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１．はじめに

　本研究のねらいは，前稿において記したように以下の２点である。第１に旧成瀬仁蔵宅敷地から
発見された蔵書の出自を明らかにすること，第２に，この蔵書のなかからアメリカの大学のシラ
バスやカタログなどに着目し，1910年代における女子高等教育論議や成瀬の晩年の女子教育思想を
知る重要な著書である『女子教育改善意見』（1918）に述べられた「女子綜合大学構想」を中心に，
成瀬の家政学におけるカリキュラム構想について何らかの示唆を得ることである。アメリカに着目
する理由は次のとおりである。
　成瀬は日本女子大学校を開校する際，「吾人は本邦の国体国情に適応する教育を授けんと欲す。
彼の欧米直写の女子教育は吾人の切に禁忌する所なり」としたように，西洋の女子教育制度を模倣
することを考えてはいなかった１。宣教師によるミッションスクールが彼等の母国の女子教育機関
を原型として取り入れ，それがカリキュラムや教育目標に如実に現れていたのに対して，成瀬は学
校経営上の部分的なものか，あるいは開明的な女性観といった精神的側面の方を取り入れた，とい
われている２。けれども，1891（明治24）年１月から1893（明治26）年12月までの満３年間にわた
るアメリカ留学のなかで，成瀬は女子高等教育機関設立の必要性を痛感し，「文明諸国の上に超然
頭角を顕はすものは，北米合衆国」の女子教育であり，日本のそれを設立するには「余は今日女子
教育の成績を調査するに当り，重に米国女子教育より，其の材料を取るを適当なりと信ず」として
いる３。また，日本における女性指導者を育成するにあたり，初期の同校卒業生にアメリカ留学を
奨励した4。以上のことを勘案すると，アメリカ女子高等教育の影響を無視するわけにはいかない。
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　第１報では，研究全体の序章として成瀬の蔵所に関する３点について整理をした5。ここであえ
て繰り返すことは控えたいが，こうした作業から本研究の検討対象を明確にし得たと考える。本稿
では，蔵書のなかから諸外国のシラバスやカタログ，またはパンフレットなどの資料を抽出し，そ
こから成瀬の家政学カリキュラム作成のよりどころとなったであろう，アメリカ教育情報の収集に
ついて若干の考察を進めてみたい。

２．カタログ・シラバス・パンフレット類

（１）カタログ・シラバス・パンフレット類一覧
　成瀬の発見された蔵書のなかで，本研究の対象とする諸外国のカタログ・シラバス・パンフレッ
ト類を抽出した（以下，資料と称する）。これら資料のタイトルを出版年順に配列し番号を付した
ものが〈表１〉である6。解読不能な文字は□で示した（以下，同様）。
　本来，創立当時から女子高等教育を標榜した，成瀬の日本女子大学校におけるカリキュラム構想
を考えるならば，ここであげる一覧は高等教育機関に限定されるべきであろう。しかし，19世紀末
のアメリカにおいて，大学と中等学校との差異は必ずしも明確ではなく，あいまいな関係であった
こと7，当時の師範学校は，草創期の中等教育段階あるいはそれ以下の学校として存在していた時
代の師範学校とは異なり，高等教育程度の教育機関を指向しながら発展し続けていたこと8，また
日本における1910年代はじめまでの女子高等教育の実態は専門学校レベルであり9，とくに家政学
に関しては日本女子大学校が他に先駆けて設置した類例のない領域であったため，その学問的内容
はいまだ手探りの段階であったこと10，などを考慮して ,〈表１〉には師範学校や中等教育レベル
の学校を若干含めた。

（２）カタログ・シラバス・パンフレット類の概要
　資料計96冊を国別に分類したところ，アメリカのものが84冊（88％），イギリスが11冊（11％），

トルコが１冊（１％）であり，本資料
の約９割がアメリカのものであること
がわかった。なかでも３冊以上の収集
校は〈表２〉に示したとおりである。
コロンビア大学を合計５冊の最多収集
校としたが，これは附属機関などを含
めた冊数である。したがって，アンドー
ヴァ神学院と倫理文化学院（Ethical 
Culture School）が本資料における最
多収集校といえよう。
　アンドーヴァ神学院は，成瀬が先進
的な社会学者タッカーの知遇を受け学
んだ，彼の母校である11。資料には加
えなかったけれども，卒業生死亡者リ
ストなどアンドーヴァ神学院に関する

資料はほかにもみられた。倫理文化学院は，フェリックス・アドラーによって1878年にニューヨー
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冊数 校名 〈表１〉対応番号

