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はじめに

12 世紀以 臥 北 . 中部イ タ リ ア で は 多く の 都市

が 繁栄 を競う よ う に な っ た o そ れ ぞ れ の 都市に は
,

そ の 塵楽 . 経済構造 や繁 栄の 時期 に褒喪
h て も, 社

会構造 や政 治組織 に つ い て も, ま た 文化的に も 独

自の 特徴が あ るo し か しなが ら,
い ず れの 都市も

,

市民 の 共 同体とし て の コ ム -

ネ く自治 都市l と い

う結 合原理 を 持 っ て お り,
そ の 意 味で は ,

-

つ の

共通 し た 文化的 . 社会 的 な環境 の 中 に あ っ た と 言

え る o こ れ ら の都市 は, 必 ず し も母 の 結合原 理 を

貫徹 し た わ けで は な い o 特に ロ ン パ ル デ イ ア や ヴ ュ

ネ ト
,

エ ミ リ ア . ロ マ
ー ニ ヤ の 小 コ ム - ネ の 多 く

は ,
1 3 世紀 後半 か ら14 世紀 に か け て シ ュ ョ

ー レ

く僧 主l の 支配 下 に 入 っ て し ま っ た o だ が , 都市

杏 - シ ニ
ョ

- レ に 支 配 さ れ る 都 市 に お い て も

-

文化的 に 主導 し て い っ た の は , 特 定 の 支 配 者

で は な く 市民 で あ っ た o

u l
こ の 点で

,
イ タ リ ア の

北 と 南の 文化的環境 に は大 き な 差 異が あ る o 当時

の 南 イ タ リ ア く両 シ チ リ ア 王国l も確 か に 高 い 文

化 を誇 っ て い た が ,
こ れ は 基本的 に バ レ ル モ と ナ

ポ リ の 宮 廷 に 依存 す るも の で あ り, 自 生 的 な 都市

の 市民 文化 で は な か っ た の で あ るQ

か か る北 . 中部 イ タ リ ア の 都 市文 化 に お い て
,

商人達 は重 要な 役割 を果 た した o 都市 に は 当 然 な

が ら, 都市が 農村部 へ 拡 大 す る過 程で 取 り 込 ま れ

た 封建領主層 , 都市療族鳳 職人 , 貸金 労働瀞,

そ して 貧民 . 乞食 . 娼婦や ユ ダヤ 人な ど, 商人 以

外の 様 々 な 住人 が い るo しか し都市が 成投 し. 良

治 を得 る に つ れて , 商人通 が
, 経済的 に 都市 を動

かす と同時に
, 社会的 に も都市を支配 す る よ う に

な っ た の で あ るo 都 市の 経済的 . 法的枠組 み は
,

商人層 の 必 要に 応 える も の に な っ て い たo

勿 翰, 彼らが封建社会 の申 に生きて お り, そ こ

か ら利益 を得て い た こと を忘 れて は な らな い o 殊

に イ タ リ ア の 都市は , 腰村社会か ら封建的 な 領主

や下 級騎士 層 巷吸収 した 為, 非封建的 な 起 源 を持

っ 商人 層 を も含 め た 都市住民 の 申に , 戯村的 . 料

建的 な 慣習 や メ ン タ リ テ ィ が 入 り込ん で い た o 寵

裕 な 商人 達 は , 商業 活動 の 利益 を投入 し て 横棒的

に 農村 の 土地 を購入 . 経常し, ドナ
ー ト . ベ ッ ル ー

テ ィ の 軒家 の 年 代記 L a c r o n L c a d o m e s ti c a Jl や ,

ジ ョ ブ ァ ン ニ . モ レ ッ リ の 肝覚番 R i c o r d iA くこ

れ に つ い て は後で た びた び 触れ るl に 見 ら れ る よ

う に
,

虚 実 の 混 在 し た r 家 の 歴史J を作 り 上 げ
,

封 建領 主 の 家 系 で ある こ とを誇 る よう な こ ともあ っ

た o

t 21

し か し な が ら , 商人連 が r 商人文化J と 呼 ぶ べ

き独自 の 文化 を 生み 出 し,
そ れ が 農 村社 会 の 文化

と は 異 な る 都市 の 文化と な っ て い っ た こ と は
, 指

摘で き るで あ ろ う
o 彼ら の 知 性, 教育 ,

メ ン タ リ

テ ィ は, 中世 末期の 都市の 社 会と 文化と に , 大 き
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な 影響 を与 え た の で あ るo 本稿で は
,

そ う した 中

世都市 に お け る商人 の 教 育と 文化を検 討 し て み よ

う と 思 うo

上 に触 れ た よ うに
, 各都 市 は そ れ ぞ れ独自 の 特

色 . 歴史的背景 を持 っ て い る が
,

こ こ で は 考 察 の

中心 を フ ィ レ ン ツ ェ に据え るo こ こ は 中 . 近 世 の

イ タ リ ア で 最 も影響力 を持ち, 文 化 的 に も 重要 な

役 割を果 た し た 都市の 一

つ で あ るo ま た極 め て 多

数 の
, 多 様な公 私 の 史料が 残 っ て お り

,
1 9 世紀以

栄, 様々 な 分野 で の 研究 が 為 さ れ て き て い る の で,

本稿 の 目的 に 適 し た分析対象 な の で あ るo

確か に , 文化 的 な環 境に 恵ま れ,
ル ネ サ ン ス 文

化 の 一

つ の 中JL l に さえ な っ た こ の 都市の 事例 は
,

広 く イ タ リ ア の 諸都 市を考え る と き, 必 ず しも 典

型 的 と は 言え な い か も知 れ な い o

C 3 1
しか し

,
フ ィ

レ ン ツ ェ が 文化的環境 に特 に 恵 ま れ て い た に せ よ
,

こ の 都市 が 他の 都市 に 比 べ て 極め て 特殊だ と い う

訳 で は な い o ま た , 様々 な研 究の 積 み 重 ね の 中で,

フ ィ レ ン ツ ェ の み な ら ず,
ピサ

,
ヴ ェ ネ ツ ィ ア ,

ロ ー

マ
, ミ ラ ノ

,
ボ ロ ー ニ ヤ , そ の 他 の も っ と 小

さ な 都市に つ い て も, 教育や 市民 の 教養 水 準 の 状

況 が 検討さ れ て き て い る o そ うし た 先行 研 究 の 成

果を援 用す れ ば,
フ ィ レ ン ツ ェ の 事例 を以 て

, イ

タ リ ア の コ ム ー ネ の 多 く に 共通 し た 商人 二 市民 文

化 を考 え る手 掛か り と す る こ と が で き よ うo

I
. 教育に対する態度と就学率

I

イ タ リ ア の 都市の 特徴の 一

つ は
, 文化水 準 の 高

さ で あ るo 同時代 の 西 ヨ ー

ロ ッ パ の 他 の 地 域 に 比

べ て
,

は るか に 多 数の 住民 が 読み 書き の 能力 を持 っ

て い た o 無 論, そ う した 人 間 の 属 す る 階 層 は 限 ら

れ て おり, 都市 社会 の 上層 . 中層 に属 す る 市 民 ,

就中商人 層 の 識字 率が 突出して い た.

市 民 の 高い 識字 能力 の 背後 に は , 当 然 な が ら 教

育水準の 高 さ が あ っ たo フ ィ レ ン ツ ェ 人達 は
, 我

が 子 の 教育に 殊 に 熱 心で あ っ た よ う に 思 わ れ る o

1 4 世紀前 半の フ ィ レ ン ツ ェ に生き た商人 ジ ョ プ ァ

ン ニ .

ゲ ィ ッ ラ ー ニ の 著 した F年代記 C r o n i c a
EB

の 中 に は
,

1 33 8 年頃の フ ィ レ ン ツ ェ の 教育事 情 に

関 して
, 次 の よ う な 有名 な 記述 が あ る o

r 我 々 の 知 る 限 り で
,

8 0 0 0 人 か ら100 0 0 人 の

男児 と女 児 が , 読 む こ と を習 っ て い る o 6 つ の

学校で ア ッ
パ コ E 算盤コ を習 っ て い る 少年 は ,

1 0 0 0 人 か ら120 0 人 い るo そ し て 4 つ の 大 き な 学

校で 文 法 と修 辞学 を学 ん で い る 者 は
,

5 5 0 人 か

ら600 人 で あ るQJ
く4 J

こ の 部 分 の 直前 で
, 彼 は

,
フ ィ レ ン ツ ェ の 都 市

人 口 が 9 万人 で あ る と し て い るo 1 4 世紀前 半の フ ィ

レ ン ツ ェ の 人 口 に
r

l い て
, 信用 す る に足 る 公 的 史

料 は存 在 し な い o 1 4 2 7 年 の カ タ ス ト く課 税 財 産 申

普
, 及 びそ の 申告に 基 づ く 直接 削 や そ の 他 の 課

税 記録 か ら は
, 1 3 4 8 年 の 黒死病以前 の フ ィ レ ン ツ ェ

は
, 約12 万 人 の 人 口 を擁 して い た と も 推定 さ れ て

い る o で は , そ の うち
,

ど れだ けの 人 口 が 学 校 で

学 ん で い た の で あ ろ う か o

児 玉氏 は
,

ダ ラ ッ フ の 算出に 基 づ い て
,

6 威か

ら12 歳 ま で の 基 礎教育 人 口 を180 0 0 人 と し て い る o

こ れ ほ 都市人 口 を 9 万 人 と設 定 し て の 数値で あ るo

一

方グ レ ン ドラ ー

は , 都市人 口 を12 万 人 と し て
,

6 歳か ら15 歳 の 子 供 の 数 を259 8 0 人 と 算 定 し て い

るo も し ゲ ィ ッ ラ
ー

ニ の 挙げ る数 字を信用 す る な

ら, ダ ラ ッ フ の 算定 に 従 え ば, 就学 年 齢 に あ る 子

供 の4 4 - 5 5 パ ー

セ ン ト
, グ レ ン ドラ

-

の 算 定 で も

31 - 3 8 パ ー

セ ン トが 読 み 番きを 習 い
,

ラ テ ン 語 を

学 ぶ 生 徒 ま で 含め れ ば, 5 3 - 6 6 パ ー セ ン ト な い し

3 7 - 4 6 パ ー セ ン トが 学 校に 通 っ て い た こ とに な るo

い ず れ に し て も
, 極 め て 高い 就学 率 で あ る.

e5 ,

F 年代記A の 申で ゲ ィ ッ ラ ー ニ の 挙 げ る 数字 は
,

r8 0 0 0 人 か ら100 0 0 人J , rl OO O 人 か ら120 0 人J , r 5 5 0

人 か ら60 0 人J な ど と,
い か に も も っ と も ら し く

具 体的で 細 か い o だ が 残念 な が ら
,

こ れ を 鵜 呑 み

に は で き な い o 1 0 0 0 人 か ら120 0 人 の 少 年 が 6 つ の

学校 で ア ッ
パ コ を習 っ て い る , と ゲ ィ ッ ラ

ー ニ は

言 うが , ブ レ ン ドラ ー に よ れ ば ,
こ う し た 学 校 の

1 校当 た り の 生徒 数は
,

2 5 人 か ら4 0 人 で あ っ た o

しか も
,

1 3 0 0 年 か ら150 0 年 の フ ィ レ ン ツ ェ で
,

ア ッ

パ コ と 算術 を教 え る学 校 が 6 校 を越 え た こ と は な

か っ た . 確 か に, こ れ ら の r 学校 s c u o l a J の 外 に

ら, 自宅 で 教え る 教 師が い た か も知 れ な い o し か

しそ れ を含 め て も,
1 0 0 0 -

1 2 0 0 人 と い う 数 に は 至

る ま い . ラ テ ン 語 の 文 法 を教 え る r 4 つ の 大 き な

学校J の 規 模 に 関 し て も
,

1 6 世 紀 の ヴ ェ ネ ツ ィ ア

や ジ ュ ノ ヴ ァ の 文 法学 校 の 生 徒数 く平均20
-

3 0 人
,

- 4 6 -
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最大60 人l か ら推 測 す る と
,

4 校 共 に60 人以 上 の

生徒が い た と は考え 難 い o し か も, 当 時 の フ ィ レ

ン ツ ェ に は ラ テ ン 語 を数 え る 私塾 が 多数 存 在 し た

こ と が 判 っ て い る . ゲ ィ ッ ラ ー ニ は 何 故 こ れ ら を

無 視 し た の か o 総数550 人 か ら600 人 の う ち に 他 の

私塾 も含 め て い る な ら ば
, 何 故そ の よ う に 密か な

か っ た の で あ ろ う かo こ うな れば
, 当 然,

統 み 磨

き を学 ぶ 子 供 の 数 に つ い て も, 彼 の 数値を 疑 わ ざ

る を得 な い o

e 6 フ

-
- 方, 1 4 8 0 年に フ ィ レ ン ツ ェ 政肘 の 実施 し た カ

タ ス ト の 中に は子 供 の 就 学 の 申i
J

..

