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はじめに

教員養成学部 に お け る 工 芸教育 の 在 り 方 に つ い

て
､

こ れ ま で 多 く を 語 ら れ る こ と は な か っ た ｡ と

言 う よ り も､ 語 り よ う が な か っ た と も言 え る｡
･ そ

れ は
､ 学科目 と し て 工 芸科目 が 旧 文部省 か ら認定

さ れ る こ と が な か っ た と い う 事情 も あ る だ ろ う ｡

大学美術教育学会 として の 毎年 の 要求項目 で あ り
､

文部省 へ の 概算要求 に は
､

t 各 国立大学教員養成学

部 の 美術科 か ら 整備要求 さ れ て い た も の で あ る ｡

そ の 後 ､ 文部省主導型 で 大学院 が 順次設置 さ れ ､

概算要求項目 か ら 削除 さ れ た 経緯 が あ る ｡ 更 に
､

教員養成学部美術科 の 専門性 の 希薄 さ も
一

因 と 考

え ら れ る ｡
そ し て

､ 絶対的問題 は そ の 履修時間数

の 不足 に あ る ｡ と は 言 え
､ 理念 に お い て は 戦後 ､

大 き く 二 つ の 流 れ が 見 え る｡

一 つ は バ ウ ハ ウ ス の

理 念 に基づ い た 厳格 な 手 工 教育 に 在 り ､

一

つ に は

ス ロ イ ド 教育改革 に 基 づ く 手 工 教育 シ ス テ ム の 大

系化 で あ る ｡ 理 念 と い う 点 に お い て は
､ 両者 と も

そ の 内容 に 異議 を 唱 え る 必要 も な･く ､ そ の 理念 に

お い て 教育 が な さ れ て い る こ と に も全 く 問題 は な

い め で あ る . け れ ど も ､
そ の 理 念遂行 と い う こ と

に な る と 前述 の 問題 が 立 ち は だ か っ て き た ｡

こ の 二 つ の 理 念 は ､ も と も と ド イ ツ
､

ス ウ ェ
ー

デ ン と い う ヨ 丁 ロ
ッ

パ の 北部 か ら そ れ ぞ れ 生 ま れ

た もの で あ る が
､ 技法的問題

､ ･ 特 に 材の 扱 い に お

い て そ の ま ま 日 本 の 木 工 芸 に は 当 て は ま ら な い ｡

気候風土 の 違 い に 起因す る 決定的 な 差異 が あ る ｡

湿度 と
､ 木材 の 種類 と 数 ､ そ し て そ れ に 伴 う 木 工

道具 の 成 り 立 ち と 変遷 で あ る ｡ 湿度 は､ 言 う ま で

も な く伐採 さ れ た 木材 の 耐用度 に 大きく関り ､
そ

の 意味 に お い て は 日 本 の 気候 が 適 し て い る こ と は

自明 の こ と で あ る｡ 更 に 日本は 木材 の 種類 の 多 さ

に お い て も
､ 使用目的

､
そ の 歴史 に お い て も世界

に 冠 た る 木材 工 芸国 で あ る ｡ な ら ば
､ イ可故 に 日 本

独自 の 工 芸教育 が 教員養成学部 に お け る 木 工 芸教

育 の 中 に 生 か さ れ る こ と は な か っ た の か ? そ の

答 え は 先 に 述 べ た 履修時間 の 制 限 に 集約 さ れ る ｡

つ ま り ､
工 芸学科目 の 不認定 と

､
そ れ に 伴 う 履修

に 関 る 制限 に 他 な ら-な い
｡ ま た

､
そ の 為 に 大学数

異に と っ て も
.

､ 他専攻 と の 掛 け 持 ち と い う 専門性

q ) 希薄 さ も当然 の 事 な が ら 生 じ て き た ｡ 日 本 と い

う 正 に 木 工 芸 の 際 だ っ た 環境 に あ り な が ら
､

そ の

- 2 31 -



伝統 も､ 技術 も失 わ れ て 行く こ と は忍 び な い ｡

Ⅰ. 学校教育における木工芸の 在り方

言 う ま で も な く
､ 学校数育 と 専門家養成 の た め

の 木工芸 を ､ 同
一

の レ ベ ル で 論 じ る こ と は 出来 な

い ｡ け れ ど も､ 基本的 に 創 る と い う 行為 の 中 に お

い て は共通 の 概念 を 持 っ
｡ そ の 共通 の 概念 に は

､

当然 の 事 な が ら 押 さ え て お く べ き 約束事 と し て の

知識 や 経験 ､ 必然 と し て の 創意 ､ 工 夫 な ど が 考 え

ら れ る｡ 学校教育 の 中 で は
､ 果 た し て ど れ ほ ど の

認識 を 持 っ て 効果的 な 指導 が 可能 で あ る の か と い

う 自問 が ､ 指導者 と し て の 最初 の 障害 と
'
ti る｡ エ ッ

セ ン ス の み の 指導 は
､ 苦痛 と ､ 嫌悪 を 引 き ず る こ

と に な る の は 明白 な こ と で あ るム そ の 事 を パ ラ ド ッ

ク ス と し て 考 え る な ら ば
､ 創 る こ と の 喜 び や ､ 楽

し み を 享受 で き る 指導法 が 見 え て く る ｡ 更 に
､

そ

の 想 い を 日 常 の 生活 の 申 に誘導 で き る こ と が 重要

に な る の で あ る｡ つ ま り 手作 り の 喜 び や ､ そ の 価

値観 を 認識 し ､ 次世代 へ と 伝承 さ れ七行く こ と の

普遍的営 み を 再発見す る こ と で あ る ｡

現雇の 状況 は
､

モ ノ に 溢 れ
､

大量消費 ､ 大量廃

棄 の 時代 で あ る｡ そ の よ う な 生活状況 の 中 で ､ 本

物 を 見分 け精神的豊 か さ を享受す る こ と な ど 日 常

で は殆 ど 不可能 な こ と で あ る ｡ し か し ､ それは 単

に 時代背景 の み の 問題 で は な い ｡ 今 日 に 至 る ま で

の
､ 教育実践 に お け る 明確な指針 と

､
シ ス テ ム 化

さ れ た カ リ キ ュ

~
ラ ム の 欠如が 大 き く 影響 し て い る

よ う に 思 え る の で あ る ｡

戟後教育 は ､
そ れ ま で の 教育観 を 否定す る と こ

ろ か ら 始 ま っ た と 言 っ て も過言 で は な
.

