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イギ リス に お け る慈善組織協会の 障害児教育 へ の 貢献 に 関する研究

肢体不 自由教育へ の 意義を中心 に

真　城　知 　己

　19 世紀後半に イギ リ ス の 都市部の貧困問題の 解決 を意図 して設立 された慈善組織協会 （C，

0。S，）が障害児教育の 領域に対 し て も重要な提言を行 い 影響 を与 えて い た こ と が 知 られ て い

る 。 本研究で は 特 に 肢体不 自由児 （者〉 へ の 慈善的対 応 の 限界 と彼 らへ の 教育 の 必 要性が主

張さ れ る に い た る 過程を検討 し た 。 そ の結果、 1）CO ．S，は 肢体不 自由児 （者）も貧困 の 防 止

に 最大 限 の 自助努力 を払 うべ き対 象 と して 認識 し、基本的に例外的な取 り扱 い は し な か っ た 、

2 ）教育、特 に 実業教育は慈善的救済で の 対応 の 限界 に 直面 した問題 の 解決 に 有効 な
一

つ の

手段 と して認識 さ れ た、 3）肢体不自由児 （者）に対 す る実業教育施設で 一定の成果 が 上 げ

られ て い た
一方で 、 4）教育 も含 め て何の 対応 もな さ れ な い ま ま に さ れ て い る 多 くの 者 の 存

在を社会に 公 に し た こ と の 意義が 認 め られ た 。

キー ・ワ ード　 慈善組織協会　肢体 不 自由児 （者）　 慈善的救済論　 イ ギ リ ス

1 ．は じめ に

　肢体不 自由児 （者） へ の 組織的教育の発生が 遅れ た

原因は、救貧行政を背景 として 、彼 らの教育 に よ る社

会的自立 の 可能性へ の 認識が 遅れた ため で ある と指摘

さ れ て い る
1）

。

　 こ れ まで の 先行研究 に よれ ば 、 イ ギ リス に お け る肢

体不自由児 （者）へ の組織的教育の 一
つ の 契機 と し て、

19世紀末の イギ リス に お け る ロ ン ド ン 慈善組織協会

（Charity　 Organisation　Society，1869年創 設 ； 以下

C．0．S．）の 活動 に よ っ て 、教育 的処遇 の 必要性 が 喚起 さ

れた こ とが指摘さ れ て い る％ こ れ は、直接的に は C ．0．

S．が 設 置 し た 委 員会 の 報 告 書
『The 　 Epileptic　 and

Crippled　Child　and 　Adult（1893）（以下 ECCA ）
3）

』 の

刊行 が 後 の 教育 制度 の 成立 に 与 えた影響が大 き か っ た

こ と を さ し て い る 。 中で も学校 に 在籍 する生 徒 の 大規

模な 実態調査 を行 っ た ウ ォ
ーナ ー （Francis　Warner ，

生没年 ？） の報告が後に
『
欠陥児 ・て んか ん児委員会

報告 （1898）』 や 翌 1899年の
『基礎教育 （欠陥児 ・て

ん か ん児）法』 の 成立 に 少な か ら ぬ 影響を与 え て い た

こ と
4 ）が 、C．0 ．S．が 障害児教育制度 の 成立 に 対 して 果

た した役割 と して 、きわ め て 重要で あ る 。

大阪教育大学教育学部

　 し か し、C．0 ．S．の 創立 の 動機に 目 を 向 け る と、そ れ が

主 と して ロ ン ドン に お ける貧困救済問題 の解決 の た め

の 慈善団体の組織化 の 必要性、す な わ ち慈善事業制度

の 改善 に あ り
5〕、教育 に 関して は、それ を

一
つ の救済手

段 と し て 念頭 に お い て は い た もの の 、関心 の 中心 が 成

人 教育に お か れ て お り
6 ）、設立初期 に お い て は児童期

の 教育 の 有効性 を十分 に 認識 して い な か っ た と 考 え ら

れ る こ とか ら、CDS ．が 障害児 （者）に対す る教育 を必

ず しも救済の 有効な手段 と して 理解 して い た と は結論

づ け ら れ な い と思 われ る。C．0 ．S．の 公教育 へ の 提 言の

限界性の 指摘 （山口，19937））も これ に符合す る もの で

あ る。

　 こ れ ら を ふ ま え る と、C．0 ．S．が 慈善の 対 象 と して 考

え て い た 肢体不 自由児 （者）の 教育の 意義を ど の よ う

な経緯 で 認 めるよ うに な っ た の か 、その 解明が課題 と

な る と い え よ う。

　そ こ で 本稿で は、肢体不 自由児（者）の 教育的な ニ
ー

ズ が社会的 に 認識 さ れ る 過程 を解明 す る た め の作業の

一
つ と し て 、C．O ．S．の 慈善 に 対す る考 え方 をふ まえた

上 で 、肢体不 自由児 （者 ） へ の 対応 に 教育 が 加 え ら れ

る よ うに な る過程を検討す る こ と を目的 と した 。

　具 体 的 に は、1869年 の C．0．S．の 創 設
s〕か ら ECCA

が 公刊 さ れ る まで の お よ そ 20 年 を検討対 象時期 とし、
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救貧 法 へ の 批判 的 見解 と と も に 示 さ れ た C．0 ．S．の 慈

