も 7件 と比

較的多 い
51｝

。 例 えば 『善 と悪の 究極 に つ い て 』 に

は 、親子 の 情愛の 自然さ に つ い て 言及 す る
一

節が

あ り、「自然の 力 は、動物た ち に もは っ き り見て取

る こ とが で き ます 。 出産 と子育て に （in　fetu　et　in

educatione ）彼 らが払 う苦 労を 目に す る と、われわ

れ は 自然そ の もの の 声 を聞 い て い る よ うに思 える

もの で す
sz ＞」と述 べ て い る。こ こ で も educatio は

人 間の み な らず、動物を も含 め た 子 を養 い 育て る

営み と して捉え られ て い る 。 それ ど こ ろ で はない 。

同書の終盤 で は 、 「大地 （terra）が 生 み 出す も の た

ち」、すなわち植物 にさ え「生長 （educatio ）」と「成

熟 （perfectio）」が ある と言 うの だ 53）。こ の箇所 は

寺崎 も重 視 し て い る とお り、educatio が まさ に 生

き とし生 ける もの の 養育 、 成長 （生長）に与る営

み で あ っ た こ とを告げる重要な
一

節で ある
54｝

。

　 さ ら に も う一
つ キ ケ V の 『法律に つ い て 』に は 、

興 味 を惹 くeducatio の 用例 を指 摘す る こ とが で

き る 。 そ の 表題か ら して プ ラ トン の 『法律』 を強

く意識して 執筆 され た キ ケ ロ の 『法律に つ い て 』

は 、プ ラ トン 自身 と さ れ る 「ア テ ナ イ か らの 客人」

に 擬 し て キ ケ ロ 自身が 、弟ク イ ン トゥ ス と友 人

ア ッ テ ィ ク ス を相手 に 法律に つ い て議論する と い

う様式で 書か れ て い る 。 引用箇所は キ ケ ロ が当時

の 元老院階級の 腐敗 を嘆 き 、 今は理 想の 法律に 従

う未来の 人々 に つ い て議論 して い るか ら、
こ の話

題 を回避 した い と述 べ る
一

節で ある 。 キ ケ ロ が 、

「しか し、こ の こ と（人々 が悪徳に 染 ま らずに い る

こ と
一

括弧内筆者）は 、 あ る種の 教育 と陶冶 に

よ るの で なけれ ば （nisi 　educatione 　quandam 　et

disciplina）、達成す る こ とは難 しい だろ う。 これ に

っ い て は機会 と時間が あれ ば、たぶ ん何か言 うこ

とが あるだ ろ う」 と述べ る と 、 対話者の ア ッ テ 4

ク ス が 、「しか し、教育 と陶冶 （de　educatione 　et

de　disciplina）にか ん す る その論題 は、た とえあな

た が省 こ うと して も、わ た しは あなた に要求 した

い と思 い ます
55
り と応え て い る箇所で あ る 。

　 プ ラ トン の 『法律』 の 場合同様 、こ の 腐敗 した

現 実の 国家か ら理想国 は い か に し て 設立 され、存

続 し うる の か と い うア ポ リア を前 に 、 キ ケ ロ は

educatio と disciplinaに よ っ て 応 え よ う と し て

い るわ け で あ る 。 訳文で 「教育 と陶冶」 とされ て

い る箇 所 は、ラ テ ン語で は educatio 　et　disciplina

の 対句の 形 を と っ て お り
E6＞

、
プ ラ ト ン の 作品 に し

ば し ば表 れ る ギ リ シ ア 語 Tioodiii， （trophe） と

π α‘磁 α （paideia）の 対句 を想起 させ る
571

。 η o 吻
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とは食糧 を意味し、そ こ か ら （特に 幼年者の ）養