い ｡ そ の 事

は ､ 新 し い 教材 の 開発 で あ っ た り
､ 手軽 な 創 る こ

と の 喜 び の 追求 で あ っ た り と ､
マ ス プ ロ 教育 の 必

然 的方向性 で あ っ た . そ オ= ま木材 工 芸 の 教育現場

に お い て も同様 の 傾向 が 観 ら れ ､

一

種 ､ 流行 の 如

く 蔓延 し行 き 詰 ま る の で あ る ｡

近年 ､
そ の 行き詰 ま っ た 状況 が 続 き ､ 木材 工 芸

教育 の 原点を見 つ め 直す傾 向も見受 け ら れ る よ う

に な っ た ｡ 正 し い 選択 と 言 わ ざ る を 得 な い
｡ そ こ

に 本物志向 の 考 え 方が建 る の で あ り ､ 明確 な 指針

と
､

シ ス テ ム 化 さ れ た カ リ キ ュ ラ ム が 見 え て く る

の で あ る ｡

､
本物志 向の 考 え 方 に は主方向 へ の 指針 が 見 え て

く る｡ 素材 ､ 適具 ､ 組上 げ･ の 技術 で あ る ｡

素材 に お い て は ､
い わ ゆ る ベ ニ ヤ 材 と 呼 ば れ る

合板 や ､ 集 成 材 が 多 用 さ れ て 釆 た 経 緯 が 認 め ら れ

る が
､ 昨今和木､ 洋木 の 無垢材 が 再 び 見直 さ れ

､

確 か に 高価 で は あ る が 耐久性 や
､ 存在感､ 美観上

の 認識 が そ れ を 上 回る選択 と な っ て 釆 て い る ｡

当然 ､ 和木 ､ 洋木 の 無垢材 を 使用す る こ と に な-

れ ば ､ 道具類 に お い て も安易 な も の は 合理性 を 欠

き ､ 日 本古来 よ
I
り 使用 さ れ て い た 道具類 の 使用 が

必然 と な る ｡ 道具類 に お い て は
､

そ の 扱 い に 困難

が 生 じ る の で は年く ､ 仕立 て に 時間と､ 経験 が 必

要 と な る の で あ る ｡ こ こ で も､ 合 理 性 を 伴 う 伝統

的道具類 が 高価 で あ る こ と に 異論 が で て く る で あ

ろ う が
､

道具類 が 一 生 もの で あ る･

こ と を 考慮す れ

ば 決 し て 高価 な も の で は な い
｡ 道具 の 仕立 て を 一

度覚 え れ ば ､

一

般 的 な 使用頻度 で あ る な ら南び 買

い 揃 え る 必要 も な く
､ 次世代 ､

あ る い は そ れ 以上

に 渡 っ て 使 い 続 け る こ と が で き る｡

. 組み 上 げの 技術 に つ い て は ､ 適所 に 見合 う 道具

の 選択 と そ の 道具 の 扱 い に 全 て が 凝縮 さ れ る ｡ 日

本ゐ木 工 技術 は
､ 概 ね 材 の 掛 ､ に号よ

､ 道具 の 扱

い に せ よ
一

定 の 約束事 の 上 に 乗 っ 取 っ て お り ､ そ

の 定理を理解 す る こ と に よ り､､ 合理性 は
一

段 と 高

ま り ､
. 組 み 上 げ の 技術も 日 常 の 生活家真に お い て

は 単純 な 技法 に よ っ て 解決 で き る も の が 多 い の で

あ る ｡

~ 以上 の 三 方 向 へ の 指針 が 明確 で あ れ ば
､ 本物志

向 の 考 え 方 に 位置す る こ と に な る の で あ る が ､ 教

員養成系学部 で の 限 ら れ た 授業時数 の 中 で 実践 し

て 行く に は ､ 綿密 な授業計画と 授業毎 時 の 段取 り

は 欠 か せ な い ｡

一

般 的 に
､ 教員養成系 の 授業 と し て の 木材 工 芸

履修時間 は
､ 週 2 時限 で 半期 ､

つ ま り1 5 週 の ヰ で

単位化 さ れ て い る t と が 多く ､ 阜の 総履修時間 は

祝 日等 を考慮す れ ば
､

3 0 時間 を 切 る の が 現状 で あ

る ｡ そ の 上 ､ 当然 の 事 な が ら､ 学生 の 中 に お い て

は 修得能力 の 差 が あ り ､ 現実的 に は 授業時数 の 不

足 は必然 で あ る ｡ そ こ で
､

そ の 不足 を 如何 な る 方

法論 で 補 い
､ さ ら に そ の 上 で ､ 学生 に如何 よ う に

興 味 を そ の 後 に 継続 さ せ る こ と が で き る の か を ､

指導者 と し て 真筆 に 考 え る べ き な の で あ る ｡

-

232 -



木材 工 芸教育 の 指導方法 論的考察

Ⅱ . 木工芸の基礎教育とは

こ れ ま で の 木 工 芸 の 基礎教育 は ､ 用 と 美 の 解釈

と 差異 に つ い て 始 ま り ､ 伝統 や 歴史 に つ い て の 理

解 ､
さ ら に は 技術的 な 基礎訓練 に 終始 し て 釆 た感

が あ り ､ 学生 の 興味
､

感心 に つ い て は後か ら 就 い

て く る も の と の 思 い が 在 っ た よ う に 感 じ る｡

し か し
､ 今 日 の住宅 や ､ 身 の 回り の 木製品 と い

わ れ る 家具 や 調度品 に い た る ま で
､ 無垢 の 木材 を

加 工Iし た も の は極 め て 稀 と 言 え る こ と か ら
､

ま ず

無垢材 の 正確 な 認識 か ら ､
そ の 実感 を 体験 さ せ る

こ と か ら 始 ま る の で は な い か ? そ れ ま で
､ 木製

品 だ と 思 っ て い た 自宅 の ド ア が ､ 実際 は フ ラ ッ シ ュ

合板 で あ
.
り ､ プ リ ン ト 合板 で あ っ

. た 等 と い う 誤解

は 日 常的 で あ る ｡ ま し て や ､ 椅子 や 机 に い た っ て

は 一

部 ラ ワ ン 材等 の 無垢材 が 使用 さ れ て い る が
､

大部分か圧縮材 に 木月 が プ リ ン ト さ れ た も の で 卒

り ､ お お よ そ 木 工 芸製品 と は 言 い 発 い の で あ る ｡

そ れ ら の 量産品 を ､ 日 本 の 木 工 芸 の 水準 と認識 し

て い る 学生 も 多 く 存在す る こ と に 驚 く.
の で あ る ｡

ま た
､

.
E] 本 の 代表的 な 木ねの 名称 を 学生 に 記述 さ

せ る と ､ 松､ 杉 ､ 始 ま で は な ん と か 知 っ て は い る

も の の ､ そ の 他 の 名称 は 出て こ な い ｡ 中 に は ､
ベ

ニ ヤ ､ ラ ワ ン
､

と 記述す る 学生も少 な く な い と い

う 状況 で あ る ｡ し か し､
こ れ を 無知 で あ る と 単純

に 片付 け る訳 に は 行 か な い の で あ る ｡ こ の こ と は
､

更 に 根源的 な 悲劇 が 隠 さ れ て い る こ と に 気 づ か さ

れ る こ と に な る ｡ つ ま り ､ 彼等 は 知 ら な い と 言う

よ り ､ 興 味 を 持 っ こ と が 無 か っ た の で あ る ｡ 森林

破壊､ 自然環境破壊等 と ナ チ ュ テ リ ス ト の 活動 や ､

政府広報 で 保護 を 促 し て み ても守 る べ き 木 の 名称

や ､
そ の 必然的 理 由 が 理 解 さ れ て い な け れ ば 無意

味 で あ り ､ 空 しく も あ る ｡

そ の こ ともふ ま え な が ら ､ 日 本 の 木 工 芸 の 歴史

と そ の 世界的質 の 高 さ
､ 更

.
に は伝線と し て の 木 工

芸 に 就 い て も理 解 を 促 し､ 彼等 に 興味 と誇 り を 持

た せ る こ と が 急務 な の で あ る ｡

西洋 に お け る 木 工 芸 の 歴史 は､ 日 本 の 成り立 ち

と は 大 き く異 な る｡ 特 に イ ギ リ ス に お け る 産業革

命以降顕著 と な り ､
バ
?