5 コロンビア大学＊ 20, 29, 55, 72, 88

4 アンドーヴァ神学院 9, 21, 91, 94

4 倫理文化学院 24, 25, 26，44

3 イリノイ大学 22, 76, 87

3 ペンシルヴァニア大学 12, 23, 59

3 コーネル大学 45, 49, 71

3 ウェスタンリザーブ大学 66, 75, 86

3 ヴァッサーカレッジ 1, 32, 64

3 ミルズカレッジ 79, 92, 93
*ティーチャーズカレッジ2冊，ホーレスマンスクール1冊，

バーナードカレッジ1冊，コロンビア大学1冊

〈表２〉３冊以上収集校一覧



小林陽子：成瀬仁蔵の蔵書調査（第 2 報）―カタログ・シラバスなど資料の概要― 299

〈表１〉カタログ・シラバス類資料一覧

タイトル 出版年 備考

1 Vassar College Its Foundation, Aims, Resources, and Course of
Study 1873

2 Dummer Academy Dedication of the New Dormitory 1885

3 Mount Holyoke Seminary and College 1891-1892 1891 メモ書きあり。

4 Clark University Register and Third Official Announcement 1891

5 Boston Young Women's Christian Association 26th Annual
Report 1892 表紙にMay 28, 1892とある。

6 Annual Reports of the President and Treasurer of Harvard
College 1890-91 1892

7 Addresses of the Alumni of Amherst College 1892

8 The Cambridge Manual Training School for Boys 1892

9 Catalogue of the Theological Seminary 1891-92 *

*39-2981egelloChtimS01 「1893，□24th　来る」とメモ

書きあり。

11 Massachusetts Institute of Technology Annual Report of the
President and Treasurer 1893

12 University of Pennsylvania  Courses in Civil Engineering
1892-93 and Register of Graduates 1893

13 Annual of the Syracuse University for the Collegiate Year
1892-93 *

14 Catalogue of Dummer Academy 1893-1894 *

15 Massachusetts State Normal School at Worcester
Catalogue and Circular 1899

9981egelloChtimSfosweiV61 写真集

17 Alumnae Association of Bryn Mawr College 1899-1900 *

18 Cooper Union for the Advancement of Science and Art
44th Annual Report 1903

19 27th Annual Report of the New York Cooking School 1903

20 Barnard College Catalogue 1903-1904
Announcement1904-1905 1904

21 Catalogue of Andover Theological Seminary 1903-1904 1904

22 University of Illinois Bulletin Announcements 1904-1905
Register for 1903-1904 1904  S.Asoサイン。「家政学科ヲ見

ル・・・」とある。

23 Catalogue of the University of Pennsylvania 1904-1905 1904

24 Ethical Culture School General Outline of Course of Study
1904 *

*4091loohcSerutluClacihtE52
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タイトル 出版年 備考

26 The Distinctive Aims of the Ethical Culture Schools *

27 Boston Normal School of Gymnastics 1903-1904 * 表紙に「高等師範学校井口女史ノ卒業サレタ
シ学校」とメモ書きあり。

28 American Conservatory of Music 1904-1905 Catalogue *

29 Teachers College  Announcement 1904-1905 *

30 Drexel Institute of Art, Science, and Industry Year-Book of the
Departments and Courses of Instruction 1904-1905 *

表紙に「米国ニテ本？い紐育市ブルックリ
ン？ノプラット学校ト並？？セラル」メモ書
きあり。

6091egelloCnotriG13

7091egelloCrassaVfotnemnorivnEehT23

33 Annual Reports and Catalogue of Girard College for the Year
1906 1907

34 Bedford College for Women (University of London) Session
1906-1907 1907

35 Bulletin of the Missouri State Normal School 1908 表紙にInouyeとサイン。

36 Georgia Normal and Industrial College 1908 1908 表紙にMrs H. Inouyeとサイ
ン。

*8091-7091etutitsnIttarPeugolataC73

38 The Iowa State Normal School Summer Term 1909 表紙にInouyeとサイン。

9091loohcSlairtsudnIdnalamroNetatS93 表紙に Inouyeとサイン。

9091drofxOegelloCniksuR04 建築物の画集

41 Announcement of the Chicago Normal School 1909-1910 *

42 The American College for Girls at Constantinople *

43 State Normal School of Colorado 1908-1909 * 表紙にInouyeとサイン。

44 Ethical Pamphlets No. 2 What the Ethical Culture School
Stands for 1910

45 Cornell University  College of Arts and Sciences 1910 1910

46 Official Register of Princeton University Catalogue 1910-1911 1910 Prof. Shigeo Yamanouchi Botanical dept.,
Univ of Chicagoサイン。