I

.

が 含ま れ , こ れ

に よ れ ば
,

1 0 31 人 の 少 年 が 何 らか の r学校J に適 っ

て い るo 折句三代紀Jl の 数倍 の 10 分 の 1 で あ る が
,

ブ レ ン ド ラ
ー に よ れ ば, 当時 の 都市に 住 む10 威か

ら13 歳の 少年 の う ち の 3 分 の 1 に当 た るo フ ィ レ

ン ツ ェ の か な り 多く の 親通 が , 自 分適 の 息 子 を学

校に 通 わせ て い た こ と は 確 か で あ る.

m

1 3 3 8 年か ら148 0 年 ま で の 間 に
, 子 供 の 就学率 を

著しく 増大 させ る よ う な 社会 的変化 は特に 細 く ,

教育に 関 わ る社会事 情 は ,
1 世紀半の 間に さ ほ ど

変わ ら な か っ た で あ ろ う o 子 供を学校 に 行 か せ る

だ け の 経済的余裕の あ るノI
z

tl
.

.

,幣の 朝会 は, 経 済的な

繁 栄 の 頂点 に あ っ た1 3 3 8 年 の 方が
, 寧 ろ 大 喪 か っ

た か も知 れな い . 従 っ て
,

1 4 8 0 年 に 少年 人 口 の 3

分 の 1 が 就 学 して い た の な ら,
1 3 3 8 年 に も 同 程 度

の 就学 率 を想定 して 良 か ろ うo

ま た , ゲ ィ ッ ラ
ー ニ が 就学 数 を誇張 し た に し て

ち
, 彼 の そ の 記述 自体 に

,
教 育を重 視す る フ ィ レ

ン ツ ェ 人 の 態度 が 反 映 して い るo 披 が 就 学 者数 に

言及 して い る の は
,

フ ィ レ ン ツ ェ の 偉 大 さ や 繁 栄

ぶ り を示 す為 で あ る o 即 ち, 彼は教 育水 準 の 高 さ

を都 市 の 繁栄 と 結び つ け て 考 え , 学 校に 通 う 子 供

の 数 を 誇 っ て L l る の で あ る . 当時 の フ ィ レ ン ツ ェ

人が 同 じ よ う な 認識 を持 っ て い た か ら こ そ
,

こ う

し た 記述 が 読 者に フ ィ レ ン ツ ェ の 繁 栄 を印 象 づ け

る
,

と 彼 は 考 え た の で あ ろ う o

こ う した 市 内 の 学 校 の 多く は , r 学 校ー
l と い う

よ り も個 人経 営 の 小さ な 塾 で あ っ た
o 経 営 者 も兼

ね た 教師 が 店 舗 を借 り て
, -.l

一

人で 教 え て い た の で

あ る . 彼 ら は ボ ロ - ニ
ヤ や パ ド ヴ ァ な ど の 大学 で

の 修 学 の 後, 生徒 の 集 ま り そ う な 都 市に走 者 して,

小 さ な 塾 を開 い たo 勿論, 可能 な ら ば , 経 営 規 模

を拡大 す る 横棒的な 経営者 二 教師 もい た で あ ろ うo

デ ル . ペ
ー

ネ 家の 不動 産債貸配線 帳簿 に よ れ ば,

同家 が サ ン ト . ス ビ リ ト広 域に所有す る 建物の 全

8 店舗 を
,

マ エ ス ト ロ . ヴ ュ ン ト ゥ
-

う 亡マ エ ス

ト ロ m a e s t r o は 医者 や 教 師 に 与 え られ る 呼称1

と い う 読 み 番き の教 師 が136 5 年か ら67 年 に か け て

借 り 切 っ て い るo 8 店舗を借り切 り た こ と か ら 考

え る と
, 件の マ エ ス ト ロ . ヴ ェ ン ト ゥ

-

ラ の 髄 の

経 常規模 は か な り大 きな も の で あ るo

t 81

教会 . 修道 院のf ij
■

属 学校や , と 轟 に は 都市当 局

に よ っ て 扱 け ら れ た 公 立学 校 も存在し たo 特 に 教
■

全学 校 は
,

中 世敵背史 の 中で 蛮柴 な位密複占め て

い るo

e
.

g i

しか し, フ ィ レ ン ツ ユ の よ う に 商.,
.r . 凍で

繁栄す る 大 都市で は
. 俗緒の 読み 溶きや 鮮術と い っ

た , 商発や 生活 に 直結し たt
.L
Tt俗教 商に 対す る 解馨

かl
1

.

I

.

.

i

.

く , 教会学校で は 対応 で 轟な か I

1 た o 剛 如こ
,

そ の 商 い 教爾爾蜜に 応 じた 私感の 供 給が あ っ た 鵜

に
, 都 市政 肘が 公.fT . 学校杏設け る必 要も なか っ たo

私塾 を経 常す る 教師 適は
,

よ り多槻 の 収 入 を求 め

て 都 市か ら都市 へ と 渡り 渉 き,
フ ィ レ ン ツ ふ の よ

う に 多く の 生徒を集 め られ そ うな 土地 を選 ん で ,

開濁 した か ら で あ る o 実際,
フ ィ レ ン ツ ェ に 臥

読 み 沓 轟 や 鮮般 . 簿術を教 え る公 立学校が 存在 し

た 記 録 は な.い o

u O l

2
. 学校と教育

前節 の ゲ ィ ッ ラ
ー

ニ の 記述 にも あ る よ う に
, 学

校数背 は 3 種 に 大別 さ れ, 教 え る学 校も教 師 も 専

門 分化 し て い た o ま ず最 初 に救 え ら れ る の が
, 浴

語 の 読 み 番き 像I e g g e r e凄 で あ る o 都 市 の 公 文 番

や そ の 他 の 公証 人 文杏ほ う テ ン 讃 で 密か れ て い た

ちの の
,
1 3 世紀 以降 , 商 人かL

-

1 ら帳 簿 を つ け
, 戟

引 の 連 絡 を番簡 で 行う こ と が.y - 般 化す る に つ れ て
,

俗 語 の 利 用度 は 急速 に 高ま っ たo 従 っ て , 読 み 若

き を教 え る 学校 は 放か 多く, 生 徒 も多か っ た が ,

基 礎教 帝で あ る 為, 教 師 の 地 位ほ 低 か っ た
o

次 の 段 階 は
.

ア ッ パ コ 電a b b a c o 浄 と 算 術 仁ア

ル ゴ リ ズ モ i 電al g
.

o ri s m o診 で あ る o ア 1 .

J バ コ は

盤 の とに 数え ff. を ilf3. べ て 計算 す る 算髄 で あ り ,
ア

ル ゴ リ ズ モ と は ア ラ ビ ア 数字 を使 う 計 算術 を指す
o

ど ち らも 商取 引 に 必 須 の 技術 で あ っ た
o 簿 記 な ど
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の 商業実 務 の 基 礎も,
ア ッ パ コ の 学校 で 教 え ら れ

た . こ の よ う に 一 種の 商業学校 で あ る ア ッ
パ コ の

学 校に 通 う子供 の 数 は, 読 み 書き の 学校 の 生徒 は

ど多く な い が
, 需要 は 充分 に あ っ た ろ うo ま た 実

用 的 な 専門知識を教え る ア ッ
パ コ の 教師 は

, 読 み

書き の 教 師 よ り は地位 が 高く , 測量 士 の よ う な 副

業を持 っ こ と もあ っ た o

更 に 上級 の 文法学校 に進 む と, ラ テ ン 語 の 文法

億g r a m m a ti c aさ と修砕法, 及 び公 証 学 が 教 え ら

れた o 文法学校 へ 通う 者の 数 は, 先 の 2 種 の 学校

に 比 べ れ ばt は る か に 少な か っ た らし い . ゲ ィ ッ

ラ
ー ニ の 数字 を 見 る と

,
r 文 法J を 学 ぶ 者 は , 読

み 書き を学 ぷ 子供 の 10 分 の 1 に も満 た な い o ラ テ

ン語 教育を必 要と す る 階層 は , 社会 の 中で は 相対

的 に 少な か っ た し, 文 法学 校に ま で 子 供 を 適 わ せ

る に は
, そ れだ け の 経 済的余裕を要 し た か らで あ

ろ うo 読 み 書き と算術 . 算盤 の 教育が
, 専 ら私塾

や 市営 の世 俗学校に よ っ て 担 わ れて い た の に 対 し

て
,

ラ テ ン語 教育 は
, 私 塾 の 外に , 教 会 や 聖 堂 の

付属学 校 で も行わ れて い た o ゲ ィ ッ ラ
ー こ の 言う

r大 き な学 校 g r a n d i s c u o l e J は こ れ ら を 指 す と

思 わ れ るo しか し, 法律や公証 学 の 実 務 的 な 知 識

は 寧ろ 私塾 で 教え られ て い たo

Cl ll

書物 は貴重品 で あ っ たo 現 場で は教 師 一 人 が 教

材を所有 し
, 生 徒 の 前 で 帝読 し た o 文 法 の 教科書

と して は
,

ドナ ー ト ゥ ス の F小 文典 A r s T n i n o rJl

と 町大文典 A T
.

S m a i o T
.Jl がよ く 知られ て い るo 読

み 書 き を教え る に は , 教師が 蝋を塗 っ た 札 く128 6

年 の ジ ェ ノ ヴ ァ の 例1 な ど に 字 を青い て見せ た り,

F 文字板t a v ol a J と呼 ばれ る 木板を 利用 し た o こ

れ は木 の 板に ア ル フ ァ ベ
ッ ト を彫 り つ け た り, ア

ル フ ァ ベ ッ トを書 い た 紙を貼 っ た り した も の で あ

るo

u 2,

ア ッ
パ コ の学校で は ,

レ オ ナ ル ド . フ ィ ボ ナ ッ

チ の 肝ア ッ
パ コ の 書 L ib e r a b a c iJl く12 0 21 を は じ

め
, 数字 の 数え 方 や計 算術 , 簿記 な ど 種 々 の 知 識

を詰 め 込 ん だ教材が 用 い られ た o こ う した 教 材 は

書物の 印刷 が 開 始さ れ る と ま も な く , 出版 さ れ だ

して い るo そ れ だ け需要が あ っ た と い う こ と で あ

ろ うo 1 4 9 4 年 に ヴ ェ ネ ツ ィ ア で 出版 さ れ た ル カ .

パ チ ョ
-

リ の F 算術, 幾何,
比率 及 び 比 例 の 全 書

S u m T n a d e a T
.

i th m e ti c a g e o T n eL ri a p r o p o r ti o n i

e t p r o p o r ti o n a li t a JI は
, 複式簿記 を 論 じ た 最 も

初期 の 書物の -

つ と して 知 られ るが , こ れ も 算術

の 教 材と し て 想 定 さ れ た も の で あ っ た .