ハ ウ ス の 合 理 的方向性 に

よ っ て 結実 し 今 日 に 至 る ｡ そ れ が
､

バ ウ - ウ ス の

本質的方向 で あ っ た か 否 か は別 に し て 用 と 美 の 理

論 的 バ ラ ン ス は 保 た れ る こ と に な る ｡ 確 か に ､ ウ

イ リ ア ム ･ モ リ ス の 民芸的方向性 や ､
ア ー ル ･ ヌ ー

ボ
ー

等 の 感性美 を 追求す る よ う な 一

種 の 芸術運動

も 展開 さ れ て 峠釆 た が
､ 大量生産 の 波 に 押 し 流 さ

れ た と 言 え よ う｡

一

方 ､ 日 本 に お い て は ､ 江戸 時代 か ら の 職人技

の 継承 が 世襲制 と い う か た ち'を 取 り な が ら 昭和期

ま で 成 さ れ て 来 た ｡ 平成期 に 至 っ て は
､ 世襲制 は

崩 れ て 釆 た が
､ 師弟制度 や本物志向 へ の 興味 と ド

ロ ッ プ ア ウ ト す る 若者 の 継承努力 に よ っ て ､ 少数

で は あ る が 確実 に 伝統 は守 ら れ て 釆 て い る ｡ 当然

の こ と な が ら 日 本 に お い て も､ 産業革命 の 影響 と ､

そ の 後 の 大量生産 の 時代 を 迎 え
一

時期 は木 工 芸 の

低迷期 な ど と 言 う 声 も聞 か れ は し た が
､ 今 や 創作

木 工 家 は 時代 の ト レ ン ド で あ る ｡ 何故木 工 芸 が 日

本 に お い て
'
Lま途切 れ る こ と 無 く

､ 今 日 に 至 っ た の

か ? そ の 答 え は 明解 で あ る ｡ 気候風土 と
､ 木 工

道具 の 合 理 性､
そ し て 日 本人 の 気質 に あ

~
る と 断言

で き る ｡

日 本 の 気候風土 の 恩恵 は
､ 言 う ま で も無 く 世界

的 に も 稀 な 多種類 の 豊 か な 森林 を も た ら し た ｡ そ

れ は
､ 単 に 種類 の 多 さ だ け で は な く 四 季 の 変化 に

伴 う 表情豊 か な 木目 や
､ 均

一

で 粘 り の あ る 程良 い

硬度､ そ し て 国土 の 6 7 % を 占 め る 森林面積 が 保有

す る 絶対数 と し て の 産 出量 な ど､ 正 に 日本 の 文化

が
'
r 木 の 文化｣ と言 わ れ る 所 以 が そ こ に あ る ｡

･

さ

ら に ､ 成長 に 適 し た 気候 で あ る こ と や ､ 加 工 さ れ

た 木材 の 保持 に 適 し た 湿度 な ど は 恩恵 の 最 た る も

の と 言 え る ｡

木 工道具 に お い て は そ の 種類 と 数 は ､ 加 工 目的

と ､ 対象材種 ､ 材 の 大 き さ ､ 形 ､ 硬度 ､
全 て に お

い て 存在 し ､ こ れ は ど の 道具 を 生 み 出 し た 民族 は

他 に 例 を 見 な い
｡ 道具 の 質 と ､ 構造 に お い て も合

理 的 で あ り ､

一

切 の 無駄 が 無 い と い う の も大 き な

特徴 と し て 挙げ ら れ る｡ こ の 構造的合 理 性 は
､ 使

用 に 係 る の み で 無く ､ 道具 の 仕立 て に お い て も砥

石 や ､ ヤ ス･リ
･ な ど の 仕立 て 用具 の 合 理 性 に 見事 に

関連 し て い る の で あ る ｡

こ の 計算 し尽 く さ れ た 合 理 性 こ そ 日 本人 の 職人

気質 に 他 なL ら な い と 言 え る ｡ つ ま り 何 ご と に も明

確 な意味 を 持 た せ 徹底的 に 無駄 を省く こ と に よ り ､
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木 工 芸作品 の 完成度 と ､ 制作作業能率車上げ て 行 .

く の で あ る ｡ そ の こ と は ､ 欧米 の 合理主義 と は 異

な り
､

強 い て 言 う な ら ｢ こ だ わ り｣ の 為 の 合 理 性

な の で あ る ｡ 素材 の 選 択 ､ 道 具 揃 え
､ 道 具 の 仕 立

て ､ 制作技法 の 熟練度 ､ 作品 の 完成度 に 至 る ま で

｢ こ だ わ り｣ を 持 ち 続 け て 来 た の が 日 本人 の 職人

気質 な の で あ る｡