47 Bulletin of Brown University Catalogue 1910-1911 1910

48 Bulletin of Purdue University Annual Catalogue 1910-1911 1911 Nov 3 1910 DR.S.YAMANOUCHI
印。

49 Official Publications of  Cornell University the Campus of
Cornell University a Book of Views 1911 建築物の画集

50 The University of Minnesota Bulletin General Information
1911-1912 1911 Nov 4 1910 DR.S.YAMANOUCHI

印。

51 The University of Minnesota Bulletin Science, Literature and
the Arts 1911-1912 1911 Nov 4 1910 DR.S.YAMANOUCHI

印。
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タイトル 出版年 備考

1191ytisrevinUwuapeDfonitelluB25 DR.S.YAMANOUCHI印。

53 Bulletin of Washington University 54th Annual Catalogue 1911 DR.S.YAMANOUCHI印。

54 Northwestern University Bulletin Annual Catalogue1910-1911 1911 Nov 7 1910 DR.S.YAMANOUCHI
印。

55 Columbia University Bulletin of Information Catalogue and
General Announcement 1911-1912 1911

56 The Ohio State University Bulletin Catalogue 1911 Prof. Shigeo Yamanouchi Uni
of Chicagoサイン。

57 Indiana University Bulletin Catalogue Number 1911 1911 Shigeo Yamanouchiサイン。

58 The University of Wisconsin Catalogue 1910-1911 1911 DR.S.Yamanouchi印。

59 Catalogue of the University of Pennsylvania 1910-1911 1911

60 New York University Bulletin Catalogue 1911-1912 1911 DR.S.Yamanouchi印。

61
Bulletin of the University of Nebraska General Catalog
The Complete Record for 1910-1911  Announcements for
1911-1912

1911 Nov □4 1910 Dr.S. Yamanouchi
印。

62 Bulletin of the Tulane University of Louisiana College of
Technology 1911-1912 1911

63 Simmons College Bulletin  Annual Catalogue 1911-1912 1911

*1191-0191egelloCrassaV46 Oct 17 1911 Dr. S. Yamanouchi
印。

65 Bulletin of Oberlin College  College Catalogue 1910-11 * DR.S.Yamanouchi印。

2191ytisrevinUevreseRnretseW66

67 Boston University  Year Book 1912-1913 1912

2191egelloCnotriG86

2191egelloCeffilcdaR96

70 Mount Holyoke College Bulletin  Catalogue 1911-1912 1912

71 Official Publications of Cornell University Announcement of
the College of Arts and Science 1912-13 1912

72 Teachers College Bulletin School of Practical Arts
Announcement 1912-1913 1912

73 The Borough Polytechnic Institute Session,1912-13 1912

74 The Horticultural College, Syllabus of Work 1912

75 Western Reserve University Catalogue 1911-1912 with
Announcements for 1912-13 1912 Prof.Shigeo Yamanouchi Botanical Dept.

University of Chicagoから郵送。2冊あり。

76 University of Illinois Annual Register 1911-1912 1912 Dr. S. Yamanouchi印。



クで設立された中等教育機関である。同校については後述するように，４冊のうち３冊は１回の訪
問時で得たものである。収集量の多少は，あくまでもめやすであることをことわっておく。
　ところで成瀬はアメリカ留学当時，東部の名門女子カレッジを視察し，日本における女子大学を
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タイトル 出版年 備考

77
New York University Bulletin The University and Bellevue
Hospital Medical College Announcements for the Year 1912-
1913

1912

78 The Report of Manchester College, Oxford 1912

79 Mills College Bulletin Catalogue for 1911-1912 1912

80 University College of South Wales and Monmouthshire. Coleg
Prifathrofaol General Prospectus for Session 1912-1913 *

81 University College of South Wales and Monmouthshire. Coleg
Prifathrofaol Faculty of Medicine Session 1912-1913 *

*2191muisanmyGrenraWegelloCnilrebO28 写真集

83 The College of the City of New York 1911-1912 *

*31-2191srekroWlaicoSrofloohcS48

85
The National Training School and Training Centers of the
Young Womens Christian Associations of the United States of
America 5th Annual Catalogue 1912-1913

*

86 Western Reserve University Catalogue 1912-1913 with
Announcements for 1913-1914 1913

87 Courses in Business Administration in the University of Illinois
Announcements 1913-1914 1913

88 Horace Mann School Teachers College Columbia University
1912-1913 *

89 Bulletin of Goucher College Catalogue for 1914-1915
Announcements for 1915-1916 1915

90 The University of Chicago Circular of Information Annual
Register1914-1915 1915

91 Catalogue of Andover Theological Seminary　1914-1915 *

92 Mills College Bulletin Catalogue for 1916-1917 1917 表紙にT.0kaとサイン。

93 Mills College Bulletin Catalogue for 1917-1918 1918 表紙にT.0kaとサイン。

94 Catalogue of Andover Theological Seminary 1917-1918 *

**etaGretsacnaL,egelloCs'yraM.S59

**etaGretsacnaL43,egelloCs'yraM.S69

*印は不明であるが，配置付近の年代であることを示す。

**印は不明であることを示す。



創設する際のモデルにしたといわれている。成瀬がウェルズリーカレッジの寮舎教育に深い関心を
寄せたことや12，マウント・ホリヨークの旧教会をモデルにして日本女子大学校の講堂を建設させ
たこと13，などが報告されている。一方，本資料における東部名門女子カレッジいわゆるセブン・
シスターズの構成比を調べてみると全体の約10％であった。ヴァッサー３冊，マウント・ホリヨー
ク，スミス各２冊，ラドクリフ，ブリンマー，バーナード各１冊，そしてウェルズリーは０冊とい
う内訳である。この結果から，本資料はとくに女子大学に限定されたものではなく，広い視座から
収集されたものであることがうかがえる。

３．日本女子大学校におけるアメリカ教育情報の収集

（１）成瀬仁蔵の収集
　資料の冊数を年代別に示したものが〈表３〉である。成瀬のアメリカ留学前後から彼が逝去する

までの期間にわたって収集されたものであることがわかる。1890
～ 1894年の12冊の資料は , おそらく成瀬の留学時に収集されたも
のであろう。ところどころにメモ書きがなされ，資料収集時の状
況を彷彿とさせる。
　マウント・ホリヨークの便覧（〈表１〉番号３）には，「I came 
here on 16 to 17 Feb in 1893」，「Freedom no rules 之ヲホコル」，

