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ドイツ学校教育におけるグリムのメルヒェン

と現代伝説について

金城ハウプトマン朱美

はじめに

200年前にヤーコプ・グリム(JacobGrimm)とヴイルヘルム・グリ

ム (WilhelmGrimm)により 『子どもと家庭のためのメルヒェン集』

(K加妙-""dHq"s加伽〃e〃以下KHM)が編蟇されてから現在に至る

まで、 ドイツの学校教育においてグリムのメルヒェンが様々な教科で活

用されている。メルヒェンの文体面に注目した場合、ハインツ・レレケ

(HeinzR611eke)などの研究により明らかになっているように、文学的

価値の高い文章に仕上げられた点が評価され、 ドイツ語学習に利用され

てきた。この他メルヒェンの教育的価値についてはメルヒェン教授法

(Mｮrchendidaktik)の分野で多数の先行研究があり、肯定的な意見ばか

りではなく、オットー･F･グメーリン (OttoF.Gmelin)が主張したよ

うに「悪いものはメルヒェンに起因する｣'といった否定的な意見も存在

する。

グリム兄弟がメルヒェンや伝説を害承化し、 さらに近代化の影響を受

け、これらの話は口伝されなくなっていったが、その他のジャンルの話、

日常の出来事(AlltaglicheErzahlungen)、噂話、ヴイツツ (Witz)、現

代の語りである現代伝説(moderneSagen)は、主に口頭で語られ、 ま

たインターネットや電話など電子機器を介して語られ伝播していくので

伝播速度も速い。インターネットによる文芸を、口承文藝研究家の竹原

1 Gmelm, F.Otto:β節esko加加rα"sA“7℃he"・ In:DieG""ぬc〃"ﾉe. 1975.H. 3,

S. 125-131.
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威滋が「電網文芸｣2と名付けており、その代表に現代伝説3が挙げられる。

ドイツの現代伝説として、ロルフ。W・ブレートニヒにより (RolfW

Brednich) 1990年から2004年までに編集された5巻からなる現代伝説集

が、若い世代を除いて広く知られている4．

本稿は、これまでのメルヒェン教授法における先行研究を参考にし、

主に「ドイツ語教材としてのグリムのメルヒェン」の歴史を辿ることに

より、グリム童話の教材としての受容についての流れを把握することを

目的とする5。さらに、現代伝説が、 ドイツ語教材等に1992年以降、利用

されている点にも注目し、 この二つの対照的な民間伝承

(Vblkserzﾖhlungen)がドイツの学校教育でどのように利用されてきたの

かを纏めてみる。

2竹原威滋『グリム童話と近代メルヘン』三弥井書店、 2009年、 7－9ペー

ジ参照。

3現代伝説の詳細については付録を参照。

4 ロルフ・ヴイルヘルム・ブレートニヒ （池田香代子・真田健司訳） 『悪魔

のほくる－ヨーロッパの現代伝説｣、白水社､2003年（初版1992年)Brednich,RolfW:

Die助加"e〃7CたrlfJccq-Pq/"Ie.Stmge"ﾙq/feGescﾙﾉchre"vo〃ルez"e.Mmchen:Deutscher

TaschenbuchVerlagl995(1.Aufl990) .ロルフ・ヴイルヘルム・ブレートニヒ（池

田香代子・鈴木仁子訳） 『ジャンボジェットのネズミーヨーロッパの現代伝説』、

白水社、 1992年。 (Brednich,RolfW:DieA姓z"s〃"･ﾉ""76o-Jef碓"esagE"方城e

GebFc"c/ire"vo〃he"re.Mmchen:Beckl998.Brednich,RolfW:D"""ん〃胴〃咋加

G"be加.Ⅳ"eWesqge"hqfeGesc/McIMe"vo〃ルez"e.Mmchen:Beckl996.Ders.:Die

Rα"eα腕S"℃ﾉ,加加."/er"ezJesresqge"んq/feGegc/ijc/"e"vo〃hez"e.Miinchen:Beck

1996.Ders.:Pigzｲ加e腕R"cke"ﾉage.Bra""e"esqge"ん城eGeschichre"vo〃he"re，

Mmchen:Beck2004.

5 旧東ドイツではメルヒェンが積極的にドイツ語の授業に取り入れられ、人

格教育に用いられてきた。詳細は以下参照。Schulz,Gudrun: G6HmterdenBergen

wohnenhaltauchnochMenschen.''MarchenmDeutschunterrichtderSBZ/DDR. In:

Jesch,T"ana(Hg.):A倣施ﾙe〃加庇rGeschiC/"e""dGag巳"wα〃ftsDe"応ch""花"jchな．

D城JhなChe』""‘ﾉ"･""ge〃α〃e加eGα"""g.FrankfilrtamMam:Lang2003,S､89-123.
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1．学校教育におけるグリムのメルヒェン