以上 の 三 項目 を 学生 に理解 さ せ ､ 認識 を促す こ

と は ､ 今 日 の プ ラ ス テ ィ ッ ク 全盛時代 に お い て は

有効 で あ る ｡ 彼等は
､

プ ラ ス テ ィ ッ ク 素材 の 様 々

な モ ノ に 囲 ま れ 日 常 の 生活 を 送 っ て い る が
､

そ れ

を 大切 に 扱 う と い う ことに は あ ま り 意識 が 無 い
｡

つ ま り 手軽 な干ノ で あ り ､ 壊 れ る モ ノ な の で あ り ､

廃棄す る モ ノ な の で あ る ｡ こ の よ う な 彼等 に 対 し

て 木 工 (木材 工 芸 i 木材加 工) の 授業 の 導入時 に
､

古材 を 用意 し て お き 飽をか け て 見 せ る の で あ る ｡

そ こ に 現 れ た 木材 の 本来 の 表情 に 彼等 は 驚 き を 隠

せ な い
｡ さ ら に 飽屑 の ､ 透 け て

､ 繊維 の み が 織り

成 す美 し さ に も感嘆 の 声 を あ げ る ｡ 同時 に ､ 飽 の

合 理 性 ､ 扱 い に お け る 技術 の 修得 へ の 興味 ､ 古材

か ら 再生 さ れ て 行く様 々 な 形態 の 発想 を 抱く の で

あ る ｡

木 工 芸 の 基礎教育 を ど の よ う に 捕 ら え る か と い

う 事 は｣ 問題意識 の 有 り 様､
興味 の 方向 に 重点 を

置く べ き で あ り ､
い き な り 道具 の 扱 い に 慣 れ さ せ

る こ と や ､ ∵単純 な 形態 を 試作 さ せ 技術的 な エ ッ セ

ン ス を 感得 さ せ る こ と で は 無 い と 考 え る｡ こ れ ま

で ､ 時間的 な 制約 の 為 に 基礎技術教育 に 走 る 傾向

が 見受 け ら れ た が ､ そ こ に は ､ 学生 の 自発的 な 興

味 や ､ 感動 は 介在 し て い な い ｡

Ⅲ . 木工芸教育の実践

履修時間 に 制限 の あ る 教員養成系 の 木 工 芸教育

で は あ る が
､ 単 な

】

る 工 芸科日単位取得 に 終わ ら せ

な い 実践授業 の 成立 に は､ 如何 な る方法論 で 望 む

べ き で あ ろ う か ? 学生 に 興味 を 啓発
′

し ､ 日 本 に

お け る 木 工芸 の 確 か な 伝統 と 技有 理 解 さ せ つ つ ､

作 る こ
■
と の 喜 び ､ 本質的 な 達成感 ､

さ ら に は 履修

後 の 日-常 - o
'
誘導 と 継続 と い う こ と に な る と 空論

に も等 し い 授業計画 が で き あ が る ｡ 伝 え る べ き 内

容 ､ 教 え る べ き事柄 が 多過 ぎる こ と で ､

一

種 の 使

命感 に も似 た 押 し付 け 的授業 に 変容す る 危険性 を

/

学 ん で し ま う こ と が あ る ｡ こ の こ と ば ､ 学生不在

の 授業 で あ り
､ 授業者 ､ 学生 と も疲労感 の み が 残

る こ と と な る
｡ 限 ら れ た 授業時 間 数 を 有 意 義 に 展

開す る た め に は ､ 専門家養成 の 授業 で は 無 い こ と

を 確認 し
､ 道具 の 仕立 て と

､ 刃物使 い
､ 組上 げ の

技術 の 達成 レ ベ ル を か な り 低く設定 し て お く必要

が あ る｡ し か し
､

こ れ ら の そ れ ぞ れ の 技術 こ そ が

木 工 芸修練 の 核 に な る も の で あ り ､ 作品 の 出来上

が り を 決定付 け る･ こ と は 言 う ま で も無 い
｡ け れ ど

も
､

こ こ で の 相互 理 解､ 納得 が 無 け れ ば 教員養成

系 の 木 工 芸授業 は 成 り 立 た な い ｡ そ れ に 変 わ り 得

る も の が ､ 学生自身 に よ る 制作 ノ
ー

ト の 記録 と 提

出 に あ る｡

筆者 の こ れ ま で の 木 工 芸授業 か ら ､ 学期末終了

時 の 課題作品提 出時 に 学生 に 添付 さ せ た 制作 ノ ー

ト の 中 の
一

例 を 紹介 し つ つ
､ そ の 狙 い と冥践 を 検

証 し て 行き た い ｡ ( 制作 /
-

ト は ､ 学生 が 提 出 し

た 原文 を 加除 な く掲載 す る もの で あ る ｡ )

