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S o hi chi r o h H A S E G A W A

は じ め に

小学校図画工作の 授 業に お い て
, た とえ ばな ん の

導入 く手 だ てl を沸ずる こ とも なく , 唐突 に r 未来

の町J を描 きま し ょ うと提 示 して も
,

その 後の ス ム

ー

ズな子 ども の 描画晴 動を期 待 す る こ とは因数 で あ

る. この 方法 だけ で は
, 子 ども が 題 材 に 対す るイ メ

ー ジを容易 に櫓 侍 す る と は い い がた い o 懐 利 と

い う言葉か ら喚起 さ れるイ メ ー

ジを, 情報を どによ

る既習鐙 験 の を か か ら わず か な がら も探しだす こと

は可能で は あろ う が
, そ れ らの イ メ ー ジ を操作した

り
,

さら に描画 行為 に 至ら しめる ほ どの 新 し い 強烈

なイ メ ー ジを生成 さ せ る だ け の 起爆剤 が与え られて

い か 1 か ら で あ るo

こ れ が 工作表現 に な る と
, r も のく素材り は イ メ

- ジ く意 志l に忠実に 順応 し か ば か り か
,

イ メ ー

ジ く計桓別 の 挫折 す ら
, 生 じ て く る こ と にを る. な

ぜな らば
,

そ の イ メ ー ジ は r も のJ 側 の 論理 く素材

の特性と技 術体,1u を無 視 し て構成 さ れて い る か ら

であ るo

上記の 例 は, 極端 で か つ 希有な話 と言 え る で あろ

う か. そ れら は い ずれ も r ものJ ば か り で なく
,

千

どもの 発達 くイ メ ー

ジ の 生成過 矧 をも看過 した大

人の安易な r イ メ ー ジ優 別 の 習癖 に 由来す るもの
,

とい え る で あろ う. 図 画 工作の 学習 に 限ら ず
,

と か
■ ■

く学校数 育全体に
,

こ うし た子 どもの 既 有 の イ メ ー

ジ に依存す る傾向は か -
で あ ろう か . 教師 が子 ども

に活動さ せ
, r も のく事物IJ を媒介 す る こ と に よ っ

て新し い イ メ ー

ジ の 涌出と 再構成 に 手 を差 し の べ る

こ ともをく ,

一 方的 を 言語 や視覚だ け の 刺 激に よ っ

て
,

も っ ぱら子 ども自身に よ るイ メ ー

ジ の合成 に依

拠しが ちで はな かろう か. こ うした神静 め い た 一 方

的な r イ メ ー ジ先 制 と い う通念は
, 子 ども の 造形

指導に お い て常 に才旨摘さ れる陥穿 とい えよ うo そ こ

で
, r ものJ と イ メ ー ジの 両者の 関係 に お い て は

,

r イ メ ー ジ先行J よりも, r ものJ に学びながらr も

のJ か らイ メ ー

ジを発想させ て い く とい う r 素材 か

らの 発軌 が
, 工作表現 に お ける指導上 の基本的姿

勢とす る ことを改 めて確 認 さ れ かナればなら か I
o

以上 の こ と か ら, r イ メ ー

ジ
ー ものJ で はをく卜も

の - イ メ ー

ジJ の方式の 立場 か ら筆者 の 考察を起 こ

したい o しか し
,

こ れは 工作指導上 の始源的
,

ある
LIJ

い は 第
一

次的 な段階 く子 どもの 初期学習 , また は大

人の初学割 に お ける原則で あり
, 高次 の第 二 次的

を段階にお い て は r も の望イ メ
ー

ジJ と い っ た往復

運動に 発展 し て い く こ とは い うま でも か -
o そこ で

前稿で は r も のJ で 初ま る 工作表現 に お け る経験 の

口煩序性J の 裏付けとを りうる もの を
,

知識の 獲 得や

学習過程 と い っ た 視点 で考察をめ ぐらした が
, 本稿

で は そ れらを踏まえて
, r ものJ とイ メ ー

ジ
, 両者

の 川巨序性J とr 相互 関係J と に 考察を加ほ た い と 思う

の で あ るo

1 . r ものJ とイ メ ー ジ

r ものJ と は
,
狭義に は 工作教材 に お け る素材と し

ての
,

紙や粘土と い っ た r 実相J の 材料で あ る. し

か し
,

一

定の道 具と 素材 だけ の 関係に お い て 技術 を

練磨 して い く , 職 人的 な技術とは異な っ て
,

工作表

現は 多種 多様の 素材を対象と し , その 形状
,

目的
,



次 元く立 体
,

平 面l も千差 万 別で あ る o プ ラ ス チ ッ ク

や瓶を どの 廃材
,

飲 むと い う機能 を剥離 さ れた貴所

し い コ ッ プ も
,

川原の 石,
さ ら に 広 義に は そ の 川原

に涜 れ る水
,

体 に 感じ る微風
, 石を焼 き つ け る 太陽

の 熱と 光な どo 人間を含 む生 き た動物 を除 外し た 事

物 や物象
,

そ して 植物
,

さ ら に 諸 々 の 四 次 元 的 な

現 象ま でをもそ の 範囲 に包 含し う る の で あ るo r 物J

で は をく
,r ものJ とす る所以 がそ こ に あ る o 近 年,

造形教育に お い て は
,

この 概 念 は
一

方 的 に拡 大 さ れ

る趨勢 にあ り
, 変 貌す る現代美術 に お け る広 大な実

腺 を背 景に
, 従来の 素材観 を超越 す る 思想も導入 さ

一別

れ つ つ あ る
o そ こ で

, 拡 大解釈 すれ ば
, r ものJ と

は 人間 の 内界 に 対す る r9ト界J で あり
,

子 ども にと

っ て は r 環境J
,

そ し て
, や が て は そ れら を取 り込

■ t ■ ■ 書 ■ t t ■ ■ ■

む r 経厳J へ と発展 し て い く も の で も あ ろうo 本稿

で は , そ うした ス パ ン を持 ち つ つ も, 舵, 土 , 木と

t l
っ た 一 般的 を主 材を常に起 点 と し て 考察を進 め て

い きた い o

と こ ろで
,

イ メ ー

ジと い う言葉も多種多様を使 わ

れ方 がを さ れて い るo

.

心 象
,

映像
,

お も か げ
,

概 念,

姿
,

形象
,
肖像

,
表象

,
幻 象

,
虚 像

,
想像

,
観念 を

t
t
.

3

i 鳥居 直隆は
,

こ れを 憾 情を伴 っ た 映像j
47

で あ

る と一定表し て い る o 心理 学で は 学術用語 と して 使用
t51

さ れて お らず
, 表象 付o r s t ell u n g ,

I d e al が 一

番近

い 桐 語 に該当し ようo 心理 学事典 に よ る と
,

そ れは

桝 界の刺激が存在 し か りこも か か わら ず現 れ る像j
57

で , 広 義に は語 源の im a g oくL .1 から r 似 て い るJ こ

と を意味し
,
哲学事典に よ ると r

,

9t 一 界刺激の 存在 す
く6I

る場 合の 陀口覚像山 まで 含ま せ る こ とも ある というo

こ の よ う にイ メ ー ジは広 く 使用 さ れ る ば か り か
,

そ の 意味 に は融通無 碍を も の が あり
,

心理 学や精神

分析学の 各系統 に よ っ て も異 を っ て お り
, 未知 を部

t71

分 が 多い . 藤岡 事変 に よ れ ば
,

人間 と は r イ メ
ー

ジ

を蓄え た世 界そ の も の で あ り
,

い わば くイ メ - ジ タ
刺

.

1
刷

り

ン クI

的現 実

で あ る と 考え ら れ
,

イ メ ー

ジ は人 間の r 内

に他を ら か ユ ニ と に を る . そ れは r ものJ

で あ る外界に 対す る r 内界J で あ

作用 の過程 全体 で あ る とも い え よ

ー

9ー

l

れ
ノ

く
,

つ

総合的 な精神

0

工作表現 に限 ら ず造形教育 全体 に お い て
,

一

般的

に は r イ メ ー ジ を育 て るJ , r イ メ
ー

ジ を豊か に す

るJ , r イ メ ー ジ化す るJ
,

r イ メ ー ジ をほ り お こ

すJ , r イ メ ー

ジ す る力J と い っ たよ う に 多少漠然

と し た使 われ方 が をさ れて い る o そ こ で は個 人の 感

情 や独 自性をも っ た個性 と い っ た感性 的 を側 面 か ら

と らえ ら れて い る こ と が 多 い よう で あ り
,

あ た か も

美術 教 育の 占有物の 用語 の 感も な い わけ で は を い
.