1800年初頭のドイツは、数々の小国家が集まり統一国家が形成されて

いなかったが、フランス革命後、人々がナポレオンに支配されたことに

抵抗感を抱き愛国心が強まり 「古きよき時代」への憧れの念がつのって

きた。このような時代背景のもとに1812/1815年にKHMが出版され、

教育的な効果が望まれた。一部のメルヒェンが教育学者ハインリッヒ．

デイットマー(HeimichDi伽ar)により精選され、読本として『少年が

散歩する森』 (De'K肥be"LzMsrwα〃）が1821年に出版された6．その後、

ウルリケ・バステイアン(UlrikeBastian)の研究によると、グリム童

話の『小さな版』 (KIと加e"sgzIZ)e)が当時読本として利用されていた

ことが判明し7、グリム兄弟自らも1825年に読本を作成していたと解釈で

きる。当時の風潮により 「教示的且つ道徳的な利用」がメルヒェンに求

められ、 1861年にはハインリヒ・ラーヴェ(HeinrichRave)とハインリ

ヒ ・シュレッテ(HeimichSchlette)が『ドイツ語読本』 (De"応c/Ias

Leseb"cli)を出版し、 「ファンタジーを害するメルヒェンではなく、 ド

イツ国民の内面精神から湧き出たメルヒェン、すなわちグリムのメルヒ

ェン」を読書することを推奨した8。そして読み、書き、計算、博物の授

業などを総称したいわゆる愛国心授業(Gesinnungsunterricht)にメルヒ

ェンが19世紀の末まで用いられ9，教師用教科書手引書がメルヒェン教育

上重要な役割を果たしてきた。ライプチヒ出身の教育学者であり哲学者

6 V91. Fischer,Helmut: "ﾊﾉﾋIC〃火〃〃"伽r〃GF･""''.M跡℃ﾙe〃火γ〃"“『Gγ加加

""mJ〃なc〃e"Geかα"ch. In:Wardetzb/ 1997a, S・ 109-137,hierllO.FaIE,Kurt:

'<Sngご〃mwe"sic""eMｾ"sche〃〃jc〃畑α6ererzグﾙﾉe〃”"〃碗α〃ﾉﾙ"e〃α"“”D“

妬伽加ヴ施力e〃α耐EF9zje〃""談-"""Bi肋"'9W"e‘加加vo"/9. ｡ﾉﾋJh油""‘たrr6な加ffe

GegE"wα〃.In:Franz2003,S､72-102,hier73.

7 V91. Bastian,Ulrike:DieKi"咋降〃"d"a蛎加的℃力e打咋r〃"火rGr'"加腕昨γ

ノ"”α/"ゅグf"Mgogirc/ie"DiFkzJssio刀叱F ノ9. ""d20.ルノ"〃""火r応．FrankfiJrtamMam：

HargundHerchenl981(SmdienzurKmder-undJugendmedien-Forschung8),S.40.

8 V91. Rave,Heinr[ich] / Schlette,Heinr[ich]:Dez"sc/lesLese6"c/i. Hannover:

Hahn'scheHofbuchhandlung1861,S.V:

9 フランツ 2003年81ページ。
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であったトゥイスコン・ツイラー(Ti,iskonZiller)は、ヨーハン・フリー

ドリヒ・ヘルバルト (JohannFriedrichHerbart)の四段階教授法（明瞭・

連合・系統・方法）に基づき、教訓的な傾向の強いグリムのメルヒェン

12話(KHM153「星の銀貨」など）を子どもの人格形成に役立つ読み物

とし、20世紀初頭まで教育界に多大な影響を与えた'0．オットー・ヴイ

ルマン (o伽Ⅷllmann)はグリムのメルヒェンを「本物の青少年用読

み物」と称賛し、 ドイツ語運用力向上に効果があるだけではなく、示唆

に富んだ読み物とした。フリードリヒ・ポラク (FriedrichPollak)は、

1890年代から始まり当時主流になりつつあった芸術教育運動と関連して、

メルヒェンを芸術作品とみなし芸術鑑賞に役立てようとする。一方では

メルヒェンの教育効果は肯定されただけではなく、 メルヒェンに内在す

る否定的な作用、すなわちメルヒェンから得るファンタジーの危険性に

ついて19世紀中頃からすでに論じ始められていた。

20世紀の転換期には、読本の質向上が唱えられ始め、子どもが楽しめ

る読本が求められた。 1905年にはシュマルカーデン女子学校校長のマッ

クス・ トロル(MaxTifoll)がヘルバルト教育後援会に初等教育改善案

の提案を委託された。生徒の教育を向上させるには、道徳心を強化し、「中

心的な学習素材は故郷における根源にあるもの」に見出した。そして道

徳教育上価値があり、言葉の上で子どもに馴染みのあるものが薦められ

た。 1925年までに13回版を重ねた『初等教育の一年生』 (Dqse芯彫

此加加〃加庇7･Gr""ぬc""Je．耐eo池〃"dPmxな〃"dieEﾉe"e""'肋Jsse

"J･E〃〃einssc加陀αな〃zieﾙ伽gs-""α〃賊fssc"le)を1907年に出版し、

KHM5 「狼と七匹の子ヤギ」を教材として取り上げ、授業方法を紹介

しているllo

1907年にハインリヒ・ヴォルガスト (HeinrichWolgast)が、KHMは

世界文学に値し、子どもの精神的栄養であると賛辞した。また、 メルヒ

ェンを読むと文学教育上望ましい影響を与え、文芸作品を自ら体験でき

10フイツシヤー 1997年113ページ参照。Vgl.:GeisteriOliver:KIei"eP"c"Igogik

"NM跡℃ﾙe"8.Begγ〃G"chiCﾉ"e-jZ左e"〃rEzje加"9脚"d[ﾉ》"e"ic".2.unverﾖnderte

Aufiage.Baltmannsweiler:Schneider.2011,S､51-52.

11 フイッシヤー 1997年114-117ページ参照。
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楽しめると論じた'2．