学生 K に よ る ア
ー ム チ ェ ア 制作作業手順 の 例 '

(1) 木取 り

図面 を も と に 木材 に さ し が ね と ス コ ヤ を 使

い ケ ガ キ を す る ｡ そ の 木材 を
､ 帯 の こ 盤 ､ 昇

降丸 の こ 盤 ､ 両刃 の こ ぎり を 使 い お お ま か に

切 り 分 け た 後 ､ 再 び 帯 の こ 盤 ､ 昇降丸 の こ 盤

を 使 い
､ 各部材 に 切 り 分 け る ｡ 木材 は､ 充分

乾燥 し た 板材 を 使用す る
?

(2) 部材 の 製材

切 り 分 け た 各部材 に さ し が ね と 直定規 を 使

小 再 び け が き を し
､ 帯 び の こ 盤 ､ 小型帯 び の

こ 盤妄使 い 切. り 分 け る ｡ 平 面部 は
､ 手押 し か

ん な盤 ､ 自動送 り か ん な 盤 を 使 い 基準 を と り
､

更 に さ し が ね や 直角 定規 を 使 い 部材 の ず れ や

幅 な ど を 確認 し な が ら､ 平 が ん な に よ り 仕上

げ る ｡ 曲面部 分 は
､ 小型帯 の こ 盤 を 使 い 切 り

分 け た 後､ 反台 か ん な に 妄り仕上 げる ｡

(3) は ぞ ･ は ぞ 穴作 り

∫

,製材 し た 各部材 に ほ ぞ ･ は ぞ 穴 の け が き を

し た 後 ､ 角 の み 盤 を 使 い け が き よ りも小 さ め

に ほ ぞ 穴 を あ け ､
げん の う

､
た た き の み を 使

い 仕 上げ る｡ 次 に
､ 昇降丸 の- = 盤 ､ 胴 つ き の
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木材 工 芸教育 の 指導方法論的考察