し か し,

一

般 に r 考え るJ と い う状 態は 内言 す る こ

と で あり
, も う 一 人の 自 分 と 対話 す る こ とで あ るo

さ ら に は
, 大脳 に 既 に フ ァ イ ル さ れ て い る情 報を,

あれや こ れやと 探 し出 し
, 組 み 合 わせ る こと で もあ

る. こ れ は イ メ
ー

ジ同志の 操作で あ る こ とか ら, 忠

考と は 言 い か え れ ば
,

イ メ ー

ジ操作な の で あ る と い

え よう o そ の 意味 で 造形 教育で 使用 さ れ る イ メ ー ジ

も
,

決し て情的 な位相 に の み押 し込 めて は を らず
,

主要な 人間形成 の 概 念 とし て 意識 さ れ る感性 的側 面

に依 拠し つ つ も
,
常 に知的 位相 へ の パ ー ス ペ ク テ ィ

ブ を保持 し て い なく て はな らを い
o

2 . イ メ ー ジ生成の段階

そ れで は
,

こ う し たイ メ ー

ジ が どの よ う に 生成 さ

れ
, 積得 さ れ る の で あ ろう か o こ れ を

,
段階 別 にみ

て い きた い o 前 節 で触 れた よう に
,

イ メ -

ジ の 意味

把握 は困難 を極め る が
, 筆者の 創作経験 と実技指導

に基 づ き,
こ れ を心理 学 の 成 果に 照 ら し を が ら分類

を試み た い
o

■ ■ ■ ■

ま ず
, 外界 を直接 に近 い 形 で 模写 し た r 知鴬 的な

イ メ ー

ジJ が あ る . こ れは
,
直接的な経 験 に基 づ い

た生 々 し い 実体験 を基礎と して おり
,

こ れ を知覚 像

に近 い 形 で再 生 した具象性 をも っ た もの で あ る o

二 番目 は
, 今在 る 外界と 直接に は 関 係を柑 た か 一

過去 の 経 験 , そ れ ら に心 の な か の 無意 識的 を内面活

動な ど が混 ぎり あっ た もの で
,

ま だ混 沌と し た r 表
■

象的 を イ メ ー ジJ で あ る
o 前者の イ メ ー ジは 現実 に

刺激 が働 きか け て 生成 し た r 刺激くS l - 反応C R り

に よ る 知覚心 像 と も い え る もの で
, 持続性 や 時間作

を比嘩的持た ぬ も の で あ る o

一 方後者の 段 階 は
,

堤

実 か ら解放 さ れて お り
, 過去 に 記憶し たも の

, 経験

し て触 れ た もの な どが連 関性 を持 っ T い るも の であ

り
,

時に は そ れら が 合成 さ れ- 一 つ の まと ま り とを っ

て 再 生 さ れ
,

ま だ具 象性 を持 っ た も の な の で あ るo

三 番目 は長 い 先 行経験 の な か で 前 二者 の イ メ ー ジ

を素材と し て
,

そ れら の 合成と解 体を経 て再 矧戊さ
■

さ れた r 想像的 なイ メ ー

ジJ で あ る o こ れは 新し い

もの を生 み 出す 創造 力の 母体と な り
, 個 惟的 で 独自

性の 強い も の で あ るo 着想の よう な低次な も の か ら

発想 の よ うな整 合性 をも っ た も の
,

拡 散的 に広 が っ

た もの
,

さ ら に 創造活 動に お け る実際の バ ネ とな り

う る運動的 エ ネ ル ギ ー

を持 っ たも の で あろ うo

最後は
, 前三段 階を経 て

一

般的 を普遍 性 を もちつ

ー

8 2
-



工作学習の 表現過程

つ
, 言葉で あ る シ ン ボ ル に 代用 さ れう る よ うを r概

■

念的 なイ メ ー

ジJ で あ るo
こ れま で の 様々 を感性 的

なイ メ ー

ジ が
, 分析 や総合と い っ た操作をとおして

,

内宮ま た は外言を 剛 - を が ら次 第 に抽 象化 さ れたも

の で あ る. 点 か ら線 へ
,
線か ら面 く綱の 削 へ と発

展 し
, 論理性 や科学的 妥当性 を も っ たも の で あ る o

し か し
,
完全 を概念 に は 至 ら か l

o たとえ ば
, 糸巻

で お も ちゃ を作ろ うと す る子 ども が
,

ゴ ム の 巻 き強

さ を-
一定 に して転 が し た場 合,

転 が さ れ る平面の場

所 くタ タ ミ
, 床 を どJ に よ っ て 空 回 り し たり

, 成功

した りす る o こ う し た経験 を繰 り返 し て い るうちに
,

転 がさ れ る 面 の r 摩擦抵抗J の 速 い を知 るo こ れは

数式化で き ると い っ た完全な概 念 で は か 1 が
,

知的

をイ メ ー ジ の 範時 に乱 , もt
ミ.F 想像 とい っ た ア フ

ェ ク テ ィ ヴな領域を越え て い る o

以 上 か ら 明ら か を こ と は
, イ メ ー

ジは 直接的 に し

ろ 間接的 に し ろ
,

広 弟 に は外界 か ら取 り入 れ る こと

が基 本に あ る と い う こ と で あ る. 中沢和子 の 言を借

り ればそ れ は r 人 間 の
一

生 の去る蒔t

.

I ちくろ九去J
佃

憎 点 - 長谷JrJl もの で あり
,

r 思 い 浮か べ ようと した
■ ■ ■

■

時あ らた め て心 の な か に つ く るも の で をく 過去 の体

壷の を か で そql哀痛たちL

.

-そちく試る1Tfk 点 - 長谷州

もの をの で あ るo r ものJ とイ メ ー

ジ
, 両者の 関係

は
,

工作表現 に限 れ ば r も のJ がイ メ ー

ジを喚起 す

ると い う こ と
,

つ ま り r イ メ ー

ジ ー ものJ よ りもr も

の
- イ メ ー ジJ と い っ た 順序性 が基 本で あり

,
こ れ

が工作指導上 の キ ー ポ イ ン トとな ろう o

3
. r ものJ からイ メ ー ジを

く子 どもの場合I

r もの - イ メ ー

ジJ を裏付け る 証左 と して
,

心理 学

の実験 や教 育実践 を どの 報告 か ら 多く の 知見 を得な

け ればを ら か 1
. こ れを

,
子 ど もと 大人 の場 合の 両

面か らモ デ リ ン グ し て い く こと に よ っ て
, その 順序

性を明 ら か に し た い o

イ メ ー

ジは r 無J か ら生ま れ か -
o r 無J は r 削

を生み だ さ か -
. r 有J は 軒有A を生 み だすの で あ

る o しか し
, 構造的 に

, 質的 に 異 を っ た 折有A へ の

転換 で あ るo も ちろ ん, r 有 か ら ダイ レ ク ト に F 有退

場 度 を知識 や豊か を創造力JJ が掩 得さ れ る もの で

か ユ ニ と は 既 に確 認 し たo イ メ ー ジは r 無媒介 に天

外か ら降 っ た霊感や どう い う わけ か 生 れ る前か ら魂
n 3

の底 に ねむ っ て い た思 い つ きJ 傭 割 で は か 1
. 乾は

,

こ うし た誤謬 を r 散文 的な科学者の 独断J と み ら れ

て も仕方 がな い と して 固く戒め て い るo

そ れで は個体と して の 人 間 が初め てイ メ
ー ジを持

つ の は い つ 頃を の で あろう かo こ れ に は
,

フ ア ン ツ

く川

C F a n t z
,
氏 . い によ る限球運 動の 実験 があ る . 5 日以

内の 新生児 の18 名 に
,

ひ との 顔
, 標的模観 英字新

聞
, 自, 乱 赤 の形をそ れ ぞれ並 べ て

,
こ れら を彼

らに注 視 さ せ て 眼球の 運動を観察 したo 1 8 名の う ち

1 1 名が
, ひ と つ の 顔の 形をより長く みつ め たと い う

も の で あ るo こ れが
,

2 へ 6 ヶ 月の 乳児で も同 じ結

果が出たと い うo 学習心理学で は
,

こ の こ と を人間

に お け る初期 学習と し て r 特別の 意味 をに か - はじ

め たj
9

もの と理 解さ れて い る o グレゴリ
ー

f G , e g o r y ,

氏. L J の r 赤 ん坊がパ タ ー ンを好むとい っ て も こ れ
. . .

. . . . . .
く嶋

は異に 先天 的 をもの で か 1 と い う 耶 巨怯 も存在するJ

く傍点- 長 谷州 との 指摘を受け れば
, 新生 児 が既 に寧

親 の 顔の形の r イ メ ー ジJ を視覚 経験 として 受 容し

たと推察さ れ
,

これ をも っ て 人間の r イ メ ー ジの は

じまりJ と理 解す る こと がで きようo

I1

J J J VI r M u m

I y J
+

J J J
-
JI

, ,
J
J ,

I, ,I , 1 ,
,

I , JJ ,

W q J + J I J

u JJ I JI J ylI J l n

ヰ

J
f

.