善観 を概観 しなが ら、慈善対象 と し て の 肢体不自由児

（者 ） の 認識と彼 ら の 教育 へ の 認識 に つ い て 明 らか に

す る こ と で あ る。

　検討対象時期の設定理由 は二 つ あ る 。

　第
一

に、こ の 時期 が C．0．S．の 沿革史上 に お い て組織

機構 の 成立 と C ．O ．S．の 活動原理 、方法 の 確立 ・
浸透期

に あた る と さ れ て お り
9）、C．0．S．独自の慈善観を ふ ま え

た検討 を行 う上 で 格好 の 時期 に 当た っ て い る こ と。

　 第 二 に 、ECCA は その 後 の 精神薄弱 児及 び肢体 不 自

由児等に対す る教育法の 制定に 向けた
一

つ の 原動力 と

し て の 役割 を担 う こ と に な る が、ECCA 自体 は 必 ず し

も直接的に障害児教育制度の 制定を意図し て 刊行 さ れ

た わ けで は な い こ とか ら
1°，

、 制度化の 過程に 関す る検

討 とは分離 して取 り扱 うべ きだ か らで ある。

　検 討 史 料 は 、C．0 ．S，の 機関 誌 で あ る Charity　 Or・

ganisation 　Reporter（1885年以 降 Charity　Organisa−

tion　Review ）
11）

を中心 に し た。

II．19 世紀末の都市貧困 と C．O ．S．の 認識

　イ ギ リ ス 19世紀末の 四 半世紀一1950〜60 年代の 繁

栄の 時代 に 続 く経済低 迷期
一

は、1873年の世界 恐慌 後

の 慢性 的不況 とその 拡大 に 伴 う大衆的失業 と困窮 とい

う社会 問題 の さ なか で あ っ た 。 加 え て 、ロ ン ドン の よ

うな港湾都市 で は季節的な失 業者 の 大量発生 も抱え て

い た。非熟練職種を求め る都市貧民 の 増加、慢性的貧

困状態の 拡 大 へ の 対応 が求 め られ た が 、そ れ は従来の

公 的救貧政 策及 び私 的な救済 活動 を もっ て して は解決

す る こ と が で きな い ほ ど の もの で あ っ た
12，

。

　さ て 、C．O．S．の 設立 の 背景 は、社会問題 として の 都市

貧 困状況下 の 特 に ロ ン ド ン に お い て
、 物乞 い や浮 浪者、

売春、犯罪な ど の 異常な増大 と こ れ に対す る政策が 効

果 を ほ と ん ど発揮 して い な か っ た こ と に あ る と さ れ て

い る
13 ｝

。

　 C．0．S．は貧 困 の 予防 に 重点 をお き、活動 に あ た っ て 、

まず貧 困 の 原因 を追究 した 。 そして 、貧 困 の 原因 とし

て 社会構造 的要 因 の 存在を 認 識し っ っ 、貧 困 を拡大 さ

せ て い る原因が 、 救貧法 に よる救済や そ の他の 政策の

問題 と、人 々 の 意識の 問題 に ある と考えた
14）。

　 こ こ で い う社会構造的要因 と は、産業構造 の 変化 と

1870年代前半の世界 恐慌 後 の 慢性的不況 、ま た 、そ の

拡大 に伴 う大衆的失業 と困窮 とい う社会要 因 を出発点

に す る も の で あ る 。 特 に 非熟練労働者が ロ ン ド ン の よ

うな都 市部 に 需給 の バ ラ ン ス を超え て集中し 、 余剰労

働者 と そ の 家族 に よ る 貧民街 が形成 さ れ、拡大 し て

い っ た こ と を指 して い る
15）。

　 また、貧困 を拡大 させ る原因 と し て の 人 々 の 意識 の

問題 と し て は、貧困状態 に ある者の 飲酒癖、生活上 の

節制の不十分 、 高率に み ら れ た婚外子 の存在 、 窃盗 な

どの 犯罪 の 多 さ等 を指摘 し
16 ｝、人 々 に 自らの 貧 困状態

か ら脱す べ く自助努力 を行 うよう求め た 。

　さ ら に 、
「
こ う した こ と の み を貧困の 原因 と し て決 め

つ ける の は早計 で あ る 。 そ こ に は 環境 の 悪 さや墜落 さ

せ る状況 が 多 く存在 して い る
17）

」 と指摘 し た上で、救貧

法 や そ の 他の 政策の 問題 点をあげた 。

　特に、救貧 法 に 基づ く院外救 済 に関 してはそ の弊害

が 強 く認識 さ れ て い た。

　例えば、救貧法 に 基 づ く救済 を求 め て 人 々 が都市 に

集中す る事態 を取 り上 げ 、
ロ ン ド ン で は貧民 の た め に

数千ポ ン ドの 基金が 用意 さ れ て い る と聞 い て 移住し た

もの の 、結局 は 極度の 貧 困状 態 に 陥 っ た事例 を 報告 し

な が ら、安易な院外救済が な され て い る こ とが人 々 を

救済 を 受 け よ う と す る気持ち に 駆 り立 て て し ま う こ と

を強 く非 難した
「s）。貧困状態 を解決 しよう と し て い る

ま さ に そ の 手段を 通 じ て 、貧困状態が拡大 し て い る と

い う認 識
’9 ，に は 院 外救済 が拡大 し て い た 当時 の救貧

行政 に 対 す る批判 が こ め られ て い た の で あ る
2°）。そ し

て 院外救済の 真の 目的 （貧困状態 に あ る人 をそうなる

前の 状態 に 復 帰 させ る こ と） に 立 ち返 る こ とを求 め

た
2u 。

　 し か し、人 々 が そ れ を求め、ま た そ れ に 代わ る適切

な救済 の シ ス テ ム が 確 立 さ れ て い な か っ た た め に、院

外救済 の 廃止 は考えられ な い こ と で あ っ た
22 ）。そ こ で

C．0 ．S．は、救貧法の 下で の 救済に お い て は、少 な く と も

院外救 済 の提供 に 関 して す べ て の ユ ニ オ ン が統
一

した

対応 を と る こ と を 要求 した 23｝。

　 こ の 他に も救貧法に 基づ く救済が労働者の 賃金を 引

き下 げる結果 をもた ら して い る と い う指摘や
2
咲 人 々

の健康状態の問題や 住宅行政の 問題
25 ）、それ に 国家予

算 の 支出 の 偏 りが 低所 得者層 に 大 き な しわ 寄 せ をつ く

り、過剰 に 倹約 と節制 に努め させ て い た状況
26 ）

に つ い

て も貧 困 を 拡 大 す る 原 因 と し て C．0 ．S．は 認 識 し て い

た 。

　さ ら に C．0 ．S．の 重 要な認識 と し て 貧困状態 に あ る

人 々 に 教育の機会が な い こ と も貧 困 を
一

層拡大す る原

因と し て と らえて い た こ とが挙げ られ る
2 η

。 こ の視点

は、後 に C．O．S．が教育 の 意義を明確 に 主張す る よ うに

な る
「

芽」 と し て 理解す る こ とが で き る。

　そ して、C．0．S．は貧困 の 解決 の た め に 慈善活動が果

た す べ き役割 を次の よ う に 述べ た 。

一 22 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association of Special Education