こ ぎ り を 使 い け が き よ り･も大 き め に ほ ぞ を 作

■
り

､
げん の う

､
た た き の み を 使 い 仕上 げ る｡

ほ ぞ ･ は ぞ 穴 は ､ 直角定規 を 使 い 確認 し な が

ら慎畢に 作 る ｡

(4) 仮組 み 立 て

各部材 を も う 一 度 さ し が ね と 直定規 を 使 い

検査 し た 後 ､ 仮組今立 て を す る ｡

(5) 面 と り

各部材 の 角 を 平 が ん な ､ 反台 か ん な を 使 い

面 と り を す る ｡

(6) や す り が け

面 と り し た 各部材 に - ン ド サ ン ダ ー

､ サ ン

ダ ー

､ 紙 や す り を 使 い や す り が け を す る ｡ 今

回 は 紙 や すり1 0 0 番 ､
1 8 0 番 ､

2 40 番 ､ 3 20 番 を

使用 ｡

(7). 組 み 立 て

各部材 を 接着剤 を 使 い 組 み 上 げ る ｡ ま ず ､

左右 の 部材 を 接着剤 を 使 い
､ 別 々 に 接合した

後 ､ 接合部 ゐ角度 や ね じ れ を 正 し く し ､ は た

金 を 使 い 固定 さ せ
､ 接着剤 が 乾固す る ま で 静

置す る ｡ そ し て ､ 組 み 上 が っ た 枠板 に 接着剤

を 使 い 座板 を 取 り 付 け ､ 固定 し て 接着剤 が 乾

固す る ま で 静置す る ｡

(8) 塗装仕上 げ

組 み 立 て が 済 ん だ い す に
､ 紙 や すり4 00 番 を

使 い ､ や す り が け を し た 後 ､

- ケ を 使 い ワ ト

コ オ イ ル を 二 回塗 る ｡ ワ ト コ オ イ ル が 充分 に

し み 込 ん だ後 ､ ウ ェ ス で 磨く ｡ 後 は
■
自然 に 乾

燥す る ま で 静置す る｡

こ の 制作 ノ ー

ト か ら ､ 学生 が 使用 し た 手道具
､

木材加 工 機械 な ど を 授業者 と し て 把握 で き ､ 更 に

は 学生 自身 の 制作 に お け る 留意点 や ､ 方法論 の 過

ち も確認 で き る こ と に な る ｡

手道具 の 種類 は ､ 両刃鋸 ､ 胴 つ き 鋸 ､ 平鈍 ､ 反

り 台飽 ､ 叩 き 整 ､ 玄能 ､ そ の 他 ハ タ 金 ､ 差 し 金､

ス コ ヤ ､ 定規額 で あ る o 基本的 な 道具 ば か り で あ

り ､ 少 々 の 不便 を 覚悟す れ ば ､ 大方 の 木 工 作品 を

手掛 け る こ と が で き る ｡ そ の 中 で ､ 仕立 て を 義務

付け る も の は撃 と 絶類 で あり､ 両方共 に 構造 が 同

じ こ と か ら 飽 の 仕立 て (研 ぎに 限 る) を 理 論的 に

理 解 で き れ ば 充分 で あ る｡ 砲台 の 直 し は 学生 に 望

む こ と は
､ 不要 で あ り ヾ 不可能 で あ る｡

木材加 工 機械類 は
､ 帯鋸盤 ､ 小型帯鋸盤 ､ 昇 降

丸鋸盤
､ 角聖盤

､ 手押 し飽盤
､ 自動送 り 飽盤 を 使

用 し て い る｡ 加 工 機械類 の 扱 い に お い て は ､ 執劫

な ま で の 事前指導 と 注意 が 必要 で あ り ､ 使用時 に

は必ず 二 人 一

組 で の 作業 を 義務付 け る 事 が 絶対条

件 で あ る｡

作業行程 に は 無駄 も多く見受 け ら れ る が ､ 基本

的 に は 問題 は な い と 言 え る ｡ 留意点 に つ い て は
､

本人 が 制作 ノ ー ト に ｢ 問題点 と 課題｣ で 記述 し て

い る の 七そ の ま ま 掲載 し ､ そ の 解決法 を 述 べ る こ

と に す る｡

問 題 点

1 . 寸法 の 狂 い が 多す ぎる 点

こ れ は 製材 の 時 に 慎重 に 検査 を し な か っ た こ

とや ､ 製作途中 で 寸法 を 変更 し た こ と ､ さ ら に

は 木 工 具 や 木 工 機械 を 有効 に 利用 で き なか っ た

こ と に よ る｡

2 . 強度 が 著 し く弱 い 点

こ れ は 寸法 の 狂 い に も大 き く 関 る こ と だ が
､

ね ･ C れ を 無 理 矢 理 戻 そ う と し た り ､ は ぞ と は ぞ

穴 が ゆ る く ､ し っ か り と 接合 し て な い こ と や ､

組 み 立 て の 時 に ､ 正 し い 手順 で 木 工 異 を 使 わ な

か っ た こ と な ど に よ る ｡ ま た 設計上 に も無 理 が

あ り ､ 天板 に は 何も手 を和え な か っ i= た め に 固

定 さ れ ず ､ 不安定 だ っ た ｡ 補強 に 関 し て も何 も

施 さ な か っ た た め に ､ い す と し て の 安定感 に 欠

け る もの と な っ て し ま っ た｡

上記 の 1 . に 関して は 木目 の 読 み 方 や ､ 芯去 り の

木取 り を 指導 し
､ 木 工 具 ､ 木 工機械 の 合 理 的使用

法 に つ い て 説明 ､ 指導 を し た ｡ ま た
､

2 . に お い て

は
､ 模 を 打 っ こ と で 強度 を 確保 し､ 天板 の 固定 に

は ダ ボ に よ る 接合 を 指導 し
､ 補強 の 為 に 横木 を 追

加 し ､
ホ ゾ組 み を勧 め た .

課 題

(1) 木 工 臭 お よ び 木 工 機械 め 用 途 を 明確 に し
､ ､

有効 に 活用す る ｡

(2) け が き は､ で き る 限り正確 に 行 な い
､ 寸法

の ず れ を 少 な くす る ｡

(3) 飽 が け は
､ 平面 は ス コ ヤ を 使 い 慎重 に 検査
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し な が ら 仕上 げ､ 曲面 は 部材 を し っ か り 固

定 さ せ 慎重 に 仕上 げ る｡

'

(4) は ぞ
､

ほ 卓穴 の 仕上 げ は
､

い す の 強度 を 考

え
､ 寸 法 に

▲
気 を っ け な が ら慎 重 に 仕 上 げ る ｡-

(5) 組 み 立 て に お い て は
､ 部材 の 接合部 を 垂 直

に な る よ う に ､ ま た ､
,
申 じ れ や 無 理 な カカ主

人 ら な い よ う に 注意 し な が ら 行 な う ｡ さ ら

に
､. 接合部 に 隙 間 が で き な い よ う に ､ は た

t金 を 使 い し っ か りJと 固定す る ｡ E t c .