ヘルムート ・フイッシャー(HelmutFischer)によると、この頃から

国家教育が目立ち始め、民衆文学が国粋文化という形をとり再生したと

される。ゲルマン人種の生きた本能を起源にしている民衆文学は倫理的、

芸術的かつ形式的で文化的基礎に確固として基づくことに努め、人種感

情のルネッサンスを促したとされる。こうしてメルヒェンはイデオロギー

議論に巻き込まれていき、 「プロレタリア社会主義的メルヒェンは、階

級を意識した教育に有益であったであろう」とベルント ・ ドレーヴァイ

ンカウフ(BerndDolle-Weinkauf)の主張をフイッシャーが紹介してい

る13．

ルドルフ・シュタイナー(RudolfSteiner)が人智学を確立し、メル

ヒェンを宇宙解釈の中心メディアとしたのもこの頃であった。シュタイ

ナーのヴァルドルフ教育では、 メルヒェンは4歳から9歳は人格形成上

重要な役割を果たす時期とされる。幼稚園ではメルヒェンを聴いてから

午前中のプログラムが終了し、小学校1年では帰宅前にメルヒェンを聴

いてから一日が締めくくられる。また小学校2， 3年になると、メルヒ

ェンを通じて言葉の世界の豊かさを経験することが目的になり、寓話や

聖者伝、創造神話などが授業に取り入れられる。 10歳から15歳の生徒に

は地理や郷土授業、植物・動物・人間学、物理、化学の授業でメルヒェ

ンが応用され、 16歳つまり10年生はメルヒェンや神話で表面化している

内容を文学モチーフとして扱い、このモチーフを用いて、まさに思春期

の果敢な年齢層が抱いている新しい自分の内面を自ずと意識し、それを

絵画に表現し内に秘めている事柄を表面化きせようと試みている'4・

第一次世界大戦後から子どもの自立性が重要視されてくることに伴い、

文芸作品としてメルヒェンが注目された。メルヒェンを自ら再話できる

12同掲書118ページ参照。

13同掲書111ページ参照。

14Vgl・Esterl,Dietrich:"ZJHerziehe"dieA“》℃〃e月加KI".？D花Be昨”""gftrA“ﾉ℃ﾙe〃

加咋γ恥ﾉﾋわj伽上わgOgik. In:Wardetzh′ 1997a, S. 179-187, hiers l79-183.Kohli,

Angelika:DqqsA"J℃ﾙe〃加咋r恥ﾉﾋわめグ血gOgik. In:Dmges,Ottilie/Bom,Monika/

Janning,Jiirgen(Hg.):A“'℃he〃腕azieh""g""dU"re"ic".Kassel:ErichR6thl986,S.

194-205.
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ことや、 メルヒェンを美的で芸術的な産物として体験することが目標に

されたため、道徳教育における利用は消極的になる'5．クルト ・フラン

ツ(KurtFranz)によると1911年かから1965年までの問にKHM関連本(全

メルヒェンを収録したもの、一部だけ出版されたもの、また一話のみ出

版されたもの）の出版数が1250冊にも上ることから、この間にメルヒェ

ンが子どもの読み物として定着したと解釈している'6．

ヨーゼフ・プレステル(JosefPrestel)は、最初1932年にはメルヒェ

ンが民主主義的信仰を持つと警鐘を鳴らしていたが、 1938年にはKHM

がドイツ再興の際、役に立つ礎石であるとみなし、従順さ、忠誠心、忍

耐、毅然さ、総統を信用することなど民族の中心財産であるとし'7，結

果ナチスの人種主義教育に加担した。また1910年にセヴェリン・ リユッ

トガース(SeverinRiittgas)はメルヒェンを国民文学と呼び、 また「古

代民衆文学のルネッサンス」と名付け、労働学校向けにメルヒェンを書

き変え、ナチス時代には国民学校用読本を作成していた'8．フイッシヤー

はナチス時代のメルヒェン教育について、以下のように述べている。

ナチス時代には、一個人の行為、英雄性、忠誠心、総統崇拝といっ

た永遠に有効であるドイツの真実がメルヒェンに見出された。神話

に魂を吹き込み自分の出自に対する関心を早い時期に呼び起こすた

めに、大衆的な意味における教育的効果がメルヒェンに期待されて

いた190

第二次世界大戦後に、一時期ではあるが旧西ドイツでは連合国による

メルヒェン検閲が実施され、KHM15「ヘンゼルとグレーテル」の魔女

が釜の中で焼かれる場面を教科書に掲載することが禁止された20oそし

フイツシヤー 1997年 118ページ参照。

フランツ 2003年90ページ。

フイッシヤー 1997年119ページ。

ガイスナー 2011年59ページ参照。

同掲書112ページ。

フランツ 2003年79ページ。
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て教育関係者や一般人によりメルヒェンが批判されていたにもかかわら

ず、教科書からメルヒェンが消えることなく、戦前のように経験教育学

的観点から学校教育で用いられた。しかし、モニカ・ポルン(Monika

Bom)によると、戦後メルヒェン教授法について言及され始めたのは、

1968年頃になってからである21．この時期にメルヒェンの残酷性が問題

にされたが、グリム・メルヒェンの文芸性は批判されなかったとフイッ

シャーは述べている22｡1970年代にはメルヒェンの批判的読解、 (Kritisches

Lesen)、 1980年にはメルヒェンの批判的且つ創造的読解(Kreatives

Lesen)が要求され、 1990年代にはドイツ語授業全般で創造性が重視さ

れた23．

深層心理学セラピーにおけるメルヒェンの有効性が明らかになり、メ

ルヒェンの必要性を説いたブルーノ ・ベッテルハイム(Bruno

Bettelheim)著「昔話の魔力』 (K加左r〃α"c〃e"伽7℃〃e"）の独訳が1977

年に出版され反響を呼んだ。しかしながら、それでも全てのメルヒェン

を子どもに読ませたくないという根強い意見もあり、例えば、KHM117

｢わがままな子ども」 (DaseigensinnigeKind) といった子どもを抑圧さ

せるメルヒェンは、体罰等子どもに危害を与えることが賎けと理解され

ている「有害教育」 (SchwarzePadagogik)に適っているという理由で

子どもに不適切なメルヒェンだとされる。一方、子どもに憧れの念を抱

かせたり、幸福感を味あわせるために是非読んで欲しいというメルヒェ

ンがあり24、メルヒェンと言った場合、全てのメルヒェンが好意的に受

け入れられないことが分かる。

21 Bom,Monika:Ko""rBdSesα"sA"""e〃－α"cルルe"だ〃oc"lbたoﾉOgje〃"汰伽r

70eγルルだ〃“〃"℃"zdsw"肋"gな〃α"diewesr左"応cheM跡℃he""mJ"放. In: Jesch,

hjana (Hg.): A"'℃〃e〃加咋γGesc"c"e〃"dGeg忽"wα""sDe"応c”"re"jC肋．

DjmJ肋応cﾙeA""肋池"9F〃α〃e加eGα"""9.FrankfilrtamMam:Lang2003,S. 53-87,

hier62.