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　of 　Speoial 　Eduoation

イ ギ リス に お け る 慈善組織協会 の 障害児教育へ の 貢献に 関す る研究

　
厂

本当 の 慈善 と は そ の 活動 の た め の 機会 を作 る こ と

に 関心 が ある の で は な く、貧困状態に ある人を発見 し、

慈善を求め る原因 を消滅さ せ る こ と に よ っ て慈善活動

を減少 させ る こ と に関心 が ある。」
28）

　す な わ ち 貧困 を 「予防」 す る こ と に 強調点が お か れ

た の で ある 。 こ の 点が基本的に あ らゆ る貧困状態へ の

対処 を意図 した 救貧 法 に よ る 救済 と の 最大 の 相違点 で

ある
29 ｝

。

　 こ の よ う に して 、C．0 ．S．は 救貧 法 に 基 づ い て 救 済対

象と し て値す る か否か の 吟味な し に行わ れ る援助や 救

済に対 し て強 く批判的な態度を示 し なが ら、人 々 に貧

困 を予 防させ る努 力 を促 す活動 を展 開 し、救貧法 の 原

理 と は異な る、統
一

さ れ た客観的な原理 の 必要性を主

張する ように な っ た の で ある 。 こ こ で その核 として 登

場す る考え方 が 、次節で 述 べ る慈善的救済論 で あ る。

III．　 C．0．S．と慈善的救済論

　さて 、C，0 ．S．は貧困状態 に あ る人 を単 に 救 うばか り

で な く、貧困を予防す る こ とが重要で ある と認識 し、

さ ら に そ れ が個人 もし くは 家族 の努力に よ っ て な さ れ

る こ と を重視 し た。こ れ は 生 活の 維持が 自己 に依拠

（self−reliant ）さ れ る社会 を作 る と い う C．O．S．の活動

理念の
一

つ に 基 づ く立場 で あ っ た
3°）。

　従 っ て C ．O ．S．で は 救 済 希 望 者 の 申 請 の み に 基 づ い

て 救済 を提供す る ような慈善活動 （救貧 法 に よる救済 ）

を否定 して 、救済対 象 と し て 適切 な 貧 民 の み を 選定 す

る 必要性 を主張 し、こ れ を遂行 す る た め に 、
a ）徹底

した調査 と b ） それ に 基 づ く対象者 の 選定 と い う 2 点

か らな る原理 を示 し た
31 ；

。

　こ こ で は 貧困状態 に あ る 人が本 当 に 救済 を受 け る に

値す るか を判断 す る こ とが 必要 とされ、祖先やおかれ

て い る環境、及び本人 の 性格 に 至 る ま で十分 に 調査す

る こ とが 求め られ た
s2）

。
こ う し た 調査 が徹底的に な さ

れれ ば、本 当 に 救 済を受 ける に ふ さわ しい 者 の み を対

象者 と して 明確 に 規定で き る こ と か ら、適切 な救済活

動が行え る と考 え ら れた の で あ る 。

　
一

方、救済 の 形 態 と して 否定 され るべ き場 合に っ い

て も示さ れ た
33 ）。

　すな わ ち第
一

に 、 貧困 が 本人 の 浪費 や不道 徳の 結果

生 じ た もの で あ る の か ど うか に つ い て十分 な 調査が な

さ れ る こ と な くス ープ や パ ン の 引換券 を提供 す る よ う

な救済が 否定さ れ た 。 こ れ は救貧法 へ の 反省で も あ る

が、本来 は 救済 を必要 と して い な い もの まで が 対象 に

され る可能性 が あ り、そ の 結果人 々 を不道徳 に し む け

て し ま う と考え ら れ た か ら で あ る。

　第二 は 、 慢性的な貧困状態へ の 救済で あ る 。 こ れ は、

高齢者等 へ の 公的 な救済 の た め に本来扶養義務 を負う

家族 が それ を果 そう としな くな る可能性が あるため で

あ る 。

　第 三 は、手 形 を発行 して 金銭 を支給す る形態 で の 救

済で ある。こ れ は借金方式を助長 させ 、無節制な浪費

を促す た め 、商人以外に は許可す べ き で な い と した 。

　 そ して第四 は、ス モ
ー

ル
・ドー

ル 。シ ス テ ム （small

dole　system ）と し て 知 ら れ る 救 済 で あ る。 こ の 方 式 は

金銭や食物、衣服 な ど を少量 で はあ るが 繰 り返 し提供

す る形態 を指 し て い る 。 こ れ に つ い て は、貧困状態 に

あ る 者 の 自立 生活 へ の 志 向を完 全 に 破壊 し、自身 の 貧

困状態 に 自ら対処 し よ う と す る の で は な く、外部 の 資

源に頼ろ うと さ せ て し ま うこ とか ら排除すべ き で ある

と し て 厳 し く非難 した
3
％ そ の 理 由 は、中途半端 に 少額

の 金銭や物品 を提供す る の で は、将来的 に なん ら再生

産 に つ なが る こ とな く無駄 に 消費さ れ て し ま い 、結果

的 に 貧困状態 を解消す る 上 で は ま っ た く効果が な い と

考え られ た か らで あ る
3
％

　 こ の方式は 、主と し て 聖職者が宗教上 の 観点か ら施

し と し て 行 っ て い た場 合 が 多 か っ た が 、聖職者 らも次

第に こ の 方式の 無力性 を 自覚す る よ う に な っ て い っ

た
36〕

。 C．0．S．で は 、こ の よ うな形態で の 救済を行 うの で

あ れ ば、あ る程 度 ま と ま っ た 金額 を一
度 に 提供 し、そ

れ を もとに何 らか の商売を は じめ さ せ る方が は る か に

効 果的 で あ る と 指摘 した
37）。

　 こ れ ら の 原則か ら もわ か る よ うに 、C ．0 ．S．が 展開す

る論 理 は単 な る
「
施 し と し て の 慈善」 で は な く、あ く

ま で 貧困状態 を避 け よ う とす る個人 の努力を促す よ う

な
「
慈善的 な 救済 （charitable 　relief ）」 で あ る と す る

点 を強調 して い る こ とが特徴で あ る
3s 〕

。

　C ．0 ．S．が 対象を詳し く調査する こ とな し に 行われ る

慈善 を否定 し た の も、明確な対象規定 を示 せ な い 状態

で 救済 を行 う こ と が、個 人 の 自己救済 し よ う とす る 姿

勢を阻害す ると考えたか らで あ る
39）。

　特に排除の第二 の 原則 に 当て は ま る場合 に つ い て、

慢性的な貧困状態に あ る 人 々 が 自ら の お か れ て い る状

況を改善 し よ うと す る努力 に 欠け て い る と い う指摘を

し 、
こ う し た者 に

一
層の 自助努力 を求め る

4° 1 な ど 、 貧

困状 態 に あ る人 々 の 自発 的努力 を と りわ け重視 し、そ

れ が 不十分 と判断さ れ た 場合に は 決 し て救済対象 と は

し な か っ た 。 機関誌 に 各地か ら救済対 象 と し て 適当で

あ る か どう か に 関す る判 断の 問 い 合わ せ と そ れ に 対 す

る C．0 ．Sの 回答 が しぼしば掲載 された こ と は、地域格

差 が 大 き く な ら な い よ う に す る 意 図 も 含 ま れ て い る

一 23 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association of Special Education