工 芸教育 の 背景 に あ る 日本文化 そ の もの を 伝 え る

た め の 認識 と
､ 経験 の 場 で な け れ ば な ら･ な い の で

あ る ｡

Ⅳ . 実践教育から見えて くるもの

課題 に つ い て は
､ 本人記述 の ご と く 完成度 の よ

り 高 い 作 品 を 目指 し､ 慎重 な 作業 の 取 り 組 み を 反

省 し つ つ 述 べ て い る｡ こ の 問題 は 木 工 技術 の 未熟

と ､ 経験不足 に 起因 し て い る こ-と は 明白 で あ り ､

そ の 解決 は正 に 修練時数 の 積算 に あ る ｡
つ ま り ､

授業者 は こ の 問題 に つ い て は こ れ 以 上関 れ な い こ

と で あ り ､ 学生 の 自主 的継続 の 意志 に 委 ね る こ と

な の で あ る ｡ ? ま り ､ 学生 の 自己責任 の 中 に 課題

を 提供 す る こ と が 授業者 の 役目 と 言 え るム

学生 K の 本時 に お け る 提出作品 (写真 - 1 )
.
は

､

特別 ､ 高 く 評価 し た も の で は な く ､ ごく平均的 な

作品セ あ る ｡ け れ ど も､ そ' の 後卒業制作 へ 発展 し

て 行 っ た こ と は 特筆す べ き 事実 で あ る ｡ 無論 ､ 作

品 の 完成度 は 飛躍的 に 向上 し ､ 表現意図 も 明確 に

感 じ 取 れ る も の で あ る ｡ ( 写真 - 2 ) さ ら に
､ 制

作 ノ
ー

ト は 内容 を 膨 ら ま せ て 卒業論文 へ と 形 を 変

え た 事も･付記 し て お か ねげ な ら な い で あ ろ う ｡

こ れ ま で ､ 履修時間 に 制限 の あ る 工 芸教育 に は､

技術拾導 を 徹底す る余裕 も な く そ れ に 変 わ る こ と

の- で き る 実践方 法 は ､ ｢ 創 る こ と の 喜 び｣ と い う

抽象的 テ
ー マ に 置 き換 え ら れ ､ 短絡的 な 経験 ､

つ

ま り手軽 で 扱 い や す い 合板 を 用 い
､ 道具 に い た っ

て は 仕立 て の 必要も な い 使 い 捨 て の 日 曜大 工 用品

で ､ 工 作 の 延長的作品 を 木 工 芸 の 授業 と し て 展開

し て 釆 た状況 も見受 け ら れ る ｡ そ こ に は ､ 本物 と

呼 ば れ る 日 本文化独自 の 木 工 芸 の 姿 は 見 え な い ｡

結果 的 に は ､ ｢ 創 る こ と の 喜 び｣ は
､

日 本文 化 の

鉾先 を 変 え て い っ た感 が あ る
■

｡ 教員養成系大学 の

学生 が ､ 卒業後 ､ 小､ 中学校 の 教壇 に 立 ち ､ 日本

文化 を 語 る こ と が で き る の で あ ろ う か ? 少 な く

と も､ 木 工 の 授業 は､ 小 ､ 中学生 に 作 ら せ る モ ノ

を 事前制作す る 場 で は な い
｡ 指導者 と し て ､ 木材

こTL ま で
､ 筆者 は 木 工 芸関連 の 授業 と し て

､ 科

目名 ｢ 木 工 I ｣ お よ び ｢ 木 工 Ⅱ｣ を 前期､ 後期 に

渡 り 開設 し て い る ｡ 共 に 演習単位 で あ り ､
そ れ ぞ

-れ -

単位 と 二 単位 の 授業 と な っ て い る. ｢ 木 工 I ｣

に お い て は
､

そ の は と ん ど が 道具 の 仕立 て と ､ 扱

い の 技術指導 に 終始 し ､ 日 本 の 木 工 道具 の 独自性

と 合 理 性 に つ い て 体験 さ せ て い る こ と に な る ｡ 特

に ､ 刃物 と し て の 絶 と 聖 に つ い て は 履修時間 を 多

く 確保 し ､ 半期 の 内 に 研 ぎ を ､ あ る 程度可能 と な

る よ う 指導 し て い る ｡ 同時 に
､

砲台 の 直 し に つ い

て は 筆者自身 が 行 な う こ と で ､ ･ 学生 に 飽 の 仕立 で

と ､ 整 の 仕立 て に つ い
~
て

′

は
一

応 の 修得 と し て 次 の

課題 を 与 え る こ と に な る ｡ そ の 課題 と は40 皿m 角 ､

長 さ2 00 m m の 角材 に よ る
､

L 型仕 口 4 種 ( 図 - 1) ､

T 型仕 口 3 種 ( 図 - 2) ､

- Ⅹ型仕 口 2 種 ( 図 - 3) の･

加 工 で あ る ｡ そ こ で 使用す る 手道具 は
､ 両刃鋸 ､

胴 つ き 鋸 ､ 飽 ､ 聖 で 木 工 機械 は 一

切使用 し な い
｡

以 上 の 授業行程 で 半期15 週 は 終了す る こ
,
と に な

る ｡. ｢ 木 工 I ｣ で は
､ あ･え て 作品制作 は 行 な わ ず

に
､ 道 具 の 仕立 て と 扱 い

､ 仕 口 加 工 に 徹す る ｡

( 継手加 工 に つ い て~は そ の 必要 性 か ら 観 て も 指導

の 章味 は 薄く ､ 筆者 の 判 断 に よ り省い て い る ｡ )

当然 ∴ こ の 授業時数 と 内容 で 充分 な 木 工 技術 の拍 ′

導 は行 え な い が ､ 合理的 ､ 且 つ 正確 な 加 工 に は ､

道具 a) 仕立 て が 最 も 重要 で あ る こ と を 体験 す る く

と に なる の で あ ろ｡ 研 ぎ が 上達 し て 行く感覚 や ､

仕 口 加ユが 正確 に 成 し 得 た 時 に は ､ 学生 の 達成感

及 び 向上JL ､ は 明 ら か に 獲得 さ れ て い る ｡ そ れ こ そ

が 授業者 の 狙 い で も あ､ り ､ シ ス テ ム 化 し て 行く カ

リ キ ュ ラ ム の 序章 と な る｡

｢ 木 工 Ⅱ｣ に お い て は
､
｢ 木 工 I ｣ に お い て 修

得 し た 技術 の 応用 と な る椅子 の 制作 に 取 り 掛 か る

こ と に な る ｡ 演習2 単位∈
1
ま､ ｢ 木 工 Ⅰ･｣.

の 倍 の 授業

時数 で は あ る が ､ 実際 に は思 う よ う に は授業計画

通 り に 進行 で きず､ 時間外 で の 学生 の 自主 的取 り

_組 み に 期待す る こ と が 大 で あ る ｡ そ の 自主性 の 啓
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発 に 必要 な 要素 は ､ 学生共通 の 創作意識 の 中 に 見