22 フイツシヤー 1997年112ページ参照。

23Born,Monika: Kog""んo"rkｱでα"v？ ‐Mｳ℃he"dMJ肪なc/ieKo"z""o〃"〃

腕e油o伽c〃e"Kb"se9"e"ze".In:Wardetzb'1997a,S.66-86,hierS.71-79.2000年以降

のメルヒェン教授法について詳述した研究資料は見つからなかった。

24ガイスター54ページ。
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20世紀の後半には、映画、テレビ、レコードやカセットテープ、CD

といった様々なメディアでメルヒェンが消費され、 また、演劇、絵本、

コミック、パロディーや広告25と広範囲にメルヒェンやそのモティーフ

が利用されてきた。メルヒェンパロディーを教材として使用する際に、

書き変えられた箇所が議論されるのではなく、イデオロギー26批判なら

びに批判的文芸教授法の観点から見て、小学校低中学年にメルヒェンか

ら距離を置くべきかどうかが問題にされた。ボルン（1997）によると、

話の内容や対象学年などにより理解度が異なること、そして何よりも大

人の視点でパロディー化されたメルヒェンを子どもが聞くことを疑問視

されており、子どもに大人の解釈を押し付けることは、子どもの解釈を

阻止しかねないので憂慮すべきであるとされる27.また、グードルン．

シュルツ (GudrunSchulz)は、メルヒェンパロディーを教材として使

用する前に、オリジナルのメルヒェンを子どもが知っておくことが前提

条件としている28.

21世紀に入ってもメルヒェンはメディアで利用され、学校教育でも活

用されている。バイエルン州やザクセン＝アンハルト州のドイツ語カリ

キュラムでメルヒェンが読本に指定されていることをはじめ、教案

(Lehrplan)に指示されていなくてもメルヒェンを使ったオリジナル教

材がドイツ語学習に役立てられている29.しかしメルヒェンと言っても『グ

リム童話』とは限らない。

ベルリンでのドイツ語教育を例に挙げると、小学校低学年から「想像

力豊かな作文」 (KreativesSchreiben)を小学校高学年からは「批判的読

25Vgl.MiederbWolfgang(Hg.): ｣4rbe"W巴×だがr火〃UMew"jC"G'･""IsM跡℃he"‐

腕o""7.Pｸ℃sq,GeffChre,KK"ikmwe".FWP"die馳如"血JWz4/b. Smttgart:Reclaml995

(Universal-BibliothekNr.9554).

26ボルンによると、 “イデオロギー的な”テキストとは歴史教授的物質主義理論で

あり、労働者階級への興味を示すものだとされる。ポルン 2003年56ページ。

27ボルン 1997年73ページ。

28 Schulz,Gudrun:Gesc"ch花〃/ewe",e〃鋤陀",“〃だめe",ges"ﾉだ".Ki"昨〃"em"raZs

4"'℃g巴『〃J･ej"e"p"伽"jVe"[〃"e"た".Berlin:Comelsen2000,S.65.

29 インターネットサイトhttp://Wwwb4teachers.de (2011年12月2日）では約260のメ

ルヒェンをテーマにした教材が紹介されており、無料ダウンロード可。
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解」力養成が2011年度の教案30に盛り込まれている。メルヒェンなど様々

なテキスト種が読本に挙げられ、メルヒェンを教養の一つと位置づけて

いるのが特徴的である。 ドイツでは未就学児童にドイツ語の読み書きが

指導されず、入学後初めてアルファベットを学び、読み書きの練習をす

る。そもそも作文力自体ついていない低学年の生徒にこのような能力を

求めることに問題があると拙者は考える。

メルヒェンの用途は、概して年々多様化する傾向にあり、プロジェク

ト週間にメルヒェンをテーマに図工の展示会や学芸会が行われたりして

いる。メルヒェンが教育的か否かについて、 とりわけその効果は実証し

がたいとヴェルナー・ツイーゼニス(WernerZiesenis)が言及している

が31、メルヒェンをテーマにした授業等の実践報告が僅少ではあるが研

究発表されている。例を挙げると、ブリギッタ・シーダー(Brigi伽

Schieder)は、 5歳の幼稚園児から14歳のギムナジウム生にKHM169「森

の家」とノルウェーの民話「もじゃもじゃの毛が頭巾からたれている子」

(Zottelhaube)を用いて合計400人の児童とクラス別でプロジェクトを行

ったり32、コンスタンツェ・ローラ(ConstanzeRora)は外国人児童が多

数を占めるベルリンの小学校3年生のlクラスと「白雪姫」をミュージ

カル化したことについて発表している33。

30 2011/2012年度に使用されている教案参照。Rah碗e"/e”わ"De""c/i(http:"www.

berlin.｡e/imperia/、｡/content/sen-bildung/schulorganisation/lehrplaene/gILdeu-1-6､pdf？

start&ts=1157977375&file=grgdeu-1_6.pdf)2012年1月2日アクセス。

31 Ziesenis,Wemer:A″ﾉ℃he"・ In:Lange,Giinteru・a. (Hg.): Zbxrα"e〃一c"mJ"なcﾉ1.E加e

Hi舵がr火〃L"er"@"･""re"jc".Baldmannsweiler: Schneiderl993, S. 100-105,hier

lO4、

32 SchiedeLBrigitta:Cﾙα"ce"g口"z力e""Cﾙ〃A″'℃ﾙe"αrbe"/"Ki"娩噌”花〃〃"d此ﾙ"ﾉe・

In:Wadertzb/1997a,S.78-94.