H 31
ま た イ

タ リ ア で は13 世紀か ら
, 何 種矯も の r 商 業手 引J

が 流 布 し て い た o r 手 引J は
, 各地 で の 商売 の 心

得 か ら商品 の 見 分 け方, 通 貨や 度 盈衡 の 換 算率 な

ど を教 え る も の で
, 実 用的 な側面 と 共 に 教科 書 と

して の 性格 を持 つ も の で あ るo

C1 4 1

こ こ で
, 就学 年 齢に つ い て 触れ て お こ うo 清 水

康
一

郎 氏 に よ れ ば, 6 歳頃 か ら読 み 晋 き を習 い 出

し, 10 歳 位か ら 2 年程 ア ッ
パ コ の 学 校に 通 うの が ,

当時 の 商人 の 子弟 の
一

般 的 な 学歴 で あ っ た . 彼 ら

は12 - 1 4 歳で ア ッ パ コ の 学校を終え る と 奉 公 に 出

て
,
r見 習 い g a r z o n e J と して 働 き な が ら実 務 を

身 に つ け, 上 述 の よ う に , 文法 学校 に は 必 ず し も

通 わな か っ た ら し い
o

1 4 世 紀前 半 に フ ラ ン チ ェ ス コ . デ ィ
. ジ ョ プ ァ

ン ニ ー デ ィ . ド ゥ ラ ン チ と い う商人 の 記 し た 覚 番

く133 4 -

4 01 は
,

フ ィ レ ン ツ ェ の 子 供 達 の こ の よ う

な 学歴 を垣 間見 せ て く れ るo 清水氏 も詳 し く 言 及

して い る こ の 覚書 に は, フ ラ ン チ ェ ス コ や 彼 の 兄

弟 の半 生 が 略述 さ れて い る の で あ るo そ れ に よ れ

ば, 長男 で あ る フ ラ ン チ ェ ス コ は ,
1 0 歳半 で ア ッ

パ コ を学 び 始め
,

1 2 歳半で 或 る毛 織物商人 の も と

に 見習 い と して 入 っ た o 読 み 書き を知 らな い ま 乳

ア ッ
パ コ を学 ん だと は 考え られ な い か ら

,
1 0 歳 以

前 に読 み 書き を習 っ て い た の で あ ろ うo 次男 に つ

い て は12 歳で 見 習 い に出 た こ と しか 判 ら な い o 三

男 リ オ ナ ル ド は11 歳で ア ッ
パ コ を習 い

, 1 3 歳 で 見

習 い に な っ て い る o 四 男 ア ン ド レ ア は 9 歳 で 読 み

書 き を習 い な が ら
,
1 0 歳で 早く もア ッ

パ コ を習 っ

て い る o 1 年 間 で 読 み 書 き を習得 した の か
, 或 い

は 2 種 類 の 学校 に 同時 に 通 っ て い た の で あ ろ うか o

一 方 , 五男 の シ モ ー

ネ は 6 歳で 読 み 書き を習 い 始

め て い る く彼の ア ッ
パ コ の 教 育 に つ い て は 記 述 が

な いl o

u 51

こ う し た 学 歴 か ら も判 る よ うに ,

.
3 種 類 の 教 育

の う ちで も特 に, 読 み 書き は基 礎 的 な も の で あ っ

た o ゲ ィ ッ ラ
ー ニ の 挙 げ る 数字が 誇 張 に 過 ぎ る と

して も, 相当数 の 子供 が こ れ を受 け て い た こ と は

確 か で あ るo フ ィ レ ン ツ ェ の 両 親連 , 殊 に 父 親 は

息 子 の 教育 に 熱心 で あ っ た ら し い o 例 え ば , 1 4 世

-

4 8
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rf1 世末期の イ タ リ ア の 教帝と 都市文化

紀末か ら15 世 紀初頭 に 生き た ジ ョ ヴ ァ ン ニ . デ ィ
ー

パ ゴ ロ
. モ レ ッ リ は , 彼の W覚 藩JI に お い て

, 孤

児 の 被る 7 つ の 姐 番 く彼の 父親も, 彼自身も 父 親

を早く 失 っ て い る1 の一- 一

つ に , 父親 か ら 教 帝を 受

け る 機会 の 無 い こ と を挙 げ, 孤 児 は 自分 で 読 み 潜

姦策 盤 や 古典 を学 ば な け れ ばな ら な い と して い るo

彼 の 言う r 教育 a m m a e s t r a m e n tiJ は , メ
-

鶴に 父

親に よ る 助言や 郷を意 味 し て い る よ う で あ る o し

か しな が ら, 読 み 藩轟舞 躯 や 古 鞄を学べ と い う 彼

の 忠 告 か ら推すと
, 父親の 兜用 で 学校数帝 を受 け

る こ と も含 ま れ る で あ ろ うo

C lfり

肝覚 削 の 処 世訓

紘, 都 市社会 を生 き抜く 知 慮 を 子孫 に伝 え よ うと

し た も の で , そ の 内容 の 轡虞 に あ る の は モ レ ッ リ

の 独創 的な 考え で は な く, 寧ろ当時の く少 なく と

も モ レ ッ リ の 属す る 都市 中層 の, ..,q
-

般的 な社会 認

識で あ っ たo 従 っ て
, 父親 が子供 に教帝 を受 け さ

せ る こ と は
, 当然の こ とと 人 々 に羅 諭さ れ て い た

と 考え られ る o

u 7 1

フ ィ レ ン ツ ェ に 限 らず , ト ス カ ナ の 他 の 都 市,

或 い は 他の 地方で も, 都市 社会 の 上 層 . 中層 に 属

す る商工 来者が子 供 の 教 育費を出 し て い る例 が 見

られ るo 例 え ば
,

1 4 世紀の ア レ ッ ツ オ くフ ィ レ ン

ツ ェ の 南西 に あ る
.

Jj l 都市l の 商人 ドメ ェ コ
. ジ ェ

ロ ッ ツ オ は , 彼 の 息子 ド メ ェ コ の学 費を 覚藩 に つ

け て い る o そ の 記 録 に よ れ ば
, 彼 は13 54 年 か ら

55 年 に か け て
,

息 子 に r 読 む こ と を教 え て い る

ぐ
,

e n s e g n i a a l e g 嘗i a r e
l

リJ マ エ ス ト ロ
. フ ラ ン

チ ェ ス ケ ッ ロ と い う 教師へ の 支 払い と して ,

一 回

に 数 グ ロ ッ シ ず つ
, 数回 に 分け て 送金 し て い た o

グロ ッ ソ は ヴ ェ ネ ツ ィ ア の 通貨 で あ るが
,

こ れ を

わ ざわ ざ ト ス カ ナ の ソ ル ド に換 算 して
, 金 萄 が 記

さ れ て い るo こ の こ とか ら推す と
, 送 金 先 は 記 さ

れて い な い が , お そ らく 彼 の 息子 は ヴ ェ ネ ツ ィ ア

で 学 ん で い た の で は な い か と思 わ れ るo

L 1 8J

ま た
.

児 玉氏 の 挙 げ る14 0 2 年 の ヴ ェ ネ ツ ィ ア の

教授 契約 の 例 で は
,

ア ウ ダ ス テ ィ
ー ノ . コ ン タ レ -

ノ と い う貴族 の 2 人 の 息子 が
, ダ ニ エ ル と い う 教

師 に つ い て い る o 1 人 は ラ テ ン 語 の 書簡 の 読 み 書

き を, も う 1 人 は ラ テ ン 語 の 書物 の 読解 を 習 い
,

設定 さ れ た 目 標 を各 々 が 達 成 す れば
, 父 親 ほ 教 師

に20 金 ド ゥ カ ー テ ィ くう ち 4 金 ド ゥ カ ー テ ィ は 契

約時に 前 払 いう を 支払 う こ と に な っ て い た o

L l 馴

こ の ヴ ェ ネ ツ ィ ア の 例 に見 る よ う に , 教師と親

と の 契 約 は商 薬上 の 契約と同様に
, 知細 く- 商品J

を 子供 に 習 得さ せ る くこ 渡 すJ こ と を授薬科支払

い の 条 件 と し て い るo ..----
.

般 に教帝と は
, 子供 を教

え 帝て る こ と ed u c a r e で は なく , 知 識を数 え 込 む

こ とi n s e g n a r e で あ っ た o 契約番 に 示 さ れ た 目 傾

が 速成 さ れな けれ ば, 約束 の 金額が 支払 わ れ な い

ばか りか , 逆 に遵約金 しとの 契約 で は 適反 し た側

に 5 リ ラ の 遵約金 が 定 め られて い る1 が 教師 に 要

求 さ れ る 可能性 も あ っ たo か か る契 約の 形態 は 確

か に
, 児玉氏 の 指 摘す る よ う に

, 知弛骨子供 に 洩

る
- しか も な る ぺ

.
く 高く - l l, 知 の 繭J t J と し

て の 教師の 在り方を示唆 し て い るo 鞄 が ポ ッ チ
-

ガ b o tt 8 g a , 即 ち r 鳳J と 呼 ばれて い た こ と も,

他 の 商売と 同 様に店翻を借りて 塾 が 開か れ て い た

こ と を反 映す る にLL ま らず, 教育情動と い う も の

を他の 繭楽活動と区別 しな い当時の 恋敵を示して ,

意 味 深 最 で あ る o

C 20 1
しか し同 時に , 子 供の 敵背

くつ ま り技術 . 知 織の 碓 楽 な 習得I に 対 す る 親 の

熱 意 を も
,

そ こ に 見 て と る こと が で き よ う o

だ が
,

こ の よ う な熱 意 は , 実 は 専ら 卦予 の 教 爾

に 対す る も の で , 親適 は娘の 救爾に は消極的で あ っ

た o 女の 子 は読 み 歯 車を学 ぶ 代 わ り に
, 裁縫, 料

王乳 家事め方法を身 に つ け る べ き で あ る と 考え ら

れ て い た o 14 世紀の フ ィ レ ン ツ ェ 商人 ,
パ オ ロ

.

ダ . チ ェ ル タ ル ドの 番い た処 世訓の 健 野良 轟慣習

の 藩Il li b T
.

0 d t b u o n i c o st u m iJl は
. 世の 親逮 に,

娘 に 本を読む こ と を習 わせ る べ きで は な い と鋭 い

て い るo 女 の 子が もの を読ん だ り 凝い た り で き る

の は
, 好ま しく な い と い う の で あ るo

L 2 い

前 述 の フ ラ ン チ ェ ス コ
.

デ ィ
. ジ ョ ヴ ァ ン ニ の

覚番で も, 彼の 練達 が 兄や 範の よ う な教 育 を受 け

た形 跡 は観 い
. しか も彼の す ぐF の 妹 く長 女1 は

14 歳で
, 次 女 は 9 歳で 働 き始 め て い る o 彼 ら の 両

親 ほ 裕 福で は な か っ た か ら, 子供 が 幼 い う ち か ら

働い て も 不思議 は な い o しか し男 の 子適 は , 同 し,

1

年 頓 に 読 み 書 きや 算 術 . 算盤 を習わ せ て も ら え た

の で あ るo そ の 教 育費の -.
一

郎は
, 彼女適 に 負 わ さ

れ て い た の か も知 れ な い三
22 ,

1 5 , 1 6 世紀 に な る と , 人文学 者 . モ ラ リ ス ト の

中に , 女性 の 識字 教育を肯定 す る 主張 が 現 れ て く

る
. 例 え ば

,
レ オ ナ ル ド . ブ ル ー ニ は

, 女 の 子 に
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も ラ テ ン語 の 古典 を学ば せ る こ と を勧 め て い る し
,

フ ラ
. サ ッ

バ . カ ス テ イ リ オ
ー ネ は , 読 み 書 き の

で き る こ とが 女 性 の 魅力 と な る と主張 し た o

C 2 3 1
実

際, イ ザ ベ
ッ ラ . デ ス テ や ゲ ィ ッ ト リ ア . ヨ ロ ン

ナ の よ う に
,

そ の 高い 教養と文 才 に よ っ て ル ネ サ

ン ス 史 に 名 を残 して い る 女性 も い るo ま た 16 世 紀

の ゲ ィ ネ ッ イ ア や ロ ー

マ の 高 級妃 婦は , 客 を 魅 了

す る文学的素 養 を身に つ けて お り, そ の 中 に は 女

流詩 人 と して 名 を馳せ た 者す らい る の で あ る.