5

5

2I ,Jy M n d r I. M I D ++ A

0

0

0
0

0

0

0 10 20 X1 10

P E R C E N T O F T O T A L FIX A T KJ N 王別 E

頗軸 巣 2 - 6 ケ月

任国 朕 新生児

周 一 1 乳児の形に対する注視時剛F 叫 L .
19611

中沢和子 も同 じく滴6 ヶ 月過ぎの乳児を観察 し
,

乳児 が r 手J に握 っ て い たも の を大人が す り か え た

場 合, 彼 はそ れ に気づ き探 し だす こと をも っ て 卜ま
Q 71

え , も っ て い た ものJ とい う 明確 な r イ メ ー

ジの は

じ まりJ が あ っ たと報告 し て い る o

次に
, 子 ども は

,
r も のく事物H と どの よ う に か

か わ っ て い く の で あろう か o 直接 に r ものJ と触れ

あ い
, r も のJ に 学ん で い く 様子 を, 具体例 に即 し

てみ て い き た い
o 幼 児 は

,
ピア ジ ェ くPi a g e t

,
J .J の

認知 の段階説 にま つ ま.Jこ
.
一

もなく, 直接 に r 手J 足 の

活動をと お し て具体的 な f ものJ に触 れな が ら成長

発達をと げて い く o 日本女子大学の 看護研究 グ ル ー

-
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畑

プ に よ る r 紙 や布を ど ん なふ う に 扱 っ て い る かJ と

い う調査を追 っ て み よ うo

ま ず 2 歳児ま で は 大半 が
,

た だ破 っ たり
,

口 に 入

れ た り す るだ け の r で た ら めJ の 時代 で あ る o ニ れ

に は
,

ヒ モ の 場 合O r 持 っ た り
, 離 し た りJ ,

CDr 引

っ ば っ たり
,

口 に入 れた りJ の 二 つ が 混 在 す る. 1

歳を過 ぎる こ ろ より
, 0 よ り母 が増 し

,
2 歳頃 か ら

物 を しば る
, 結 ぶ

, 物に 通す と い っ た r 遊 びJ が で

き る よ う にな る
o

1 歳過 ぎか ら, 箱の 中に も の を入

れる よ う にな り
, 投 げる

, 叩 く と い っ た r遊 びJ に

取 っ て 代 る. そ こ で 興味あ る 事実は, 乳児院と
一

般

家庭 の 幼児を比 較し た時, 前者の 方 が そ の取 り 扱い

方 に 変化が をく
,

遊 びも幼 稚と い うo
こ れ は r 身の

ま わ り に 新聞紙を どがなく 紙 を扱 う練習が 少 を い こ

と が原因だJ と さ れ て い るo ま た
,

その よ うな幼児

が大きく を っ て か ら紙 い じ りを始め た時,
や は り

,

ま ず初め は紙を r く しゃ く し ゃJ に した りす る遊 び

か ら始 め ると い う rJ噴番J をも っ て い る と い う.

続 い て
, 幼児 に お け る r 水J との か か わ り の例 を

姻

保育所 の 報告に追 っ て み た い o 1
-

2 歳 児 は
,

手 を

実 っ こん で チ ャ ボ チ ャ ボ し て楽 しむ. 2 - 3 歳児は
,

す ぐひ っ く り返 し たり
, 水道 の とこ ろ へ 手 をや っ て

散ら し て遊 ぶ . 3 - 4 歳児は
,

水道か ら流 れて く る

水圧 を手 に感 じて 楽し むo 4 - 5 歳児 は
, 水 を使 っ

て 遊ぼ うと す るo 5 へ 6 歳児は, 友達同志集ま .

っ て

水 を使 っ て何 か し ようと す る と い うo

以 上 の 二 つ の 観察 か ら
,

幼児 が r も のJ を操作す

る こ と に よ っ て イ メ ー ジを涌出す る こ と, r ものJ

の 量 と そ れらの 操作 く経験J の 回数がイ メ
ー ジの 豊

か さ を決定 す る と い う こと
,

さ ら に r も の
- イ メ ー

ジJ と い う操作71 方式の 発展 に r 凱 か ら r 難J へ

の rll厩序性J が あ る ことな どが わか る . 従 っ て
, 幼

児 に は r や ぶ るJr む し るJr も むJr ひ き さくJr ちぎるJ

と い っ た 変化に 富ん だ無目的 な操作 く遊 びフ を多く

経験 さ せ ねばを ら な い と い う こ と に を るo 大人 か ら

見 れ ば
,

そ れ は r 破 壊J と い っ た ネ ガ テ ィ ヴな 行為

で あ る が
,

子 ども に と っ て は r も のJ に学びな が ら

イ メ
ー ジを蓄積し て い く と い うポ ジ テ ィ ヴな営 み で

あ る o 特に この に ねく り 期JくK n e a di n g p e ri o dl の

活動は
,

そ の 後の 創造の母体と な っ て い る こ と が 多
捌

く 指摘 さ れ て い る o

い ま みて きた 紙 や 水 は
, r も の

- イ メ
ー

ジJ の 操

作過程 に お い て は r 主要を素材J で は あ っ た が
,

一

方
,

も の をつ く りあ げ る と い う経 時的 を工作表現 の

過程 に お い て は
, r 補助 的 を 材料J もイ メ ー ジを誘

引 さ せ る 重要 な機能を持 っ て い る こ と を見逃 し て は
C ll

を ら か -
o 本学部付属幼稚園に お け る実践 例 は

,
5

歳児 の 粘土 に よ る r 動物園を作 る
Il と い う活 動に お

い て
,

r 木切 れ
, 木枝,

ひ ご
, 石J を どの r 補助 材

料が 新 た な刺 激と を り
,

ま た活 気 がで て きたJ こ と

を指摘 し
,

r補助 材料 が新 た な動機付 け と な りイ メ

ー

ジ をふ く らませ たJ こ と に着 目 し て い るo

こ の よう に み て く る と
, 子 ども に と っ て は 表現 材

料の 主 . 従 を問 わず素材 と し て 与え ら れ た r も のJ

には じま り
,

精勤 し て い る 時の 周囲の 事物ま で もす

べ て くr ものJl が
,. イ メ - ジ が 誘発 さ れ る対 象 とな

るの で あ るo つ ま り r す べ て の もの が子 どもの 製作

の 材料 に を る o 物 が あ る か ら子 ども の 発 想が 生 ま れ

るl
9

i井上明 刊 の で あ り
,

子 ども自身の 内部に は
,

大

人と は 違 っ た r ものJ を見 る 目と心 と が宿さ れ て い

る こ と が わか るo
ル ソ

ー

くR o u s s e a u
,
J .

J .1 の 卜子 ど

も を事物の 世界 に の み お けJ と い う的確簡明を 言葉

が
,

以上 の よう な実例 か らも
, 今日も な お含蓄あ る

言葉と し て 響 い て く るo

さ て
,

子 ども は
,

r も のJ か ら どの よ うに して イ

メ ー ジを受 け て発 展 さ せ て い く の で あ ろ うか . こ こ

に お い て も
,

改 め て r も の 先行J の 原則を明言しを

け れ ば なら な い o そ こ で
,

二 つ の 例 をと りあげよう.