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　of 　Speoial 　Eduoation

真　城　知　 己

が 、自助努力の不足 を理由に救済対象 とはな らな い と

の 見 解が繰 り返 し示 されて い た こ とを考 える と、C．0 ．

S．が徹底 し て 自助努力 を促す た め に指針 を 示 し て い た

証拠で あ る とい えよ う。

IV．肢体不自由児 （者）へ の認識 と慈善的救済論に よ

　　る対応の 限界

　 こ うした 中で 、肢体不 自由児 （者） は慈善的救済を

行 う際 に そ の 是非の判断が 困難 な事例の 一つ と し て と

らえられた 。 例えば次 の ような事例が報告され て い る 。

　 13歳 。 肢体 不 自由 （下肢 ）及 び盲。知 的水準 は 高 く、

両手 の 使用 が 可能 。 家具 に つ か ま りな が ら部屋 の 中で

の移動が可能。

　 こ の 事例 に つ い て C．0 ．S．は救済の 対 象とせ ず、また

地 区内の 学校 へ の 就学 も不適 当で あ る との 判断 を示 し

た
41，。

　 こ うした事例は何故救済の対象 と さ れ ず、ま た 、地

区内の 学校 へ の 就学 も不適 当 で あ る と さ れ た の で あ ろ

うか 。

　地区内の 基礎学校 へ の就学が困難で あ っ た の は、学

務委員会が肢体 不 自由児 の 通学手段 を確保 で きな か っ

た こ とや こ れ に と もな う二 次的な学 習上 の遅れ が 問題

視さ れ た 事情 に よ っ て い る
42 ）

。

　 こ こ で は C．O ．S．が 彼 ら を救 済対 象 と し て 認 識 し な

か っ た 点に つ い て の 言及に限定す る。

　肢体不 自由児 （者）へ の対応 の 指針を示 す た め に、

C．O ．S．は 1888年 7 月発行 の 機関誌 に お い て、「
肢体 不

自由児 （者〉 の 事例処遇上 の 諸問題 」 と題 し て 冒頭 か

ら 12ペ ージを割 き、具体的 な事例 を紹介 す る と ともに

対応 に つ い て の 提言 を 行 っ た
43 ｝

。 こ の 中 で は、肢体 不 自

由児を労働者と して 養成す る 過程 を援助す る人や組織

の 不足 が指摘 さ れ て い る
44 ）。また、貧民相互 の 自発的な

援助活動 も あ る が十分に効果が あ が っ て い な い こ とが

明 らか に された。C．0 ．S．は こ うした状 況 に 対 して 、1）

と に か く何 らか の 対策を保障す る こ と、 2）即 時的 な

対応 を保 障す る こ と、 3 ）長 期的 に援助 を保障す る 場

合 もあ りうる こ と、そ して こ れ らを 4）貧民 の 自己意

識を傷 つ け る こ と な く提供する こ とが 可能で ある と考

え た
45 〕

。

　 しか し同時 に 、C．0 ．S，は す べ て の 肢体不 自由児 （者）

に援助 を提供す る わ け で は な い と い う こ と も明確に 示

した
46 ｝。 こ れは肢体不 自由児 （者）も前節 で 述 べ た 自助

努力 を行 うべ き 対象 と し て 例外 で は な い と考 え られ た

か らに ほ か な らな い
。

　 C．0．S．は 上述 した よ うな援助を行 う に 際し て 問題の

指摘を行 っ て い るが 、解決 の 成否 は個 々 の ケ ース の 事

情 に よ る と こ ろ が大き か っ た。何故な ら ば、慈善的救

済の 原理 と肢体不 自由児 （者） に対す る援助 の手続 き

が両立 しえな い 場合が 少な くな か っ た か らで あ る 。 例

え ば、救済の 申し 立 て 者が身体 的 な 治療 を緊急 に 必要

と して い て も、対 象者 に つ い て 十 分 な調査を行 う と い

う原則 に 従 う限 り、長 い 時間 が か か る た め に 結果的 に

適切な対応が図れ な くな っ て しまう場合が こ れ に あた

る 。 ま た 、長期 的 な介入 を せ ざ る を得 な い ような場合

に は、それ が 自助努力 を阻害す る要因 と な る と した原

理 と の 間 で 矛 盾を生 じ る、と い う よ うに、先述 し た慈

善的救済の 原理 に 照 ら し た場合に 、 そ れ を貫 け な くす

る よ うな特別 な事情 が 肢体 不 自由児 （者） に は伴 う こ

とが 多か っ た の で ある 。 こ れ が 対応の 困難な事例 と し

て 認識 さ れ て い た 理 由 で あ る。

　 また、そ もそ も C．0 ．S．の 慈善的救済 に よ っ て は解決

す る こ とが困難な事例 も示 された
4η

。 こ れ らは 主 とし

て 身体 障害 の 程度が重 く （移動が不可能 で あ っ た り、

温度や痛み な ど に 対す る感覚障害や 言語機能 に も障害

を重複 して 持 つ 例な ど）、 通常の 労働を行 う こ とが不可

能 で あ る と考 え られ た ケ ー
ス で あ る。 こ うした ケー

ス

の 中に は、生活 し て い くた め に 「見せ物 」 とな っ た り、

娼婦 とな っ た りす る者が多か っ た とい う問題 も明 らか

に さ れ た 48〕
。 こ の よ う な 自助努 力 の み で は 解決 が 図 り

得な い よ うな ケ ース に は対応で きな い と い う点に、障

害 児 （者）問題 に お け る C．0．S．の 慈善的救済 論の限界

が あ っ た こ と を理解 し て お か な くて は な ら な い 。 そ れ

は 慈善 的救済が 基本的 に 金銭的 な援助 に よ る もの で あ

り、そ の 援助 を活 か す ような組織 的な慟 きか けが用意

さ れ て い な か っ た こ と に 大 き な 原 因 が あ る 。

　 こ れ が後節で 述 べ る C．0．S．が教育の 必要性 を説 く

に い た る背景 と な っ て い る。

　 慈善的救済の 限界の様子 は、実際に、C ．O ．S．の慈善的

救済の 対 象 とされな か っ た肢体不 自由児 （者）の 中 に 、

救貧法 か らもそ の 他の 慈善的処遇 か らも顧 み られず 、

何 の 措 置 もとられず に 放置 され て い た もの が い た こ と

が明 らか に され て い た こ とか らもうかが える 。

　 こ うし た事実 は例 えば、次 の よ うな指摘 に 見る こ と

が で き る 。

　 貧困状 態 に あ る肢体 不 自由児 たち は食 料ばか りで な

く外科的な治療や 痛み の 治療、そ の 他必要 に 応 じた ケ

ア の 提 供 を必要 として い る。 こ れは私的な慈善で は対

応 で き な い が 、救貧 法委員 に よ っ て も対 応 が な さ れ て

お らず、そ の結果彼 ら は どうす る こ と もで き な い 状態

に お か れ て し ま うの で あ る
49 レ

。
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イ ギ リ ス に お け る 慈善組織協会 の 障害児教育 へ の 貢 献 に 関す る研究