教師の 中に も女 教師 が い な か っ た訳 で は な い o

早 い 例 で は
,

1 3 0 4 年の フ ィ レ ン ツ ェ で , ク レ メ ン

ツ ァ と い う名 の 女 性が ラ テ ン 語 を 教え て い た こ と

が 判 っ て い る o ま た プ ラ - ト くフ ィ レ ン ツ ェ 近 郊

の 都市l の 商人 フ ラ ン チ ェ ス コ
. デ ィ

.
マ ル コ

.

ダテ ィ
ー ニ く13 3 5 7 -

1 4 1 01 が 家計を記 した 帳簿 に は
,

彼の 養女 く彼が 女奴隷 に 生 ませ た 庶子l の ジ ネ ゲ

ラ に 読 み 書 きを敢 え て い た 女教 師 ぐ m a e s t r a s u a

c h e
.
1 e i n s e g

.

n a v a l e g g i e r e
,

り へ の 支払 い が 記 載 さ

れ て い る o

C2 41
教師と して 営業す る 為に は ,

ア ル テ

く組合l に入 っ て
, 資格 を認 め ら れ な け れ ば な ら

な か っ たQ 従 っ て 女教師の 存在 は, 女 性 が 識字 能

力 を持ち
,

教 師と な る こ と が 公 認 さ れ て い た こ と

を示 して い るo

しか しな が ら
, 女教師 は例外的 な 存在 で あ る o

-

T 般 の 女性 は ど の 程 度の 識字能 力 を備 え て い た の

で あ ろ うか o 上記 の ダテ ィ
ー ニ は , 取 引相 手 や部

下等 と交わ した 膨大な 書 簡 を保存 して い た こ と で

知られ るo そ の中 に は
, 彼が 仕事 で 自 宅 を 離れ て

い る 際 に
, 妻 マ ル ゲリ

ー タ が 彼 に 送 っ た 自筆の 書

簡も
, 多数含ま れ て い た o 彼女は30 歳 を 過 ぎて か

ら,

一 家の 友人 で あ っ た公証 人セ ル . ラ
ー

ポ . マ ッ

ッ ェ ィ か ら, 読 み 書きを 習 っ た ら しい o

C 2 5 1
ま た

,

マ ッ チ オ . デ リ . ス ト ロ ッ ツ イ の 寡 婦,
ア レ ッ サ

ン ドラ . マ テ ン ギ . デ リ . ス ト ロ ッ ツ イ く140 6
-

7 11

は
,

フ ィ レ ン ツ ェ を追 放 さ れ て ナ ポ リ に い る 息 子

達 へ 宛 て て
, 彼女 自身や 周囲 の 近 況 を知 ら せ る 書

簡を長年 に わ た っ て 書 き 送 っ て い J c

C2 6 J
彼女 達 の

こ うし た書簡 は
,

1 4
,

1 5 世紀 の 上 層 . 中 層 の 女 性

達 の 中 に手 紙 を読 み 吾 妻で き る 者 が い た こ と
, ま

た 女 性 が読 み 書 き す る こ と に つ い て
, 彼女 達 の 親

や 夫 が 必 ず しも否定 的で は な か っ た こ と を 教 え て

く れ る の で あ る o

だ が
,

こ う し た階 層 に お い て も, 学校 く私 塾l

に 通 う女 子 は 多く な か っ た . グ レ ン ドラ
ー

は
,

フ ィ

レ ン ツ ェ の 私 塾 で 読 み 書 き を学 ん で い た 生 徒 の う

ち の 男 女 比 を
,

9 対 1 と 算定 して い るo 女 の 子 は

く或 い は 成 人後 の 女性で もl , 家庭 内 や 女 子 修 道 院

で の 教 育に よ っ て , 識字 能 力 や 文学 的 な 教養 を 身

に つ け た の で あ る o

C2 7 1
先 の ダテ ィ

- ニ の 帳簿 に 記

さ れ て い る女 教 師も,
ジ ネ ゲ ラ の 家 庭教 師 で あ っ

た か も知 れ な いo

こ の よ う に
, 読 み 晋 きを 学ぶ 機会 を与 え ら れ

,

識字能力 を身 に つ け る女 性 は 確 か に い た o 教師 と

して 読 み 書 きを
,

と き に は ラ テ ン 語 を教 え
, 生 計

を立 て る こ と さ え も あ っ た o し か し,
ア ッ

パ コ の

学校で 商業実 務 を学 ん だ り, 文 法学 校に 適 う よ う

な 女 子 は 滅多 に い な か っ た . ゲ ィ ッ ラ
ー

ニ は r 読

む こ とJ を 学ぶ 者 に は r 男 児 と 女児 fa n ci u ll i e

f a n ci u ll eJ を含 め て い る が
, r ア ッ

パ コ J の 就 学

者 に は r少年g a r
.

z o n i J の み を挙 げ て い る . も し

稀に女性 が ア ッ
パ コ を学 ぶ こ と が あ っ た と して も

,

ゲィ ッ ラ
ー ニ の 意 識 の 中で は , 女子 教育 は r 読 む

こ とJ の 段階に 留ま る も の だ っ た の で あ ろ うo そ

して
,

そ れが 当時の 常識 で も あ っ た o

C2 8l

3
. 教育の 意義

商人 に と っ て , 読 み 書きや計算が で き る と い う

こ と は
, 商売 の 実務 の 上 で も, 社 会生 活 の 上 で も

不可欠で あ っ た . 何 よ り もまず , 彼ら の 社会生 活

が 文書 の 上 に 成 り立 っ て い た o 商取 引 の 契約 , 土

地 の 売買 や 貸 借 , 通 産 の 相 続, 結婚契 約等 ,
あ ら

ゆ る 事柄 が
, 彼 ら 自身 の 手で

, 或い は公証人 に よ っ

て 帳 簿 や 証書 に 記 さ れ た の で あ るo ま た
, 為 替 手

形 を発行 し た り, 取 引 の 注 文 や 連絡の 為 に 書 簡 を

頻繁に 遣 り取 り す る必 要 も あ っ たo

し か も識字能 力 は, 単に事務 的な側面 で の 便 利 .

必要 に 応 じ る の み で は な い . 流 動的 で 不 安 定 な 都

市社 会 に 生 き
,

リ ス ク の 大 き な 商 業 . 金 融取 引

く殊 に 国際 的 な 取引 は
, 商 品 の 輸送 に つ い て も,

債権の 回 収 に つ い て も, 不 確定 な要 素 が 多か っ た1

に 関 わ っ て い た 為 に, 彼 ら は, 種 々 の 契 約 や 自 分

の 法 的 な 権利 を 文書 の 形 で 管 理 して お く必 要 を 痛

感 し て い た o 即 ち
,

そ う し た 契約 . 手続 き を 文 書
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中世末期の イ タリ ア の 教育と都市文化

の 形で 明確 に して 保存 し て お き
, 後日

, 何 ら か の

問題 . 係争 が 生じ た 場合に
, 自分 の 利益 を 守 ろ う

と し た の で あ る o 商米審備 に お い て , 発 送 し た 番

簡 が 番簡複写帳 c o pi a l e tt e r e に 転写 して お か れ た

の も, 同 じ 内容 の 番簡を何 通 も発 送 で き る よ う に

す る と 共 に , 必要 に応 じて 発 送済み の番簡の 内 容

を確認 で き る よ う に す る 為 で あ っ た ろ う.

E2 的

彼 らが 記 録 の 管理 に い か に 腐心 して い た か は ,

前 節で 史料と して も触 れた r覚 啓 ri c o r d a n z eJ に

よく 反 映し て い る o 覚番は 家産 の 日録 と い う べ 轟

もの で あり, 家 の 財産 の 現 状 く不動産売 買, 父権

解放, 相続等l や 構成 艮の 動 向 くそ の出生 . 結婚 .

死 亡 は しばしば財 産 の 移動 や 相 統を 伴 うl , 使 伺

人 へ の 支払 い 等を, 世帯主 が 私 的 な 帳簿に 紀録 し,

手 元 に 置 い た も の で あ るo 不動 産 の 発覚 . 僚借 な

どに つ い て は, そ の 取引 の 証潜 を作成し た公 証 人

の 名前 や そ れを配 線した 帳簿 の 所在が 記さ れ て お

り, 問題 が 生 じた と 垂 に
, 綾的軌 力 を持 つ 正式 の

番塀を参照 で き る よ う にな っ て い たo
パ オ ロ

. ダ .

チ ェ ル タ ル ドも, r 何 ら か- の 紅 薗 を作 ら せ る 際 に

紘, 常 に汝 の 帳簿 を手 に せ よ o 而 し て そ の 証 番 の

作成せ られ た 日付, 作成 し た 公 証 人
,

証 人の 名前,

何 の 為 に 経と そ れ を作 成 し た の か を そ こ に 記 せ .

さす れ ば
, 汝や 汝 の 子供達 が 必 要と す る と き に

,

そ れを見出せ る . 而 して
, 校滑な 者に よ っ て 引 き

起 こさ れ る多く の 問題 や危 険 を避 け る為 に
,

い っ

で も証 番を作り直せ るJ と勧 め て い る .

C3 0 1

イ タ リ ア の 都 市社会 で は
,

口 頭 の約 束 . 契 約 は

法的効力 を持た ず, 文 書 を 証拠と しな けれ ば な ら

なか っ たo 自身 の 利益 に 関 わ る こ と は , 細大 洩 ら

さ ず文書と して 記録 し, 無 論, 文書 の 内 容も 理 解

で き な け れば な ら な い
o r 経済的 内 容 を 持 っ 行 為

は , 極 め て 重 要な も の に 限 らず, 何 ら か の 重 要性

を持ち さ え す れば
, 記 録 さ れな い こ と は なか っ たJ

,

くサ ボ -

リ1 の で あ るo

C 3 11
そ の 点で , 自身 の 権利 .

利 益 を守 る こ と と識 字 と は 直結 し て い た ので あ る.

都市社 会 に 生き る うえ で , 経 済 的 . 法 的 に 不 利 益

を被ら な い よ う に す る為 に
, 商 人 は勿論 , 手工 業

者や 職 人 も
, 読 み 書きの 教 育の 必 要 を感 LI , 自 分

の 息子 に教 育 を与 え た い と 考 え た o 識 字 教 育 の 需

要 が 高か っ た の は , 蓋 し当然 で あ っ た.

加 え て , 商業 . 金融取 引 に は 高 い 計算 能力 が 必

賓で あ る. .殊 に
, 国 際的 な 商品 の 発覚や 金 融 に 関

わ る 商人 は , 様々 な 地域の 通 貨や 度盛 衡の 練乳

潟替操 作な ど, 複雑な計寮を こ な さ な け れ ば な ら

な か っ た . 彼ら の 商業活 動 の 範囲 は
,

冒
-

ロ ッ
パ

か ら北 ア フ リ カ沿 岸地 域,
レ ザ ア ン ト 地 方か ら

-

鼎

梅 に ま で 広 が っ て い た う え
, 同 じイ タ リ ア の 申 で

さえ
, 都市 . 地 方に よ っ て 適 貸単位 が 異 な り , 織

物 の 長 さや 穀物の 電魔 等 の 度魔 衡も微妙 に 贋 な っ

て い た か ら で あ る o そ れ故に , 既 に 述 べ たよう に
,

ア ッ
パ コ の 学 校で は計算と 簿盤 の 技術に 加 え て

,

簿記 や 為 替相 場な どの 商港実務の 基 礎が教え ら れ

た と 考え ら れ るo 当時の 都市社会 に お い て は 何 よ

りも 商楽で 成 功す る こ と が , 社会的に 経 め ら れ る

為の 早道 で あ っ た し, そ も そ も教帝 の 爾賓 は 主 と

して 商人 層く商人 の 子弟1 に おい て 大盤 か っ た .