33Rora,Constanze: ,'此〃"eewirrc"e"''α酎加妬jkn/fschesMeﾉo句e"''. In:Wadertzky

1997a,S.269-279.その他のプロジェクト結果は以下参照。Hem伽chs,Ursula:

〃跡℃〃e〃”"。"e"e花L"em""-e腕C"〃jC"/"腕."g)'""αsjα/eO6exW/b. In:Wardetzky

1997b,S.111-123.P6ge-AldeLKathrin:〃αv〃"。""""go"rdieltrwα"〃""gα"s

火加Bo"6o".Z"ﾉ"Rez印加〃‘た，傘cﾙe"""eﾉｰ醜qfdi"℃"､ﾉmge""ichehe"re. In:Schmitt,

Christopf(Hg.):Eizグﾙﾉ〃"z"で〃j碗Mど戒e"wα"蛇ﾉ.Mmster:Waxmann2008,S.357-370.

Tietz,Karl-Edwald: "A">℃he〃s伽dw"/WC"eK/ei"e"/''Zi"〃frkzJ"gvo"A″'℃ﾙe〃α可
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その他、メルヒェンをどのように学校教育の現場で活用できるのか教

育学専門家やゲルマニスト、メルヒェンの語り手などにより提案されて

いる。たとえばオリバー・ガイスター(OliverGeister)は、 ドイツ語授

業ならびに子どもの朧けに相応しいメルヒェンとその応用方法などを提

示している34． リンデ．クノッホ(LindeKnoch)は年齢別、心理テラピー

など目的に適ったグリムのメルヒェンを紹介している35･ミヒヤエル．ザー

(MichaelShr)は、KHMや現代作家により改変されたメルヒェン

(moderneMarchen)を扱い、批判的且つ創造的なドイツ語作文力養成

等できると提言している36．ヘルガ．ツイツルスペルガー (Helga

Zitzlsperger)は、教育学と大脳生理学の理論に基づきメルヒェン教育の

意義を説き、その有効利用法を提唱している37．メルヒエンのパロデイー

を作ってみたり、ゲーム感覚でメルヒェンの続きを創作させたりし、メ

ルヒェンを使って楽しく言語運用力向上を試みる教材もある38。またメ

ルヒェンの概念について考え、メルヒェンの本質を学ぼうとする教材も

レクラム文庫からギムナジウム高学年用に出版されている39・

ドイツ再統一以前の1980年代から旧西ドイツでは「ドイツは移民国で

あるのか否か」が議論され、再統一後2005年に移民法が成立したにもか

かわらず討議が続き、並行して移民統合政策が図られている。他民族な

らびに他民族文化理解にメルヒェンが貢献できるとし、倫理の授業や宗

教の時間に異国のメルヒェンを紹介することにより異文化に触れさせ、

文化的相違点と相似点に気付かせようとする試みも行われおり、その実

J"gE"釘iche''. In:Wardetzlgl997a,S.221-245.

34ガイスター2011年76-118ページ参照。

35Knoch, Linde: PmxjS6"c/' A"rc/Ie". Itrsie/Ie"-Dez"e"-U"7se吃e". 4.Aunage.

Miinchen:Giitersloh2010.

36 Sahr,Michael:Les戒〃たr""g"'℃ﾙKi"火""elW"だM跡℃he",B"火r""dKi"昨r6"cher

"U"re〃jc航咋rGr""ぬch"ﾉe.Baltmannsweiler:Schneiderl998,S.33-90.

37ZitzlspeIger, Helga:M跡℃he〃加Ekz花h""g〃"dU"re"ic〃ルe"た． P銃北Xgogisc/ie

ZIeんo応だ"""gE〃〃”α〃"e比或”〃応cheKo"Z印ﾌ"o"e"･ In:Franz2003,S､103-126.

38V91.SpmnerjKasparH.:M跡℃〃e""Zわ"湫hez"e. In:Wardetzbﾉ1997a,S.48-65.

39 Sch6del, Sieghied(Hg.): A"'℃he". FW7"e"k""ぬr""た. Stuttgart:Reclaml992

(Universal-BibliothekNr.15017).
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践例をクリスティアン・パイツ(ChristianPeiz)が紹介している40。

2． ドイツ語教科書における現代伝説

初等教育や中等教育（5－6年生）のドイツ語カリキュラムには現代

伝説をメルヒェンのように取り扱うように指導されていないが、なぜ現

代伝説がドイツ語教科書に採用されているのだろうか。それは、おそら

く伝統的伝説をドイツ語授業において現代で取り扱う重要性を、 レアン

ダー・ペッツオルト (LeanderPetzoldt)が以下のように説いたことに

起因するのではないかと考える。

〔伝統的〕伝説はメルヒェンに劣らず現代の信仰観念、文化的要因、

ならびに語り手の世界観を反映し、それゆえに集団的態度を知る上

でまた文化的決定要素を知る上でも重要な資料である4'。

1990年代に入りブレートニヒの現代伝説集がベストセラーになり、

1970年代より授業で取り上げられなくなった伝説に代わる新しいテキス

ト種としてランゲは現代伝説に注目した42.

1992年から2006年までブレートニヒの現代伝説集5冊に収録された

725話の中から38の現代伝説が、様々な学習目標のもとに（ときには教

材用に話が書き換えられ）本課程学校、実業中等学校、ギムナジウムの

5年生から10年生までのドイツ語教科書、外国人生徒用ドイツ語補助教

材、そして成人教育教科書に採用されてきた43。この他レクラム文庫よ

40ガイスター2011年90-94ページ参照。

41 Pe吃oldt,Leander (Hg.):"6eiZWex/eがγ晩〃［ﾉ>"e"ic".De"応cjleStJge". FW"die

鉈”"〔加WzW.Smttgart:Reclaml995(Universal-Bibliothek;Nr.9535),S.5.