先ず西光寺 事 が授 業に つ い て述 べ て い る文章を引 用

し た い o

r 幼児 は
, 好きな空 き箱で 動物が で き る かを

と条件 を提示 す ると, r う ん
,

で き るよJ と言

っ て す ぐ空 き 箱 を取 り に 釆ま す. つ く る動竿勿が

決 ま っ て
,

そ れに 必要な空 き箱 を探 す の で は を
■ ■

く
, 手 に した空き箱 を基 に

,
どんな動物を つ く

ろう か と 考え る の で すo そ して
,

馬を つ く ろ う

と予想 したの が
, 制作 の過 程 で

,
し か に を っ た

りき り ん に を っ た りし て 最後の で き上 が り は ら

く だ に を っ たり し て
, 想 が自由に 変 化 し て平気

C頚

で い る の で す oJ

次 に
, 本学附属 幼稚園 に お け る 前述 と同じ晴動く粘

土 製作l の 怒 か で は
,

子 どもの テ
ー マ くイ メ ー

ジj

が トモ サ ザ ウ ル ス ー わ に - か め
- - だ ち ょ う - コ ブ ラ

糾

と変 っ て い くJ こ とが報告さ れて い るo 二つ の 例は
,

大人 の r 通念J で は考えら れな い イ メ ー ジくテ - マJ

の 変転 過程 で あ る が
,

こ れ ら は小 学校低学年頃 まで

には ごく 一 般的 に み ら れ る 実態で あ る. 西光 寺は こ

れを r経験 の 少 か ヰ ども にと っ て の町発 想の 発展A

と考え た いJ と述 べ て い る o

そ こ で
,

こ うし た 次々 と 生ま れ るイ メ ー ジ くテ -

-
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工 作学習の 表現 過程

マl の す べ て が
, r ものく対象物J か ら動機 づ け ら

れた も の で あ るも の か
,

あ る い は 子 ども の 心的過程

の中 で の 単独 変転し たもの で あ る の か
,

と い う こ と

が問題 と を る が
, そ れは 上記 の 二例 で は 判断 し が た

い o し か し
, 筆 者 が 子 ども を観 察 し た結 果に よ る と

後者より も前者の 方 が子 ども を濃く 支配 して い る こ

と が確認 で き て い る o つ ま り
, 子 ども は

,
たと え ば

机上 の 眼前の 箱を r 手J で 動か す こ と なく ただ凝 視

し て あれ や こ れや と想を巡 ら すと い う よ りも
, 箱を

見 る こ と に よ っ て
,

たま たま 一

番最 初 に 浮 か んだ衝

動的を イ メ ー ジ を手 が か り に
, 憩 か れ た よう にr 手J

を動 か し て 箱 に か か わり あ っ て い く . そ し て r もの

- イ メ ー ジJ の 方式 に沿 っ て
, r 辛 い こよ る様 々 を

操作 く移動
,

加 工j に よ っ て 得 ら れた箱 の輿を っ た
すがた

視覚的
,
触覚的 を貌 が

, そ こ に生 成 さ れ る イ メ ー

ジ

の直接的 な誘因と な っ て い く o 箱 を触れ るだけでも
,

単を る視覚情報 に加 え, 触覚情報を獲得で き るQ さ

らに箱の 向き を変え る と新 たなイ メ ー ジ が呼び お こ
■ ■

さ れる o こ う し た-.- - 鬼無計画 に も 見え る操作の 連続

とイ メ ー ジ の 変転 こ そ が
, 活動を通 して 成長 発達を

とげ る時期 の 子 ども の 姿 をの で あ るo こ の よう に子
餌

どもの イ メ ー

ジ は
, r 実物 に依存J 仲 沢I しr 実物 に

C9

投影J 仲 沢l し て発展 して い くの で あるo

4
. r も のJ からイ メ ー ジを

く大人の場合1

子 ども だけ で なく
,

大人の 場合で もr も のく素榔J

を扱う仕 事の 分野 に お い て は
, r も の - イ メ ー

ジJ

の 原則に 変 わ ら ぬ と ころ が 多く み ら れ るロ 大学生 の

指導者,
工業 デ ザ イ ナ ー

,
そ して 石 工 らの 体験 哲学

にふ れを が ら, そ の 原 則 を吟味 し た い o

まず
, 大学生 の 実態は どの ようを もの だろ うか o

大木武 男 は教 員養 収学部の 工芸 実習 に お け る実践 を

通して
,

徹底 し た r も のJ 主 義 - r 素材的 発想J を

提唱 し て い る
. 大 木は

, 過去 に お け る r 直接経験J

の不足 ぐ木材工 芸1 と い う学生 の実 態と
, 大木自身

の体験 か ら次 の よ う に興味 あ る提言をお こ 77J
-

フ て い

るo

r 知識と して 与 え ら れる もの は
,

そ の まま知

識と し て は正確 をも の で あ る
,

と言え る か も知

れ か -

o し か し
,

知識
,

つ ま り W こ とばA や軒数

例 の 水準 に還 元 さ れたも の は
t

そ の 背後に か

く さ れた
,

更 に 更 に鬼 大な
,

ま た限 りなく豊 か

な, 現 実そ の もの の 存在 に つ い て は何ひと つ 教

え てく れ 如 -
o 造形 にと っ て 大切を こと ば

,
莱

相の もつ 複雑
, 豊富を現実 を知 る こ と

, 陀 と
t ■ ■ ■ ■

■ 中 ■ ■

ば題 の 水準位 が
, 素材の現 実と の 関連に お い て

把 えら れを け れ ばを らな い
.

Q

ヨ像 点 - 大木1

r もの
-

イ メ ー

ジJ の 方式に つ い て の き わめ て 明

快 別旨摘 で あ る o そ れは
,

ま さ に実践 と創作をとお
t ■ ■

■ ■ . . ■ ■ ■
■ t I

した大木自身に よる r 直接経 験J か ら抽出さ れた言
■

葉で あ る か ら だo そ れは r 直接経験 鵬 劉J を持 た

ぬ研 究者の 工芸教 育論 より
,

重み と響きと具体性と

説得力 を合 わせ も っ て い るo

大木は
,

この よう に r 素材 の 加工経験J か ら r ア

■ ■

■

イデ ア ス ケ ッ チJ へ 進 むと い う過程を鉄則と し
,

こ

の逆 は r 素材や工具 に対 し て盲目をまま
,
抽象的 に

抑
か たちをもて遊ぶ こ と にな り

, 何 ひ と つ 学び得 か 1J

と い うo 同様の 実招か ら, 筆者も前稿で指摘したオミ

大学生 休 工学習 の事実上 の 神学部 とて
,

子 ども

の初期 学習 とほぼ同 じく r もの
-

イ メ ー ジJ の 方式

をた どると い う こ とを再確認 しをけ ればなら ない .

大木の 次の 言葉は
, 筆者の指摘を強力 に支持 してく

れる もの と い えようo

r 素材をし には イ メ ー

ジも浮か びあが ら か -

し
,

エ具 なし には
,

か たちも堅施なも の と して

定着して こ か -
, と い う こ と

,
つ まりそ れを し

に は絶 対 に
, 対象の 成立 があり得 か - ような造

形の根本的 な在り方の す ペ て に か か わっ て い る
細

の で あ るQJ

同 一

の 立場で ,

一 人の 工業デザイ ナ ー の 創造過程

観 に ふ れ たい . 柳宗理 は ワ ー

ク シ ョ ッ プ くw o , k s h -

o p
ニ 工帯制 仰 を とお し て r 直接に 素材を手 の を か

で 扱 い な が ら, 変化の たびの 発見 の プ ロ セ ス の中 に
凶

こ そ健 全を道具 の 起源を求め ようと する oJ 向井周太
幽

郎は
,

こ れを r現 代 が喪失 す る触知覚の 回復J とし

て 評価し て い る o こ れ は
, 企業の 生産 シ ス テ ム に お

け る製品 を直接 に 対象と し た過 程 で はなく て
, そ れ

以 前の 製品開発 の 実験 過程 を指し て い るo
バ ウ ハ ウ

ス が テ ク ノ ロ ジ
ー

く量 劇 の 非人間性を自覚した時,

初期理 念 の ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム を保持す る た め に位置 づ
セ9

け た r 工業生産 の ため の 試験部門い こ相当す ると思

われる . つ ま VJ
,

こ こ に は
, r 発想す るとい うのは,

如

こ の プロ セ ス か ら生 まれ るJ く抑 とい っ た r 手J と

r も のJ とイ メ ー

ジ との 関係に お い て の 人間 の 創造

過程 の r 原点J が示 さ れ て い るo こ う し た柳 が指摘

す る
,

ス ケ ッ チ や レ ン ダリ ン
J

J の よ つ 怨視覚的表現

を否定し た態度 を, r プ ロ セ ス か ら生ま れ る 発想J

と呼ん で お こ うo

-
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彫 刻家 は
,

よく r 素材 の 声を聞くJ と い う表現 を

す る o 同様 に
,
庭師は r 自然 の 言葉に 耳 を傾け る.J

白洲正 子 は
, 石工く石積みl 栗田万 事三 の 仕 事に つ い

て 次 の よう に述 べ て い る o

r 石工 が 苦心 す る の は
,

石 をみ わ け ることで

長 い 間 つ き合 っ て い る と
,

石 は 必ず物をい うo

自分 で 考え る とい うよ り
,

石 の 言葉を聞 き わ け

る こ とが大切 で , 間遠 っ て 下 手 に 積むと
,

石 が

あば れ る. r 石 に従う こ と が わ しらの つ と め を
O21

ん で すよJ と 葉田 さ ん は い っ たoJ

作家 や職人 は r も のく素材うJ cニ従い
,

逆 に そ れ を

最 大限 に生 か す と い う共通 の 性 格をも っ て い るo そ

の た め に は
, r ものJ を征 服す る と い うよ り

, 謙虚

に r ものJ か ら学ぶ とい う敬 虞な姿勢が必要 である.

例 は い ず れも文学的 を表現 で はあ る が
, 徹 底したr対

8カ

象の 論理J に も と づ い て い るo

以上 の 多く の 例 証か ら し て
, 子 ども に お い て も 大

人 の 場 合に お い て も, 紛 れ も をく卜もの
- イ メ

ー

ジJ

の 方式が 立証で き
,

る こ と が確 か め られ たと考えた い o

さ て
, イ メ ー ジや言葉や行為を ど に つ い て

,
問題

点 や 文脈 を異 に して はい る もの の
,

先達が そ れ ぞれ

の 思 想 に もと づ い て 価値 づ け した言葉 が伝え ら れて

い る o た とえ ば フ ン ボ ル トくH u m b ol d t , K . W . v .1 は

r 人 間は 言葉に よJ
-

r て の み 人 間で あ るJ と い っ た.

ま た, 新約聖 書 の r ヨ ハ ネ に よ る福音書J の 冒頭 に

は 次の 言葉が あるo

1 1 -

w h e n all thi n g s b e g a n
,
th e W o r d al r e a d y

w a s . T h e W o r d d w el d t wi t h G o d
,
a n d w h a t

糾

G o d w a s
,
th e W o r d w a s .

, ,

ゲ
ー

テくG o e th e
,
J . W . v .1 は

,
こ の 訳 に迷 っ て

,
負

後 に r は じ め に 行 か - あ りきJ と し た と い うo リ
ー

8 5a

ドくR e a d , H .1 は r は じめ に イ メ ー ジ が あ っ たJ と言

い
,

木村重信は r は じめ に イ メ ー

ジあ りぎヨと い う

題 名の 書 を著 わし て い る . こ うし た表現 に学 ペ ば
,

r はじ め に 肝も のA あり きJ を,
工作指導上 の メ ル

ク マ ー ル に設定しな け れば 怒ら を い o

4 . 直 接 経 験

r は じめ に F ものA あ りきJ を徹底 し て 行動 に移

行す る と い う こ とは
,

換言す れば r直接経験J を持

つ こ と で あ る. こ こ で は
, r も の

- イ メ
ー

ジJ の 方

式を,
そ の 経験と い う視 点 か ら簡単 に吟 味 し て お き

た い .