「生徒の気風，めろーし的。cheerful-kind-friendly-勉強。礼儀正し。
No-party」など，成瀬が同校を訪問した際に書き留めたと思われ
る記述があった。かつてマウント・ホリヨークは，高い知的水準
と，時間厳守など煩瑣に学生の行動規範を定めていたことで知ら
れていた。実際「マウント・ホリヨーク・セミナリー・アンド・
カレッジ」として，セミナリーからカレッジへの昇格に伴う認可
状の付与に際し，生活のあらゆる側面にわたって規律をこと細か
に決めていることに対して，カレッジらしからぬと批判が出たほ
どであった。しかしながら1893年にカレッジ昇格を果たしたマウ

ント・ホリヨークは，セミナリーからカレッジへの移行のなかで，福音主義的諸規範の重視から自
己規制や自己規律の重視へと同校の精神の変容を遂げたという14。成瀬は，カレッジ昇格移行期の
同校に漂う自由な雰囲気や自恃を重んじる闊達な学生の姿に感銘を受けたと思われる。
　また，ボストンYWCAの便覧（〈表１〉番号５）とハーバード大学の便覧（〈表１〉番号６）は，
成瀬が1892（明治25）年５月28日から６月１日にかけて，ボストン・ケンブリッジを視察した際に
収集したものと思われる。彼の当時の日記には，「明治25年５月28日ヨリ６月１日迄ボストン・ケ
ンブリヂ視察記」とあり，「女子青年会ヲ視ル」「女子の進歩ニ付て感ずこと多かりし」や「『ハーバー
ド』の像ヲ見テ実ニ創業者の大切ナルヲ感ず。創業」とある15。
　ボストンＹＷＣＡの便覧表紙には，成瀬が訪問したと思われる「May 28,1892」の日付が書き
込まれてあった。この頃のボストンYWCAは，「雇用事務局（employment bureau）」「イブニン
グクラス（department for evening classes）」「７種のスクール（seven distinct schools）」「旅行
者援助部門（traveler’s aid department）」の４部門を運営していた16。「７種のスクール」とは

（ⅰ）「家事訓練学校（training school for domestics）」，（ⅱ）「家庭科学と工業技術学校（school 
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〈表３〉年代別資料数

年代（年）
資料

（冊数）
1870～1874 1
1875～1879 0
1880～1884 0
1885～1889 1
1890～1894 12
1895～1899 3
1900～1904 13
1905～1909 13
1910～1914 45
1915～1918 6

不明 2
合計 96



of domestic science and industrial 
arts）」，（ⅲ）「料理学校（cooking 
school）」，（ⅳ）「速記術学校（school 
of stenography）」，（ⅴ）「体育学校

（school of physical education）」，
（ⅵ）「聖書学校（Bible school）」，
（ ⅶ ）「 裁 縫 婦 の た め の 訓 練 校

（training school for seamstresses）」からなった17。便覧には部門それぞれの簡単な説明が記載さ
れてあり，成瀬はこのなかの「雇用事務局」と（ⅰ）「家事訓練学校」，（ⅱ）「家庭科学と工業技術
学校」，（ⅳ）「速記術学校」の説明文にアンダーラインを引いている。さらに，上記のメモ書きを，
余白に縦書き毛筆で残した。
　ボストンYWCAで女性の職業や労働，そしてそれを支援するための教育などに深い印象を受け，
女子高等教育機関創業への夢を抱いたのであろう。ここには，「実業学校」と「慈善学校」の２つ
の学校が示されている。当時の日記には，女子の独立のための教育は社会的責任であることが強調
されている18。女性に自立する力を与える教育の必要を感じ，「実業学校」を筆頭に挙げたのであ
ろう。
　次に設置すべき教科ともいえる14の学問領域が示されている。成瀬は第１に「家政学」を記した。
　成瀬の家政学構想については，この1891（明治24）年から1893（明治26）年までのアメリカ留学
で得られたとは考えにくいとされてきた。成瀬は大学をはじめとする教育機関や福祉施設などを
数多く訪問したが，そのなかに家政学的教科を設置していた大学はなかったというのが理由であ
る19。確かにボストンYWCAは大学ではないけれども，家政学的な教育内容を提供し，成瀬は「女
子の進歩ニ付て感ずこと多かりし」と深い印象を残している。メモ書きに示された成瀬の「家政学」
構想は ,「育児法」，「衣服学」，「建築学」など，家政学の内容を含むものが他に羅列されてあり，
具体的ではないことは一目瞭然である。しかし，この時期に家政学の必要性を強く感じ，着目して
いたことは確かなようだ。
　成瀬の家政学部構想の発達過程について，家政学に着目し家政学部創設を発想した第１期

（1881-1893），家政学部を具体的に構想した第２期（1894-1900），家政学部を実現した第３期
（1901-1912），そして家政学部構想を体系化した第４期（1912-1918）
に分けて，赤塚らは明らかにしている20。本資料からも同様に，成瀬
が留学時に家政学に注目していたことは明らかである。