そ の 意味 で も
,

ア ッ パ コ の 学校 の 教育内容 ほ, 乗

務 の 必 要 に 対応 して い た o

ラ テ ン 語も 元来は , 商瀬構動 に必 澄なもの で あ っ

た . 商取引 の 契約が 公 証人文衝と して ラ テ ン 終で

作成さ れ た の で
. 商人 は こ れ 杏統解で 重 な け れ ば

な ら なか っ た の で あ るo 13 世紀か ら14 世紀の 間に ,

商薬契約は 簡略化 さ れ, 当事者双方の 帳簿 へ の 紀

戦を以 て 済ま せ る よ う に な っ た .

Ea 2 I
係争 の 隙に は

公 証人文薗に代わ っ て
, 商人自身が 俗語 で 溶い た

帳簿が , 証拠物件 と な っ た o しか し
,

ラ テ ン 緒 が

必 ず しも商発と 密接な もの で は な く な っ て も, 過

産 相続や 土 地 の 売 買契約 , 賠婚契 約 な ど は
,

公 証

人 を介 さ な ければ な ら な か っ た o

C3 8 1
ラ テ ン 語 で 凄

か れ た 公証 人 文番の 内容を理解 す る必 要は
, 依 然

と し て 存在 した の で あ るo

確 か に
, 文 法学校 に 適う 者の数 は, 読 み 番き や

ア ッ パ コ の そ れ に 比 べ れ ば少な か っ たo 商人 の 子

弟 で も,

.
読み 書き 算盤 の 基 礎教育を終 え る と す ぐ

に 奉公 に 出て
,

現 場で 商売 の 実務を学 ぶ 例が 多 い o

だ が
, 学校 に 通 わ な く と も, 多く の 商 人 が 何 ら か

の 形で ラ テ ン 語 を学 ん だ で あ ろ う o モ レ ッ リ や パ

オ ロ . ダ . チ エ ル ク ル ドの 忠告 , 覚 書 や 商 業 嘗 簡

の 在 り方 な ど に 窺 え る商人達 の メ ン タ リ テ ィ を 考

え れ ば, 自分 の 目 で 内 容 を確 認 し な い ま ま , 彼 ら

が 契 約 を容 れ た と は思 え な い o

以 上 の よ う に
, 都市 に お け る教育 は ま ず 何 よ り

ら, そ の 社会 に 生 き る 者の
, 特に 商 人 の 必 要 に 応
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じ た
,

実用 性の 高 い 知 識を与 え るも の で あ っ た o

教育 に よ っ て 習得 す る 知識 は, 彼 ら が 都市 社会 の

中で 成功 す る 為 に 必要 な もの だ っ た の で あ る o し

か し ま た
, 教育 の 意 義が 商業実 務 や 生活 上 の 必 要

を 満 た す に止 ま ら な い もの で あ る こ と を, 人 々 は

認 識 して い た o 彼 ら は 教育 の 意 義 と い う も の を ,

社会 的な上 昇 と 結び つ けて 考え て い た の で あ る o

か か る 認識 は,
モ レ ッ リ の F 覚書迎 の 申 で 語 ら れ

る
, 彼の 父 パ ゴ ロ の 経 歴 に 窺 え るo

パ ゴ ロ は13 3 5 年 頃,

バ ル ト ロ メ オ
. モ レ ッ リ の

末子 と し て 生 ま れ
,

ム ジ ュ ッ ロ くフ ィ レ ン ツ ェ 北

方の 農村地帯l に里 子 に 出さ れ た o 当 時の 上 層 .

中層 市民 の 間で は , 子供 が 生 ま れ る と 乳 母 に 預 け

る く乳母 を住 み 込 ま せ る よ りも, 乳 母 の もと に 里

子 に出す こ とが 多か っ た1 こ と が 慣習 と な っ て い

たか ら で あ るo 父 バ ル ト ロ メ オ は
,

パ ゴ ロ が 末 子

で あ っ た 為 か
, 彼 を手元 に 戻す こ と なく ム ジ ュ ッ

ロ に放 っ て お い た o

C3 4 1

r l O 裁か12 歳J に な っ た と き ,
こ の ま ま農 村 に

L l た の で は 精々 小作 人 に し か な れ な い と 彼 は 考え

て
,

フ ィ レ ン ツ ェ に 戻 っ た o だ が 兄 達 に 軽ん じ ら

れ た の で
, 読 み 書き を学ぶ べ く ,

遅 ま き な が ら 私

塾 に通 い 始め た の で あ るo ず っ と 年下 の 他 の 生 徒

達 と 同 じ よ う に 体罰 を 受け る こ と を屈辱 に 感 じ た

彼は , 殴 られ る た びに 塾 を転々 と した の で
, 最 初

は何 も身に つ か な か っ た o し か しあ る 塾で , 教 師

が 殴 らな け れ ば彼 も そ こ に 留ま る と い う 契 約を 交

わ し
.

,
そ の 後 は 勉学 に励 ん だ の で

, 読 み 書き 算盤

の 能力 を習得 した と い う. こ う して パ ゴ ロ は
,

兄

速 か ら父親 の 遺 産を 分与 して も ら い
, 商人 と し て

自立 す る こ と が で き た o そ して 次第 に 才覚 を顕 し
,

兄連 が136 3 年 の 疫病 で 死 ん だ後 は , 彼 が モ レ ッ リ

家 の 中心 と な っ た の で あ るo

e3 5 1

教 育も受 けず に農村 に い た の で は
, 社 会 的上 昇

は望 め な い と い う の が
,

パ ゴ ロ や ジ ョ ヴ ァ ン ニ の

属 した フ ィ レ ン ツ ェ 社会 の 認識で あ っ た . 無 論 ,

教育 さ え受 けれ ば出世で き る と い う もの で は な い .

ジ ョ ヴ ァ ン ニ は
,

パ ゴ ロ が 有 力者 と の 人脈を作り,

都市社会に 人 的 ネ ッ ト ワ
ー

ク を広 げ る努 力 を 怠 ら

な か っ た こ と を指 摘 し て い るo

C 3 61

こ う し た 努 力 の

甲斐も あ っ て
, 彼 は 社会 的 な 地位 と評 価 を 高め

,

最 高行 政職 で あ る プ リ オ ー レ く執 政委 員l の 候 補

に挙が るま で に な っ た の で あ ろ う o しか しな が ら
,

そ う し た 社会 的上 昇 の 手掛か り は
, 読 み 番き 算盤

の 知 識を 習得 した こ と で あ っ た o

か か る教 育 と社会的 上 昇と の 関 連 を最 も端 的 に

示 す の は, 公証 人 の 存 在で あ るo 多く の 場 合 , 公

証 人 に な る の に, 大 学 の 学 位は要 ら な い o 文 法 学

校で ラ テ ン 語 . 修 辞学 . 公証 学等 を学 び
, 公 証 人

ア ル テ く組合l の 審 査 に 合格す れば良 か っ た o 勿

袷 ,
こ う した 教 育 を受 ける に は 費用が か か る が

,

そ れ は都市 の 中層以 下 の 職人や 小 店主
, 或 い は 農

民 で も負担 で きな い 金街で は な か っ た o 盛 村 地 域

の 出身 と 見 ら れ る公 証 人 は , 1 3 世紀か ら増 え て い

るo ま た
,
1 3 2 7 年 の ピサ の 公証 人 ア ル テ へ の 加 入

中静記録 に よ る と
,

7 1 名 の 申請 者 く同 ア ル テ に 加

入 して い る 公証 人 の 子 弟は
, 加入 審査 を免 除 さ れ

て い た の で ,
こ こ に は含 ま れな いl の 大 半 が

, 染

色 職人 . チ
ー ズ製造業者等 の 手工 業者 の 子弟で あ っ

た o そ し て 審査 の 結 果
,

71 名中5 2 名 の 加 入 が 認 め

られ て L l る o

C3 71

既 に 述 べ た よ う に
,

あ らゆ る 公文 書は 公 証 人 の

手 に よ らな け れ ば な ら な い ほほ市の 公 文書作成 .

書記 業務も 公証 人 に 委託 さ れ たl の で
, 公 証 人 の

需要 は 高か っ た . しか も, 手工 業者や 農民 に 比 べ

て
, 彼 らに は 高 い 社会的地 位 が 認 め られ て い た o

フ ィ レ ン ツ ェ で は公 証 人 は法律家と共 に
, 法律家 .

公証 人 ア ル テ A r t e d ei G i u d i ci e N o t a i を 作 っ て

い るo こ れ は 七 大 ア ル テ の 一 つ で
, 手 工 業関 係 の

ア ル テ よ りも 力 を持 っ て い た o 即 ち, 手 工 業 者 の

子 弟や 農村 の 出身 者が , 然 る べ き教育 を受 け て 公

証 人 に な る こ と ば
,

正 しく社会 的上 昇 に 直結 す る

もの だ っ た の で あ る.

C 3 81

ま た
, 教 育 の 有無 そ の もの が

, 社会 的 な 評 価 に

結 び付 い て も い た o 1 4
,

1 5 世 紀 を通 じ て
, 共 和 政

の フ ィ レ ン ツ ェ の 実権 を握 っ て い た の は 商 人 達 で

あ り
, 彼 ら の 価値観 が フ ィ レ ン ツ ェ 社 会 の

, 就 中

支配層 の 価値 観 で あ っ た
o 従 っ て

,

一 定 の 社会 的

評 価 を得 る為 に は
,

そ れ に 相応 し い 教 育 水 準 に 達

し て い な けれ ばな らな か っ た の で あ るo も し も パ

ゴ ロ が 無 学 の ま ま財 を成 し, 有力 者 と 人 脈 を作 る

こ と が で きた と し て も , 彼は 支配 層 に は 受 け 入 れ

ら れず ,
プ リ オ

ー レ の 候補者 名簿 に 名を 連 ね る こ

と も な か っ た で あ ろ う o 教育 の 有無 は 政 治 参 加 に
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巾LLi
.

末期の イ タリ ア の 教帝と 都市文化

も影 響 し得 た の で あ る .

C 3 削

女 子 の 識字 教育 と い う も の が電 裾さ れ な か っ た

理 由も,
こ の よ う な 側 面か ら推察 さ れ る の で は な

か ろ う か o 女性 は通 常, 日 常 生活 で の 読 み 番 き が

必 要 な こ と ば あ っ て も
,

敵 軍能力 の 要求 さ れ る よ

う な 社 会的 地位 や 職業に は細 線で あ っ た し, 複 雑

な 計算技術や 法的知識 を 必要 と す る よ う な 活 動 に

従事す る こ と もな く, 勿論 , 政治 に は 参加 で 重 な

か っ た o 女惟 に と っ て , 教育 は 社会的 上 昇 へ と 通

じ る もの で は な か っ た o 従 っ て 父 親は, 娘 に 強 い

て 読 み 番きや 欝 術,
ラ テ ン 語 を学ばせ る必 要を 感

じな か っ た の で あ る o

4
. 商人文化と都市社会

商人通 が教育 に熱JLl で あ っ た の は , 何 よ り も 読

み 番き算盤 の 知識が 職業上 必須 で あり , 実 生 活 で

の ラ テ ン 語 の 有用か性 も高か っ た か らで あ る o ま た

彼ら自身 が 作 り上 げ た 都市 社会 の 知的環境 の 申で
,

そ う し た 知識の 習 得 が 社 会的 評価 を高め
, 地 位 の

向上 に通 じた か ら で もあ る o 都市の 文化 的 環 境 は

こ う し て 常に 再生 産 さ れ
,

そ こ に--r-
-

種 の r 商 人文

化J が 醸 し出 さ れ て い っ た.