経験と は, r ものJ と イ メ ー ジの ジ ョ イ ン ト の機

能を持ち
, r も の - イ メ ー ジJ の プ ロ セ ス そ の も の

とも い え よ うo 山 田勉 は
, 抽象や理 論の み に 基 づく

印

人間形成 が経 験 か らの 逃避 や経験 と蔀 離し た理 論 の

玩 弄 をも たら す こ とを尊慮して
, 経 験 の なす r 自 己

の 内面 に あ る抽象と
, 自 己 の 外に あ る 具体と の 間を

O8

埋 め るJ 役割 を強調 し て い る
o 子 ども に と っ て の 経

験 は , 生泊環 境, な か で も r 物J 的 な環 境と の 直接

的 で , 生 々 と し た 接触 か ら得ら れ るo 経験 の 豊 か さ

は
,

イ メ ー ジの そ れ を決定す るo 感覚 の 諸器官 をバ

ラ ン ス よ く働 か す経験は , 子 ども に と っ て精神の 栄

養源で あ るo そ う し た 調和的 で 偏 りの か 1 経 験 は
,

そ れだ け 子 どもの イ メ ー

ジを質 的 に 向上 さ せ るo し

た が っ て
,

経験 と は 現 実 に 対晒 し
, 感性 と理 性と 意

志と を総動員 し た 全 人的な 営み で あ ると い う こ と が

で き る. また経 験 がイ メ ー ジを生 むと い う こ と は
,

r 経験の 内面化J で あり
, 内面化さ れ た経験 は

, 当

然 r 主 観 的 を観 念 とな り
,

い つ か 無 意識の 世界 を形
O g

成J 仙 卸 するo

さ て
,
経験 とは r 間接経験J と r 直接経 験J と に

わ け られ る. 両者 には
,

必 ず しも明確な窪轟 が 与 え

られ て い る わ け で はな い が
,
飯 島篤信 に よれ ば次 の

よう に 説明 さ れ るo 間接経験くrn e d ia t e e x p e r i e n c eン

とは r 現 実を
一

定 の 距離 に お い て み る こ と に よ っ て
HLJ tl lJ

得 ら れ る贋験J で あり
, r 視覚教材の 利 用J と r 書

t仙

物を読 む こ とJ の 二 つ がそ の 代表 に あげ られてい るo

こ れ は
,

当然学校 教育 に お け る方法論 と して ポ ジ テ

ィ ヴな効果を前提 とし て い る が
,

一 方
,

ネ ガ テ ィ ヴ

を側 面をも着通し て はな ら か -
o r 皮 膚接触J を介

さ ぬ 人工 的 な映像文化 に取 り か こ ま れた 今日 の 子 ど

も の環境 はま さ に そ れ で あ る
. そ の 意味 で

, 間接 経

験 とは
, 両刃の 剣な の で あ るo

直接経験くi m m e d i a t e e x p e ri e n c el と は r 怨 んら か

の 形 で 自 然 や社会の 現 実 に触 れ た り
,
体験 し たりす

岨

る こ とJ 慨 射 で あり
,

自然
,

人工 を問わ ず
,

ナ マ の

環境に 子 ども の 感覚を浸潤 さ せ る こ と で あ る
o

たと

えば
,

図鑑 か ら よりも r直積J に野 原で 昆虫 や草花

を観察 さ せ る
,

既 成品 の 玩 具 を与 え る よ り もr直接J

にそ れ に近 い もの を作らせ て 遊 ば さ せ る
,

稲作の 過

程 を知 識の 伝達 で は を く て 田 お こ し か ら稲刈 り ま で

r 直接J に 経験 さ せ る
,

ま た 木工作 に お い て 糸 鋸盤

に よ る 刃 の 幅か らく る切 断 上 の 制約を板書 に よ っ て
叫31

で は なく . ま ず 卜直接J に板 を試 し に切 らせ る
,

こ

とな どo

こ の よ う に
, 経験 と は r事物J に よ っ て確 か め

,

r 事実J に よ っ て 感動し
,

r 現 実J によっ て発 見し
,

-
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工 作学習の 表現 過程

r 実物J に より イ メ ー

ジ をい だ き r 実 際J に即 し て

知 っ て い く こ とを の で あ る. と り わけ
, 造形表現 は

ロ - エ ン フ ェ ル ト C L o w e nf el d
,
V

.l の 指摘に ま つ ま

で もなく
,
rく表現はl強 烈な 経験 を通 し て の み 得 られ る

もの を の で あぷ
一

三洞 合隼 雄も r 知的 を働 きか け は あ

る人を動 か す こと は少 い が
,

こ の よ うな直接体験 に
く鴫

よ る時に はそ の 人を動か す基とな るJ と し て
,

知 的

イメ ー ジの 受動性よ りも経験か らく る イ メ - ジが能

動性 を も つ こ と を指摘 し て い る. 直接経 験の 泉は深

く豊 か で
,
酌め ども尽 きせ ぬ奥深 さ をも っ て い る o

系統発生 的 に は人類 は
,
r 直接J に そ う し た r も のJ

と戦い
, r も のJ tニ学 び

, r ものJ に 発想を求め て きた

の で あろ うo

6 . r ものJ とイ メ ー ジの弁証法

t婚

前稿で の広 岡 寛蔵の r JJ - サ イ ク ル . 大サ イ クJLJ

と い う学習過程観
,

そ して 本稿の 子 ども の r イ メ ー

ジの 変転過程J
,

大 木の r 素材的発 想J , 柳の r プ

ロ セ ス か ら の 発想J そ して 職人の r 対 象の 論理J な

ど
,

表現 の 方法 は異 な っ て い て も
,

い ずれも が素材

を起点と し た r ものJ に学ん で い く 姿勢で あり
,r も

の
- イ メ ー ジJ と い う順序性に 基づ い て い る こと を

見て き たo しか し
,

こ れらは 既述 の と お り
, 工作の

表現過程 に お け る 第 一 次的 を段 階 であ る o 現実には
,

作品完成 ま で は 一 定 の 時間 の 長 さ をも っ た 過程 で あ

り
,

そ こ に お い て は
, r も のJ か ら受容 し たイ メ ー

ジに既 存の イ メ ー

ジな どを合成 し て
,

そ の イ メ ー

ジ

を再 び r もの い こ返 し
, そ の 結 果を さ ら にイ メ ー

ジ

として 受容す る と い う
,

r ものJ と イ メ ー

ジ との 交

流をとお して の 往復 運 軌 もしく は r ピ ン ポ ン ゲ
-

抑

ムJt中脚 が 行 われ る も の な の で あ るo し か し
,

それ

は
, 単純な繰 り返 しで は か -

o 短 時間の
,

い わゆ る

ミ ク ロ プ ロ セ スく即 時 抑 に お い て は
, r ものJ 側 よ

り常に r 新し い 情報J の提供を受 け
,

そ し て r 想像

的なイ メ
ー

ジJ が 喚起 さ れ るo さら に
, そ の 交流は

- 定の 低 い 次 元 に 滞留 して い る の で は なく て , 交流

を繰り返 しを が ら次 第 に高次 を段階 へ と螺線的 に 発
尽Q

展して い く o 前稿で 述 べ た
, r 知覚 一 表象 一 概 ,% J

h 61

の 方式や
, r W 型 問題 解決 モ デ ルJ に お け る 知覚 レ

ベ ル と思 考レ ベ ル の 往復運 動の よ う に
, 重層 的 に発

展 し て い く o
こ れ は

, 時間 的 に よ り長 い ス パ ン
,

い

わゆ る マ ク ロ プ ロ セ ス く経時的l に お い て 可能 とを

るo こ こ に お い て は
,

先 行経験 で 獲得さ れ た諸 々

のイ メ ー

ジ が総動員 さ れ
,
再び r も のJ に か か わ る

こ とで 新 しい イ メ ー

ジ を加え
,

そ れらの 解体と再構

成を通 し て
,

-

層高度 で鍛密な表現 に向か っ ていくo

中沢の 表現 を か り れば次の よう 別犬態とを る.

r イ メ ー ジは 実物を手 がか りと して取 り だ さ

れ
,

一

つ の イ メ ー

ジ に引 き ずられ て近接 し たイ

メ ー

ジ が 浮 か びあ が ると
, 子 どもは その イ メ ー

ジ に相当 す る実物を探す. 実物を鼻て
,

ま た次
C 9t17 7

のイ メ ー ジが 取り だされ る.J

そ こ で は
, r ものJ とイ メ ー ジ

,
つ ま り客観 と主

観との
,

心 劉 勺な 意味に 如 1 て の 完全を融合 一 致 や

緊密tE l 本感が 得られ るo 木村素衛 の 次の 叙述 が こ

の状 態を言い 得 て い る o

r 精神と して内な るも の を外の 物質に刻み 込

む総合の ノ ミ の 持つ 弁証法 で は
,

行為に お け る
■ ■ ■ t . . .

. . . . .
.

