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S o hi c h i r o H A S E G A W A

は じ め に

一 般 に
,

美術教育 に よ っ て 寮 わ れる 諸能 力と し て

描
,

表現 九 想像 九 構想 九 直観 九 創造九 そ

して
,
審美性,

造形性,
感劉生な どが列 挙 さ れる

o

しかし
,

美術教 育 が もつ 他教 科に 対す る独 自 な目標
臼r ZH

は,
人間の 知性的 存在 に 対す る感性 的存蕗と して

,

空間知覚 偶 . 鮒 経 験を 手段に , 美的 表現 と い う

外的行為と内的深化 とを通 じ て の 精 神の 発 達を願 う

もので ある .

はl 感性と は0 哲学の 認織諭 に お ける理 現 俸性の 思惟 能

力の索由令神 鵬 理性 に 対する動物 的な底虚構念 母心

理学における感覚 の 受容性 の 鋭 さ
o の, 軌 跡 げ れも

,

こ こで は該当し か -
o 個人 に立脚 した 美的感情の 発現 と

い う精神現象を意味 す るもの と して使 用す る
o

r 手J はそ の ための 媒介終官で あ り
,
素材と感性 二

精神との 直接 的な交流の 働き をなす もの で あ るo し

かし
,

樋の なカー を凍れ る水 の 連続的 流 れの よ う な同
書 t

■

質的をもの か ら同質 的なも の へ の 過 程 で は なく ,
輿

質的なもの へ 変化 し て い く 過 程で あ る o とく に
,

莱

相 保 体的 に加工 さ れ る相 即 を主体 と す る 工 芸 .

工作教育 く以下 工作に 省略 い こお け る 素材 と 人間 と
一一-

J
P

J

の関係 は, 素材 に加 え た
r 手J に よ る 痕跡 に 魂を付

い の f
,

与し , 逆 に素材 の 霊を 眼 と
r 手J を 通 じ て 精 神 にイ云

える こ と に よ っ て , 生命 の 感動 を呼 びお こ す こ と が

根源にあ るo 工作 に お け る
r 手J を探 究 す る場 合,

r 手J を美 的 表 現 の 媒 介 器官と し て ,
つ ま り

,
素材

を通 じて
r
手J と感性 と の メ カ ニ ズ ム を明 ら か に し

かすれ ばな ら な い o

素材に働 き か け る と い う こ と は
,
. 一 方で 認 識を 内

在化する 側面 と , 他 方で 感 性を 豊 か に す る と い う 側

面をも ち,
こ の両面が 弁証法的 に 発展 し て い く も の

と思 わ れるL
. -L

し か し
,

美術 教育の ねらい で あ る後者
1

を 明ら か にす る 前提と し て , 前者の 過程 が明 ら か に

さ れ か すればな ら か 1
o 素材の 全体像

,
お よびそ の

■ ■

特性 を知 る こ とは , そ れだ け感性 を 豊か に す る こ と

に もつ な が る o 素 材を 知ら 射す れば, 寮材と か か わ

る こ とも 許さ れ ない か らで あ るo

r 手J や 眼な どの 感覚 器 官に よる 現 英 的 な 事物や

素材と の 直接的な経 験は,
人間の 精神や知性と密接

に 結 びつ い て お り
,
特 に成 長途上 の 子供に と っ て は,

表象や概 念を得 る思 考形成 の 必 須の 土台 で あ るo こ

の 吟味 は
,
イメ - ジを手を通 じて素材に具体 化くvi s u ali

乙a tio n け るとい う 造形行 為を考察しようと す る時,

避 け て 通 る こ と の で き か 一間題 で あ るo

亡注コ こ の 二 つ の側 面は, 絵画 悦 童 削 教育 にお け る二 つ

の 主張とな っ て あら われて い る o 前者 はフ ロ イ ト げ r e -

u d
,
S .i , チ ゼ ッ ク くCi 7 . e k ,

F .ラ,
リ ー ドくR e a d

,
H .1 た

ち を背発と し
,
創造 力を自由と解放 から発揮 させ て

,
蛋

術心 を啓増し ようとす る o 後者は,
ソ ヴィ エ ト や束 独の

パ ブ ロ フ t P a vl . ,
,

I
,

P .1 や ヤ コ ブ りa c o b ,
H .1 な ど

,

社会主弟 リ ア リ ズ ム を背景とし て
,

社会現象や現実の 生

活 を言款識さ せ
,

ニ れを , 芸術 的手段 に よ っ て 形 象化 さ せ

る 立場で あ る o 前者は 自然主頚的で
, 時 に抑圧 発散 型で

ぁ る 凸 後者 は, 時 には分析的で 知性注入 型で あ る
o

こ れ

らは
,

両極 点の主張で あ る が
,

+ 供の 造形表 那 滴 側面

と し T と ら え ねばなら か -
c
, し か し ,

この 児童画の 二 つ

の 主義の 相違点は
r
手J に対すると ら え 方をそ の 分 岐 L

.

f

l
i

t

と す るもの で はなし
1

G

美術 教育 に お け る絵 軌 デ ザ イ ン くVi s u aり領域 と
,

彫塑
,

工芸 . 工作 の そ れ と の 相 通 は
,

前 者 が 平 面で
,

後者は 立体 表現で あ る と こ ろ に 存す る rJ
ニ の 相通 点

は
, 外部的 で ,

現 象面の 問題と し て と ら え ら れ が ち
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で あ る. し か し
, 工作 に と っ て は重 要な意味 をも っ

て い るo そ れは
,

平面 に対 し
,

立体は 素材 と道具 の

存在が 大きく ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ る か らで あ る o 子

供の
r 心J とそ れ らを結合さ せ る媒介者 が

,

r 手J と

r触 覚J で あ るo 美術教育 二 視 覚芸術 と し て 呼称 ,

包 括さ れ る 危険を常 に内包 し て い る な か で
,

r手J の

研 究 は工作の 軟弱 な地盤 を固め るも の と い えよ うo

し か し
,

あ とで も触 れ る が
,

工作に お け る
r
手J

の 研究 は
,

ほ と ん ど未開拓 で あ るo 文献も
-

部 の 心

理 学者や
,

工作 を労働 概念 と し て と らえ たも の を除

く と ほ と ん どみ ら れ な い o
r手J と 工作 の 研 究 方

法 は
, 隣接の 諸領 域 か ら模索す る 方法 し か 与え られ

て い ない o そ の 意味に お い て
,
本稿は

,
哲学

, 科学

皮 , 心理 学
,

生物学 な どに 依 拠 し を がら
,

r 手J の

存在意義に つ い て
,

手と触覚
, 手 と知 性の 側 面に ア

プ ロ ー

チ を試み た い .

A . 手 と 触 覚

1 . 触 覚と視覚

r 手J は人 間 に と っ て 外界を認知 す る根源性をもち,

r
手J の 触知 覚くh a p ti c p e r c e pti o nl は

,
あら ゆ る感

覚器官の な か で 絶対 的な優位性 をも っ て い る .
一 般

に
, 対 象物をみ る と き, 視 覚経験 と し て

,
その 対 象

物の 知 覚像を得る o し か し
,

こ れだ け で は
,

そ の 大

き さ-
,
奥行

,
距離, 形態

,
方 向 な どの 認 知 に は

, 鰭

覚 や誤謬をとも な う こと が あ る o しか し
, 対象物 に

t

r 手J で 触 れる こと がで きた な ら ば, より確 実な知 覚

像 が形成 さ れるばかりで なく
,
たとえ ば押 す

, をで ると

い う主観 的 経験 が加 わ る こ と に よ っ て
,

一

段と その

確実性 が増 し
,

高度 な真実性を伝え てくれ る o カン ト

くK a n t
, Il は 町人 間学Jく1 80 0l の な か で

, 経 験認 知

を得 る 場合の 触 覚くt a c t u sl の優位 性 を強 調して, 次

の よう に語 っ て い る o

r 自 然は, 人 間 があらゆ る側 面 から物体 に 触 れて

み る こ と に よ っ て そ の 物 体 の 形 状 を解 す る こ と

が で き る よう にす る た め に
,

人 間 に の み この 器官

を指定 し た か の よう に 見 え る o とい うの は
, 昆 虫

類 の 触覚を どは た だ物体 の 現 前 に あ るの を知 るた

め の も の で
, そ の 形状 を探 知 す る こ とを目 的と し

てt l る よう に は思 わ れな い か ら で あ る. 一 触 覚

の感官は ま た 直接 な る 外的知 覚 をつ か さ ど る唯 一

の感 官 で も あ る
, そ し て ま さ にそ の 故 に 極 め て 重

要なも の で あ り
,

ま た 事物を も っ と も確 実 に 知ら
. い

せ る もの で あ る
. - . . .