言 うま で も なく , 商人 文化 は 高い 識字 能 力 の 上

に成 り立 っ て い る o こ の 能 力 は 元来, 帳簿 そ の 他

の 記 録 を っ け , 手紙 を嘗 き, 公証 人文 番 を読 む こ

と に 向け られ た もの で あ るo 不 安 定な 都市 社会,

リ ス ク の 大 き な 商取 引 の 中 で 生 きて い た商人逮 は
,

保身 の 為に あ ら ゆ る こ と を記 録 す る よ うに 努め たo

覚 書 や 商業 手引 も, 情 報 や 知識 を 保存 し, 関 係 者

く家族や 子孫 , 仲間l に 伝 え る 為 に書 き 残 さ れ た

もの で あ る o そ の 点で は 商人 文化 は, サ ボ
-

リ の

指摘 した よ う に
, 商業活 動 に 関 わ る経 済 的 性格の

強 い もの で あ っ たo

C4 0 1

し か し ,
こ の よ う な 志 向 - 清 水氏 が r 記 録 へ

の 執念J と 呼ん だ も の - に 動 か さ れ た 商人達 は,

更 に 自身 の 周 囲 の 世 界 を 文字 に 残 す こ とで 把握 し,

後世 に も伝え よ う と 考 え る よ う に な っ た o

t4 1 1

こ う

して ゲ ィ ッ ラ ー ニ や コ ッ ポ ー ス テ - フ ァ ニ の 年 代

記が 生ま れ , 肝良 き慣 習 の 書jI が 流 布 す る こ と に

な っ た の で あ るo ま た , 本来 は 家 産 の 管 理 記 録 で

あ っ た覚 書 に も, 多 少 の 自己顧 示 も伴 っ て , 年 代

紀, 自伝,
処世訓の 要 素が 混 在す る も の が 現れたe,

モ レ ッ リ の 阿覚 割 も そ の--
-

つ で あ るo

u 2 ,

小話 作者の サ ッ ケ ッ チ イ や ポ . t

J カ ッ チ ョ が 商 人

で あ っ た の も, 商人 こ そ は 古今 の 小謡 を収 報し
,

ま た 周 囲 の 世 罪を観 察し て
, 小話 と して 爵き 簡 め

る 知性 と教 養を持 っ て い た か らで あ るo こ れ ら の

r 物 番 き商人J は
,

そ の 識字力 を商人 と し て の 敵

背 の 中 で 培わ れ
, -I-.

.

方 , 彼らの 作品 く但 し覚 齢 は

私 的な もの で
, 巷間 に 広 め られ る もの で は な い,

の 読者 も, 同 じく 都市の 教育深場 の 中 で 読 み 解 轟

能力 を身 に つ け て い たo 前 ル ネ サ ン ス の 鰐清 文学

の 開 花 は . 都市社会の 教 育水準 . 識字率の 商き に,

実 に 多く を負 っ て い た の で あ るo

t 榔

都市の 赦背環蟻 に刺激 され た の は
. 俗 陪文学 ば

かり で は な い o 1 4 郎己後半に
, 古.IAL 文 化 へ の 関心

は ,
ラ テ ン 古 典 を研 究 す る 人 文学 者 h u m a n i s t a

をにトI JC l と し つ つ
, 市民 の 間で も高ま っ て い っ た o

こ の 所謂 卜人文主我J の 勃興 もま た, ラ テ ン 畿 教

育に 拠 ると こ ろ が 大 き い の で あ る. 道 民 と して の

ラ テ ン 語 から, 古鵜文化を伝え る も の と して の う

テ ン 語 へ と 目が 向き , 文化そ の も の に も 閑JLl が 持

た れ る よ う に な っ た の で あ るo 日 常の 兼務 の 申で

ラ テ ン 語 に 接 して い た 公証 人の 中か ら
,

ベ ト ラ ル

カ や コ ル ッ
K
チ ョ

. サ ル タ
-

テ ィ の よ う な 人 文 学 者

が 現 れ た の は
, 偶 然 で は な い o

C 榔

公証 人 に 限 らず, 商人 もま た , 商売 や 生 活 に 直

結 し な い 教養や.古典 に 関心 を向けて い たo モ レ ヮ

リ は
, 父親か ら 教育 を受 け ら れな い孤 児 に対して

,

ウ ェ ル ギ リ ウ ス や ボ ェ テ ィ ウ ス な どの 古敗 を学ぶ

よ う に 勧 め て い るo 彼 の言 に よ れ ば
, 良 き市民 と

な る に は , 読 み 書き 算盤 を習 う だ け で は 不 十分 で

あ るo 古典 に親 し め ば, 必 要 に 応 じ て ウ ェ ル ギ リ

ウ ス に相 談 し, ポ エ テ ィ ウ ス や ダ ン テ の 詩 に 親 し

み
,

キ ケ ロ か ら は弁 論術 の
,

ア リ ス ト テ レ ス か ら

は 哲 学 の 教 え を受 け る こ と が で き る と い う の で あ

る.

t L15 1

こ こ に 挙 が っ て い る 古典 の 総 て を, 実 際 に

彼が 読 ん で い た の か ど う か は判 ら な い
o だ が ,

ラ

テ ン 語 の 古典 や ダ ン テ の 著I
J

F -

-

を 手本 に
, 詩 や 弁 論

術 や 哲 学 を学ぶ こ と を有益 と す る披 の 態 度 に は
,

広 い 教 養 へ の 関心 と,
r 人文 主 義J の 影響 を 見 る

こ と が で き るo

こ う し た 教養 と し て の 学問の 志向 は, ヴ ェ ネ ッ イ

- 5 3 -



ア に も見ら れた . 1 4
,

1 5 世紀の ヴ ェ ネ ツ ィ ア の 市

民 連 ci tt a d i n i く貴族 n o b ili で はな くつ は
, 実 用 的

な基礎 教育の 外 に
, 哲学や 論理学 , 医 学 な ど を 息

子 に学ばせ る こ と が 珍 しく な か っ た o だ が
,

そ れ

は あく ま で も教養 と して で あ っ て , 法律家 や 医 者

な ど の 専門 の 職業 人 に な る こ と を望ん だ 訳 で は な

い の で あ る o も っ と も
,

こ れ は純粋の 教 養 と い う

よ り は , 少々 打算的 な も の で あ っ た ら し い
o 児 玉

氏 に よ れ ば, 東方貿易 に おい て は
, 高度 な 文 化 を

誇 る ビ ザ ン ツ や ア ラ ブ の 商人 や 貴族 と 交流 す る こ

とが 商取引 に 不可 欠で あり,
そ の 為に

, 高 度 な 教

養が 商人 に も要求さ れ た の で あ る o

C4 6l

一 方,
フ ィ レ ン ツ ェ で は , 古典 文化 に 学 び, こ

れ を現実の 生 活 に 反映さ せ よ う とす る姿勢 が
, 柿

民 の 政治的姿勢 に も持 ち込ま れ た o 1 4 世紀 末に 書

記官長 を務 め た コ ル ッ チ ョ
. サ ル タ

- テ ィ が
,

フ ィ

レ ン ツ ェ の 共 和政 を舌代 ロ
-

マ の 共和 故 に 準え て

称揚 し て 以来, 市民 の 共 和主義 が ロ
ー

マ の そ れ と

結 び付 け て 考え ら れ, 正 当 化 さ れ た o
バ ロ ン が

r 市民 的人 文主 義 ci vi c h u m a n i s m J と 呼ん だ こ の

文化 的動向も,
そ れ以 前に 育まれ て き た 市民 の ラ

テ ン 語教養 と い う 受 け皿 が あ っ て こ そ 生 じ た の で

ぁ る o

C4 71

書物の 需要も識字率に 比例 して 高く,
フ ィ レ ン

ツ ェ は書籍の 集ま る
一 大 文化 セ ン タ

ー

とな っ た o

勿 論, 印刷 術の 普及 す る以 前, 書物の 流 布 は 写 本

に よ っ て お り, 青物はか な り 高価 な もの で あ っ た

か ら, 市民 の蔵書量 は
一 般 に は多く は な か っ た o

そ の 代 わ りt 蔵書 家 は熱J仁一に 書物 を収集 し
, 書籍

商も そ の 注 文に応 じ た の で あ る o

C4 8 1
そ し て15 世 紀

末 に印刷術が 実用 化 さ れ る と, そ の 普 及 は 早 く ,

ま も な く多く の 書物く学校教 材を含 め てl が 量 産

さ れ る よ う に な っ たo 書物の 需要 が そ れ 以 前 か ら

高 か っ た か ら こ そ , 新し い 印刷術 は す ぐ に こ れ に

対 応 した の で あ る o 教育水 準の 高 さ は, 印刷 術 の

普 及 す る環 境を も準 備 し て い た の で あ っ た.

C4 9l

おわり に

以上 の よ う に, 1 4 世紀 か ら15 世紀 に か け て 商 人

連 の 生み 出 し た文 化 は , 都市文化 の 中心 と な り ,

盛期 ル オサ ン ス 文化を開花 さ せ る 土壌 を作 っ た .

商人 の 教 育熱 もま た , 文化 水準を上 げる の に 貢 献

した o 2 世 紀 にわ た っ て
, 商 人文 化 は イ タ リ ア の

諸都市の 文 化 的基盤 で あ っ た と言 え よ う o

だ が 実 は15 世紀の 問 に
, 商人 の 役割 は 政 治 的 に

も文 化 的 に も, 消極的 に な り つ つ あ っ た o ヴ ェ ネ

ツ ィ ア を例外 と して , 多く の 都市で シ ニ ョ リ
ー ア

や 君 主 政 が 成立 し, そ れ ら の シ ニ
ョ

- レ く例え ば

フ ィ レ ン ツ ェ の メ デ ィ チ 家l や 君 主 く例 え ば ミ ラ

ノ の ス フ ォ ル ツ ァ 家l が
, 所謂 r 学芸愛護 くメ チ エ

ナ チ ィ ズ モIJ の 拠点 と な っ た の で あ る o

文化 の 申JL- は こ う した 宮 廷 に 移り, 商人 層 は宮

廷 の 周 辺 的 な 存在 に な っ て い っ た o 既 に 述 べ た よ

うに , 1 5 , 1 6 世紀に は 女子 の 識字教育を 奨 励 す る

動きが 見 られ る よ う に な る o 近代 的 な 意 味 に お け

る r 教 育 ed u c a 乞i o n e J も
,

人 文学者達 に よ っ て

主 張 さ れ始 め た .

C5 01
こ れ ら は教育観 の 近 代化 の

一

面 を示 す も の で ほ あ ろ うo しか しま た
, 商 人 連 の

重 視し た 実務的 な 知識 の 習得 よ りも, 宮 廷 に 適 し

た 教養教育 の 比重 が 高 ま っ て い っ た こ と を,
こ こ

に 看取 す る こ と は で き ない で あ ろ う か o

註

く1 1 も とも と コ ム - ネ の 指導者と して の シ ュ ョ
-

レ の 権 限 は , 市 民 の 支 持 に よ り,

一 定 の 期 間

を 限 っ て 認 め ら れ た も の で あ っ た Q そ れ が 次

第 に
, く少な く と も形式 的 に は市 民 の 同 意 を 得

てl 終 身 . 世襲 に 改 め られて い っ た の で あ る o

そ の 意 味 で は シ ニ ョ リ
ー ア は

,
コ ム ー ネ の 結

合 原理 に 依存 して い たo

く2 1 V ell u ti
,
D o n a t o

,
L a c r o n i c a d o m e s ti c a di

M e s s e r D o n a t o V ell u ti
,

a c u r a d i I si d o r o

d el L u n g o J
,
v o l pi ,

G .
,
F i r e n z e

,
1 9 1 4 . M o r elli

,

G i o v a n n i d i P a g o l o
,
R i c o r d i

,
M e r c a n ti S C T

.i -

tt o ri
,

.