　 こ う し た 報告の 具体的 な例 は、機関誌 に よ せ ら れ た

手紙か ら もうか が うこ と が で き る 。

　 そ の 要 旨をま とめ る と 次 の ようで あ る。

　21 歳男性 。 現在メ リル ボーン （Marylebone ）の ワー

ク ハ ウ ス （Workhouse）付設 病院 に 入院 中。治療不可

能 な股 関節障害、視覚障害、皮膚疾患 、奇形 、発育不

全 、そ の 他疾病あ り 。 貧困状態に あ る が 、扶養能力 の

な い 妹以 外の家族は す で に死 去 。 知的水準は高 い
。 年

齢 が ま だ 若 い た め、パ ッ ト ニ ー ・ホ ーム （Putney

Home ）に は 入所を断ら れ た 。 必要に応 じて ケ アや看護

を提供 して も ら え る所で 、彼 を長期的に受け 入 れ て く

れ る場 所 が あれば教 えて ほ しい
5°）。

　 こ の 事例は慈善的救済の 原則に そ ぐ わ ず、ま た 複合

的な ニ ーズを抱え て い るた め に 、 C．O．S．ば か りで な く、

救貧法 に 基づ い て も適切な救済が で き な い ま ま に さ れ

て い た事実を明 らか に した もの で あ る 。
こ うした 内容

の機関誌 へ の掲載 は、CO ．S．が 対応の 困難な障害者に

対 し て 、教育を含め た 何 らか の対策 の 保障に 向けた 提

言を行 っ て い く前段階とし て、問題状況 を社会 に 明 ら

か に し た もの と考 え ら れ る。

V ．C．0，S，の 肢体不自由児 （者）に対する教育へ の認識

　　とその意義

　肢体 不 自由児 （者） に 対 す る 教育の 意義 の 認 識 は、

ECCA に お い て明確 に 示 され た
51）

。 そ こ では予 防 を重

視 し た 慈善 の た め に 、 1 ）医学的 ・科学 的 な 事 実の 把

握、 2 ）対象者の 生活態度上 の 問題点の 把握 を早期 に

行 う、とい う こ れ まで の C．0．S．の 慈善 に 対 す る 姿勢が

示 さ れ る と と もに 、 3 ）身体的治療や よ り よ い 教育方

法 に よ っ て 対処 す る こ と （下 線引用 者） が本質 的 に 重

要 であ る と指摘され た の で ある
52）

。 す なわ ち、その まま

に し て お け ば確実 に 貧困状態 に 陥る で あ ろ う こ と が 明

ら か で あ りなが ら、慈善 的救 済 の 原理 で は 対応 す る こ

とが で き なか っ た肢体不 自由児 （者） に 対 し て 、教育

と い う手段 を用 い る こ と の 意義が 主張さ れ た の で あ

る。

　それ で は、なぜ C．0 ．S，が 肢体不 自由児 （者） に 対す

る 教育の 重要性を説 くに 至 っ た の で あ ろ うか 。 本稿で

は、す で に 従来の救貧法等 に 基 づ く救済方法 へ の 批判

か ら、C ．O ．S．が独自の原理 に基づ く慈善的救済を 展開

し た に も関わ らず、それ に 以 て して もな お 対応 が 困難

な対象の
一

つ と し て肢体不 自由児 （者） が認識 さ れ て

い た こ と を明 らか に し た。

　 こ の 時期 に 符合す る よ う に 、肢体不 自由児 （者） へ

の 教育の 必 要性が 指摘 さ れ る よ う に な っ た こ とか ら、

C．0 ．Sが 教育 を何 ら か の 形で 救済の
一

形態 と して 、 慈

善的救済論を補強 す る役割 を持た せ よう と した か 、も

し くは教育を そ れ ま で の救済に代わ る原理 と し て 導入

し よ う と した の か の い ずれ か の 理 由が存在 して い た こ

と が推測 さ れ る 。

　換 言すれ ば、C．O．Sが 彼 らに対す る教育の 必要性 を

説 い た 背景 に は 、C．0 ．S．の 慈善 的救済 に よ っ て は 対応

が困難で あっ た 事例に対する救済の
一

手段 と し て 、教

育 の 有効 性が 認 め ら れ た の で は な い か と考 え ら れ る の

であ る。

　 こ れ を明 ら か に す る た め に は、障害児 へ の 関心 ば か

りで な く、 教育 そ の もの に対す る C．O ．S．の 認識 を ふ ま

え て お く こ とが 必要 で あ る。

　 1 ．C．0．S．の教育 へ の 関心の 特徴

　 C ．0 ．S．が 教育 の 領域 へ の 関心 を示 し て い た こ と は、

機関誌 に教育法案 の 審議動向や 貧困 と教育 と の 関わ り

等、教育関連 の 記事が頻繁に掲載された こ とか らうか

が い 知 る こ とが で きる。そ して、教育 の 必 要性 へ の C．

0．Sの 認識 に っ い て も、教育方案 の 審議の 中で 、教育省

か ら読 み 、書 き、 算 の 基礎 教育 を （貧困状態 に あ る ）

子 ど も た ち に提供す る こ とが 救済の
一
形 態 と な る と い

う見解が表明さ れ て お り、当時の 教育の社会的役割 へ

の 認識 が示 され て お り、 こ の発言 の 内容 を C．O．S，が機

関誌で 取 り上 げ て い た こ と か ら も理 解で き る
53 ）

。

　ただ し、こ こ で注意 して お か な けれ ばな らな い こ と

は、C．0 ．S，の 教育の 必要性 の 認識 は、19 世紀後半 の 教

育制度成立史研究か ら これ ま で よ く知られ て き た 、い

わ ゆ る 「上 か ら の要求 （教育に よ る 民衆統制） と下か

らの 要求 （労働者 の 権利獲 得 の
一

環） の 論理
54】

の い ず

れ と も異 な る も の で あ っ た 点で あ る 。

　そ の現れ の
一

つ が 、 C．0．S．は 1870年基礎教育法を は

じ め と し た義務教 育制度 をそ の ま ま 受 け 入 れ て 救済 の

一
形態 も し く は救済の補助的役割 を担う もの と は し て

い な か っ た こ とで ある。それ は C．OS ．が義務教育制度

の導入 そ の もの に 対 し て積極的 に 賛成の 立場 を と っ て

い た と は 必ず しもい えな い か らで あ る 。

　 C．0．S．が そ の 慈 善的 救 済論 を確 立 さ せ て い っ た時

期、す なわ ち 1870年代 は、ま さ に イギ リ ス に お い て近

代公教育義務制度が確立 さ れ た時期 に符合す る が 、 C，

O ．S．は そ の 一
つ の 柱 で あ る 「無償制 」 を何 の 制約 もな く

導 入 す る こ と に 反対 し た 。

　基礎教 育 をす べ て の 子 ど もに 保 障す るた め に は、「
無

償制 」 は 必要 不 可欠 の 原則で あ っ た が 、「子 ど も た ち に

対 する無償 の サ
ービ ス （教育 ）が提 供され る こ とが、

親 と家族 の 子 ど も に 対す る責任 を 弱 め て し ま う
55 ）

」 と
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考え られ た こ と が その 理 由 で あ る。

　 もっ と も、C．O．S．は 「無償制 」 に対 し て 無条件に 反対

したわ け で は な く、現実に授業料ば か りで な く、着 る

もの さえ ままな らな い よ うな家庭 の 子 ど もに関 して援

助 を考 え る必 要性 を 指摘 し て い た 561
。 C．0 ．S．は、こ の よ

う な極貧家庭の 子 ど もに対す る援助 は 必要 で あ る が、

こ れ よ りも状態の 良い 子 ど もたち の 授 業料を誰が 負担

す べ き か に つ い て 、親 と家族に 子 ど も に対す る責任 を

回 避 さ せ な い よ う に 慎重 に な る べ き で あ る と主張 し た

の で あ る
5η。

　 っ ま り、C ．O ．S．は 義務教育制 度 の 導入 が や り方 に

よ っ て は 、 む し ろ子 どもの 家庭 の 経済 的 ・精神的 自立

へ の 志 向を妨 げ、結果 と し て 貧困問題 の 解決 を阻害す

る要因 を作 り出し て し ま うこ と を指摘 し、こ れ を避 け

る よ うな形 で義務教 育制度 が導入 さ れ る べ き で あ る と

の 考 えを主張 した の で あ る 。

　 こ うし た C．O．S．の 主張か ら、　 C．0．S．は教育 を単に そ

の対象 と な る 子 ど もの 問題 と して とらえた の で は な

く、そ の 家庭 の 自立 を念頭 に お い て い た と い うこ と が

看取で き る 。
こ れ が C．0．S．の 教育 に対 す る 認識の 特徴

で ある。

　子 どもの 家庭 に 自立 へ の 志向を持た せ る と い う主張

は、そ れ まで に C．0．S．が展 開 して きた慈善 的救済 の 原

理 に
一

致 す る もの で あ る 。

　 こ の こ とか ら、C．0．S，は慈善的救済の原理 に置換す

る救済手段 と し て 教育 を と ら えた の で は な く、それ ま

で の 救済活動を補強す る
一

手段 と して と ら え て い た こ

と が鮮 明 に 浮 か び上 が っ て くる。また、同時 に 教育 の

領域 に対 し て、C．0 ．S．独自の 救済の 原理 を適用 しよ う

と し て い た こ とが 理 解 で き る の で あ る。

　 2 ．自立 を指向 した障害児 （者）教育の 意義の 認識

　 C．0 ．S．は、障害児 （者）に 対す る教育 の 意義 に つ い て

も 自立 を 志向 した 考 え 方 を明確に 示 し、そ の 社会的意

義 に つ い て 言及 した 。

　例 えば、視覚障害児 （者）に関 し て は、彼 ら が 自立

生活 で き るよ うな教 育 の 必 要性
5B）

や 雇 用 の た め の

ワ ーク シ ョ ッ プ の増設の 必 要性 を指摘 した
59 〕。また、精

神薄弱児 （者） に つ い て は、適切な援助に よ っ て多 く

の者が改善さ れ る が 、
こ う した 環境に お か れ な い 大多

数 の 者た ちが 社会 の 通常の メ ン バ ーと し て や っ て い く

こ と が で き て い な い こ と を訴え た
6 °

 