（２）麻生正蔵の収集
　資料のなかには，〈表１〉備考欄に示したような成瀬以外の人物の
サインやメモ書きが散見された。
　たとえば〈写真１〉のイリノイ大学便覧（〈表１〉番号22）には，
成瀬と共に日本女子大学校の設立に尽力し，彼の死後，同校２代目
の校長となった麻生正蔵（1864-1949）のサインが「S. Aso-Tokyo, 
Japan」と表紙右上にあった。同じく表紙右横には，「家政学科ヲ見
ルノ□□□音楽科モアリ（シカゴ大学ノ家政科ハ中々ヨク出来テ居
ル）」「ドクトル，グリーン氏ノ令息氏□は歴史学科ノ教授」と縦書
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きで残っていた。彼が1904（明治37）年から1906（明治39）年にかけて，欧米の女子教育視察に出
かけた際に収集したものと思われる。麻生の帰国後の報告に，イリノイ大学について語ったものは
ないが，本資料から同大学の「家政学科」を見学し，そこでシカゴ大学の「家政科」についても「中々
ヨク出来テ居ル」との情報を得たことが推察される21。ちなみに「ドクトル，グリーン氏」はダニ
エル・クロスビー・グリーン（1843-1913）のことである。彼は宣教師として日本に派遣され，神
戸や横浜で布教した後，同志社の教員・理事として活躍した人物である22。彼の息子であるエヴァー
ツ・バウテル・グリーン（1870-1947）は，当時イリノイ大学文芸学部で歴史学を教えていた23。
　同じく麻生が収集したボストン体操師範学校便覧（〈表１〉番号27）の表紙左横には，「高等師範
学校井口女史ノ卒業サレタシ学校」とメモ書きがあった。「井口女史」とは井口阿くり（1870-1931）
のことである。彼女は女子高等師範学校卒業後，文部省留学生としてスミスカレッジとボストン体
操師範学校で学んだ。帰国後， 1903（明治36）年女子高等師範学校に新設された国語体操専修科の
教授に任命され，スウェーデン体操を導入した。女子高等師範学校国語体操専修科の学科内容や運
動時の服装などは，ボストン体操師範学校から範を求めたといわれている24。
　さて日本女子大学校の創立当初の構想は，家政学部・文学部・教育学部・音楽部・美術部・理科
部と並んで体育部を設置する予定であった25。結果的に体育部が実現することはなかったけれども，
体育教育は各学部各学年に共通した週３時間の必修科目であり，重要視されていた。当時のカリキュ
ラムをみると，普通体操，遊戯体操，教育体操，容儀体操の４つに分けられている。普通体操はス
ウェーデン体操と普通の体操を指し，遊戯体操はテニス，女子ベースボール，ホッケー，バスケッ
トボールなどであり，容儀体操はデルサート式26を取り入れた。興味深いのは，自転車運動と薙刀
をする教育体操であった27。
　当時の女子体育教育は「容儀を整える」ことを要求したといわれている28。それにもかかわらず，
日本女子大学校は，競争性の高い，そして，身体接触の多い競技を積極的に導入し，注目に値する。
このように , 体育教育に力を注いでいたのでので，麻生はボストン体操師範学校を視察先に選んだ
ものと考えられる。
　サインやメモ書きなどはないけれども麻生の収集物はほかにもある。それは彼が1906（明治39）年，
女子教育視察を終えて，彼の帰国を祝う歓迎会の席で残した以下の談話が証左となろう。

「これよりコロンビヤ大学の教育部を見，ニューヨークの倫理学会発起人の起てたエスイカル・
コルチユーア・スクールとて手工を重んじたる男女混淆の中学校を見，なほ其他公立中学校や，
幼稚園，小学校，或は職業学校等澤山の学校をも見ました。アメリカの教育制度は，ざつと云へ
ば小学の上に中学が五年で，其の上大学に入り，或は専門学校に入ると云ふ仕組になつて居りま
す」29。

　ここから，コロンビア大学ティーチャーズカレッジ（〈表１〉番号29）と倫理文化学院（〈表１〉
番号24,25,26）の便覧などは麻生の収集物であるといえる。前述したように，倫理文化学院の場合，
麻生がこの１回の訪問に３冊の資料を収集したと思われる。
　この談話のなかで麻生が述べるように，彼は大学に限らず多くの教育機関を訪問した。広い視野
をもって訪問する姿勢は，成瀬と同じである。しかし，麻生と成瀬の異なる点は，成瀬より麻生の
方が，より具体的な視察をしている点である。成瀬の女子高等教育機関を設立するためにあらゆる
情報を得ようとした視察と，麻生の女子高等教育機関が設立され，それが運営されはじめ，解決す
べき課題が具体的に見え出した時の視察では，後者のほうが焦点を絞った視察になるのは当然であ
ろう。
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　家政学に関していえば，麻生はアメリカ家政学が発達してきた略史や，小学校で実際に行われて
いた「家政科」について，「範囲」「授業時間」「生徒数」「教室の設備」「教授法の大略」「程度」と
詳細に報告した30。こうした情報は，容認や批判を交えながら受容され，当時の家政学部の教育や
研究に活かされた31。さらに，日本女子大学校卒業生のアメリカ留学のための情報にも活用された。