R i c o T
.

di n ell a F i r e n z e i r a M e di o e u o

e R i n a s ci m e n t o
,

a c u r a d i B r a n c a
,
V .

,
M il a -

n o
,
1 9 8 6

, p p . 10 3
-

3 3 9 .

く3 I C a r d i n i
,
F .

,
A lf a b e ti s m o e c u l t u r a s c ri tt a

n ell
,

e t貞.
c o m u n a l e ニ a l c u n i p r o b l e m i

,
A A .

,

A lf a b e ti s m o e c u l l u r a s c ri tt a n e u a s t o r
.i a

d e ll a s o ci e t a i t a li a n a
,
P e r u g l a

,
1 9 7 8

, p .1 4 7

仁p p .1 4 7
-

8 6コ.
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中 世末期の イ タリ ア の 教育 と都市文化

く4 1 V ill a n i
,
G i o v a n n i

,
N L L O u a C r o n i c a

,
a c u r a

d i P o r t a
,
G .

,
v o l .3

,
P a r m a

,
1 9 9 1

,
L i b r o X ll

-

9 4
, p . 1 9 8

く5 1 G r e n d l e r
,
P

.
F .

,
S c h o o li n g i n R e n a i s s a n c e

I t a l y . L i t e r a c y a n d L e a r n m g ,
1 30 0- 1 60 0

,

B a l ti m o r e
,
1 9 8 9 , p p . 7 ト8 . 児 玉 杏仁 肝ヴ ェ ネ

ツ ィ ア の 放浪教師. 中世都市 と学 校の 誕 生Jl ,

平 凡社
,
1 9 9 3

, p p .7 2
-

3
,
2 2 8

-

3 2 1
フ ィ レ ン ツ ユ

の 人 口 に つ い て は 以下 を参 照o H e rli h y ,
D .ノ

K l a p i s c h - Z u b e r
.

C h .

,
I t o s c a n i e l e l o r o

f a T n i g li e . U T W S t u di o s u l c a t a st o j i o r e n ti n o

d e L 1 4 2 7
,
t r .d i B e n si

,
M .

,
B o l o g n a

,
1 9 8 8

, p p .

2 3 6- 4 3 .

く6 1 G r e n d l e r
,

o p . c it .
, p p . 7 2

-

3 . 児 玉 前掲番
,

p p . 7 2
-

3 .

く7 1 G r e n d l e r
,

o p . c il .
, p p .

7 小8
,

4 0 3
-

4 . 1 3 4 8 年

の 黒死病 で 半 減 し た 都市人 口 は
,

そ の 後 も し

ばし ばイ タ リ ア を襲 っ た 疫病 に よ っ て
,

14 世

紀 前半の 水準 に 回復す る こ と はな か っ た0 日凱

こ の と き の カ タ ス ト に 少 年 の 就学 が 申 告 さ れ

た の は,

一 種の 扶養 控 除 が 期待さ れ た か ら で

あ るo

く8 l
, ,

M a e s tr o V e n t u r a c h e ti e n e i f a n c i u llj a

ll e g g l e r e d e d a r e p e r p l g l O n e d
.

u n o a n n o d el

p a l a g
.

i o . . . . .

, ,

,
F a mi gli a D el B e n e

, 恥 a d e r
-

n e tt o d e Ll e p L g L O n L
,
A S F

,
A r c h i v i o D el B e n e

,

n .2 6
,

c .5 7 r . 拙稿 r 14 世紀 の フ ィ レ ン ツ ェ に お

け る店舗の 賃貸 -

デ ル . ベ ー ネ の 賃貸 記録 帳

薄 か ら -

J F 富 山大 学教 育学 部紀 要A 44 く19 9 3l ,

p .
1 7 亡p p .

1 3
-

2 7コ.

く9 l ル ゴ フ
,
J . く相木英彦J

I
三 上朝造訳l 町中 世 の

知識 人 - ア ベ ラ
- ル か ら エ ラ ス ム ス へ - Jl , 岩

波書店 ,
1 9 7 7 .

ハ ス キ ン ズ
,

C h . H . く野 口 洋 二

訳コ 軒十 二 世紀 ル ネ サ ン スA
,
創 文社

,
1 9 8 5

, p p .

3 2 ト4 7 . ジ ェ ニ コ
,

L . く森本芳 樹訳l 野中世 の

世 界EB
,
創 文社,

1 9 7 6
, p p . 2 2 4

-

6 5 ,

く1 01 児 玉 前 掲 書
, p p .

6 6 - 1 4 2 . F r a n cュ
,
R . I

R i g a t elli
,
L . T .

,
I n t r o d u z i o n e a ll

l

a ri t m e ti c a

m e r c a n til e d el M e di o e u o e d el R i n a s c i m e n l o
,

u rb i n o
,
1 9 8 2

, p ,2 5 . ま た 同 じ都市 の 中 で も,

よ り高 い 収入 の 期 待 で き る 地 区 や , 教 師同 士

の 過 当競 争 の 無 い 地 区 へ の 移 動 が 見 ら れ る o

児 玉前 掲番
, p p .9 6

-

1 4 2 .

く111 F r a n c ii R i g a t ell i
,

o p . ci t .
, p p .2 7

-

8
,
5 2

-

6 2 .

児 玉前轍番, p p . 7 2
-

3 .

く1 21 G r e n d l e r
,

o p . ci L . , p p .1 4 2 - 7
,
1 5 6

-

2 0 2 . 児 玉

前掲番 , p p .5 ト4 .

く131 G r e n d l e r
,

o p . ci t .
, p p . 14 7

-

1 56
,
3 06 -

2 3 .

F r a n cil R i g a t elli
,

o p . ct t .
. p p .2 ト2 8

,
3 8

-

4 7 .

片 岡泰 彦 阿イ タ リ ア 簿記史翰北森山商店,
19 略

p p .9 9
-

2 54 .

く1 41 ゲィ ッ ラ
ー ニ と同時代の フ ィ レ ン ツ ェ 商人 ,

フ ラ ン チ ェ ス コ . ペ ゴ ロ ッ テ ィ の 著 した W 商湖

東務A な どo P e g o l o t ti
,
F r a n c e s c o

rB a l d u c ci

L a p r a ti c a d ell a m e r c a t u T
.

a
,

e d . b y E v a n s

A .
,
C a m b r i d g 8

,
1 9 36 . F r a n ciJ R i g

.

a t elli
.

CIP

cit .
, p p . 5 2

-

6 2 . r 商薬手引J に つ い て は , メ

編俊 二 r肝簡売の 手引A , あ る い は 中世イ タ リ

ア 商人 の r実 務百科JJ 中村賢二 郎解 W都市a

社会史淵
,

ミ ネ ル ヴ ァ 薗軌 1983
, p p . 2 4 小 2 61

な ど を参 照o

く151 椅水 魔
-

郎 野中世イ タ リ ア 商人 の 世 臥 Jl

ネ サ ン ス 前夜 の 年 代記A ,
平凡 社

,
1 982

, p p .

2 9
-

3 0 , F r a n c e s c o d i G i o v a n n i d i D u r a n t e

R i c o r d a n 之e 1 3 3 小13 4 4
,
B N F

,
F o n d o N a zi o

n a l e I トiii
,
2 8 0 , c c .4 r

,
6 r .

く161 M o r elli
,

o p . cit .
, p p .1 9 7

-

2 0 0 .

く171 後述 の よ う に
, 覚 審 ri c o r d a n z e は

一 般 に ,

子 孫に 伝 え ら れて い く家 産 の 管 理Ej 録 で あ る

こ れ に 対 し て ,
モ レ ッ リ の 肝覚番A は 処 世盈

と家 の 歴 史, 都市の 歴 史か ら成 っ て お り, 千

孫 へ の メ ッ セ - ジ と い う 側面 は 持 っ が
, 日金

の 機 能 は 果 た して い な い o

く181 読 み 書 き を習う よ う な 年 齢の 子 供 が
, 親ラ

を 離れ て い た 理由 は 不明 で あ る L ド メ ニ コ は

イ タ リ ア 有数 の 商都 で 商 人 と して の 教育を受C

さ せ る 為に
, 我が 子 を手 元 か ら離 し た の で あj

うかo G e r o z ヱ0
,
D o m e n i c o

,
L i b T

.

0 di ri c o T
.

C

1 3 4 9- 1 4 0 0
,

A S A
,

R a c c ol t e e M i s c 母11 a n e e
.

L i b r o d i ri c o r d a n z e f a m ili a ri
,
5

,
c .4 2 v . 尚

モ レ ッ リ の F覚 書Jl と は 異 な り,
こ れ は 家 く

経済 . 財産 の 記録 で あ るo

く191 児 玉前 掲書
, p p ,3 5

-

7 .

く2 01 同上
, p p .4 卜6 3 .

-

5 5
-



く211 P a ol o d a C e r t a l d o
,
Il li b r o d i b u o n i c o s -

t u mi
,
M e r c a n ti s c ri tt o ri . ci a .

,
1 5 5

, p p .3 6- 7
.

.

く221 F r a n c e s c o d i G i o v a n n i d i D h r a n t e
,

o p .

c it .
,

c . 4 r
,
6 r . 清水前掲 書

, p p .
30 - 3 1

.

く2 3J G r e n d l e r
,

o p . ci t .
, p p . 8 7- 8 9 .

く241 i bi d
.

, p p .
90 - 3

. O ri g o
,
I .

,
IL m e r c a n t e d i

P T
.

a g o
,
t r . d i R u ffi n i

,
N .

,
M il a n o

,
1 9 7 9

, p . 24 5 .

く2 5ン O ri g o
,

o p . ci t .
, p . 2 7 5 .

く2 61 S t r o z zi
,
A r e s s a n d r a M . d e g li ,

L e tt e r e d i

u n a g e n til d o n n a fi o r e n ti n a d e l s e c o l o X V

a i fi g li LL O li e s u li
,

a c u r a d i G u a s ti
,
C .

,
F i r e

-

n z e
,
1 8 7 7

,
ri s t a m p a 1 9 7 2

.
ス ト ロ ッ ツ イ は フ ィ

レ ン ツ ェ の 名門で あ る が
, 夫 マ ッ チ オ と息 子

達 は反 メ デ ィ チ 派と み な さ れ て 追 放 に 処 せ ら

れ た くマ

,
ツ テ オ は 翌 年 に 死 亡1 の で あ る o 亀

長洋子 r 中世後 期 フ ィ レ ン ツ ェ の 寡婦像. A l e
-

s s a n d r a M a c i n g h i d e g li S t r o z z i の 事 例 を中

心 にJ 折イ タ リ ア 学会誌A 42 く19 9 2l
, p p .8 0

-

1

Ep p .8 0
-

1 0 4コ.

く271 G r e n d l e r
,

o p . ci t .
, p p .7 2

,
9 3

-

1 0 2 .

く281 1 9 世紀 に出版 さ れ た 版 で は , 電g a r z o n i診 で

は なく 鑑f a n ci u lli診 と な っ て い る . C r o n i c a

di G i u a n n t V i ll a n t
,

t o m o V I
,

L i b r o X ト
,

F i r e n z e
,
1 8 2 3

,
ri s t a m p a R o m 乱

,
1 9 8 0

, p . 18 4 .