育 、 ひ い て は 生活 そ の もの の 意味に お い て 用 い ら

れ る 。 動詞 は τpεφε乙レ （trephein）で あ り、 叩 o φ6r

（trophos ）は養育者、　 Tt）oqseTaf 　Stevrp6f　（tropheia

matros ）と言えば母 乳 を指す 。 つ ま りこ こ で の キ

ケ ロ の用例に お け る ラ テ ン語 educatio は、そ の 語

法 、語義か ら し て 、ギ リ シ ア語 Tpodiil に対応 して

い る こ とは明白で ある
58）。

　プ ラ トンの著作 にお い て 、 啝 o 砌 は π α ‘δεZα と

分か ち が た く結び つ け られ て お り、『法律』で は次

の よ うな決定 的見解が 示 され る 。 「した が っ て 、 教

育 （rrα LδεZag）とは 、
こ れ を要す る に、わ た した

ち に言わ せ れ ば、 正 し い 養育 （吻 y δρθ加 τpoφ加）

な の で す
59 ）」。

つ ま りプ ラ ト ン は そ の 最後の 著作

『法律』を執筆す るに あた り、 πae6eZ α 論の 完成 に

τρo 砌 を取 り込 む こ と を不可 欠 だ と考 え て い た

に 違い な い
。 すな わ ち 幼い 子 どもを養育す る こ と、

〈食〉を通して 〈生〉を養う営み の根源 に まで降 り

立 っ こ とに よ っ て 、rrcrLδεZα は完璧 な もの と なる

と考 えた の で ある
6 °）

。

　 と こ ろが τpo φヵは、プラ トン にあ っ て は顕著な

早期教育論 と して意義づ け直 さ れ 、 徹底 した 国家

統治に よる人 間管理の 構想 の なか に位置 づ け られ

る 。 そ し て われ わ れ は 、 プラ トン が開陳す る国家

統治構想の背後に、子 ど もへ の不信感 を も垣 間見

る 。 『法律』の後続す る箇所に は 、 「子供 とい うも

の は、すべ て の獣 の なか で もっ とも手 に負 えな い

もの で す。
まだ訓練されて い な い 知性の 泉 を、 す

こ ぶ る豊か に も っ て い る だ け に 、それだ け彼は悪

賢 くて 油断の な らな い
、 獣の なか で い ち ば ん始末

に負えな い もの なの で す、ですか ら彼 をた くさん

の 手綱で 、縛 っ て お か なけれ ば な りませ ん
6
円と い

う、読 む もの を暗澹 とさせ る
一

節が 存在す る 。 プ

ラ トン に と っ て 「正 し い 養育」 とは、子 どもの 獣

性を屈服 さ せ る こ と にほか な らなか っ た わ けで あ

る 62＞
。

　 18世紀初頭、フ ラ ン ス に お い て 古代以来 の ポ リ

ス に 関す る学説 ・法令 を集大成 した ドラ マ ール は、

そ の 総論 冒頭 に お い て 、ア リス トテ レ ス の 『政治

学」や 『ニ コ マ コ ス 倫理 学』、 キケ ロ の 『義務 に つ

い て 』 とな らん で 、プ ラ トン の 『法律』と 『国家』

を一際重視 して頻 繁 に参照 して い る 。 ポ リス 論の

起 源 を古代 に 求 め るこ と に よ っ て 権威 づ け、そ の

統治の 理想 を模範 と し、再興 し よ う と企 図 した わ

けで ある 。 と りわ け 『法律』 は 、ポ リ ス が い か に

教育 （6ducation）を配慮しな けれ ばな らない か と

い う文脈で 参照 されて お り重要で ある
63）。か くし

て π o 勘 τεεα 一police に よっ て拓 か れた統治言説 は、

τpoφかeducatiQ の 古 層 を π 覦 δε乏α 一disciplina言

説 に よ っ て 代置 し、覆 い 隠し て き た の で あ る 。

5。む すび

　　一 《教育》は 〈福祉 （well −bein9）〉 で あ る

　以上 の ように 近代 ポ リス 論 を中心に 、教育 と福

祉を結びつ け て きた言説の 歴史的特異性を検証 し

て い くなか で 、 わ れわ れ は 「能力」を軸 とす る統

治言説の磁場 の なか で 「教育 」 を語 り続 けて きた

こ と が 明 らか とな っ て きた 。 そ し て こ の 桎梏か ら

逃れ るべ く、《教育 （education ）》の 原義を あ らた

め て遡る とい う、

一
見迂遠にみ え る作業を経て き

た の で ある。そ の 結果、われわ れ は 、 《教育 （educa ・