.
. ■ ■ ■

如く
,

一

面物質 へ 喰 い 込 む表現意志で あ る と共
■ ■

. . . . . .
. . t ■ ■ ■

に
,
他面逆 に主観 へ 噴い 込 む客観 で もあ る. こ

の こ とに よ っ て ノ ミ は 一

方 に お い て 内的 直観

の 構想力 が天駆ける 自由奔放さを制限 す ると同

時に
, 他方そ れ自身と して は 観念的抽象で あ る

表象くイ メ ー ジI に対 して
,

この 制限 の狭 き門

を通 して
, 客観 的具象的な実在くものI へ の次
く佃

元を高 め る.Jく括弧と傍点- 長谷 川

同様 に
, 大木も次 の よう に巧み に説明 し て い るo

r イ メ ー ジ は木のな カー に焼き つ けら れ
,

その

上 に定着す るo
い っ たん落ちつ い た か に 見え る

か たち は
,

ノ ミ に よっ て 掘りお こされ
,
抵抗 し

,

ある い は姿を かえて イ メ ー ジ ヘ はねか えされるo

こ こで イ メ ー ジは修正 さ れ, 練磨 されると共に
,

よ り強靭な か たちを求め て , 木そ の もの に せ ま

っ て ゆ くと い っ た具合に
,

たゆ み か -
, 循環 運

動をく り返 しを がら
,

デ ィ テ
ー ル を露わに し て

世g

ゆ く の で あ る oJ

こう した状 態は
,
自己同 一 化くs elf -id e n tifi c a ti o nl

の理 想 で もあ るo つ まり
,

ロ ー

エ ンフ ェ ル トくL o w e n -

f eld
,
V J が

,
こと の ほ か 子 どもの 表現 活動の 好ま し

い 状態と考えた r 自 分の し て い る こ と の 中 へ 自 ら溶
附

け こ んで ゆくJ と い う
,

材料へ の 自己同---イヒである
.

そ し て
,

子 ども は r 与えら れた事が らの中 へ 溶 け込
軌

んで ゆ け ば ゆく ほ どそ れ に自分 を同
一

化で き るJ

くL o w e n f eld , V .
,
l の で あ る

.

以上 の よ うに 工作表現 に お け るr もの - イ メ ー ジJ

の 方式は い つ も r も のJ を起点 としな がらもr も のJ

とイ メ ー ジ が弁 証法的 に発 展 一 止揚 し て い く こと に

よ っ て
,

よ り豊 か ,

+

i イ メ ー

ジ く制作意図j の発展 と

深化 を補助す る こと とも に
, 素材や技術に お け る知

- 8 7
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識 く形 式的道 具性l をわ が も の と し
, 次 第 に表 現内

容を高 め る
一 助 とを っ て い く の で あ るo

最後 に
, r もの - イ メ ー ジJ と r イ メ

ー

ジ
ー もalJ

の そ れ ぞれ に 対置 さ れる と思 われ る 言葉を あげ て結

論 とし たい o

r もの
-

イ メ
ー

ジJ

偶 然的方法
醐

出会い くB e g e g n u n gl
醐

非連 続性
8 41

他力的

受 動的

直観的 思考法
脚

Ci n t u iti v e
- I

衝 動的

感情的

r も のJ か ら学ぶ

知覚で 直接的にかかわる

帰納的方法くin d u c tiv e
- I

e婚

点 的思 考くdi s c r e t e
-

i

r イ メ ー ジ ー も のJ

意図的 方法

プ ロ グ ラ ム 主発

達続 性

自力的

他力的

分析的思 考法くa n al y ti c
-

I

計画 的

理性 的

r も のJ を征服 す る

イメ
ー

ジをもっ て働 き か け る

清掃的 方法くd e d u c ti v e
- l

66I

線的思考くIi n e a r
-

l

お わ り に

実存哲学の 教育学 へ の衷献の 可能性 に つ い て
, 梶

本的 で そ し て 重大な教育学的命題 を提言 して い る ポ

ル ノ
-

くB oll n o w
,
0 .

F .1 は 次の よう に述 べ て い る .

r 私 の 経廓 を彼 が 知 っ て も そ れは彼自身の経

験 と は決 して を ら 如 -
o そ れゆ え に

,
人 は他人

の 経験 か ら学ぶ こ と は で き か -
o くま た は わ ず

か し か 学ペ か 1I o 誰で も そ の経 験 を自分 で 繰 り

返 さな け ればな ら か 1
o 他 人が報告す る こ と に

っ い て は
,

ま だ争 う こ と が で き る o い ずれ にせ

よ
,

そ れ は私 に 直接に 触れ る こ とは か -
o そ れ

に 反 して
,

私 が自分 で 経験 した こと は
,

自分 で

無 視する わ け に は い か か -
. そ れ は不動 の も の

古刀

で あ るoJ

こ れは , r 経験J の も つ 重み , 深刻 さ
, 重 大さ

,

厳 し さ
,
神聖 さ ,

さ ら に 悲劇性
,

運 命性
,
根源性,

偶然性
,

そ し て個 人性な どの 意味 を改 め て喚 起 さ せ

て く れ る , そ こ で は
,

r経 験J と い う こ と の
,

限 定

さ れた時間 に お ける即物的 を ナ マ の 現 実と い う外側

の 面と, 生を自覚し
,

自己 を理 解 し, 自 己自身を見

い だすと い う精神的世 界の 形像と い う 内側 の面との
,

両面の 意味 が 言外 に語 られ て い る と把握 する こ とも

で きよ う. r 経験J には, 酌 め ども酌み尽 せ か 鴫 の
,

か け が え の か - もの があ る 反面
,
時間 の流 れの 中に

た だ埋 没 し て しま う と い う性 格 が認 め られ る o こ う

し た性格 が
,

個 体の 形 成 に と っ て
,

と り わ け そ の 初

期 に お い て は
,

重要を役割 を荷う の で あ る o

筆者が
,

工芸 . 工作教育の 考察 に あた っ て
, r 割

に興 味 をい だ い た り
, r ものJ に 着目 し て きたのは

,

r 手J だ け を万 能 の 手段 と考え たり, r ものJ に溺

れた りす る よ うを短絡的 で
,

か つ 近視 眼的 な枠 組 み

を設定 し よう と し た た め で は か 1
. そ れは, 今日 の

情報化 社 会に とりま か れ て い る子 ども
,

そし て 間 も

なく彼 らに 接 し よ うと す る教 員蕃 成学部の 学生 の実

態を見 て
, 教科 の 立場 か ら深 く憂慮 し た こ と が動機

とを っ た か ら に他な ら か 1
o 高度産 業社 会に お け る

紋 ら を
,

諸々 の マ イ ナ ス 要因 か ら保護し
,

救 出す る

方策と し て
,

ま たは彼ら に欠 如 し て い る もの と し て

ク ロ ー ズ ア ッ プ さ せ た も の
, そ れが, r 手J とr も のJ

を通 し て の r 経験J な の で あ っ た . 造形教 育理 念 の

具現 化 の はと ん どは
, r 経験くこ 直接経 験IJ を通 し

て営ま れ る o そ こ で
, 漠 然 と した経験 か ら で はなく

て
,

造 形教 育
,

と り わけ即物的 を世 界 との 交渉 を喋

介とす る工 芸 . 工作教育と い う窓 口 か ら, そ の r 経

験J の あり よう を問 うて きた の で あ り
,
造形 教育 の

あ る べ き姿を模索す る 手が か り と し て
, r 手J やr も

のJ と の 関連 を考察 して き た わ け で あ るo

い うま で も なく ,
伝 統的 を主知 主弟的 教育 に 対し

て
,

r事物J に よる r 経 験J を柁 と し た教育の 探究

は
, 西欧 に お け る近 代教 育学 の 一 つ の 主流をな し て

い るo し か し
,

い つ も疑 問に 感 じ る の は, そ う し た

層 の 厚く て 豊か な学 問研 究 と現 実 の 教育 く工芸 . 工

作教育I とそ の 関連 分野 とを接 合す る も の が か - と

い う こ と で あ るo そ れで を か っ た ら
,

r 鉛 筆が削ゴ1

か - 云 J々 や r 工 作教育は低迷J と い っ た 議論は 起

き よ う が か -
,

と い うの は 短 兵急な結 論 か も 知れな

い . だ が
,

現 実 が そ う で あ る 以 上 r経験J の 意味

す る も の を, r 工作J の 総 合性 に あ わ せ てもう--
- 倭

,

吟味 さ れね ばを ら か - と 考えた の で あ る
o

こ の 考察

が
,

現状 の 打開 に寄与 す る と こ ろ は 少 か - か も知れ

か 1 が
,
今後 さ ら に r 経 験J そ れ 自体 を,

一

層理念

的 に 追求す る と同時 に
, そ の 理 念 と筆者の 実技指導

と を連結す る道 筋 くこ 実証1 をも 明 ら か に し て い き

たい と 考え る もの で あ る o

-

8 8
-



工 作学習 の 表現 過程

く注ン

uJ 商館息智 r子 ども の発達と学 割 北尾倫 慶庵 r学習の心

理 一 教科学習の 基 倒 1 978
,

ミネ ル ヴ ァ 書房 ,
P

.2 0
o 初期

学習とは個 体発生の 初期 に おけ る学習 と解 される o

ほJ レデ ィ メ ー ドの 小僧器を喋 泉袈と屈 し て 出品しようと し

た マ ル セ ル ニ デ ュ シ ャ ン くM a r c el D u c h a 叩 ,
1 91 2J に先行

さ れ る現代美術 は , 根底 に 主観 的美学 にもと づくイ リ ュ
ー

ジ ョ ン の 否定 を志 向し
, 次 第に r ものJ と r 人剛 の 表現

行為や過程その も の の あり ようが 問 い 続け ら れてきたo

t31 馴l% 兵衛 r外来語辞 則 1 96 7
, 角川書風 参照

o

一 新村出席 F広辞林j 19 7 5
, 岩波書店 , 参照 o

. 小 関利雄編 F + ども のイ メ
ー ジ を どう育 て るかJ 197 6

,

星の頒会, 参照 .