し かし
,

い ずれ に して も,
ア ッ

パ コ と 算術 を

習 っ て い た の は 男子 の み と さ れ て い る 訳 で あ

るo

く29l
.
不確実 な通 信事 情 く殊 に 海 上l を考 慮 し て ,

し ばしば 同内容の 通 信 が
, 発 送 日 や 経 路 を変

え て繰り返 され た o 拙 稿 r 中世地 中海 商業 と

商業通信
-

14 世紀前 半 の ゲ ィ ネ ッ イ ア の 場

合
-

J 折イ タ リ ア 学会誌A 36 く19 8 6l , p p .1 9 6
-

2 1 0
. 商業郵便 に関 して は, 斉藤寛 海 r 中世後 期

の 商業郵便 -

イ タ リア をEP JLl とす る考察 - J

阿イ タ リ ア 学会誌A 34 く198 5つ
, p p .

2 7- 4 9 を 参 照 o

く301 P a ol o d a C e r t a l d o
,

o p . cit .
,
4 6

, p .2 4 5 . 拙

稿 r 中世 イ タ リ ア 商人 の覚書J F 地中海 学研 究A

15 く19 9 2l
, p p .9 7

- 1 2 0 . r 父権解放 e m a n ci p a ti o J

と は
, 父 親 が 自分 の 存 命 中 に , 成 年 く25 歳l

前 の 息 子 を自分 の 支 配 権 か ら法 的 に 自立 さ せ

る 手続 き で あ るo 父親 の 支 配 権 か ら r 解 放J

さ れ た息 子 は
, 成 年 前 で も 相 続 権 や 契 約 締 結

権な ど の 民 事 的権利 く納 税 義務 や 参 政 権 は18

歳で 生 じ るl
-

を認 め ら れ
,

-

人 前 の 市民 と し

て 自立 し た o

く311 S a p o ri
,
A .

,
L a c u lt u r a d el m e r c a n t e m e di e -

v a l e i ta li a n o
,
i d .

,
S t u di d i s t o ri a e c o n o m i c a

s e c o li X IIII X I V
-

X V
,
3

a

e d . v o l .1
,
F i r e n z e

,
1 9 5 5

,

p .5 6 仁p p . 53- 9 3コ.

く321 清水 贋 一 郎 r 中 世 末期イ タ リ ア に お け る 公

証 人 の 活 動
-

史料と し て の 公 証人 文番 - J

肝公 証 法学A 7 く19 7 8l
, p p .7

-

8 E p p . ト 1 5コ. 例

外的 に ジ ェ ノ ヴ ァ で は , 商 取 引 の 契 約 者 を公

証 人 に 作 ら せ る こ と が続 け ら れ て い たo

く33I 但 し , 次第 に 手続 き が 簡 略 化 さ れ
, iE 式 の

文書は 作 ら れ る こ と が 少 な く な っ た o 文 苔 を

作成 せ ず と も
, 公証 人 が 保管 す る 登 記 簿 に 記

載 く常套 句 な ど は 省 く1 す れ ば, 手 続き は 完

了 し た と認 め られ る よ う に な っ た の で あ る o

後日
,

正 式 の 文書が 必 要 と な っ た 場 合 に は
,

こ の 登記 簿 の 記 載に 基 づ い て
, 公 証 人 が 文 書

を作 っ た o 同上
, p p .2- 4 .

く34l cf . K l a p i s c h - Z u b e r
,
C h .

,
P a r e n t s d e s a n g ,

p a r e n t s d e l a i t
,
i d .

,
I , a T n a i s o n e t l e m o m .

S tr a 紹g i e s et ri t u el s d a n e I
,

h a li e d e l a R e n a -

i s s a n c e
,
P a r

.

i s
,
1 9 9 0

, p p .2 6 3 -

8 9 .

く351 M o r elli
,

o p . ci t .
, p p . 1 3 5

-

4 3 . 酒 水 贋 -
一

郎

r家 と 家と を むす ぶ も の
-

中世末期イ タ リ ア

に お け る 嫁資に つ い て
-

J 肝社 会 史 研 究J1 6

く19 8 5l , p p .1 2 ト2 2
.

く361 M o r elli
, o p . ci t .

, p p . 1 3 8
-

9 .

く3 71 児 玉 前掲書
, p p .1 4 6

-

5 1 . 清水前 掲 r 中世末

期 イ タ リ ア に おけ る 公証 人 の 活動J , p p .
9- 14

.

く3 81 但 し, 公 証人 に 対 す る
一

種 の 不 信 感 も , 社

会 の 中に あ っ た . C a r d i n i
,
F .

,
o p . ci t .

, p . 1 6 3 .

く3 91 1 5 世紀 の 中層 市 民 バ ル ト ロ ン メ オ . チ ェ デ

ル ニ は
,

メ デ ィ チ派 の 有力家門 パ ン ドル フ ィ
ー

ニ 家 と密 に結 び付 き な が ら ,
パ ン ド ル フ ィ

-

ニ 家 と縁戚 に も あ る ジ ョ ヴ ァ ン ニ . ル チ ェ ッ

ラ イ と そ の 周辺 の 人 々 と は
, 殆 ど 関 わ り を持

た な か っ た . 彼 は
, 実 用 以 外 の 教 養 に は 無 縁

の 人物で あ っ た の で
,

ル チ ェ ッ ラ イ を 中心 に

形 成 さ れ て い た 一 種 の 知 的 サ ー

ク ル に は 入 り

込 め な か っ た の で あ るo R e n t
,
F . W ノC o r ti

, G .
,

- 5 6
-
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B a r t o l o m m e o C e d e r n i a n d H i s F ri e n d s .

L e tt e r s t o a n O b s c u T
.

e F l o r e n ti n e
,

F i r e n z e
,

1 9 91
, p p .4 ト2 .

く40う S a p o ri
,

o p . ci t .

く4 1I 清水 前掲 粁ヰ1 世イ タ リ ア 商 人 の 世 界述
, p p .

1 5 0- 6 4 .

く42う 前掲拙稿 r 中世イ タ リ ア 商人 の 覚 書J , p p .

1 0 7- 9 .

く431 B e e
,
C h .

,
I , e s m a r c h a n d s a c ri u a i n s a

F l o T
.

e n C e 13 7 .1 J 4 3 4
,

P a ri s
,
1 9 6 9

.

く441 イ リ イ チ に よ れ ば , 読 書が 知 識 を得 る 為 の

r学 習 行為J に な る こ と自 体 が , 1 2 世紀以 降 に

起 こ っ た も の で あ るo そ の 時点 で 番物 は 単な

る r 記 録J と な り,
テ ク ス ト と な っ て い く と

い う の で あ るo Illi c h
,
I

.
,
I n th e Vi n e y a r d of

th e T e x t . A C o m T n e n t a r y t O I I u g h
,

a D i d a ぶ
-

c a li c o n
,

C h i c a g o
,
1 9 9 3

,
特 に p p .1 1 5r- 1 2 4 .

仁最 近 , 同 番 の 邦 訳 が 出 さ れ た o 岡 部佳 世 訳

W テ ク ス ト の ぶ どう 畑でJl , 法 政 大 学 出版J乱

199 5 .コ 尚, 本稿 に おけ る r 人文学 者J と は ,

ラ テ ン 古典 . 古 典文 化 の 研 究 者 と し て の r フ

マ ニ ス タJ を指す も の で あ る o フ マ ニ ス タ の

在 り 方 は, 時代と 共 に 変化 して-A-h-
一

様 で は な い o

一

方,
r人 文主 義者J と い う 邦 語 は

, 多く は ラ

テ ン 或 い は ギ リ シ ア 古 頻 に 傾 倒 し
, 人 間 の 在

り方 の 規範 を そ こ に 求 め た モ ラ リ ス ト . 思 想

家 を示 す よ う で あ る が , そ の 定 義は 畷 昧 で あ

る o こ う し た 点 を考慮 し て ,
こ こ で は r 人 文

主 義者J の 語 を避 け , 清 水 氏 に 倣 っ て r 人 文

学 者J の 語 を用 い た o 清水康
一

郎 r 都市 文 化

と し て の ル ネ サ ン スJ F概 説 イ タ リ ア 史J1 3 亀

有斐閣
,
1 9 88

, p p .6 4- 7 0 E p p . 5 0- 7 0コ . cf . ク リ

ス テ ラ ー

,
P . 0 . く佐 藤三 夫監 訳う粁イ タ リ ア .

ル ネ サ ン ス の 哲学 者A
,

み すず書 房 ,
1 9 9 3 . 宿

水純 一 r ル ネ サ ン ス の 哲学 - ヒ ュ
ー

マ ニ ズ

ム か ら 自然 哲学 へ J 同 肝ル ネ サ ン ス 人 と 思

想A , 平 凡社
,
1 9 9 4

, p p .3 5- 7 1
. 紬 u m a n i s t a遜

の 概 念 に つ い て は
, G r e n d l e r

,
P . F .

,
F i v e

王t a li a n O c c u r r e ll C e S O r U m a n i s t a
,
1 5 4 0- 1 5 7 4

,

i d .
,
C u lt u r e a n d C e n s o r s h L

.

P i n L , a t e R e Tl a i -

s s a n c e I t a ly a n d F r a n c e
,
I , o n d o n

,
1 9 81

, p p .

3 1 7- 2 5 . i d .
,

T h e C o n c e p t o f H u m a n i s t i n

C i n q u e c e n t o I t a l y ,
i b i d .

, p p .4 4 7- 6t3 .

く451 M o r e lli ,
o p . ci t . , p p .1 9 9- 20 0

. 酒水 前掲 r 家

と家 と を結 ぶ ものJ
, p .

1 3 0
. 但 し, 聖 番 を も学

び, 神や 聖 人逮 に 心 を 寄 せ る よ う に
, と も モ

レ ッ リ は説 い て い るo

く461 児 玉 前掲 乱 p p . 2 0 8- 1 臥 ヴ ェ ネ ツ ィ ア で は

129 7 年 に
, 行政 の 基盤 であ る大評議会 M a g g i o r

C o n si g li o に 参 加 資格 を 持っ 家系が 限 定 さ れ

く所謂 rl大評議 会 の 閉鎖 s e r r a t a Jl , 以 後, そ

れ ら の 家系が r7i
一

族J と して----
-

階層 沓 成 す よ

う に な っ た o rr
-I

FfEiLj は 完全 な
, 或 い は 部分的

申

な 市 民 権を持っ が
, 大 評 成 金 の 参 加 際櫓 を 持

た な い o

ぐ47, B a r o n
,
王1

.
,
T h e C T

l

i s i L M f th e L I
J

I

cl, rl
.v IL a li a Tt

l h l a i ぶぶa n C e
,
P ri n c e t o n

,
1 9 6 6

, p p . 9 4- 1 6 6 .

13 u r k e
,

.P .
,
T h e I t a li a n R 即ヱILiぶぶa rL C e . C u l t u r

.

tT

c m cI S 亡, C i et y i n I ta l y ,
C a m b ri d 那 J 9 8 6

. p p ,

2 3 O- 1 .

く481 B e e
, C h

.
,
I , e .g I

. l u r e s d e s F l o r e n 如 s u 4 18-

1 6 0 8,
,
F i r e n 21e

,
1 9 8 4 . B u r k e

,
o p . cit h .

, P P .6 9-.

7 0 .

く49J G r e n d l e r
,

o p . cよt .
, p p .1 4 7

-

1 5 6 . B u r k e
,

o p .

c iL .
, p p .7 0

-

72 . R i c h a rd s o n ,
B

.
,
P ri n t C h l t u r e

i n R e n a i 由 a n c e h a l
.v .

T h e E d it o r a n d th e

V e r n a c LLl a r T e x t
,

1 4 70- 1 6 0 0
,

C a m b ri 亡1 耶 ,

1 9 9 4 .

く501 児 玉 前掲 番, p p .4 6- 4 8 .
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