tion）》が ラ テ ン 語 educatio お よ び ギ リシ ア 語

TpogsZT を源流 とす る言葉 で あ り 、 食べ させ 、肥 え

太 らせ る と い う営み と深 く関わ っ て 、〈生〉を養 い

育 て る こ と で あ っ た こ とが 分 か っ て きた 。 そ れ は

取 りも直さず、《教育 （education ）》が く食〉 を通

じた 〈養生 〉の 営み そ の もの で あ っ て
、 ま さ に 〈福

祉 （well −being）〉 で あ る と主張す る こ と に ほか な

らな い
。

　 こ こで なぜわ れ わ れ は食 べ 続 けな けれ ぼな らな

い の か 、 念のた め に振 り返 っ てお きた い
。 分子生

物 学者 の福 岡伸
一

は、『い の ちの食べ か た』とい う

映画 に 寄せ て 次 の よ うに説明す る 。 少し長い が 引

用 し て お こ う。 「わた した ちの 細胞 の 中身 は驚 くべ

き速 さ で 常 に 分解されて い る。 時聞が 秩序 を破壊

しよ うとす るの に先回 りして 自ら を壊 して い るの

だ 。 そ して壊 した は しか らまた新た に 作 り直 し続

ける 。 こ の 果 て しない 営み が 「生 きて い る」 とい

う こ とで あ り、分解 と合成の流 れ をとどめない た

め に私た ち は食 べ 続 けな けれ ばな らな い
。 っ ま り

食物は カ ロ リーで は な く流れそ の もの な の だ 。

…

（中略）… こ の流 れを維持す るた め、わ た した ち は

他の 生命 を殺 め、それ を食 らい
、 ひ と と き我が も

の とし、また次の 生命に 流れ を手渡す 。 こ うし て

地球上 に は 、38 億年に わ た っ て 生命が 紡が れ て き

た
6
例 。 人 間を も含めた 生物 は こ の 滔々 た る物質の

流れ に そ の 身 を浴す こ と で 生 き て お り、 食べ る こ

とは生 き る こ とそ の も の な の で ある
65 ）

。 そ し て 生

きる こ とが快い こ とで な くて何 で あ ろ う。 生 き る

こ とそれ 自体 が 〈福祉 （well −being）〉 で な くして

一 57
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何 で あろ うか
66）。

　そ れ ゆ え 《教育 （education ）》は まず食 べ る こ と

か ら は じめ な けれ ばなら ない 。 か つ て 堀尾輝久 は
　　　　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　の　　　ロ
赤字給食の 問題 を前に 、「それ が 最も必要 と さ れ る
　　　　　　　　 コ　　　■　　　■　　　■
時 と所で 、 まさ に その 理 由に よ っ て 打ち切 られ る

危険性 を警告 し て い る」と述 べ 、「福祉行政
一

般 の

思想 や そ の あ り方 の 矛 盾を集中的 に 表 現 して い

る G7）」 と指摘 し て い た 。 こ うした 事態 は 今 日もな

お、給食費未納の 問題 と して 続 い て い る 。 こ の 問

題 を克服す る に は 、 ポ リ ス 的 と も言 い うる福祉行

政的発想 を根本か ら改めない と い け ない
。

　《教育 （education ）》と は そ の原義に お い て く養

生〉 で あ り、 まさ に 〈生〉 を快 い と感 じる こ とが

で きる 〈福 祉 （wel1 −being）〉 その もので ある 。 ポ

リ ス 的 な 視 野 を 継 承 す る 福 祉 国 家 （Welfare

State）の 続治手段 なの で は な い
。 《教育 （educa ・

tion）》は 、 共時的 な生 命の韓累た る 〈食〉 と、今

回は ほ とん どふ れ る こ とがで きなか っ た が、通時

的な生 命の 纏累た る 〈産 〉 とが 織 りな す、人間が

健康で 文化的な満ち足 りた生活 を営む基盤そ の も

の と して位 置づ け られ な けれ ぼな らな い 。
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         Education,  Welfare and  Govemmentality:
Beyond  the Discourse  of  Faculties, toward  Nourishing