（３）卒業生の収集
　麻生以外にも，日本女子大学校関係者以下２名のサインが確認された。いずれも彼女らがアメリ
カ留学や欧米の女子教育視察の際に収集したものと考えられる。
①井上秀（1875-1963）
　井上については第１報で記したように，日本女子大学校家政学部の卒業生であり，成瀬，麻生，
渋沢栄一の後を継ぎ，同校４代校長を務めた人物である。「日本の家政学を樹立すべし」という成
瀬の命を受けて，1908（明治41）年から1910（明治43）年にかけて，アメリカのコロンビア大学ティー
チャーズ・カレッジでドメスティックサイエンスやその教授法を，またシカゴ大学で社会学を学び，
日本の家政学の発展に寄与した32。
　井上の留学先の選定については，成瀬や麻生のアメリカ教育情報が強く影響していると思われる。
とくに麻生の「ミス，トールボツトといふ人は，シカゴ大学の家政科の主任。ミス，キンニーとい
ふ人はコロンビヤ大学の師範科の家政科主任教師で，この二人が，家政科の価値範囲，並に編成等
に力を尽し，家政科を今日の地位にいたらしめた」といった情報は33，家政学研究を目的に渡米し
た井上にとって，貴重であったに違いない。
　ところで井上の収集物は師範学校の便覧が多い。アメリカにおける家政学の研究は，早くから大
学教育のなかに取り入れられて発達した。その契機は，連邦政府が補助金を支出する，いわゆる
ランド・グラント大学に端を発している。若い女性たちは，ここに高等教育や専門化された職業
準備の機会を求めて入学した。アイオワ州立大学では1872年に「家事」の講義をはじめ，カンサス
州立大学では1873年に初めて「裁縫」を教授し，1875年には化学の授業に食物のコースが導入され
た。また，麻生が訪問したイリノイ州立大学では，1875年に修業年限４年のカリキュラムで，科学

（science）の学士号を修得できるようになった34。
　こうした文脈から考えれば，「日本の家政学を樹立するため」にアメリカ留学をした井上の収集
物は，ランド・グラント大学関係のものと期待する。しかしながら，本資料と井上の留学前後の年
代を対照してみてもランド・グラント大学関係のものは１冊もなく，師範学校（ノーマル・スクー
ル）のものばかりが目につく。もちろん，師範学校は家政的な教科の教員養成もしたので関係がな
いわけではない。たとえば当時ミズーリ州立師範学校（〈表１〉番号35）ではドメスティックサイ
エンス部（Department of Domestic Science）があり，「よいハウスキーパーになるために必要な
実践的な知識を若い女性に与える」として，「裁縫」，「料理」，「栄養学」や住居学や家庭経済に相
当するような科目を提供していた35。
　さらに，日本女子大学校教育学部が，井上の帰国と同時に教育学部家政科に改組されたことを考
えると，師範学校を中心とした井上の収集に納得できる。日本女子大学校は1906（明治39）年に理
科方面の教育に主力を注ぐことを目的とした教育学部を設置したが，日露戦争後の経済的な不況に
さらされて入学志願者が激減した。そのようななかで，井上の帰国を待つかのように改組された教
育学部家政科では，「家事科」の講義と実習が加えられ，家事科中等教員無試験検定資格が認定さ
れるようになった36。
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　井上の留学目的は「日本の家政学を樹立」するだけではなく，教育学部改組を念頭に入れた視察
も含まれていたのではないかと考えられる37。
②大岡蔦枝（1878-1965）
　大岡は井上と同様家政学部の卒業生である。1911（明治44）年から２年間ハワイで英語を勉強し
た後，カリフォルニア州バークレーにあるウェルズリースクール（ハイスクール）で大学入学の資
格を得，その後1915（大正４）年からミルズカレッジで家政学科専科生となった。日米間の政情悪
化や勤労学生であった無理などから，卒業をせずに帰国した38。1920（大正９）年から1945（昭和
20）年まで日本女子大学校の料理の教授として，同校における「調理」の基礎を固めた人物といわ
れている39。
　大岡のものと確認できたのは，彼女が学んだミルズカレッジの便覧２冊のみであった。

（４）大学関係者による情報収集
　以上より，本資料は成瀬がひとりで収集したものではなくして，多くは日本女子大学校の関係者
によって，収集され，一ヶ所に集められ，保管されたものであると考えられる。
　収集状況を考察するなかで，成瀬から麻生，井上，大岡へと進むにしたがって，彼らのアメリカ
教育情報がより具体的かつ合目的的に焦点化された点が明らかになった。成瀬の収集物はとくに女
子教育に限定せず，広い視野をもってあらゆる教育機関を視察・調査するために収集されたもので
あった。数多くのアメリカ教育情報から，日本における女子高等教育機関を設立するための具体像
を形成した。麻生の収集は，成瀬と同様に広い視野からさまざまな教育機関を視察した結果得られ
たものであったが，日本女子大学校開校後の欧米女子教育視察であったため，成瀬の収集より具体
的な目的を帯びていた。井上や大岡になるとさらに目的が明確化された。井上は，当時危機的な状
況にあった同校の教育学部を救うための情報収集であった。一方，大岡は個人的な収集であった。
　いずれにしても，成瀬，麻生，井上の３名は日本女子大学校の運営のために，アメリカ教育情報
を熱心に収集したといえよう。