J

物を触知す る と い う こ と は
, 対 象物と r 手J との

接触 をミ ニ マ ム にす るこ とで あり
, 皮 膚触 覚に対象物

を密着 さ せ る こ と で あ る o 視 知 覚 くvi s u al p e r c e p
-

ti o nl に 触 知 覚 が 加 わ る こ と に よ っ て
, はじめて

客 観 的で 正確 な物の 事実性が 与え ら れ るo 心理学者
r ILI-Iつ

橘 覚勝 は
,

こ の よ う な触 知覚を
r す ぐ れて ゆたかな

12 I

具 象性 を もち
, 実 存性 を も つ J と的確 に形容してい

る o

はコ 彼 は老人心理 の 研究 で 知られ る が
,

かつ て傷壌軍人職

業顧 問の 職 に在 した契機 か ら,

r
手J に つ い て 心像学の

立場 より
. 轟肢く手ほ も含んだ順の 広 い 考察を加えている

8

その 寅勢 別井究 は
,

r 手山1 94 31 ,

r
手と 心 軌く19501

, 呼 -

その 知恵 と性 格山19 761
,
に まと め る こと で . 披のもう 一

つ の ライ フ ワ ー クを なして い る o

た とえ ば, 水 の 中 に差 し こ ま れた 輿す ぐな棒切れ

は, 限 に は歪 曲し て み え る が
,

触 知 す る
r
手J はそ

れを修正 して く れ る o 眼 前の
一

個の コ ッ プを見てい

る 時の 視覚像 が
,

い か に 不正確 なも の で あ る かとい

う こ と は
, そ の コ ッ プを紙 上 に描 い て み る ことによ

っ て 自覚さ れ るo こ の 不正確 さ は
,

r 手J が こ れを修

正 し て く れ る o こ の よう に r 手J は 表面 に現 れか1

く意 識化 さ れ か り 除の 存在 で あ る が
,

人 間の認識

作用 に 深く か か わ っ て い る o

2 . 子 供と触 覚

幼児 は眼前 の 対 象物の 距 馳や大 き さ を知るのに
,

単 に物を 見 る だ けで はなく ,

r手J を伸 ば したり
,

■ t

指をひ ろ げ たり して い る . こ の
r 見 えを触覚で検証

t3J

す る無数 の く り返 しJ と い う 眼と r 手J の協応関係

に よ っ て
,

そ の 認 知 を得る の で あ る o

イ ギリ ス の 数学 . 科学史家 ブ ロ ノ フ ス キ
ー

くB r o
-

t 暮

n o w s ki
,
I .1 は F 人間 の 発 見と創造J の なかで , 事物

が存在す ると い う こ と は経験 に よ っ て確 か め る しか

な い と して
,

次 の よう に の ペ て い る o

rく経験 は1 眼 で 見 る こ と だ け に よ っ て で はをしに
,

手 で 触 る と か
,

耳 で 聞 く と か
,

聴 診器や X 線,

そ の 他 あ ら ゆ る 推 論の た めの 道 具 を使っ て なされ

る. 子供 が そ の 眼 と手 を使 っ て
,

コ
ッ プの 外側と

内側 が ひ と つ の も の の 二 つ の 側 面だと い う こ とを

発 見す るの を 見 て み る が よ い o 生 ま れつ き の 盲人

が
, あ と で 眼 が 見え る ように な っ たと き

, 手で 触っ

事
■ 暮

て 知 っ て い た 世 界を
,

こ んど は
,
その 眼 で再 構成し

て い る の を見 て み る が よ い
. く筆者傍 点IJ

,

1 . や 2 . で み た 成 人 や 子供 の 例 か ら い え る こ とは,

成 人 に と っ て
r
手J は 主 と し て 道 具 器官 で あ っ ても

,

子 供 に と っ て は
, そ れ と と も に触 知 覚器 官の 役割が

-

9 8
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大きい こ とを示 すも ので あ る 仁, 臥 の 場 合は
7

一 層

その触覚の 根源性を証明 してくれ るo

乳児の場合,
眼で 対象物を と ろうと す る意欲は 4

■ ■ ■

州 郎 な っ て か らで あ り ,
こ れ は r 手J を伸ば し

去ら,
物を潤ん だ y け る能 力 が 備 わ っ て か ら現 わ れt .

t ■

てくる

.