　 さ らに 、肢体不 自由児 （者） に つ い て も、後述す る

よ う に 後 に 同様の 認識を 示 す に い た っ て い る。

　 そ し て これ らをふ まえ て、次の ような見解 を表明 し

た こ とが 明 ら か に さ れ て い る。

　 「貧民 の 障害児が 、彼 ら の状態 をやわ らげ彼 らの 自

活の た め に有益 な援助や指導が ない まま に、多数存在

し て お り、そ の 経済的困難 の ため に 、家族 に と っ て 大

きな負担 と な りつ つ あ ウ、生涯 を通じ て、友人や社会

の 重荷 と な っ て し ま っ て い る。」
61 ）

　19 世紀 の イギ リス で 大衆的貧 困状況 の 解決が 重要

な 課題 と さ れ た 社会情勢 に お い て は、C．0 ．S．が障害 を

持 つ 人 やそ の 家族が経済 的 ・精神 的 に 自立 した生活 を

送れ る よ う に す る た め に 、雇用 に 結びつ け る こ と を念

頭に お い た働 き か け の必要性 を指摘 した点に意味が あ

る。なぜ こ の 指摘が重要 で あ る の か は次の 理 由に よる。

　C．0 ．Sが 救貧法 に 基 づ く救済や ス モ ール ドール シ ス

テ ム に対 し て 、徹底的 に批判 し続けた の は 、それ らが

なん ら再生産 を もた らさず 、 膨 大 に増加 し続 ける貧 困

の 拡大 を抑止 する上 で ま っ た く効果が な い ば か りか 、

む し ろ貧困の 拡大を助長 さ せ る と考えた か らで あ っ た

こ とはす で に指摘 した。それ故 に、C．0 ．S．の 慈善的救済

の 原理 で は、金銭 的 な援助 は短期 間 に あ る程度 ま と

まっ た金額 を提供する方式が とられた 。 人 々 はそれ を

元手 に 何 ら か の 商売 を始 め る な ど し た の で あ る 。 と こ

ろ が 、障害者の場合に は、た と え
一

定額が提供 さ れ て

も金銭的な救済の み で は 、 それが経済 的な 自立 をす る

ため の 機会 に 結 び つ く こ と な く、生活に 消費 さ れ て し

ま わ ざ る を え な い 状況 が あ っ た 。

　そ こ で、C．0．S．で は、障害者に 対 して は単 に 金銭的 な

援助 ばか り で は な く、家族 の 生 活 の 自立 へ そ れ が 活か

さ れ る よう に付加 的な働 き か け と して の 教育 の 意義 を

認 め た と考 え ら れ る の で ある。

　 こ れ が 、C．0 ．S．が障害者の 自立の た め に、慈善的救済

を補 う慟 き か け、すな わ ち 教育 の 必 要性 を認識 した 理

由で ある と考 えられ る 。

　 と こ ろ で、こ こ で い う教育 と は 、主 と して 実業教育

を指す ば か りで は な い 。19世紀に お け る 実業教育 と基

礎教育 と の 関係 に つ い て は、非熟練労働者 に 対す る労

働力形成教育 と し て の読 み方 ・書 き方 ・算数教育が科

学 ・工 学 の 伝 達手段 の 教育 を意味 す る こ とか ら、それ

が 労働力形成教育の 基礎 陶冶 の機能 を果た した
62 〕 と

され て い るが 、CO ．S．も こ うした視点か ら基礎教育 の

必 要性 を指摘 して い た の で あ る 。

　 つ ま り、C．0 ．S．は基礎教育を実業教育 と結 び つ け て

考えた の で あ る 。
こ れ は 文字教育や算数 を雇用 に役立

つ よ う に 涵 養 す べ き で あ る と の 指摘 に 明 ら か で あ

る 63）
。 ま た 、基 礎教育の達成目標 の お き ど こ ろ か ら も理

解で きる。例 えば、算数 の 達成目標は
「
実 際的場面 で

の 合計計算や 小包料 金 の 計算 」 と さ れ 、明 ら か に 実業
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イ ギ リス に お け る 慈 善組織協会 の 障害児教育 へ の 貢献 に 関す る 研究