42 Lange,Giinter(Hg.):"6ei"ex/eがγ咋刀〔ﾉ"re""ic".Moctr"e&zge". [ﾉhgﾉﾋ]"6"c〃e

G鄙chic"e".FWrcWelk脚"”応"</b.Smttgart:Reclam.2003(Universal-Bibliothek;Nr.

15052).S.5.

43Kaneshiro-Hauptmann,Akemi; ,,D"疎α6so/"／wα〃/,@－〃h力形Gasc/iiCﾙ花o‘たr

〃o晩r"eS"ge？－Rez”"o〃火γ腕o昨r"e〃醜Ige""娩"応chspmcﾙ壇e〃Raz"".Diss.

G6ttmgen2010(EDiss.),S.185-190.http:"Webdoc.sub.gwdg.de/diss/2010/kaneshiro
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り現代伝説をテーマにした手引書が出版されている44．近年におけるメ

ルヒェンのドイツ語教材としての使用法と同様、文法学習や会話・作文

練習、読解力向上そして演劇作成等を目標に使用され、再話の練習や、

異文化理解にも用いられていることが特徴である。その際、現代伝説が

含蓄する信瀝性を利用し、ある現代伝説が実際にあったハナシ45なのか

どうか議論させたり、 またハナシの半分だけ教科書に載せ、その続きを

考え想像力を養う練習問題に使われたりしている。

これまで教科書に採用されてきた現代伝説を見てみると、 1-30「盗ま

れた腕時計｣、 1-56「分かち合ったスープ｣、 II-57「望まない臓器提供」

といった外国人差別につながるようなハナシや、 1-37「虫刺され｣、 1-19

｢道路わきの落し物｣、 1-43「スーパーマーケットでの寒冷ショック」と

いった女性に対する偏見を呼び起こすような現代伝説も教材になってい

ることが分かり46、教科書検閲の際、教材テキストの適応性が必ずしも

精査されているとは言い難い。この点について、このような作品を教育

現場に持ち込もうとしている体制があるのか、あるいは意図的にこの点

について教育的な視点から判断しない体制があるのかもしれないが、現

時点では明らかになっていない47．性差について、ベルリンならびにプ

ランデンブルク州で2004年度から採用されているドイツ語教案には、男

女それぞれの特徴を認めさせ、互いの長所を尊重し、新しいことにチヤ

haupnnann/kaneshiro_hauptmann.pdf

44WelleI;Rainer (Hg.):"6eMs/exだ〃γ咋阿U》"e"jC"K)でα"veq'ieﾉe，”γdic

舵k脚"‘た"W".Smttgart:Reclam2002(Universal-BibliothekNr.15044),S.86-89.

45 ここでの「ハナシ」とは、柳田國男が世間話を表現するときに「ハナシ」と表

現したことに由来し、現代伝説研究家の池田香代子も用いているように、単に世

間話を指すだけではなく、どのジャンルにも分類されていない現代に語られた話

であり、また一見何の価値もないような話を指す。柳田國男『柳田國男全集9｣、

筑摩書房、 1990年、 516ページ参照。池田香代子「｢現代伝説」と『世間話』｣、 日

本昔話学会編、 『現代伝説一昔話研究の可能性三』、第24号、 1996年、 9-11ページ

参照。

46金城ハウプトマン朱美「ドイツ語圏における現代伝説の男と女について｣、 日本

昔話学会編『昔話研究と資紺、第39号、 2011年、88-99ページ参照。

47宇佐美幸彦教授よりご教示して頂いた。
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レンジさせるような試みや、男女が平等に学べる教材を使用することな

ど明記されている48。しかしながら表現が抽象的で具体的な教材名は挙

げられていないし、男女の特徴とは何かにも触れられていない。

さて、ブレートニヒの現代伝説集の中から168話が選取され12歳以上

の読者対象に『獣医にかかった金魚一現代における伝説風のハナシ』

(D"GoMsc/ibe加腕InyZr""dα"庇花sagご"〃qfeG"clijcﾙだ"vo〃he"花）

が1997年にベルテルスマン (Bertelsmann)出版から刊行された。性的

なハナシが青少年の読み物とされていることが問題視され槍玉にあげら

れ、テレビ番組で父兄からの苦情が取り上げられたため、出版社はやむ

おえずこの図書を書店から回収した。話の選択の際には出版社のみが関

与していたと拙者はブレートニヒから直接聞いているが、ブレートニヒ

は「印刷ミスだった」と釈明するという事態に陥った49.そして1999年

には同出版社が問題のハナシ34話を削除して、新たなタイトル『流行っ

ているハナシー現代における伝説風のハナシ』 (DerDα"""e""e閥

MMgご"ﾙq/ieGesc"cﾙだ"vo"ﾙe切花）で青少年向けの現代伝説集が出版さ

れたが、注目されず現在は絶版となっている。問題視された現代伝説の

一つにI-7「車のドアに挟まった指」が挙げられるが、 2001年と2005年

に発行されたドイツ語教科書50に採用されていることから、教材検閲が

徹底して行われていないことをここでも示唆している。

現代伝説もメルヒェン同様、その教育的効果を実証しがたいのである

が、現代伝説を教師が授業中に語ったり読み聞かせたりして得た生徒の

感想は、ブレートニヒ宛の投書にしたためられ、必ずしも肯定的な記述

48V91.MinisteriumfiirBildung, JugendundSport desLandesBrandenburg/

SenatsverwaltungfiirBildung, JugendundSportBerlm/SenatorhirBildungund

WissenschaftBremen/MinisteriumfiirBildung,WissenschaftundKulturMecklenburg-

Wrpommern(Hg.):RahmenlehIplanGrundschuleDeutsch. Berlm:Wissenschaftund

Tbchnik2004,S.1l.