o

5 ,

4 州 以前の 乳児 は
,

限 が r 手J の 動作 に

追随する o
ニ れは抑 期 に 余分 に 乳 児の 皮 膚 に 手を触

れてやると い う こ と が
,
硯紫 の 稚逮 を促 す と い う 証

161

明からも明らか で あ る o

そこで
,

さ ら に新 生児 に さ か の ぼ っ て み よ うo 新

生児には, 多くの 原始 反射くp ri mi ti v e r e fl e xl が 観 察

されているo
新生 児の 感覚 反射 は

, 他の どの 感健 にも

まして
,

まず口唇 に よ る吸 畷 鮎旨くs u c ki n g r efl e xl

と
,

r % J
,

足 に よる 把握 反応 くg r a s p r e f e x 川 お け

る触覚反応 がみ ら れる o 綬 は,
母親 が 口 に 直接乳首

をも っ て い か なく て も,
彼の 口 や頬 な どが母親 の 胸

やその他の部 分に 触れ る だけ で , 自 分で 反射 的 に 乳

を探るo 入浴中の 彼の r 軌 は
,

安 心 と安 濠を求め

てか
,

ガ - ゼ を固く 掘 り し め て い るo ア メ リ カ の 舞

踊研究家ソ
- レ ルくS o r ell

,
W .1 が 町人 間の 手 の 桝 如

く19681 の なか で
,

ユ ン グ u u n g ,
C . G .1 の

r 榔申分
■ ■

析の 那 釦 よ り
rく吸 畷反応 は1 独特の 快 感 と 満足 を

■
■

求める律動 的行為で あ り
,

そ れ は栄餐摂取 と は別個

17 1

のもので あ るJ との 説 を 引用 し て い る こ と に 注目 し

た い o そ し て
,

ソ - レ ル は い うo
r 幼 児 が 最 初 に

自己を知覚 する の は く手l と く口l に よ っ て で あ る
I t

t 8 1

く筆者傍点及 び括弧1J とo

生後3 ケ月 日 に は
, 今ま で 口 唇部の 補助 券官で あ

っ た
r 軌 は , 把握 反応も 消失 し, 次第 に 独立 を主張

しはじめ るo
r手J は, 自分 の 周囲 の あ ら ゆ る も の に

触れる.
r 利 は

,

r 硯 知覚を呼び お こす
,
く朝 がも

L9 1

のにあた る と
,

ただち に 目 もそ こ に向 け ら れ るJ と

ザボロ ー ジ ュ ツ t Z a p o r o z h e t s
,
A . B .1 が 知覚 と 行 如

く196 71 のなかで 報 告して い るo 4 - 5 ケ 耶 削 こなると, 先

の
r
生J の 目覚め というネガ テ げ が 手J は , 外界を制御

f 4

■
■ ■ ■

するポジテ げ な道具 器官 として,
か つ 環 境 を知 る認 識

器官とし て 主張 を はじ め るo
こうして

r 手J は ,

r 成長
E81

する自我の 最も能 動 的な延 長J と な っ て い く くユ

乳児や幼 児の 場 合に つ い て
,

触 覚 と視 覚 の 関 係 に

っ い て み て き た . 触 覚 は
,

糾明の 段階で は自 己の 安

定や自覚と い う 生命 の 感 常 に 深く か か わ っ て お り ,

次第に知覚 . 認 識 器官 と し て の 働 き を な す よ う に な

るo こ の 2 つ の 役割 は
,

そ の 後も子供 の 泊 動の 基本

とな っ て い く o

r 触 凱 r 触 感J と い う ドイ ツ 語 の G e f uh l と い う 言

襲は
,

と も に 憾 胤 r 知 凱 をも 意味 し てい るo f u h -

l e n は , 鳩 ず るJ と r さ わ っ て み るJ の 意 味をもつ o

こ れらは 英 甜の f e e li n g とf e e l に あ た る が
,

日 本 梧

に お い て もそ れ ほ ど遠 い 解 釈と はい え か 1
o こ の こ

とは , 触 覚 の 人 間存在 に お け る 重要性を提起 し て く

れ る も の で あ る L1

3 . 道具 と触覚

触覚の 優位性をさ ら に 明ら か にす る た め に
, 道具

く機械 . 装馴 の 構造か らく る使岡上の 側 面か ら,

ドイ ツ の 技 術 研 究 家 ヘ リ ッ ヒ 川 e ri g ,
F .1 に よ る o

町手 と 榔 如 く1 93 41 に も と づ い て 吟味 して み た い o

ドイ ツ の 哲学者 か ソ プくK a p p ,
E .1 や

t
同 じく

ノ ア レくN oit e , い ら は, 身体の うち に具 え る 諸器

官が外に 置 き か え ら れたもの が道具で あ る と い う 説

を は じめ て 論 じた o
つ ま り

,

r 内なる 機構が 外の 倣

界 へ 置換 さ れ た ものJ で あ る と い う
r

i
lニー

はl カ ッ プは これ を器官射影 くO rg a n
- P r oj ek ti o nl と呼

んだ く187 71 o
もともと, 射弊紙 念は画法 鮒 学の 創始者

キ ン ジ
ー

1J M o ng e ,
G . トの創案で

r前に投げ出す こと - え

が き出す こと - 外 へ うつ すことJ で ある o 耳 の 鍋牛穀の

弧線 く e.o r 梱 り が ピア ノ の絃 で あり,
喉の 発声器官が

パイ プオル ガ ン となる2
o-

こ の 理論 か らい く と
,

人 間の視覚く眼l を射 影し

た代割勺な道 具 はカ メ ラとな るo こ れは, 眼の 代用

で あ り
,

限 の 榔虫の 役割を も はたす視覚器官の 完 全

なう つ しで あ るo し か し
,

カ メ ラの 撮影 と い う行為
■ t

■

■ ■ ■

ニ コ ニ

に あた っ て は,
人 間の 眼 以 外に絞りや 俵点 の 調節 券

■ ■
事 t

の た め に
r 手 二 触 削 が 必要と さ れ るo

ヘ リ ッ ヒ は
,

こ れを次 の よう に 説明 して い る o

r 光 学器 具も - 他の す べ て の 番兵と 同 じや う

■
t - .

t

にま た
-

作業面と, 技 手面とを具 へ てゐ るo 仲

榔 し た が っ て
,

光学 装置 に お い ても , 手道具 の

場 合と正確 に
一 致す る 諸過 程 が

,
そ こ に 見出さ れ

Ilて

る の で あ る く筆者傍点うJ

こ れ は 道具 一 般 に 通ず るも の で ,
ヘ リ ッ ヒ の い う

よ う に
r 手J の 操作を 必要と す る 傾 手 軌 は , 棉

能 の 本体 をな す r 作 業 机 と と も に, 道具 が
rf2 意 の

柳本や対 象 軌 か ら区別さ れ る た め の r 二 元性J な

の で あ るご
2 .

ま た
,

ヘ リ ッ ヒ は眼 の 調 整 が 副次 的 に お か れ
,

揺

と ん ど
r 手J の 操 作だ け で そ の 作 問を逆 行し な け れ

ばな らな い と い う 例を い く ら かあ げて い るo
た と え

ば r フ リ ュ
ー ト奏者 等 は,

た だ楽譜 面の 形 とイ立置 と

を 眼で 読 み と っ て
,

そ れ に もと づ い て
,

まさしノ く く百

- 9 9 -



郎 で 演奏 を続 け ね ばな らな い J し
,

タイ ピ ス トは,

キ イ
-

の 方 へ 眼をや らず r 打ち上 げら れて い く 文字

面 を辿 らね ばを らな い J o 同 じく
,

自動 車の 運 転 は ,

■
■ ■ ■ ■ ■

r 誇張 し た意 味 で は
,
殆 ん どく盲 目 の 運転h とい わ ね

り31

ば を ら か 1
. こ う し て

,
ヘ リ ッ ヒ は 次 の よ う に 結論

づ け るo

■ ■

卜す べ て の 他の 感覚 諸 器 官 は
,

感 じの 調 節と し

て 役立 つ 限り に お い て
, く手l と 共働 す る も の で あ

るo すな わ ち副 次 的な
, 第 二 養的を 位置 を, く手I

に 対 し て 占め る の で あ っ て
,

こ の 道 の 場 合は 私 ど

も に織 られて ゐ な い
o こ れ は 確 か に 注 目 に低 す る

事実 で あ り, 手工 芸と の 関 係に お い て
, 特 に 強調

せ られ ね ばならな い 点 で あ ると 思 は れ る o こ れは
■ ■ ■ ■ ■ ■

確実 にそ れらの 他 の 感覚諸 器官 が
, 触覚 か ら分化

して 釆 た もの で あ る こ とを 明示 し て ゐ る の で あるo

rnEl巳

く筆 者傍点, 括 弧h

文 明 が どんt
ttこ機械化 さ れ たと し て も, 人間の 微

妙を 手の 操作, 手仕 事は消滅し な い で あ ろう o
ヘ リ

ッ ヒ は,
こ の こ とを道 具 の 原理 の 解明 か ら 明ら か に

し て い る が
,

こ れ を r 手工 芸J に お い て ま で 強調 し

た彼の 洞察は 卓見と み る べ き で あ るo

4 . 美術と触覚 一

触覚や視 覚を
,
心理 学 や 生理学 的 サイドか ら実証 的

に 研究し たもの は枚挙 に い と ま が か 1
o し か し

, 追

形表現 に お ける研 究 は
,

ほ と ん どみ られ な い o そ れ
■ ■

は個人の 内面 の 感性 を軸とした 分 野 は
,

よ り言語化

の 困難 性 をも つ か らで あ るo こ の カ オ ス の 世 界 に ス

ポ ッ トを あ て
, 美術教 育 に 金字塔 を打 ち たて た の は,

ア メ リ カ の 美術 教育学者ロ ー

ウ ェ ン フ ェ ル ドくL o w e n -

f e ld , V .1 で あ るo 彼の 著 町児童 美術 と創 造 性止く193 81

を も と に
,

い ま ま で み て き た触覚の 考察を 多少な

りと も造形感覚と して の 触覚 に 接近 さ せ て み た い o

彼 は 人間 の 美術 表現 の 出発 点に お け る 知覚の 仕 方

は
,

必ず しも 眼 の 視 覚に よ る 外部的 な 印象 ば か り で

はをく , 触 覚 に よ る 内部 的 を表現 が 起源に を る こ と

も あ る と い う こ とを実証 し た . こ れは, 友 人 ミ ュ ン

ツ くM th z
,

L .1 と とも に 生地 ヴイ エ ナ に お い て 実 験

した 弱視 者と富者 に つ い て の 研 究の 結果 明 ら か に し

た もの で あ る o 彼 に よれ ば
,

子 供の 表現 の 仕 方 に は
,

視 覚型 くvi s u al t y p el と
,

触 覚 型 くh a p ti c t y p el の 二

つ の タイ プが あ り
, 前 者 は r

周 囲の環 境か ら出発J

し r 部分的 を視覚 的経験 を 溶解 し て
一

つ の 知覚的全

体J と して 得 るの に 対 し , 後者は r 主 と し て , 彼自

身 の 肉体的感 覚 くb o d y s e n s a ti o nl , な らび に 彼 の ま

わり の 触 覚 的空 間くt a c t u al s p a c el J に よる 触 覚的 知

覚 を得 る
r

ご
一

こ れ ら は, 肉体的 視力 が 劣 るとい う鯛

A
I o . .