く4J 鳥居直隆 Fイ メ
ー ジの 心理 剖 19 6 5

, 論 談杜
, p . 128 .

t51 梅津八三他縮 r 心理 学串則 19 73
, 平凡社 , 参 軌

t61 林達夫他編 F哲学事則 196 5
, 平凡社 , 参照 o

m 藤岡啓餐の 指摘 に よると,r 意乳 を追 い 出 し生物 を r刺

激 一

反 別 系と 見る客観的, 科学 的に 観察で き る 多くの 心

理学の 系統 からは r イ メ ー ジJ はと らえ にく い
o

し かし
,

人間を常に r 丸の まま, 生ま身の ままJ でとらえようとす

る立場 か らはとらえら れると い うo

. 藤岡審餐 r イ メ ー ジと 人間
一

精神 人類 学の規 則 19 7屯

日本放送出版協会, 引用欄 p
. 2 .

t81 同 上 軌 p .6 9 .

く91 その 意味で . 前楠 の r 昇り 方 . 降り方 の論理J t ニおけ る

表象領域は イ メ
ー ジに 置き換 えて もよ い

.

任OI V i a ud
,
G .

,I ,

,

I n l e lll

-

g e n c e く村 上仁訳 r知手削 19 5 2
, 白

水社 , p .6 0 . 1 この 文献で 指摘 され る r 素朴な物理 判 が

それに該 当し ようo

nll イ メ
ー ジそ の もの の 分類や構造 は も っ と重層的なもの に

なる が
,

こ こ で はそ の 吟味を必要と せ ず
, 工作表現上の過

程に視点 を絞 っ た
o

8カ 中沢和子 rイ メ ー ジの 誕生
- o 歳 か らの行動観 剰 19 79

,

日本放送出版協 会, p . 12 .

8頚 乾孝r教 育とイ マ ジ ネ ー シ ョ ンJ 美育文化協会編 F美術

教育の す ペ て 一

美育文 化論 文刺 197 1
, 造形札 p .22 1 .

所収 o

任勾 G r e g o r y ,
R . L .

,
E y e a n d B r a in - t h e

p s y c h ol o g y of
s e ei n

g ,
19 6 6 く船原 背範 即 見 るし くみ 一

日 と 大脳の 生理 剖

1 970
, 平凡礼 p .2 58 .1

姻 商館息軌 前掲 乱 p .2 2
.

姻 G r eg o ry , 氏 . L .
, 前掲 審, p .25 6 .

的 中沢和子 , 前掲書
, p ,1 9 .

姻 朝日新聞, 家庭 欄 r マ マ 止め ない で , で たら め遊 びJ

1 978
. 1 月2 8 日朝 刊 o

D切 花田美和子
,

討 議録 r指導 の 実 際を通し て美術教育の本

質を究 明する -

第5 回教官業術研修 到 r教育美 刺 197 6
.

12 月号 , 教育美術振興 会, p .36 . 所収 o

臣01 朝El 新 風 天声 人乳 19 78 . 4 月 5 日朝刊.

4 藤田統他 r特集 - こわ すJF テ ク 利 剣刊号,
19 77 .

2 - 3 月号 相川書房参 乱

世1I 富 山大学教育学部附属幼稚園 抑究紀 割 第15 号 く表現

活動 を豊 か にす る指 掛 19 78
, p .4 1 .

e功 井上明子 r幼 児の造形活動の 原点を求め てJ 轍 育英刺
1 977 1 6 月号

, p .2 6 . 所収 o

臣3J 西光寺亨 場 面工作科 の授 業J 轍 青葉利 1 97 6 . 4 月号
e

p .12 . 所収 .

糾 富山大学教育学部附属幼稚軌 前掲書, p . 38 .

e51 中沢和子
, 前掲脊

, p .50 .

細 大木武男 鳩 材を利用した木工芸 亡2 ト トリ を彫 るJ
F 捌 第1 01 号. 19 79 . 7 月号

,
日本文救出版

, p .26 . 所収 o

相 同 上 敷 p .27 .

e功 向井周太郎 r 形の素体と精神として の デザ イ ンJ け ザ イ

ンj 1 978 .3 月号
, 美術出版札 p . 58 . 所収 o

. 柳宗理 . 倉俣史郎 く対 謝r ワ ー ク シ ョ ッ プの 実軌 ,

同 上 審, 参照
o

e 91 利光功 い ウ ハ ウスj 19 70
,

美術出版社, p .95 .

OOl 柳寮理 , 前掲書, p .3 0 .

但1J 本郷 析 r 美術の 世界
一

彫 乳 N H K 教育テ レ ビ1 974
.
5

くヴィ デオ テ ー プ
, 富山県教育セ ン タ ー I

但功 白洲正子 柑 本の たくみほI 穴太衆の右横
一

葉田方蕃 三
-

J ほ 術新 制 第351 号 . 197 9 . 3 月号
, p .10 8 .

, 所収 o

鋤 こ うし た 指 の 心に聞くJ と い っ た自然観 は
, きわめて

日本的な思想と思われる o 197 3 年, 世 界イ ン ダ ス トリ ア ル

会読 く工C S I D J の基調報告にお い て
, 梅樺忠夫 が r % 代の

ア ニ ミズ ムJ や r物の 心J に つ い て演説したと こ ろ西欧人

からは不評で あっ たとい うo これに対し
, 梅梓は

,
日本人

は 経験 主義的 であり
, そ れはr伸 子の 剰 の歌 に表現 され

て い る 卜漂流の 美 判 で ある
o

一

方, 西欧人は 卜確固た る

馴勺J を待 っ た r行進 の美 割 とい っ た行動様式を持っ て

い ると述 べ てい る o

. 世 界イ ン ダス トリ ア ル デ ザイ ン 全議会議録編茶番貝会

r 人の 心と物の世 界
一

世 界イ ン ダス トリ ア ル デ ザイ ン会議

の 記垂剥 19 75
, 鳳 山杜 , p p .59

-

6 0 . 所 帆

帥 T h e N e w E n g li sh B ibl e
,
196 1

,
O xf o rd U niv . P , e s s

,

p
.150 .

O51 リ ー

ドは次の 著書 にお い て歴史的 に は
,

イ メ ー ジ が観念

に優 先する ことを主張し て おり
,r ものJ につ い て述 べ たも

の で はな い
o

.

I c o n a n d Id e a
- Th e F u n cti o n oJ A rt in lh e D e v e -

l op m e nt C o n s cio u s n e s s
,

1 956 . く宇佐見英治訳 rイ コ

ン とイデ ア 一

人類史 にお け る芸術の 発展j 19 57
,

み すず書

帯
, 参照o

B61 次の 著書 にお い て
,

旧石器時代 人の絵 画に つ い て rイ メ

ー ジ ー 呪術J の 方向 を問題とし て い る
o

. 木村重信rはじめ にイ メ -
ご

,

J

丸 りき -

原始美術 の 諸相J

19 71
,

岩波書店, 参照 o

抑 前稿 に お い て
,卜経験J と r体験J の概 念の 区別 は必ず し

も明確 に されて い か l ことを確認 したが
,

こ こ に お い ては

1 8 9 - -



r 経験J に統
一

し て使 う
o

8 8 山田勉 卜体験学 習の 教育学的考察J F児童心 剖 第3 3 巷 8

号 ,
1 97 9

, 金子審肩
, p

.26 . 所収 o

卵 同 上 書
, p ,2 5 .

鯛 飯島篤信r教育 方法 論J 197 6 , 朝倉書店 , p .6 1 .

抑 同 上 書, p .6 3 .

也21 同 上 書 , p .5 8 .

払31 大学生の 指導 の結果 に よれば , 形態 く切 断線J の 自由度

の 許容範囲 を, 糸鋸盤 に よ っ て 事 前に 試 し切 ると い う r直

接経験J を通 し た上 で検 討 させ る
o

こ の 方法の 方が
, 図示

によ る視覚伝 嵐 即 ち r 間接経験J に よ るよりも ,
は る か

に好ま し い 結 果を生む
o

幽 L o w e n f el d
,
V .

,
C r e a ti v e a n d M e n t al G r o w th

,
3 r d

e dit i o n
,
195 7 く竹内清他訳 F美術 に よ る人間形成

一 創造的

発達 と精神 的成長j 19 63 , 賛明書 房, p . 44 .1

脚 河合革錐 F ユ ン グ心理学人間l 19 76
,

培風館
, p .1 19 .