４．山内繁雄（1876-1973）の協力

（１）山内繁雄 
　1910年から12年にかけて「Dr.S.Yamanouchi」印の入った資料が数多く登場する。全16冊あり，
これは全資料の約17％に及ぶ。
「Dr.S.Yamanouchi」こと山内繁雄は，「アメリカの学者達が選んだ今世紀（20世紀―引用者）を
代表する藻学者」と高く評価されているにもかかわらず40，日本の生物学史や植物学史において彼
の記録は少ない。
　山内は1876（明治９）年山形県に生まれた41。幼少時より秀才の名あり，1894（明治27）年に庄
内中学校を卒業した後，東京高等師範学校に進んだ。ここで教育学および植物学，動物学，地学
などを学び，1900（明治33）年に博物選科を卒業した。卒業後，同校助教授となった。1904（明治
37）年に渡米し，コロンビア大学，続いてシカゴ大学に留学し，植物学や細胞学などの研究を進め，
1907（明治40）年にシカゴ大学より博士号を取得した。1908（明治41）年12月末から２ヶ月の間，カー
ネギー協会の研究席を利用して，海洋生物学の領域では屈指の研究所として知られるナポリ臨海研
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究所で研究を進めた経験もある42。
　1910（明治43）年に山内は東京高等師範学校に教授として迎えられた。翌年「論文提出東京帝国
大学理科大学教授会ノ審査ヲ経」て，「理学博士」を取得した43。また1911（明治44）年から1913（大
正２）年にかけて文部省より「植物学教授法」を命ぜられ，イギリスとアメリカに留学し植物学教
育の視察を行った44。山内は体調不良のため東京高等師範学校を退職する1927（昭和２）年までの間，
文部省の視学委員や教科書調査官を歴任し，植物学や遺伝学などに関する幾冊もの教科書や単行本
を著した。
　同校を辞すと , シカゴ大学に招聘されアメリカに滞在した。第２次世界大戦の勃発により1942（昭
和17）年に帰国し，その後は表舞台で活躍することはなく，戦後の山内の活動については記録がほ
とんど残されていない。彼は1973（昭和48）年に東京で96歳の生涯を閉じた。

（２）日本女子大学校との関係
①成瀬仁蔵との関係
　山内と日本女子大学校との関係を結ぶ人物は，やはり成瀬である。残念なことに，山内と同校の
関係や両者の関係を学校史のなかでさえ，まったく触れていない。しかしながら近年，遺伝学者と
しての山内を再評価した大坪は，彼の優生学に与えた成瀬の影響を明らかにした45。そのキーワー
ドとなるのが，1912（明治45）年６月に成瀬・浮田和民・姉崎正治・渋沢栄一・森村市左衛門が中
心となって創立した帰一協会である。
　帰一協会は，欧米と東洋のさまざまな思想の間にある相違を率直に話し合い，世界の思潮の一致
点を探り，同時にそうした活動を助成し，堅実な思想を作り一国の文明に資することを目標に活動
をはじめた。発足当初の会員は35名であり，以後参加者が増員し，大正期に入ると100名を超える
ようになった。主な活動は，例会における講演，出版活動，海外活動などであった46。
　成瀬は国際交流を積極的に主張し，海外交流の先鞭をつけた。1912（大正元）年８月に渡米し，
そこからイギリス，ヨーロッパを巡り，著名な学者，教育家，宗教家，実業家などを訪問して，帰
一協会の趣旨を紹介し，意見を求めた。成瀬によれば，アメリカでは「スタンフォード大学」，「カ
ルフォルニア州立大学」，「シカゴ大学」，「ウヰスコンシン大学」，「オハヨー州立大学」，「ウェスタ
ンリザーヴ大学」，「オベリン大学」，「コーネル大学」，「クラーク大学」，「マウントホリヨーク大学」，

「スミス大学」，「アンマハウスト大学」，「ダートマス大学」，「ウエルスレー大学」，「コロンビヤ大学」
「エール大学」を訪ね，イギリスでは「ロンドン，ケンブリッヂ，オツクスフオード，エデン，ボロー，
グラスゴー，リード，バーミンガム，カーデフ等の各大学，及びイートン，ハーロー等の諸学校」，
フランスでは「パリー大学」，ドイツでは「エーナ大学」，「ベルリン大学」などを訪問した47。成瀬は，
翌年３月はじめに帰国したので , およそ半年間で実に多くの場所を訪れたことがわかる。
　そしてこの欧米旅行は，日本女子大学校校長としての教育視察も兼ねていた。したがって1912年
前後の収集物は，山内印以外の多くが成瀬によるものと考えられる。ここでの成瀬の収集は，明治
の留学時と変わらず広範囲である。教育視察以上に「帰一協会の趣意を紹介し，且つ西洋諸国の人々
は此の運動に就いて如何なる態度を執るか，その思想界は何う傾いて居るか，其の真相を充分見て
来る」ことに欧米旅行の目的があったからだと考えられる48。
　成瀬がシカゴを訪問した際，当時文部省留学生として該地に滞在していた山内は，成瀬の案内役
を務め，成瀬と共にシカゴ大学総長ジャドソンや実業家ロックフェラーなどを訪ねている。山内は
当時のようすを以下のように述べる。
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「丁度其の頃（1912年８月ごろ―引用者）私はシカゴに居合せまして計らず成瀬先生を此の地に
御迎へする事になつたのであります（中略）先生は余談はおいて早速今度協会を代表して出て来
られた其の使命に就て御話しになつて，さういふ訳だから是非シカゴの思想界に於ける名流の
人々に直接会ひ，そして充分に意見を交換したい，就ては先づ第一にシカゴ大学の総長ジャドソ
ン博士に会ひたいが，若し夏休みのために留守だつたら外の教授だけでもいゝからといふ事であ
つたので，私は早速先生に御供をする事にして，其の翌日シカゴ大学に参りました」49。