. . -
.

1

t ■ ■ ■ ■ t ■ ■ ■ + 一 ■
書

的 事実 が
, そ れを決達 す る も の で は 如 -

o というの

は
,

十 分 に 視 力をも っ た 人 に 純粋な触覚型 がみられ
り6J

る し
,

こ の 逆 も い え る と 報告し て い る o こ の理由を
,

触 覚は 直接的 に 内部と の か か わ り あ い をもっ が
, 視

■ t i

覚 は外部的で あるという, 知覚 器 官の 相遠点に言及し
,

視 覚の 限 界を次 の よう に 指適 す るo

r
眼 の 知 勤ま

, 何 ら か の 創造 的 情 動 が個人の精

神 作用で あ る 限 り に お い て だけ
, 自 己の主観的経

験 と 関係が あ るo 仲田即 眼 の 知 覚 は , 経験を肉
I e 4 4 4 + + J p + + J J 4 L

p + 1

体感覚中に 求め ず に 肉体 の 外部 に 求め る からであ

る o 自己 は 単 に価 値の 判断 を経験 に適 用するだけ

で あ るo く筆者傍 点1
1

i
71

こ の 身重 な調 査 に よ る 東 大な 発 見と指摘は
,
知覚

や認 識 器官と し て の 触覚の 働 き を超 越 して
, 触覚が

■ ■ ■ ■ ■ 暮 ■ ■
. t I

自 己の 表現 と し て 創造的衝動 の 源泉で あり
, 芸術的

t ■

な力の 発達 に 深く か か わ っ て い る こ と を揺示 してく

れ る も の で あるo この ことは
, 次 の 精密な観察による

結論 か らも 明 ら か に さ れ る o

r 眼 の 経 験 が 後方 へ 退 い て 逮 ぎか っ て ゆく につ

れ て
, 限 は概念 の 媒体と し て ま すま す東要でをく

な る o 環 境の 重 要性 が減少す る と同 じ限度まで,

経 験 はま すま す 全体と し て の 肉体, 肉体の感覚
,

筋肉 の 神 経 支配 , 深い 感性
,

及 びそ れらの諸種の

感情的効果の な か に進 行す る 過程 に局 限 されるo

視 力の 感覚の 重 要性 が減少 す る に つ れて 感覚と概

念と の 間の 仲 介 と して 触覚の 重 要性が増加するo

l1 71

く筆者傍点h

彼 の 弱視 と 盲目の 児 童を観察す る こ と に よ っ て得

た こ の よ うな 分析 は
,

一 般 の 芸術 の 歴 史 にも適用し
I18

r 自 己が 直接に 芸術 的 経 験 の 中心 となれ ばなるほどJ

ハ ブ ティツ クをフ ォ
ー ム と表現 の シン ボ ル の 現 われること

を立証 し てt l る
o

ロ ー

ウ ェ ン フ ェ ル ドの 業績を
r
素暗

119

ら し い
一

連 の 分析J と称賛 した リ ー ドくR e a d
,

H .I

は F芸 術 に よ る 教育A の な か で ,
ロ ー

ウ ェ ン フ エ ル

ドの い う二 つ の タイ プ を r 児 童に あ っ て は きわめて

明瞭な
,
こ の く二 重性l は

,
驚く ほ ど多数 の 大人 に継

C20I

続 し て 残 っ て い るJ と の べ る o こ の リ
ー

ドの指摘と
,

ロ ー

ウ ェ ン フ ェ ル ドの 美術 史で の 立 証 は
, 内部世界を

投射 す る と い う触覚 の 意 弟 が
, 子供 だ け で はなく

,
皮

人 に も適 用で き る こ とを示 し て い る o
こ の こ と は ,

今 日
,

物 質文 明 と い う状 況の な か で
,

人間性の 回復

と し て 叫 ばれ る 手仕 事 の 背景 に重 大 な示唆 を与える

もの で あ る o

ロ ー ウ ェ ン フ ェ ル ドの 研 究を
, 本稿の 立場 で 評価す

-

1 0 0
-



ると,
触 舶 生理 や知 削 い う,

より 科学性 を申蛇

した器官と して とらえ る の で は なく ,
そ れ を越 えて

,

人間の療L

.

藩政と結 んだ点 が 注 目 さ れ る o 硯 齢 こ対

し,
触覚が 鳩 高 軌 の 自 己の 内面 と か か わり

,
美

的創造の エ ネ ル ギ ー の 源で あ る こ とを
,

子供の 表現

の過程と結果に , 鋭 い 観察と分 析を 加え る こ と で 賓
L

f
1- 1

臥 た こ とで あ るo 勝 見捲 が W 手 と造形 州 9 441 あ

のなかで ,
当時の 手工 作の 軽視 な 射 削こ つ い て 次の

よう に誇っ て い るo

r 5 来,
ギリ シ ア の 影 響下 に あ っ た ヨ 一 口 t

.

J
パ

の古典的教育思潮は , 作発と か 手工 作とい うもの

に対す る軽 蔑を噛んで 釆た o 明 治以 裡の わ が 国の

教育制度も
,

多く この ヨ
ー ロ ッ

パ の 雛響を受 け 入

れて 釆た の で , 大正か ら昭 和の 初頭 に か け て
,

管

育偏重の 趨 勢 に流 れ て い た の で あ る o

a

J
l,

ニの傾向は, 酎変ます ます と どま る と ころ を知 ら

ず
,
今日の 工作不操を 掛 l た

- つ の 原因 と い え ようo

■ ■
■ ■

ロ ー ウ ェ ン フ エ ル ドの研 究 は
,
そ の よう な知 育 二 視覚

優先の伝統 に力強い 鉄槌を下すも の で あ るo

+ t

捲1 埠 と造 軌 は食重な一丈献で ある が
,

執筆 さ れた年代

の背骨 から
,

労作 手工 的な色 彩力巧釦 1
o

し か し , 彼の 研究 は彫 塑く粘土l と い う
r
手J を

+ p I t

直接に使う立体表現と ,
さ ら に未 開 発国原始人 の マ

ス ク 博 彫り 削 が実証の 土台の 一 つ で あ っ た に も

か かわらず, 日本に お け る彼の 理 論の 費 け と り 卦 ま
,

+ J
+ . .