49金城2010年204-207ページ参照。

50Pfa通Harald/Wemgarten,RUdiger(Hg):De"応cﾙ．火』6.Miinchen:Oldenbourg

2001, S. 188undl99.Heinz,HansJ. /Krull,Renate/Ninnemann,Ekhard(Hg.):

Dq〃ﾌeﾉｰ灯応kZD""mc/i- z"1dL"e6zJch.Nordrhem-Westfalen.Berlm:Comelsen

2005,S. 112-115.
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ばかりではなかった。 「教師から聞いた現代伝説を本当のハナシだと信

じていたのに、ブレートニヒの現代伝説集で読んだので、その教師が信

じれなくなってしまった」とか、反対に「○○先生が語っていたので本

当のハナシで、現代伝説ではない」という意見もあり、ここでは現代伝

説の信瀝性と語り手への信頼が問題になっていた51．これらの発言は、

一般読者と研究者の問に「現代伝説」に対する見解にずれがあることに

起因すると考える。

3．おわりに

本稿で、グリムのメルヒェンも現代伝説もそれぞれの特徴を生かして

教材として活用されていることが明らかになったであろう。しかし先に

も述べたように、これらの民間伝承が各学習者の学力だけではなく、人

格形成にや将来に与える影響については実証しがたい。それでも民間伝

承を用いた教育が現代でも実践されている背景には、民間伝承が様々な

メディアにおいて形を変容しながらも国民の生活に根付いているという

事実があり、そのため授業で取り扱いやすいと考えられる。メディアの

影響は看過できない。

フィッシャーは、 メルヒェンが絶え間なく再生産されているのは、グ

リムのメルヒェンの人気が根強く、 19世紀の半ばからは継承遺産として

して生き続けているためだとし、そのため今後もメルヒェンの時代に終

焉は訪れないだろうと主張している52．レギーナ．ベンデイックス(Regina
Bendix)は、テレビクイズ番組(WerwirdMillionar?など）においてメ

ルヒェン関連の問題が出題されることから、特定のグリムのメルヒェン

は一般常識化されているとみなし、さらにメルヒェンは文化資産になっ

ていると指摘している53。一度文化資産になったものは近い将来に容易

51金城2010年167-171ページ参照。

52 フイツシヤー 1997年112ページ参照。

53V91.Bendix,Regina:叱加肪吃zz"Q"嫁ﾙowD"q6gekWzreA""ﾙe〃αんの応we"e〃

α"cルル""別だ""ノKとIpimﾉ. In:Bendix,Regina/Marzolph,Ulrich(Hg.):Htjだ",Lese",

鉈〃e",助j"e".A姫ﾉ℃ﾙe"ノセz印"o〃/〃el"｡pdisc/ie〃た噂ﾉeic/I.Baltmannsweiler:Schneider
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に忘れ去られることはないであろうし、 ましてやKHMはユネスコ世界

記憶遺産に登録されていることを考慮に入れると、保護されながら後世

に伝えられてくのはユネスコが存在する限り確実であろう。

一方、現代伝説の場合、オーストリアではすでに現代伝説など民間伝

承を蒐集公開しているインターネットサイト "SAGEN.at'' (www.

sagen.at)がオーストリアデジタル遺産(DigitalHeritageinAusma)に

登録され保護されている。 ドイツでは、 ドイツ語書籍、研究論文ならび

にその翻訳を収集保管しているドイツ国立図書館(Deutsche

Nationalbibliothek)が、 2006年10月にインターネット出版物やチャット、

フオーラムの書き込み、さらにインターネットサイトをユネスコ無形文

化遺産条約に基づき文化遺産とみなし、それらの保存を決定した54．拡

大解釈にはなるが、フォーラムに書き込まれた現代伝説も文化遺産とい

う称号を得ることが可能なのである。

あらゆる分野で今後、無数の文化遺産が誕生していくことが予想され

るが、それらが学校教育にどのような影響を与えていくのかまだ議論さ

れていないようである。文化遺産だからこそ学ぶ価値があるのであろう

か。一種のブランドのようなレーベルがかつての民間伝承に与えられ、

民間伝承が高尚文化の一つに数えられなければ、今後後世に伝えられる

価値がないのであろうか、 と様々な問題が矢継ぎ早に浮かび上がってく

る。メルヒェンや伝統的伝説そして神話が「昔の人々が語り継いで来た

ものであり文化が構成される一部」として単純に理解され、あるいはそ

のような理由抜きに子どもが楽しく読める読み物として単に読み継がれ、

後世まで継承されるためには、ナチス時代に得たその負のイメージが未

だに至大なのであろう。そのためこれらの民間伝承に対する教育的価値

の意味づけも未だに容易にできないと推測する。

メルヒェンを使って異文化理解、さらに統合政策もベルリンで推進さ

2008(SchriRenreiheRmgvorlesungenderMarchen-StihngWalterKahn:Bd.8),S.234

－237．

54L6bbert,Raoul:"eicher〃〃"だ〆K"""だF･6e. .ﾉｾ昨rCWare加Dok"腕e"r： 〃fe戯e

De"応Che ノVα"o"αﾉ6j6/iorheえ血s火"応ch平rac/Ijge l"rer"er a℃〃weだ〃w"/， I､：

F>ﾛ""iｲ"e'･'4"g巴加e加eZｾ"""g釦""/αg寂ze"""9,19.Oktober2006,S.33.
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れようとしているが55、この際、幼少期にメルヒェンに触れていること

が前提になる。現代の子どもたちは、グリムのKHMの決定稿のメルヒ

ェンではなく、テレビアニメ「ジムザラ・グリム」 (SimsalaGrimm)