　山内と成瀬の出会いがいつであるのかは，わからない。けれども1911（明治44）年に山内は日本
女子大学校の卒業生である八重子と結婚をしているので，このことから，おそらくシカゴ以前に何
らかの面識があったのではないかと考える。
　1913（大正２）年に文部省の留学を終え帰国した山内は，帰一協会の会員となった50。翌年４月
には，帰一協会の活動のひとつである例会で，「遺伝」と題した講演を行っている51。こうした成
瀬との交流は「山内の道徳や女性の問題に対する感受性を刺激した」という52。
②大橋広（1882-1973）との関係
　大橋についても第１報で記したように，日本女子大学校英文学部および教育学部の卒業生であり，
同校５代校長を務めた人物である。
　大橋は1909（明治42）年に同校教育学部第二部博物科を卒業すると，生物学研究室助手を経て，
助教授時代の1922（大正11）年から1926（昭和元）年までの約５年間，シカゴ大学大学院に留学した。
名高い細胞学者であるチェンバレンの指導を受け，「緑藻サヤミドロの生活史に関する研究」によ
り博士号を取得した。山内のシカゴ大学での恩師もチェンバレンであり，山内は彼のもとで研究を
進め博士号を取得している。
　このような関係もあり，大橋の留学時に便宜をはかったのは山内であった。彼が1915（大正４）
年から1927（昭和２）年まで，日本女子大学校で講師として「博物学」，「家庭博物学」，「家庭黴菌
学」を教えていたことも関係あるだろう53。大橋の書いた「シカゴ日記」には，山内が紹介状を何
通も書いてくれたこと，シカゴ大学では彼の弟子として紹介されたこと，山内の名に恥じぬよう努
力したことが記されている54。
　以上のように山内は大橋の留学に対して尽力したが，彼の収集した資料と大橋の留学は時期的に
かなりずれている。したがって，大橋の留学のための資料収集とは考え難い。どのような理由から，
数多くの資料を寄贈したのかは断定できないけれども，成瀬の帰一協会の海外交流活動の際，山内
が成瀬の教育視察を，資料収集というかたちで手助けしたのではないだろうか。
　いずれにしても，女子教育史のなかで，山内のようにうずもれていた人物について，光をあてる
必要がある。

５．おわりに

　本稿は成瀬仁蔵の蔵書のなかから諸外国のシラバスやカタログ，パンフレットなどの資料を抽出
し，日本女子大学校におけるアメリカ教育情報の収集について概観してみた。
　この結果，１）本資料における日本女子大学校のアメリカ教育情報は，主に成瀬，麻生，井上，
山内によって収集された，２）成瀬，麻生，井上の教育情報収集にはそれぞれ特徴がみられ，成瀬
より麻生が，麻生より井上がより具体的，合目的的な教育情報収集をした，３）山内繁雄の惜しみ
ない協力があった，という３点の知見が得られた。初期の日本女子大学校が，アメリカを中心とし
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た欧米の教育情報に高い関心があったことは明らかだろう。
　ところで，本資料は成瀬のアメリカ留学前後から彼が逝去するまでの期間にわたるものである。
すなわち，同校関係者によるアメリカを中心とした教育情報の収集は，成瀬の死後途絶えたことに
なる。成瀬の死後にあたる大正中期以降は，海外に教育情報を求める必要がもはやなくなったのか，
それとも学内の結束力が崩れたのか，疑問が生じるところである。
　本稿は本研究第２の課題である「成瀬の蔵書のなかからアメリカの大学のシラバスやカタログな
どに着目し，成瀬の『女子教育改善意見』に述べられた「女子綜合大学構想」を中心に，成瀬の家
政学におけるカリキュラム構想について何らかの示唆を得ること」に対して，日本女子大学校にお
けるアメリカ教育情報の収集について考察を進めたに留まった。今回も第１報と同様に課題は残っ
たままである。本稿で課題となった点も含めて，稿を改めて報告したい。
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存じか，と申すと through his works といわれる。または度々 lecture に his name が出るからだと申さ
れる。ほんとうに嬉しく，ほんとうに今さらながら，先生の御謙遜なのに驚かないではいられなかった。
それと同時に，御紹介の名を，どうしたらけがさないようになるかと，それが一方ならず心配でならなかっ
た。中でも Philippine である Mr.Ousinbing の如きは度々自分の table の所へ来ては Dr. Yamanouchi
のことをきく，そして帝大に Dr. Yamanouchi より better な prof. があるか，などときく。そして先生の
おかきになった画を，わざわざ実験室の机の中から出して見せてくれた。シカゴ大学は先生を出してホコ
リを感じているようである。嬉しい事である」。

（2007年１月15日受付，2007年１月16日受理）
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