I + 4

も7 ぱら
r 児童画 に お け る 心理 的表現 の 二 つ の タ イ

プJ と して 賞揚 さ れ , 彫塑で は
,

き わ めて 狭い 粘土

表現に お い て し か語 ら れな い o 非 視覚型の 子 供 た ち

にくとりわ け児童画 にl は 至福を も た ら し た が
,

も っ

と触覚自体が 入り こ む工 芸 に つ い て
,

さ ら に造 形 全

体に お け る触覚 や r 手J の 位 置 の 関係 に つ い て
,

彼

の研究か ら読 み と る 努 力が 必 要と さ れ よ うo

B
. 手 と 知 性

5 . 手と精神

カ ン トは r 手J を
r 人間 の 外な る 剰 凱 と 呼 び

,

モ ンテッ ソ ー

リくM o n t e s s o ,i s ,
M .1 は

r 手 は 知性 の 道 具J

であるとの べ るな ど ,
哲学 や教 育学 の 立場 か らの

r 手J

と知性 と の 関係 は
,
西欧 で は古く か ら語 ら れて い るo

三木清は
F 技術哲 割 く194 1う の なカーで

,
人間 の r 手J

は技術的行為の 道具 で あ り
,

こ れ は 知 性 と と も に 発

達し て き た と説い て 次 の よ う に の べ て い る o

r
手 が 特 に 道 具 と 考 へ ら れ る の も , 手 の 成立 は

知性と 結 び附い て ゐ る た め で あ る 一っ 事 は 身体 の

器 官と し て 藩適性を も っ て ゐる o そ れ は他の 器官

の 如く 特定の 情動に 縛られ か -
で , 多様な ,

広範

囲 馴舌動 に適 して ゐる o 手 はい は ば中立 的で あ っ

て
,
特定の 精勤の た め に発達 し たと い ふ よ り も他

の 器 官の 代理 を す る 器 官,
ア リ ス ト テ レ ス の

い つ た 如く く器 官の 器郎 で あ るo す べ て の 器

官は道具 の 意味 をも っ て ゐ る とす れ ば
,

手 は樺定

の 道 具で はなく
,

む し ろ そ の 沓違 約な道具 で あ り
,

諸道 具 の 抽象的 な道具 で あ るo 仲 剛 ア ナ ク サ

ゴ ラ ス は
,

人 間 は 手 をも っ て ゐ る 故 に 動 物 の
Q5

ち 最も驚 い と い ひ ,
ア リ ス トテ レ ス は逆 に

,
人 間

は 最も 驚 い が故 に手 をも っ て ゐ る と い っ た と伝え

ら れるJ
い

彼 は r 手J は
,
他の 器官 にも ま し て 藩週性と 抽象

性をもち , そ れ だ け に 知性 と 密接 不可 分 で あ る こ と

を明 らか に し,

r % J と道 具 や物を つ く る こ と と の

関係に 深い 洞察を お こな っ て い るo 前 田寮 次 は 咽

代の 工 割 く197 51 に おい て
,

ノ ア レを引用 して い るo

r ヵ ン トはの ペ るoく自然 は1 理 性の便 捌 こ対 して も
,

人間を熟達 させ たもので あり
,
そして 又

,
こ れ らを通

■ t ■
t ■

じて 自然 は理 性的動物と して 人頬 の 技術 的 な紫質

も しく は巧 み さ の 素質をは っ き り示 し た の で あ るo

.
. .

.
1 ヰ の 非 常な る 重要さ がそ れと 共に 手 は - つ に

もの を つ く る
. I . .

は創造 する 器官と して
,

ま た もう 一 つ はも の を知

りと る浄官, 知覚す る器 官と して
,

働く も の だと
■

■ ■

い う こ と が明示 さ れ て い る.プ
J

そ れぞ れ哲 学者は
,

理 性的 存在と して の 人 間を
■ ■ 暮

r 手J に 求め て い る o つ く る こ とは, とも に 知 る こ

と で あ り
,

r 手J は理性 的人 間th o m o s a pi e n sl の 側

面と共に 工作的 人 間 th o m o f a b e rl の 両側 面を同 時

に もち あ わす こ とで は じ め て創造的 人間くh o m o c 卜

く31

e a l u sl と な りう る の で あ る o 頭脳 と
r 手J と道具

と の 関係は ,
人 間が 前肢 か ら手を解 放 し て 以 来,

そ

れ ぞれ交互 に依存作用 しあ い つ つ 発達 し
,
完 全な調

和に よ っ て 今 日 の 文 化を 築 い たもの と い え よ うo

モ ン テ ッ ソ ー リ は形骸 化 し た 幼 児教育 に
一 つ の 革

新 性を吹 き こ んで おり
,
今 日再 び

,
ブ ー ム と い え る ほ

どに注 目さ れて い る が
,
女 史の 子供観 に よ る

r 手J の

と ら え 卦 ま
,

心 や精神 をと ら え る 新 し い 子 供像 をめ

ぎし
,
今でもその 漸新 さを失 っ て い か 1

o
こ れを オスワJし

ト くO s w a ld
,
P .l の 町モ ン テ ッ ソ J l 教 育 に お け る 児

童観A く1 95 8う に も と め て み た い
o

女 史は
,

幼 児を肉 体 と 精神 か ら なる
r 生 け る統

一

r

4 I

胤 で あ る と し て
.

一 方で は r 抽 象的な概念 性く精神
r 5I

榔 と 感性 的な 肉体 軌 と の 統 合を
,

他方 で は 憎

- I O l -



I 6 I

神と環境と の 交流J を強調 し
, それぞれの 統合や交流

の 接点 に お け る
r
手J を 説い て い る o 女 史の r 手J

と理 性と の 関係 に つ い て は既 述 し た が
,

さ ら に 次の

よう に の ペ て い るQ

r 手 は理 性 の 精 巧 に し て 複雑な 器官 で あ っ て ,

こ れ に よ っ て 知性 は 単 に み ず か らを明ら か に す る

ギけ で は をく , 環境と の 重要を関 係に 入 る こ とを

許 さ れ る も の で あ る o 人 間は
, そ の 手を も っ て 環

J . . + +
t 7 i

境 か ら物をと り 入 れ る の だと い う こと が で き るJ

女史 に よれ ば
, 特 に触覚を 土 台と L た豊 か な感 覚

経 験 が 精 神 発 達 の 基礎 で あ るo こ の 精神 は , 知 的

精神 と い う よ り は
, 子 供の 内面 に奥 深 く か か わ っ た

t 8I

心 の 働 きで あり
,

r精神的天 性 く霊性 h を の で あ るo

r手J は
, 幼 児 に と っ て 精 神 的 栄 養 を 摂 取 す る窓

口 で あ る と い え よ うo オ ス ワ ル トは
,

モ ン テ ッ ソ ー

リ を 論 じるを かで
r
手J に つ い て 次の よ う に の べ て

い る o

r 人 間の 精神 が
一

面で は肉体 に 依存 し て い る こ

と
, 他面で は 肉体 に精神 が 宿 っ て い る こ と を 特に

明示 して い る 器官が あ る が
,

そ の 器官 こ そ
一

切 の
1 71

生物 にす ぐ れ て い る 人 間の も つ 手 怒の で あ る o J

r 手J が 直接
,

精神活動 と か か わ っ て い る こと を

い み じく も 表現 して い る o
r 手J は 単な る 外部の 鏡

と か
,

外界と 内界との 連 絡器官と して の パ イ プで は

なく
,

そ れ は メ ル ロ - ボ ン テ ィ の 言 葉 を か り る な ら

ば r 外な るも の の 内在J で あ り
,

r
内な る も の の 外

t

19 1

在J を の で あ るo

6 . 把 撞と概念

人間 の
r
手J は人間以 外の 霊長類の 手と 比較 し た

場 合
,

r把 握J の 機能 が 決定 的 に 相違す るとい わ れるo

進 化 論 に よ れば
,

人間 の 直系 の 古い 祖 先 は魚類 シ ー

E l

l

もコ

ラ カ ン ス.くC o el a c a n th u s l で あ り
,

人間 の r 手J は
II P

ヒ レく胸鰭l に相当す る o

仁注コ 新 古生代 くデ ボ ン 紀1 の 内鼻魚類
い.-,

i
r
手J は

,
6 0 0 0 万 年軌 樹上 生活 を営 む食虫類 の

前肢 が後肢 に 比 べ
, より 多く の も の を 掴 んだと い う

役目 にそ の 源を発 し
,

猿 類 に い た っ て は じ め て 独 自

な 手の 形 をも つ に い た っ た
tl

i
I

仁注コ き つ ね嬢 の ような下等な霊長類

霊長 類 の 場 合
, 親 指 の 発達 が 不充 分 で

,
対 向性 が

か 1 た め無 器 用で 粗野 であ る
o

ソ - レ ル によ れ ば r 力強

い 把 捉J で あ っ ても
, 洗練の 極 に達 し た人 間 の

r
手J

に そな わ るI r 正確な把 握J には遠く 及ばず
,

その 意味
11 T

で は r 手J と は い え か 1
o 直立 二 足 歩行 の で き る の

は 人 間だ け で あ る こ と か ら す る と
, 猿 類 や類 人猿 の

手 は 前肢 と い わ ね ばを ら か -
a

r
手J は 人間にのみ

そ な わ る もの で
, 前肢 が歩行機能よ り 完 全に解放さ

4
+ .