教育の 基礎的内容で あ っ た
δ

％ そ し て 、成人障害者の処

遇 は、以前に 受 けた教育、つ ま り基礎教育の 成果 をふ

ま えて 行 うべ きで あ る と の 論 を展開 した の で あ る
65）

。

　 さ て 、 C．0．S．は、1870年代の後半に 19世紀後半の 首

都救貧法や基礎 教育法 を概観 した上 で 、障害 を持 っ 人

に 対す る救済や 教育 に お ける公 的施策の 立 ち遅 れ を指

摘 し、制度面の 整備を訴 え る と い う活動 も行 っ た
66 ，

。

　 こ の 過程で視覚障害児 （者） へ の 実業教育の成果 と

改善点 に つ い て の 報告書 （「視覚障害者 の 職業教育 」）

をあき ら か に し （1876年）、後の 「盲・ろ う王 立委員会

報告書 （1889 年）」 や、そ の 勧告 を ほ ぼ踏襲 し た、イ ギ

リス に お け る最初 の 障害児 を対 象 に した義務教育立 法

で あ る、
「1893年基礎教育 （盲・ろ う児）法」 の成立 に

1876年 の報告書の 内容が重 要な役割 を果た した こ と

が 知 られ て い る
6η 。同法 に お い て は 、義務教育年限 の 延

長 と 基礎教育の概念 に
「

実業教育 を含ん で も差 し支え

な い 」 と規定 された こ とが 重点 と な っ て い るが 、こ れ

は、C．0 ．S．が こ の 点を社会的自立 へ の条件 と し て 不 可

欠で ある と認識 して い た こ とを反映す る もの で あ っ た

こ とが 指摘 さ れ て い る
68 レ

。 他 の 種 の 障害 を持 つ も の に

先駆 け て視覚障害児 （者）や 聴覚障害 児 （者） に対す

る 教育法 が か よ うな内容 で 成立 した の は、19世紀末 の

時点で の彼 らに対す る教育的対応が す で に ある程度の

蓄積 を 持 ち、か つ そ の 内容 が 実業教育 を 重要 な 柱 と し

て行われ て きて い た こ とを示 して い るの で ある。

　 ま た 、C ．OS ．は精神薄弱児（者）へ の 対応 に つ い て も、

重度精神薄弱児 の 教育の 可能性の 示唆 や 、 ワーク ハ ウ

ス や精神病院 か ら の 分 離を柱 と した報 告書 を 1877 年

に 出し て い る 。 こ の 中で もや は り、実業教育に よ る成

果 へ の 期待が示 さ れ た
69 ）。

　 こ の よ う に 1870年代の 後半以 降の C．0．S．は、貧 困

問題 の 解決 を背景 と して 自立 を志 向し た教育的働 き か

け を積 極的 に 訴 え た の で ある。

　 こ う し た C ．O．S．の 活動が 義務教育立 法 に 具現化 さ

れ 、 社会的な関心 の高 ま りを呼び起 こ して い く中で 、

1880年代後半 に は英国 内で 10万人 以 上 もが 存在 し て

い た と推定さ れ て い た
7 °）に も関わ らず、ほ と ん ど社会

的 に 有効 な対策が とられ ず に残 され て い た対 象 の
一

つ

が 肢体不 自由児 （者） で あ っ た 。

　 3 ．実業教育施設に おける教育の 有効性の認識

　 す で に 述 べ た よ うに 、肢体不 自由児 （者） は CD ，S．

の 慈善 的救済 の 原理 を適 用 した救済が 困難な対象 と し

て と ら え ら れ て お り、何 ら か の 対応 を C．O．S．は模 索 し

た 。

　 そ し て 、肢体 不 自由児 （者） を対象 に し た 複数 の 実

業教育施設 に お い て、身体訓練及 び 実業教育 の 働 きか

けが成果 をあげて い た こ と が わ か り、これ を機関誌で

大 き く取 り．上げた の で あ る 。

　 そ れ まで は ご く
一部で行われ て い た に す ぎな い 、つ

ま り、教育の 対象 と し て は社会的に ほ と ん ど認識 さ れ

て い な か っ た肢体不 自由児 （者） に 対 す る 実業教育 が

効果 を上 げて い る こ と を 公 に 示 し、肢体不 自由児 （者 ）

の 教育の 意義を社会的 に喚起 し た 点が C．O．S．の 重要

な働 きで あ っ た。

　 こ れ は 具体的 に は、National　Industrial　Home 　for

Crippled　 Boys の 施 設 長 で あ っ た ナ イ プ （Knipe，

188871））の 実業教育施設 に お ける肢体 不 自由児 （者 ）の

現状の報告 の 中 に 示 さ れ て い る 。

　彼は イギ リス 最古の肢体不 自由児実業教育施設で あ

る Marylebone 　Road の 女子肢体 不 自由児実業学校 を

は じめ 、
1870 年代 ま で に設立 さ れ た こ の 種の学校や施

設 4 校 （Cripples’ Home 　and 　Industrial　School　for

Girls （1851），　 Cripples’Nursery　（1862＞，　 Industrial

Home 　for　Crippled　Boys（1865），　Moore 　Street　Home

（1870）： 括弧内 は 創設年） を例示 し た
72 ）

。

　 そ し て、こ れ ら に お い て商業や家内工 業の 教育が行

われ 、 各 自の 障害の 状態 に 応 じて
、 大 工 や靴の 製作 と

い っ た比較 的体力 や筋力 の 必要や職種か ら、洋服 の 仕

立 て、装身具 や 麦わ ら帽子 、簡単 な麦わ ら細 工 の 製作、

裁縫 の よ うに あ ま り体力を必要 とせ ず、片手の 指の み

で も作業 が 行 える ような内容 まで 幅広 く取 り上 げ られ

て い た こ と が報告 さ れ た 。 職種の決定は本人 の 希望 と

障害 の 状態 に よっ て 決定さ れ た 。

　実業教育施設 を終 えた後 は、決 して 容易 に とい うわ

け で は な か っ た が 、自分 で 事業を 興 し た り、施設 に 仲

介 され なが ら職を得 るな ど 、 実業教育の成果が上 げ ら

れ て い た
73 ）

。

　 さら に 、実業教育施設 の 肢体 不 自由児 は ほ とん どが

事故 に よ る障害ある い は先天性 の 奇形 で あ っ た特徴を

反映して 、 自分の身体 へ の 意識 へ の配慮 （特に女子 に

対 し て ） や レ ク リ ェ
ー

シ ョ ン を行 う必要性 も認識 され

て い た 。 実業教育施設に お い て 心理的な配慮が行われ

て い た とい う点が重 要 で あ る
74）

。

　 こ の よ うに ナイ プ の 報告 に よ っ て 、実業教育施 設 に

お い て様々 な配慮が な さ れ な が ら、一定の教育成果 が

上 げ ら れ て い る こ と が 明 らか に さ れ た
一

方 で 、 実 は こ

れ ら の 施設に 入 る こ と が で き な い 肢体不 自由児が 極め

て 多数 い る こ とが 同時 に 指摘 され、 こ うした ケ ース が

な す す べ も な く存在 し て い る こ と が 明 ら か に され

た
75 ）。
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　多 くの 肢体不 自由児 が実業教育 施設 に 入 る こ とが で