            SHIRozu Hironobu  (Kbbe [iniversdy)

   It is generatly said  that the etymology  of

education  is to d7aw forih ones  .IZicuities. In

this paper, I make  a  few attempts  to  examine

this view  on  the original  meaning  of  education

and  to deconstruct the di,scourse of  faculties in

the history of  education,  The  question  is not

how sNre can  rnake  cooperation  between educa-

tional policy and  welfare  policy, but how  we

have come  to depend on  the concept  of  faculty

in order  to imagine both education  and  welfare.

This study,  thus, is the genealogy of  governing
human  faculties, which  brought the administra-

tive entity  compounded  from  health, security,

welfare  and  education.  We  must  begin to

define the historical conditions  of  the govern-

mental  technology  so  as  to surmount  it.

   0n  this point, we  can  refer  to Michel

Foucault's approach  to the histery of'govein-

menndity,  According tQ him, the pastoral care

in the early  Christianity inaugurated Western

governmentality,  and  then  mison  dtl;int and

police succeeded  to their perspective and  tech-

nology  in the modern  State.

    The  police, in the 18th century's  meaning,

is an  ensemble  of  means  to increase forces of

the State and  to maintain  the State in good
order,  It could  be characterized  by  four

points. First, it is the goal  of  police  to rein-

force the State's potential which  includes skills

and  faculties of  its inhabitants. Second, the

police operate  on  individual faculties by  way  ef

promoting  education  and  profession  to render

them  competent  for social  happiness. Third, it

covers  the whole  field ef  lives and  attributes

each  phase  of  living acts  to governmental  sig-

nificance  and  value;  life is articulated  and  ana-

lyzed in relation  to such  domains as  morality,

health, security,  arts  and  science,  and  paupers.
Finaliy, it is evaluated  by  the measure  of  social

welfare  whi,ch  is the operator  of  uti]ity  of
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governance.  These viewpoints  are  refined  and

systematized  in utilitarianisrn  and  human-

capital  theory, which  are  conveyed  to us.  In

this way,  our  thought  of education  is firmly

imprinted by the discourse of  faculties which  is

rooted  in the science  of police. It is possible to

say  that  education  remains  seized  by the per-

spective  of  police so  far as  we  discuss it with

the concept  of  faculty.

   It should  be converted  from the education

of  faculty. To  begin with,  it is necessary  tq

reexamine  the etymology  of  education.  It is

obvious  that  education  is derived from  the

Latin word  educatio  which  meant  7ean'ng  of
yoblng Person, mpbn'nging nurtztring  and  more-

over  brceding of animals.  Its verbal  form is

not  ecincere  which  is to dmtv forth something,

but educare  which  is to nobln'sh  someone  or

some  animals.  This paper  especially  cites  the

important usages  of  Columella's De  re  rztstica

and  some  works  of  Cicero, They  use  the word

educatio  not  only  for human  being, but also  for

animal,  fowl and  even  for plant. Furthermore,

the expression  educatio  et dtscipiina appears  in

Cicero's De  lagibus, and  it reminds  us  of  the

Greek phrase T7podiij xcri  vrarLcSsta in Plato's
work,  IFhe Latin word  educatio,  narnely,  cor-

responds  to the Greek word  Tpoipij,  whjch

means  nourishment,  food and  livelihood itself,

rather  than  zae{SEta.  To  conclude,  the original

meaning  of  education  is not  to draw  forth fac-

ulty  or  ability,  but supporting  life with  nourish-

ing on  the basis of  verbal  tradition of  ipodiij  -

educ'atio.  This  is why  I insist that education  is

none  other  than  well-being,  as  iong  as  we  live

by  eating  while  feeling pleasure.
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