+

れ て は じ め て
, 正確 に し て, か つ 複雑を把掘 器 恥

r % J を 獲 得 し た の で あ る
o 微妙 に して

, 榔 引こ把振す

る
r 手J は中枢神経 の 機構を 反映 し て い るの であるo

r
把捉 す るJ と い う 言葉 に は

, 物を r っ か むJ
r
にぎ

4
+

.
+

るJ くg r a s p , g r ipl の 他 に
,

モ ノ ゴ ト の 全 体 に 理解

くu n d e r s t a n dl を得 た場 合に
, そ れを r 把超 したJ とい

う意味 が あ るo
r把 胤 は

,

r 手J に よ る 具体的な

把撮 と
,

言葉に よ る抽 象的 く概 念 抑 把掘の 二面を

も っ て い る o 言語 文化圏を異 に す る
, たとえ ば

, 日

本語 と英 語 とも に
, 繭轟を も ちあ わ せ て い る ことは

注目 す べ き で あ るo ほぼ同様 の こ とは
,

た びたび引
I . 仁l

合に 出さ れる ドイ ツ 語 の b e g r e if e n に お い ても いえ

る
o

こ れは
r 手 で つ か むJ

r 把 掘 す るJ とい う意味と

と も に
r理 解 す るJ の 意味をも っ て い る .

はj ポ ル ノ - くB olln o w , o . E きの r
哲学的教育学入門J に

よ れば
,

ハ ン ス - リ ッ プ ス くLip p s
,

H
.j は概念 はeg rif り

以前の r 日 朋 納 涼然と した不確賓 な言弟L
l訟

をb eg , eife n

とする が
,

r 果 物 と は 何 か と 劉 a ら れ ると く中榔 せい

ぜ い 林檎 , 乳 等と子供 は数 え上 げようと する かもしれ

か -
o し か しその 個 別の 果実 がまと め られて どうして果

物 に なる か
,

果物で か 一束案とそ れら が どうして 区別さ
ぃH蛋

れ る の か , と い う こと に は
,

子供 は 答えられないJ つ ま

り
, 果物 の 名前 く音弟う は知 っ て い る が

,
この 言葉は概

念で はない と い う
o 森田孝は こ れ を概念 以前の r

想念I
l心

と訳す
o

ほこj

概 念 は B e g riff で あり
,

-

g rif f は 英 緒の g ri p にあ

た る o

はっ 三枝 によれば
,
ドイツ の 理論家 の 開 い る B e g riff とはr た

だ見または聞 い たにとどまらか 1
o ま た報告を得ただけで

な く観察 し
, 分析 し

, 思索し , 実 情に 訴えて み
,
それをはっ

きり掴んで い る こ とくb e g r eif e nl が B e g riff で あ るJ と

い うL
l 缶

r
理 解 す る こ とJ や r概 念J が

,

r 掘 るJ と い うr 把

握J の 動 作か ら き て い る こ と はそ の 本来 の 意義を提
暮 ■ ■

起 さ せ てく れ るo
r 把捉J の 道具 的 側面 と認識的く精

神 的l 側 面 とい うとらえ方 に
一

つ の 示 唆を 与 えてく れ

る o 換 言す れ ば,

r も の を つ か むJ こ と は
r もの を知

るJ こ と に つ な が り
, 具体 的経 験 が概 念形 成 に導か

れ る こ と を換起す る もの で あ るo

7 . 手と概 念形 成

概 念 くc o n c e p t
,

B e g rif fl は
,

認識 過程 に お ける ゴ

ー ル で あ っ て ス タ
ー

トで は な い
o 概 念と は

,
抽象的

一

般 的 象徴 で あ り
,

わ れ わ れ が あ る種 類 の 事物ま た

は 存在 に つ い て 持 っ て い る 知識 の 総体 で あ る
o
鳥と

- 1 0 2 -



いう概念を 雛 の はt
具 体的 で 個 別 鵬 甚や燕を 知

っ てはじ め て ,
抽象的段階 に 達し た の で あ る o 概 念

とは経験の 要約の よ う 納 の で
,

多く の 割丙の 中か

ら個々 の特殊性を捨て
,

共通性 を抽象し た も の で あ

るo

認識の出発点 は,
- 棚引こ実 在の

Ti
,

i
.

,
個 別 性 ,

偶 然

悼,
現象,

形式,
具象,

全体 ,
現 実 と い っ た 外的 な

ものであ るごそ れらを
,

r lf J や眼 と い う 感 激 に よ

っ て知 凱 た もの を 表象とし て 受 け と るo そ れを ,

分類,
順序づ け

,
比 軌 抽象t

命令 と い う思 考過 程

を経で概 念が形成 され るo 認 識 の 出発点 は
,
あるユーu-滴

+ A . .
+ 4

では ,
生の 素材に 対する 対象 的, 外的経 験 で あり

,
物

質的,
実 脚勺行 為で あ る o 技 術研 究 風

il戸山 鳳二 郎は

暇 術と 哲 割 く195 0
.
1 の な か で 次 の 例 を あ げ て

いる o

r摩擦によ っ て 熱 く火l が作ら れ る こ と は
,

有史

以前の原始人燭 が恐 らく偶 然的 にで あろうが
,
十 万

年以上も前に
,

摩 擦火 を 発 見し た 時 に , 己 に こ

れを実際 に知 っ たの で あ る o 身体の 朗 陀 こ す る

と温ま る こ と は
,

恐 らく
,

も っ と も っ と 以前 か ら

人間は知 っ て い た に相通 な い o 斯く し て 人 間 は
t

古く,
現実的 , 英行 的な 行動 か ら, 先 ず 摩擦は熱

の - 源泉で あ る と い う個 別 的,
現 象的な 運動 に 関

する認識を得た の で あ るo

l

ブ

原始人 が火を 発見 した の は, 石器 製作の 際の 火花

からき た と い う説があ る o 火 を発 見す るま で に は
t

石とい う実存性,
具 象性 , 石 器製作と い う 形式

,
そ

して 火花と い う偶 鮒生を通 じ て
,

さ ま ぎま な r 手J

による 試行 餅 朗 唱 っ た と思 わ れ る . こ の よ う に具

象 一 現象的なも の か ら抽象 一 番適 的 なも の へ
,
換言

すれば, 感覚 - 知覚 中 表象 一 概 念と い う過程を た ど

るo こ の方 向は
,

一 事象 ,
ま た は - 事物の 最初の 出発

であ るo

-

た ん
,
そ の 概 念 を得る と逆 の 方 向を と る

ことが 多い o そ れ は 概 念 の 網 の 目ユ
釦

を樺 得 し て い

る からで あ る o

認識や概念 は 論理学 や 心理 学 に お け る 中心問 題の

一 つ で あ る が
,

こ こ で はそ れ らの 詮 索 を目 的 と しな

い
o

r 手J と 知 性 と の 関 係 に つ い て 考究 す る こ と が

削勺で ある o そ の 視 点 に た っ て
,

子 供 の 概 念形 成 に

おける論理的 怒思考能 力 が どの ような発 達をなし,

r + J

がどの よう に か か わ っ て い く の か と い う こ と を み て

い き た い
o ま ず ピ ア ジ ェ くPi aj e t

,
J .1 の 操 作 の 発達

に若干ふ れ
, 次項 で

,
ヴ ィ オ - くV i a u d

,
G .1 に つ い

て詳細に 考察 し た い ロ

ビア ジ ェ は , 知的 操作 の 発達 的 変化 を 発生 論的 に

明ら か に し
-

r い る o 知的 操作は
,

尉本物を対 象と し

た 手 や足 の 感覚運動 に は じま ると し て ,
大 きく 次の

I19
1
.

4 つ の 段階 に 分 け て い るo

ci, 感健運 鰍 朋口能 の 時期 個 生 から言乗出現 の 2

歳ま で1

も っ ぱら 手や眼 による 感覚 と 運動 と に よ っ て 試行鱒

捌勺に物を操 作す る o 反射 及 び刺激 . 反応 の 結合な
r ..ト5

どの 行為と そ の 協調 に よ っ て は じめて 知 的衝動の 萌

芽を観察で き るo

はコ たとえば, 対象物 が r シ
ー ー

ツ の l
.

A にあ ればt
シ J

J
I

J を
申

ひ ,.J ば -

J て 内分のもと へ 引きよせ るJ そ して , 榊 んだ 対

象物 が
,

シ -
J で 曜わ れ ると

,
はし

l

め は 全く艶味を示 さ

1205

か - が
,

や がて 消 えた 対 象物を探 索するし,

馴 苛操作的 思考の段階 く2 威 から7
,
8 歳 まで

.