き な か っ た の に は次の よ う な 理 由が あっ た。

　第
一

に 、
こ う した学校や 施設は定員が 限られ て い た

うえに 、学費 も必要であ っ た こ と。

　第 二 に 、将来的 に 自立生 計を 立 て る こ との で き る見

込 み の あ る者、と い う条件が付与さ れ て い る こ とが 多

か っ た こ とで あ る 。

　例 えば、機関誌 に 掲載 された こ うした施設の 募集案

内を み れ ぼ こ れ は 明 ら か で あ る 。

　
「
現在、私 どもで は女子 （年齢 間わず）及 び男子 （7

歳 以下） の 受 け 入 れ が 可能で す 。 学費は 週 5 シ リ ン グ

が 必要で す 。 募集は 1、2名で す 。 受 け入れ の 許可 を で

き る の は、病院 で の 治療を必要 と し な い こ と、ま た、

将来適当な年齢に な っ た 際に 自立生 計を立 て る見込 み

の あ る 人 に 限 られ ます。」
7fi｝

　 こ の 募集案内の 記述か らもわ か る と お り、実業教育

施設で は身体障害の 程度が軽 い 者 しか対象 に され て い

なか っ た と い う こ とが理解で き る 。

　た だ し、同時 に 、ナ イ プ は 障害が 重 い た め に 学習 に

っ い て こ れ な い と判断 さ れ た 肢体不 自由児 に つ い て

も、一
定 の 期 間、適切 な食事 と 医学 的 な治療を受 け ら

れ る機会 と場所が 与え ら れ るな ら ば、一部の も の は実

業教育施設 へ の 入 学が可能 とな るで あろ うとの 認識 を

示 し た 7η
。 これ は、実業教育施 設 で は、身辺 自立 が 困難

な者で も、
一

定の 作業に従事で きれ ば入学が許 可 され

て い た こ と を反映 した もの と考え られよ う
78）。

　 こ の よ う に 重度 の 肢体不 自由児 で あ っ て も、適切な

配慮 を
一

定期間行 う こ と に よ っ て 教育が可 能 と な る と

い う考 え方が明確に 示 された こ とは、 こ れ まで の 先行

研究 で は 知 ら れ て い な か っ た 点 で あ る 。

　 しか し 、 実業教 育施設 に 入 る こ とが で きな い 状態 の

まま に 放置さ れ て い た肢体不 自由児 （者） に つ い て 、

適切な 配慮に よ っ て教育の 可能性が 拓け る と の 認識に

C，0 ．S．が 至 っ た こ と が 、後の ECCA の 冒頭 部分 に お い

て 、肢体不 自由児 （者） に対して 「身体的治療や よ り

よい 教 育方法 に よっ て 対 処す る こ とが本質 的 に 重要 で

あ る」 との 記述 に 反映 された こ とは明 らか で あろ う。

　 4 ．慈善的救済の補強役割 と して の 教育の位置づ け

　 慈善的救済の原理 の み で は、対応が 困難で ある と考

え られて い た肢体不 自由児 （者） に つ い て実業教育 が

有効 に 機能す る こ と、ま た 、即座 に 実業教 育 に 受 け ら

れ な い 状態 の もの で も、実業教育に 向けた配慮が な さ

れ る こ と に よ っ て 対応 が 可能 と な る と C．O．S．で は 考

え た の で あ る 。

　 救済 の
一

手段 と し て の 実業教育 は
、 被救済者 の 自助

努力 を促す性格 を もっ て い る 。 こ こ で貧困状態 の 解 決

が自助 努力 の み で は図 り得な い 性質を持 っ て い る こ と

を C．0 ．S．が ふ ま え て い た こ と を考 えれ ば、　 C．O ．S．は慈

善的救済の原理 を肢体不 自由児 （者）に適用す る こ と

をや め る、す な わ ち 実業教育を以 て こ れ に 置 き換えよ

う と した の で は な く、慈善的救済 の 原理 を よ り有効 に

機能 さ せ る た め に実業教育の 有効性を認め た と考え る

の が妥 当で あ ろ う。

　本稿 に お い て C．0 ．S．が 教育 に よ る 救済 を 慈善的救

済の 原理 に置換ある い は転換す る と し た の で は な く、

補強 で あ る と した の は こ の 理 由 か らで あ る。また、

ECCA の 公 刊後 も肢体不 自由児 （者）が 教育的処遇の

対象 と し て の み み な さ れた の で は な く、慈善的救済 の

対象で もあ っ た こ とか らも、
こ の こ とが い えよ う。

　 C．O ．S．に よ っ て 明 らか に さ れ た 肢 体不 自由児 （者）へ

の 実業教育の 成果は、障害の程度が軽度で 、将来的に

自立 で きる可 能性が ある と見込 まれた もの に 限定され

て い たため、ナイ プ に よ る報告 が な され て か ら 1893年

に ECCA が公刊 され る まで の間 に、ナイ プが既存 の 施

設 で は対応 で きない で あ ろ う と 述 べ た と お りに
79 ）、結

果的 に 慈善的救済で 対応が 困難で ある と さ れ て い た重

度の肢体不自由児 （者）の う ち で もっ と も障害の程度

の 重 い 人た ち に 対 して は、既存の 実業教育施設の利用

に結び っ け る こ と は で き な か っ た 。

　 しか し、ナイ プ の 指摘 が C．0．S．に よ っ て取 り上 げら

れ た こ との 重要性、肢体不 自由児 （者） が 身体的 な 障

害の た め に雇用 さ れ る こ と も で きず、ま た彼 ら が
一

般

を対 象 に した実業学校 ば か りで な く、肢体 不 自由児 の

た めの 実業教育施設 に お い て さえ学習 す る機会を与え

ら れ て お ら ず、そ れ が 結 果 的 に彼 ら の
「
自助 」 へ の 道

を閉 ざして い る とい う こ とを明 らか に し、さら に 障害

の 程度の 重 い もの で あっ て も
一定 の 配慮が行わ れ る機

会 と場所が提供 さ れ れ ば教育の可能性が拓 け る こ と を

明確 に した こ と に あ る。

　 C ．0 ．S．が教育の 有効性を認め た 動機 に は、肢体不 自

由児 （者） に 慈善 的救 済 の 原理 を適用 す る こ との 限界

へ の 認識が 存在 して い た が 、肢体不 自由児 （者） の 自

立 を意識 した よ り効果的な救済手段 と し て 教育の 有効

性の 意義 を認め た こ と は 、 教育施設の絶対的な不足の

指摘 と と もに 、イギ リス肢体不 自由教育史 に お ける重

要な功績で あ っ た と評価で き る の で あ る 。

VI．ま とめ と課題

　本稿で は C．0．S．が最大 限の 自助努力 を求 め る慈善

的救 済論 の 立 場 を と り、そ の 中 で 1 ）肢 体不 自由児
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イ ギ リス に お け る 慈善組織協会 の 障害児教育 へ の 貢献 に 関す る 研究

（者）を例外 とは しな か っ た こ と、 2 ）当初の 動機が

慈善的救済論の 限界 へ の 対応 に あ っ た が、C．O．Sが 教

育、特に実業教育 を有効 な救済 の 手段 と して 考 えた こ

と、及び 3 ） こ れ に 照ら して肢体不自由児 （者）の教

育状 況 の 不十分 さ を公 に した こ と の 意義 、に つ い て 指

摘 した 。

　 さ て 、 肢体不 自由教育に対す る C．0 ．S．の 影響が 制度

と して 具現化す る の は、い うまで もな く ECCA の 公刊

後で あ る 。 本稿で は、ECCA の 詳細 と そ の 制度化 へ の

影響 に は触れ な か っ たが、C．0．S．の 教育領域 へ の 関わ

りの よ り詳細 な 検討 も含 め て 、1890年代 か ら 20 世紀

初頭の 肢体不 自由教育史 へ の C．0．Sの 活動 の 影響 の

具体 的検討 を行 う こ と が 本研究 に 続 く直接 の 課題 で あ

る 。 こ の 作業を通 じ て 、障害児 （者） に 対す る処遇の

変化 過程 に お け る C．0，S．の 位置 づ け を
一

層明 確 に し

た い と考 え て い る。
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The  Significance of  Charity Organisation Society in Education  for
        Children with  Physical Disabilities in Great Britain

Tomomi  SANAGI

Osaka  Kyothu  University

 (1(ashiwara-Shi, 582)

   For treatment  of  persons with  physical disabilities, 
"education"

 appeared  in addition  to 
"charity"

 in the  latter

half of  the  19th century.  The  purpose  ef  the  present article  is to clarify  the  contribution  of  the British Charity

Organisation Society (C. O. S.) te this change.

   At first, the Society intended to solve  the problem of  pauperism, and  the original  idea was  
"charitable

 relieP',

The Society criticized  Poor  Law  RelieC  and  developed a  new  original  principle of  charity.  The  idea of  charitable

relief was  quite different from Poor Law  Reliefi Although  it was  intended te  solve  the  problem ofpauperism  more

effectively than  the Poor Law, many  paupers still remained  whe  were  not  helped oT  did not  get any  support  at  all.

Many  individuals with  physical disabilities were  included among  these.

   The fo11owing findings about  the Charity Organisation Society were  ebtained  :

(1) The  Society did not  regard  indiyiduals with  physical disabilities as  exceptions.  Rather, its goal was  to prevent

  distress and  support  their independent living, that is, selFreliance,  as  far as  possible,

(2) Education  was  expected  to be  one  of  the  means  to eliminate  that pauperism which  had not  been afTected  by

 the  Society's principle of  charitable  relief

(3) The Society made  it public that children  with  physical disabilities were  being  educated  at  industrial homes  and

  schools.  On  the  other  hand,

(4) The Society revealed  the  fact that  a  large number  of  people  with  physical disabilities had no  treatment or

  education.

Key  Words:  Charity Organisation Society, charitable  relieC  Britain, individuals with  physical disabilities
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