やデイズニーを初めとする種々のメルヒェン映画で視覚化されたメルヒ

ェンを見て育ってきた。だからこそ異国のメルヒェンを受け入れる素地

があるかもしれないし、逆に拒否してしまうかもしれない。州ごとに教

案が作成され実践されているのがドイツの学校教育の特徴ではあるが、

メルヒェンを学校教育で活用させようとするのであれば、今後は幼稚園

等における就学前教育の一層の強化と学校教育との連携が急務であろう。

近年ドイツでもモラルの低下が嘆かれているが、道徳教育に現代伝説

を利用するのが有益だと考える。ユリア・ノアック (JuliaNoack)に

よると、ブレートニヒの現代伝説は共同財産であり、そこでは道徳違反

が語られ、常識(commonsence) とは何か判断できる話、 I-19「道路

わきの掘り出し物」やI-23「恐ろしい過ち」など19話あると論述して

いる56．現代伝説を初等教育の社会教育授業(Sachk皿de)や各種学校の

オリエンテーリング段階（5， 6年生）の生徒を対称に、早い時期に授

業に現代伝説を取り入れてモラル指導の教材として使用することを提案

したい。
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付録「現代伝説について」

現代伝説とは日本では耳慣れない言葉であり、 「都市伝説」という言

葉の方が一般的に広まっているが、拙者が扱うドイツの「現代伝説」と

日本語で言う 「都市伝説」は同一ジャンルではない57．

現代伝説と呼ばれる話は一般に英語圏で"FOAF" (Friendofa

Fnend) -Taleと呼ばれるているように、基本的に語り手は友人や知人な

どで、その人の友人知人など第三者に実際に起こった話である。様々な

現代技術に支えられた今日の生活の中での出来事が語られ、時には間接

的に現代技術やマスメディアを通じて、迅速かつ広範囲に流布されるの

が特徴である。現代伝説の話の内容自体は、嘘のように聞こえるのだが、

個々の話の核心には「真実のかけら」が隠されており、現実味を帯びた

信壗性のある「本当にあった嘘みたいな話」に仕上がっている。ここで

｢仕上がっている」と言う表現を用いたのは、話が頻繁に語られる過程で、

話者自らのフィルターにかけられるため、不必要と判断された箇所は削

除され、 または加工されて語られるからである。再話を重ねるごとに娯

楽性の高い話へと変化していく。また、現代伝説には、人々の持つ不安

や恐れ、望みや希望、偏見などが投影されているため、時代を映し出す

57 「都市伝説」という言葉は、アメリカの民俗学者ヤン・ハロルド・ブルンヴァン

の現代伝説集の邦訳タイトル『消えたヒッチハイカーアメリカの都市伝説』 (The

VanishmgHitchhike.AmericanUrbanLegends&Their,1981)に用いられたのが最初

とされ、これはUrbanLegendsの直訳であった。1992年に池田香代子らによりドイ

ツの現代伝説集が翻訳されているが、ここではsagenhafieGeschichtenvonheuteを

「ヨーロッパの現代伝説」と訳され「世間話」とは訳されなかった。池田香代子

1996年、 8-11ページ参照。
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鏡のような機能もある。そのため、人々に警戒心を抱かせたり示唆的な

メッセージを与えたりするという特徴を持つ銘。例えば、エイズ感染の

恐怖が語られているI-33「エイズ．クラブへようこそ｣59、子どもが行方

不明になるV-120「私の娘はどこ？」や外国旅行中に行方不明になり発

見されたときには腎臓が盗まれていたハナシⅡ-57「望まない臓器提供｣、

III-24「さまよう腎臓」が挙げられる。これらのハナシは最初に語られ

てから20年以上経過し書承化されているにもかかわらず、未だに最近あ

った話として語られたり、新聞記事になることもある。このように口承

と書承を繰り返すことが現代伝説の特徴である。

現代伝説の成立が古いと考えられるハナシもいくつかあり、 II-16「消

えたヒッチハイカー」がその例である。車に乗せた女性が目的地に到着

する前にいつの間にか消えてしまう。この種のハナシは欧米や日本でも

流布しており、アメリカのリチヤード．K・ベーアズリイ (RichardK.

Beardsley)とローザリー・ヘンキー(RosalieHankey)が最初にこのハ

ナシの出所を調査している60．伝統的伝説(traditionelleSage)とは、現
代伝説と区別するために使われる表現であり、史実に基づく話でもあり

以下のように三分類が可能である。 1．鬼神伝説(damonologische

Sage)あるいは迷信的伝説(aberglaUbischeSage:小人や巨人、悪魔とい

った超自然的存在が登場する話)、 2．歴史的伝説(historiScheSage:登

場人物が歴史上存在した人物や出来事でそれにまつわる話)、 3．原因

伝説(athiologischeSage:現象・習俗・名称などの由来を説明する話)。

伝統的伝説と現代伝説の連続性について、以下のハナシの類似性から

説明できる。 「蒸気機関車の乗客が駅で停車するごとに一人消えていて、

それは悪魔の仕業だ」と語られているアウグスト ・シュテーバー(August
St6ber)が蒐集した19世紀のアルザス地方の伝説と6'｢ユーロ・デイズニー

58金城2010年9-10ページ参照。

59 ローマ数字は巻数を、漢数字は話の番号を表す。

60BeardsleyjRichardK. /HankeyjRosalie:TheVanishingHitchhiker. In:Califbmia

FolkloreQuarterly (1943),S.13-25.

61 St6ber,August:DieSagendesEIsasses,zumerstenMalegetreunachderVolksiiberlie-

ferung,denChronikenundanderngedrucktenundhandschrifilichenQuellen,gesammelt

mderlautertvonAugustSt6bemSt.Gallen:Scheitlin&Zollikoferl852,S.447
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ランドの乗り物に乗った子どもが消えた」というブレートニヒの現代伝

説Ⅲ-27「二度と会えない」では、共にその時代ではまだ珍しい乗り物

の乗客が消えることについて語られている。このことから、拙者は現代

伝説は新しいジャンルではなく、伝説になる前のまだ年数の若い話だと

解釈し、後世においてその類話が語られている場合、かつての現代伝説

が伝統的伝説になったと考える62o

62金城2010年24ページ。
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