H 当分

の 手や 足を動 か すと い う実際 的行鞄は 次 掛 こ内面化

さ れ
, 表象が形成 さ れる o 象徴 機能を基礎 に し て 言

l,. E L

緒 が発生 す る o

は1 綿 は
,

空間 や時間を こえ て通関 され
, 模倣 遊 びくi m

-

il a li o nl と 如 て 再生 さ れる ロ また
,

こ こで は, 目的 と

その 矧 戊とが未分化であ るため に
一

作 削
f うま くい か ず,

常に 手 , 眼 , 足を侍り て試行錯誤し ながら解決して ゆ くこ.

ゆ 尉奉的操作の 時期 く7
,
8 歳 か ら11

,
1 2 歳 まで1 具

体 的, 行 動的 な操作か ら思 考操作へ と 発展し
,

論理

的思考の 基礎 が生 じ る o し か し, 直接的 内容 に轟づ

け られた 尉本的思 考で あ っ て , 児童が 見 た り
,
触 っ

た り し た事物 や事態で の み 習得 さ れ
,

ま だ試行錯誤

が支配 す る o

や形式 的操 作の 時期 く12 歳以 上1

感覚 や行動 や具 体物を離 れ
,

こ こ で は じ め て
-
抽

象 汎 論理 的 思考が可 能 とな る o

以上の 各段階 は
,

そ れ ぞ れの 知能構造をも ち な が

ら も
,

互 い に 関連 しあ っ て 全体 の 体 系を れ て い る o

こ れ は
,

思 考 操作の 均衡化説と し て 児童 心 理 学で は

高く 評価 さ れ て い る o

o - ゆ の 段 階 に み られ る共通点 は ,
人 間の 思 考形

成 の 納 期 段 階 に お い て は
, 行 動 , 感 覚

,
経 験 が

支配 し て お り , 初 期 ほ どそ の ウ エ イ ト が 大 き い と い

ぅ こ と で あ る.
r 乱 は な か で も こ れ ら の 目 的遂 行

l コ訂+I
の 中心的役 割を は た す も の で あ り

,

r f- J と 眼 の 感

覚 と対 象物 と の 試行錯誤 に よ る か か わ り が 表 象作 用

を肋 け る も の と い え よ う ロ 埠 J の さ ま ぎ ま な 働 き

が長 い 発達 過 程で , 軌 馴
-

.

3
J T友に 結 びつ い てt

l る と い

ぅ こ と で あ る
ロ

ニ の こ と は
,

次の T
l

j ィ 寸
- が具 倒勺

に 明 ら か に し てく れ る o

しii三卜 J JL-- トーL H r uT l.
. r

.
い .

,
, はし川 動的把fTi., 2

一
湖 像
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的把 捉 各 記 号的把握 を思 考 発 達の 順序性 とするo くil

は視 覚イ メ ー ジと して把接 したも の で
, 0 を洗練 したも

の だと い う o

Qll

1

8 . 工作 人か ら知能 人 ヘ

ヴィ オ
ー は

,
発達の 過 程 で 得 ら れ る 知能 を大 きく

二 つ に分 け る o 初期の 言葉以 前 の r手J や道具 を通 じ

て 得 ら れ る能 力を実 用的知 能 と 呼 び
, 言葉習得 後,

組

織 化 さ れた概 念で 操作で き る能 力を 論理 的 一 合理 的

能 力と呼 んで い る. ダ ー ウィン の 進 化論 が 出 るまで の 古

典 哲学 者や心理 学者達 は
, 本能 と知能とを対立させ

, 動

物は 本能 によっ てしか 行動 せ すミ 人 間 の み が
, 理 性く知

C3

能l を有してb l るもの として い た o こ の 定 説に対 し
,
ヴィ

オ
ー

は
,

そ れ以 外に
, 外界の 事物 に道 具 や r 手J で

も っ て 動 作や行動 を知 的 に適 用 す る能 力 く実 用 的知

能l が
, 高等動物や幼 児そ して 成 人 に も 存在 す る こ

と を認 め て い るo そ れは r も っ と も原始的で はあ る

が本能 と は明ら か に区別で き る 知能,
C 訟

で あ る o こ れ

は
,

ベ ル グ ソ ンくB e r g s o n
,
H .l の 人 間 を理 性 人くh o m o

s a pi e n sl と工 作人 th o m o f a b e rl と に 対 立 さ せ
, 後

者の 上 に 前者 が出現す ると い う理 論を背 景に し て
,

こ れを さら に 心理 学的 に 展 開し たも の で あ る .

高等猿 類に み られ る 知能 と し て は
, 学 習 の 洞察説

と して 既 知 の ケ
-

ラ
ー

くK 6 hl e r
,

W I の 実 験 に み ら

れ る艦の 中の 猿 がタH 則の バ ナナ を棒で 引 き よせ た と

い う観察で あ る o ヴ ィオ ー は
,

こ れを r 身体 的 運動

機能を道具 の 組み た て の 力学 的 要素の 一 部 とす る と

い う事実J で あり r 身体を道 具 で 置換 して い る 過 程J

とみ なす o こ の 自 然的 , 身体 的 反応 は
, 本能 と は明

ら か に 区別 さ れ r知 能の 一 要素と して 多少 と も知能
t2ユl

と結び つ い て J お り
,

小 児 や 大人 の 実 用 的知能 に も

あ て はま るo

児 童 に は じめ て あ らわ れ る 実用 的知能 に つ い て
,

次 の例をあ げよ う.