鯛 長谷JJl 線
一 郎 r エ作学習の 表現 過程I

- r 知 るj こと の

順序性 か らJr富山大学教育学部紀 割 第28 号 . 1 98 0 . 所収 o

脚 中沢は
,

こ うした r ピ ン ポ ン ゲ ー ムJ は想像 力を真 に養

う手段であ っ て
, イ メ ー ジ がたく さん あっ てもそ れを出没

させ るだけ で は なく, そ れを操 作するカ ニそ想像 力で あり
■ ■ ■ ■ ■ ■

くp . 19 7J ,
さ らに こ の r ピン ポ ン ゲ - ムJ を繰 り返 す こと

■ t

自体 が創造的 な仕事 をなし遂 げ る条件だと い うo くp . 20 11

説得力の あ る見解 で ある o 活形 活動は,

一

面 r ものJ とイ

メ ー ジの ス トレ ー

トを繰 り返 し く交流I と い う側 面を持 っ

て い るの で
,

そ れ自体創造緒動 で あると い えるo

鵬 松原郁二 r人間性 の表現 と教育 一

新 しい 美術教育理論j

19 72
, 東洋館出版社, p .2 00 .

鯛 大木武男, 前掲書, p. .2 7 .

朗 L o w e n王eld
,
V .

,
前掲 書

, p . 51 .

611 L o w e nf eld .
V .

,
前掲 書, p . 56 .

缶功 ポ ル ノ ー

は下記 の著 書に お い て
,

実在的 思考が教育学 に

与えた影響の第 1 の概 念として 卜出会 いJ を取 りあ げ,
こ

れ をr 特定 の珍 しい 重 い 宿命をも っ た体験J くp .7 91 とし て

人間の 自己形成 へ の決定 な意味 を付与 して い る
o

そ れは人

と の r出合いJ と い うより rr お まえJ くD uJ すなわち具体

的な他人J くp .7 91 であり
,r 特 定の 授業の材料 との 出会いJ で

あ る o こ れは予 想さ れる もの で なく任意 に 現われ るも ので

ある から教師 はその r 出会い の 可能性 に 対 して の 準備J くp ,

8 い をしなけ ればをち か - と論述 して い る o 本稿で , 筆者

が問うて い る r ものJ との か か わりは,
こ れ程 r 重く決定

的 な経験J として 成立 し難 い と思 われ る が r 人間と対象,

人間と作品とが じか に結 びつ い て い た 源 へ 帰 る こ とくr根 源

場 面 へ の 復帰jjJ く高久帝都 とい う意味 に お い て
,

ま た rと

き に内的を自己と い う 一 方 の 面 が
,

ま たときに 外的な現実

性 とい う他の 面JくB o11 n o w
,
注く5 3J p .21 2I が お なじ根 源 にあ

る とい う指 摘 にみ れば根本的 に あ る精神 は同じで あ り
, そ

の一
一

断 面と見なして お こ う.

. B olln o w
,
0 . F .

,
P a d ag og ik i n a n th r op oL og is c h e r S i ch l

く浜田正秀訳 r 人間学的 に見 た教 育学j 1 96 9
,

玉 川大学出

版部o

. 高久購吉 F教授 単
一 教科教育学の 構造j 19 68 , 協 同出

版, p
.2 38 .

631 ポ ル ノ ー の下 記の 著書 に お い て論述 さ れて い る o 実存哲

学の 根本概念 を教育学 へ適 用す る こと に よ っ て 古典的教育

学 では見い だされをか っ た 教育 の r非連続 的形式J と い う

概念 を取 り こもうとす る
o 生や教育事 象を r

一

定の 方向 に

向 っ て-
一

様 に連 続的 に前進J くp .3 4J す るもの で あり
, r 人

間 を持続 的に 形成し うるJ くp .1 9I とい う立場 に疑 い を付 し
,

ある の は r つ ね にた だ 一

瞬 の うちに の み 実現 さ れ
,

し かも

ま た
,

その瞬 間ととも にふ た たび消滅 して い くJ も の だけ

だと い う
o

この よう に飛躍
-

転 落
一

飛躍 と い う非連続 の形

式 は
,

一

方的な計画, 論理 的な r イ メ ー ジ優先J の過信 に

対 し て 強い 疑問を 掛 デか け て くれ る o r 出会いJ も こ うし

た文脈の なか で 洞察 さ れて い る o

. B oll n o w
,
0 . F . ,

E x i s l e n 2 P hil o s op hi e u n d P a d a g o giA ,

1 95 9 く蜂 鳥旭雄訳 r実存哲学と教育学J 1 96 6
,

理 想社 o

帥 寺田瀬音 r現代に生 き る欺異妙j 19 6 1 , 雷撃札 に よる

と
, r 自己の 力を過信 したり, 自己の 力で生きようとす る

こ と から
一

転 して
, 自己に内省を求 め

,
自己の は か らい の

カを捨て て
, 止 むに やまれず

,
鼻 に安心 で きる力 に 一

切を

委ね切 っ て安心 をえようとす る o
こ こ に r 自 別 か ら r他

力J へ 転回 して い く核心があ る
o
くp .p .

4 卜 5 41 本稿で の 精

神 も
,

自 己のイ メ ー ジを信 じ rものJ を征 服す ると い うよ

りは くこ 自加 , r ものJ t こひ たすら 身を任せ ると い う思想

くこ 他 加 を根底に も っ て い る o

鍋 ブ ル ー

ナ
-

は
,

下記の 著書 に お い て
,

そ れま での く1 95 9J

教育 が言語 や数式の みの r形式的理 解J に依存 して い る こ

と に射 し
, 芸術はも ちろ んたとえ理 系 の 教 科 に お い て も

r 直観 的理解J が有効 で ある ことを主張 した
o rくそれをI 構

成 し て い るの はな に かと い う こと さえ明ら か で 如 小 p .5 5J

ま た , r 誤ま っ た回答 を出す ことが多 い
o J くp .6 71 しか し

,

たと えば
, r 内科の 専門家 が 最初患者 に会 っ て い くつ か 質

問 し簡単 に診察 した後,
直ち に正確 に診断 を下すJ くp 16 21

と い う方法 くr 発見約分削 くh e uri s tic
,p . 6 01 は. r 一

歩
一

歩の 分

析J くp .6 2J に よる方法 tr 互除法J hl即 ri th m . p . 6 3J よりもr 大 きな

過 ちJ くp , 62J を 犯す可能性 は大き い
o

こ れら二 つ の 方法は ,

思 考方式の 両輪 で ある が
,

とり わけ今日
,

欠如 して い る側

面と して r 直観的思 考J の 助長を醗い て い る o r 当 て推量J

くg u e s si ng , p . 8 2J や r 飛躍J く1 e 叩 S , P . 6 4J を期 待す ると い う手

続 きは
, r もの -

イ メ ー ジJ の 方向 の 文脈 に通 じるもの で

ある
o

. B ru n e r
,
I . S .

,
T h e P r o c e s s oj

.

E d u c a t i o n
,
1 96 0

,
H a r -

v a r d U ni v . P r e s s . 参照 .

66I N M 法 の 創始者 で 知られ る中 山正和 は創造過程の 解 明に

お い て ,
パ ブ ロ フ の 条件反射 に お け る大脳の 信号系 を発展

さ せ た r 記憶の構造J ,
即 ち 卜情報の信 号系 モ デ ルJ を考え

た
o それ に よると

, 第 1 信号 系はイ メ ー ジ やイ メ ー

ジに至

ら か 一億 報 で あり
, 第 2 信号糸 はコ ト バ やそ れ に近 い 情報

と な る o さら に
,

それ ぞれ が, r 線 的J と r 点的J 情報に

-

9 0
-



工 作学習の 表現 過程

分け られ る o r 線的J と は論理 く体 剣 や 因果関係の 明ら

か なもの
, 点的 と は因果関係 がなく イメ

ー ジも コ トバ も伴

わ か -
o

た と えば r コ ツJ と し て知 っ て い る ことな どで あ

る c, r もの -

イ メ
ー

ジJ の 方向 は
, 最初に バ ラバ ラな点的

情 報を費容 し て い く こと であ り
,

一

方線的情 報は
, 線 とし

て連絡 した まとまりの あ るイ メ
ー ジ を大脳 か ら取 り 出すこ

と で ある o

. jヒ川敏男編 F創造工剖 19 71
,

中央 公論社
, p .2 2

.

. 中 山正和 F カ ン の樺創 19 68
, 中央 公論社

, 参 軌

抑 B oll n o w
,
0 . F

, 前掲書 亡く注15 2コ, p .1 65 .

く付記iI
Tl

.
I

前稲くIJ の 要約と本稿 川l へ の つ なが り に つ い ては
,

第2

回大学美術教科教育研究会 く奈良教育 大学
,

19 80 . 31 に てEJ

顔発表し た o そ こで の 多く の御 高評は
, 本稿 川J の 考察 に多

くの示 唆を与 えた
o

こ こ に付記 して感 謝の 意を表した い
o

く1 98 0 . り軌1 98 0 . 10 加 熱
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