子 供は石を投げる 時 r無 意識 的 にその 石 の 弾道 の 重

力の 作用を勘定 に 入 れて い る し
,

ブ ラ ン コ を押す 子

供はそ の 運 動をブ ラ ン コ の 振 動周 期 に よ っ て 統制 す
C 53

る J o こ れは
,

児童 が
,

力学的 問題 を 実際 的 に 解 い て

い る の で あ っ て
,

い わ ば経 験 的 を知識 と して の
r 素

C 5J

朴な物理学J が介 在 して い る の で あ るo

職人 が
,

一

人 で 工 具を発 明, 製作, 使用す る と い

う構造的組 織 的な能 力 は
, そ の 原 理 に つ い て

r 科学

的 に こ れを完 全 に解 決す る に は
,

現 在 よ りも っ と進
匪冨

歩 し た物理 学的
,

生理 学 的知 識 を必 要と さ れ るJ o し

か し
,

職 人 は
,
物体 の 物理 的 力学 的

,
生理 学的 性 質

一 法別 の 観察 と 洞察を 前提 に
r 試 行と補正 と を偶 然

的 に で は なく , 目的観念 に指導 さ れ な が らJ

Q6I

経 軸

にく り返 し て
,

つ ぎつ ぎ改良 を加え て ゆく o 才能と

熟 練と に よ っ て
,

実 際 的 に
,

こ の 間榎を解決してゆ

く の で あ るo こ れを
r 工 作人J ま たはr職 人的知軌

と呼 び
, 本能 ,

お よ び 先天性 の 運 動 傾向の 自然の延

長 で あ っ た 実 剛 勺知 能よ り , さ ら に 進 ん だ段 階の知

能 と して 区別 して い る o

実 剛 勺知能
,

工作 人 的 知 能 が
,

具 体 物 に よる行

動 に 依 存し て い た を ら
,

こ れ に 対 し
, 現 実の 具体的

知覚 か ら離 れ
, 抽象的 な世 界を r観 想J し

,
想像で

き る 知能 を ,
ヴ ィ オ

ー は r 論理f軌 合理 的知 軌 と

呼 んで い る o 具 体物か ら分 離 さ れて 観 想さ れるには
,

そ れ に 置換 さ れ る シ ン ボ ル が 必要で あ るo それが言

葉で あ るo ケ - ラ ー の 猿 の 実験 に よ る 問慣解決方法

は
,

具 体 的な 目的 物 くバ ナナl と 道具 く棒l が
, 同

■ ■ ■ t

一 視 野 にあ り
, 眼 前の 現 在の 中で の 解 決 であ っ たo

し か し
, 人間 は

,

一

度 現 実 を 離 れ
, 推 理 によ っ て

解 決 し ようと す る . 過ま の 経 験 の 記憶を再現し
, 予

測 を想像 す る こ と に よ っ て
,

眼前 に か 1 どの ようを

道具 く概 念1 を使用 す る か とい う こ とを検言寸
, 判断

す るo こ の 記 憶と想 像は
,

知 覚 表象と あい ま っ て,

言葉と平行 して 発 達 す る o

こ の よう な論理 的, 合理 的知能 を ヴ ィ オ
ー は

,

r 精

神 の 進 化 の 最後の 段階J で あり
,

r 知 能 の 高雄形態J

で あ る と い う三
n

し か し
,

こ れ は
,

鳩 初 か ら人間行

動 に 役立 ち
,

人 間 が 自 然を征 服 す る た め に働 い てき
t2劫

た と は 考え て はな ら をい J
,
長 い ま わり道 を しながら

実用 的 ,
工 作人 的 知能 を土 台と し て 形 成 さ れたもの

で あ る . そ の 過 程 を次 の よ う に ま と め て L l る o

r 最 初
,

人 間 は 蛋経験 的茅 に
, す なわち模索し

つ つ 絶 え ず補 正 し つ つ 行 動す る . かく て彼 は経験

的 に 技術 を形 成 す る . つ い で 彼 は そ の やり 方を反

省 し
,
く中略l 一 定 の 結 果は 一 定 の 行動 が なくて

は 生 じ か 1 く中略l こ とを理 解 す る
o 仲 略1 こ

の よ う に 彼 は労 働 に よ っ て 得 られ た観 念を自然に

も適 用 し , 外界 に お い て も無 か ら は無 し か 生じを
伐91

い し
,

す べ て は 決定 さ れて い る の だ と 考 える .J

こ う し て
,

人 間 は 工作 人 か ら知 識 人 に な っ た と結

ん で い る . 今 日 の 高 度で 複 雑 な文 化 く系 統発生I や.

成 人 の 知 性 の 総体 く個 体 発生I は
,

こ の ような過程

を経 て 到 達 し た もの で あ るo

ヴ ィ オ ー の 理 論 は
,

美 術教 育 にと っ て
,

と り わけ
,

ほ と ん ど r 手J を通 じ て 素材と 直接 的 に か か わりあ

う工 作 に と っ て は
,

そ の 原理 の 確 固 た る
一 側面と い

わ ねば なら か l
o 子 供 を早 期 に 選別 し, 関係 の抽出
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と相関者の 舶 とい う 論理操作を中心 と す る 今 日の

知能のとらえ方 に
,

大 き な反省を促 す も の で あ る o

平面に対する 立体表 札 心 象表 現 に 対す る適応 寮

現は
,
科学性く直観 に 対す る 概 念l の 審打 ち を必要

とするo そ れは
t
出発や

- 過程 で あ っ て 目 的 としな

いが
,
科学性が表現過程 に お け る 抑制 や拘 如 働 き

を 紳 限り
,

ニ れを 乗り 越 え ねばな ら 帥 o ま た
7

工作とい う
一 領域 の 目標を越 えて

,
人間を 育て る教

育とい う視点に た て ば
,
概念形成の 抑 期段階 に お け

る工作のもつ 意弟はい っ そ う 大 き い と い わ ね ばな ら

か 1
o

ヴイ オ
- が ホ モ

ー フ ァ
ー ベ ル は ホ モ ー サ ピエ ン ス

L3 01

の奥底 に生 き て い るJ とい い
,

ベ ル グ ソ ン も
r 人轍

を規 射 る の に 仲 榔 人間と知 性の 不変 の 特徴と

みなさ れ るもの に の み 厳密 に 限る なら ば
,

おそ らく

ゎれわれは
,

ホ モ . サ ピエ ン ス とい わな い で
,

ホ モ

8tl

. フ ァ
ー ベ ル と い う こと で あろ う o J とL - う雷弟を結

論と した い o

お わ り に

工芸 . 工作教育の 原理 を
,

r 手仕 事の 体系 仙 と い

ぅ観点か ら探究す る こ と が 私 の 課題 で あ る o ま ず,

これを出来うる 限り ,
グロ ー バ ル な視点 に た っ て ,

それへ の ア プロ ー

チ を試 み て い る o そ れ は
,

手を 労

働 伽 b eit 沖 , 労作くA r b eit e r zi e h u n gl 概 念 と し た

研究を除く と
,

こ の テ
ー マ に 関す る研究 は 決 して 十

分とはい えな い か らで あ る o そ の 探究 の 入 口 と し て
7

手と道具, 機械と 手仕 事
,

技術 と 芸術 , 手 と文 化,

手と労働な ど
,

問題の 拡 り は尽 き な い o こ れら周 辺

を吟味する こ と に よ っ て
,

美的 表現 と し て の 手 の 本

質を模索し た い と 思 っ て い る o 本稿で は
,

そ の 出発

点とし て
,

手と触 覚 , 手 と知性 に つ い て 考察を試 み

たもので あ る
.

ただ 一 方で は, 絵画 や 平面 デ ザイ ン に 携 わ る 人 達

のなか には r 手J は 知性 及 び道 具 器官 で あ り
,

感性

表現と はかか わり か - とす る考 えが あ る o
こ の 立場 は ,

それを 傾 二 視 凱 に 求 め る .
こ の 間蹟 は 前述 の 周

辺の 吟味と とも に 大 き な 問題で あ る.
い ず れ もー, 令

後にゆ ず り た い o
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r Ei n 紬h r u n g in di e phil o s o p hi s c h e

P a 血g o gik J 197 2 . くr
哲学的教育学入門j 19 73 . 浜 田正 発

駅 p . 6 2 .1

u 41 森田孝 r こと ばと 人間形成J 1 97 6 . 番 犬附小碑演 ノ ー ト

u51 三枝博膏
r
技術 の哲学J 19 5 1 . p . 2 7 1 .

く161 平山篠二 郎
r
技術と哲 学A 1 95 0 . p . 17 3 .

く171 平 山復二 郎i 前掲香 p p . 17 3 - 4 .

U BI G . V ia u d r L
,

In t ellig e n c e J くF 知能J 1 95 2 . 村上仁 訳 p . 86 J

t191 J
.
P iaj e t

r P r obl包m e s d e P s y c h ol o gi e G 看n 6tiq u e lノe nf a nt

e t la ra alit昌J 19 72 . く
F
発生的 心理 学

一 子供の 発達 の 条件J

197 5 . 芽賀純訳 p p . 5 1 - 8
.i

.

J . P i aj et r S ix 6t ud e s d e p s y c h o gi e J 19 64 . くF
思考心理学J

1 96 8 . 樽沢武 久訳 p . 1 2 .l

. R . T h o m s o n
r T h e P s y ch o一o gy of T hi nki n g J 19 5 9 . く

F
思 考

心理学J 196 4 . 島 津
一

夫 . 水口 礼泊訳 p p
L

ニ1 19 - 3 2 .I

. 上武正二 r発達 心理学 総説J 19 7 4 . p p . 26 4 - 7 .

馴 R . T h o m s o n 言前掲番 p . 11 9 .

世11 上武 正二 3 前掲 書 p . 22 6 .

控2I 田中長久 r 本能J く梅津ら
r
心理学 事典J 1 97 3 . p . 6 2 1J

脚 G . V ia ud 言 前掲番 p . 26 .

控4J G . V ia u d i 前掲番 p . 48 .

脚 G . Via u d 3 前掲番 p . 60 .

C261 G . Vi a u d 言 前掲香 p . 7 0 .

但71 G . Via u d .

, 前掲 沓 p . 7 9 .

御 G . V i a u d
.

, 前掲 書 p . 9 7 .

CZ9J G . Vi a u d. i 前掲 書 p . 1 10 .

t301 G . Vi a u d 言 前掲 番 p
. 1 29 .

く311
1

H .
B e rg s o n

r u 6 v ol uti o n c rるa t ri c e J 1 90 7 . 亡F ベ ル グ ソ

ン 全集J V ol . 4 r 創造 的進 化J 1 9 66 . p . 1 6 3 .ラ
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