ら れ る｡ そ れ は ､ 独自 の 椅子 を 作 り ､ 自 ら そ れ を

使用す る と い う 思 い で あ るム
ー

見当然 の 思1 ､ と も

言 え る が ､ こ の 中 に は他 を意識 す る こ と の な い 独

善的 な 危 険性 も含 む の で あ る ｡ 例 え ば
､ 自らの 技

術的 な 未達成度 を 顧 み ず無謀 な デ ザ イ ン に 走 り
･

､

結 果的 に は そ の デ ザ イ ン を 放棄す る こ と や ､ 椅子

の 機能､ お よ び 耐久性 に 対 し て 独自 の 判断に よ る

誤解 と つ ま ず き で あ る ｡ 客観性 の 無 さ や ､ 他 を 意

識 し な い 造作 に は ｢ 用｣ の 概念 は 活 か さ れ る こ と

は な い ｡ そ の こ と を 明確 に 意識 さ せ
､ 独自性 を 確

立 さ せ る こ と が 重要 で あ り ､ 自主性 へ の 啓発 に も

つ な が る の で あ る ｡

さ ら に ＼ 自 ら の 上達度 が ､ 視覚的 に 確認 で き る

こ と へ の 手立 て が 必要と な る ｡ 正確 に 道具 を 扱 え

な い 学生 に 対 し て ､ 自 ら加 工 の 上達度 を 視認 さ せ

て 行く こ と は最 も効果的 な 啓発手段 で あ る｡ 特 に

時間的制限 に よ り技術的飛躍 を 望 め な い 学生 に ､

加 工 の 為 の
､ 補助具 と し て の 治具 を 用意 し て お く

こ と と
､ 木 工 機械 の 合理 性 は欠 か せ な い

｡

以 上 の 事柄 を 踏 ま え
､ 制作 ノ

ー

ト を 課 し て 行 く

こ と に よ り シ ス テ ム 化 さ れ た カ リ キ ュ ラ ム の 進行

度 を 図 る の で あ る ｡ 制作 ノ ー

ト の 必然性 は
､ 指導

者 に と
■

っ て も ､ 学生 に と っ て も お 互 い の 確認事項

を 遂行す る 上 で
､ 必然的 な コ ミ ュ

主 ヶ -

シ ョ ン の

場 を 提供す る こ と に な る ｡ 同時 に
､ 学生 自身に よ

る 制作の 方 向性 を 明確 に し､ 計画的 な制作手順 を

導く こ と に も な る ｡ そ の 結果 ､ 学生自 ら が 時間数

の 不足を補う必要性 と 課題 が 見 えて来 る こ と に よ

り ､ 自発的 な 補充意志 が 生 ま れ る ｡

ま た 指導者 に と っ て は ､ 時間数 の 不足 を ど の 時

点 で 補 い
､ 如何 な る 手立 て を 持 っ て 対処す べ き で

あ る の か が
一

目 で 理解 で き る こ と は
､ 何 よ りも合

理 的指導 へ 結 び っ く こ と に な る ｡

こ の よ う に
､ 制作 ノ

ー

ト を 学生 に 課 し て 行 く こ

と は ､ 教員養成系 の 木 工 授業 に お い て は
､ 木 工 技

術 の 問題 や ､ 授業時数 の 問題 ､ 或 い は 教授法 の 問

題 を も補 う に 足 り る 効果 を も た ら す と 言 え よ う ｡

そ の 上 ､ 学生 に と っ て は 履修後 に 再 び 木 工 の 機会

を 得 ､ 新 た に 制作 を 行 な う こ と に な る 場合 に ､ こ

の 制作 ノ
ー

ト は テ キ ス

.
L と し て 大 い に 役立 っ こ と

に な る の で あ る｡ こ の こ と も ､ 興味 を 継続 し て 行

く た め の 要因 と な り 得 る｡

教員養成系 の 木 工 芸教育 の 目指す もの が
､ 単 な

る 技術教育 で は 無 い こ と は 先 に 述 べ た が
､ 学生 の

木 工 芸た対 す る 興味 や ､
そ こ か ら 発展的 に 生 じ る

継続 の 意識 へ
'
0 最も有効 な 根拠 と な る も の は ､ 自

ら の 技術向上 を 確認 し て 行 く こ と に 他 な ら な い

◆

｡

技 術的向上 の 確信 を 持 っ て 始 め て ､ 興味 は 深 ま り
､

継続 へ と ベ ク ト ル が 定 ま る と 言 え る｡ そ れ に は
､

時間的 ､ 経験的不足 の 問題 は 障害 に な る こ と は 必

須 で あ り､ 現状 で は 解決 は不可能 で あ る ｡ し か し
､

理 論的合 理 性 の 獲得 は 可能 で あ り ､
そ れ が 技術上

の 不可能 を 補 え る も の と確信す る ｡ 写真 3 及 び 4

は ､ 木 工 初体験 の 女子学生 の 授業提 出作品 で あ る ｡

写真 3 の 授業時 に お い て は ､ 演習室備品 の 箱椅子

を 基本形 に
､ 学生自身 の デ ザ イ ン を付加 し て 制作

さ せ た も の で あ る ｡

一
4 本 の 脚 と 横木､ 座板 の 部分

に 独自 の デ ザ イ ン 性 が 観 ら れ ､ シ ン プ ル な が ら も

正確 な 組 み 上げ と
､

オ イ ル フ ィ ニ
ッ シ ュ さ れ た 素

材 の 活 か し に は初 め て の 木 工 作品 と は 思 え な い 完

成度 が 感 じ ら れ る ｡ 写真 4 の 授業 時 に は ､ 和木 の

基本的 な 扱 い の み を押 さ え
､ 学生 の デ ザ イ ン 性 を

主体 と し て 制作 さ せ た も の で あ る ｡ 機能性 と い う

面 に お い て は 難 が あ り ､ 座板 の 厚 み の 必然性 に も

由題 は あ る が
､ 実材 と し て の 木 に 感動 し

､
そ れ を

自身 の デ ザ イ ン 性 の 中 に 活 か そ う と す る意 図が 見

受 け ら れ る ｡ 前者 の 学生 は､ 美術系大学院 へ 進 み

木 工 芸 に よ る 修了制作 に 連係 さ せ て い る ｡ 後者 の

学生 は ､ 卒業後県内 の 美術教員と な り 工 芸 ･ デ ザ

イ ン 教育 に 連係 さ せ て い る ｡

おわりに

世界 的 に も高名 な 家具 デ ザ イ ナ ー

､
ジ ョ

ー ジ ･

ナ カ シ マ の 言葉 に 興 味 あ る 一

節 が 観 ら れ
.
る ｡

私 は ま ず木 か ら始 め る ｡ な る べ く い い 木 を 探

し て ､ そ れ か ら仕事 を 始 め る こ と に な る ｡ だ か

ら い ま 世界中 の 木 を 探 し て お り ､ イ ギ リ ス の ウ ォ

ル ナ
~

ッ ト を 大分使 っ て い る し
､

こ れ か ら イ ン
~
ド

へ 木 を 探 し に 行 く と こ ろ で あ る ｡ ア メ リ カ で 木

を 買 う 場合 に は ､ 材木屋 か ら 買 う の で な し に ､

山 へ 行く人 か ら直接買 う ｡ だ か ら
､

い わ ゆ る 銘
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木屋 に 行く前 に 私 が 選 ん で し ま う か ら
､

ア メ リ

カ の
一

番 い い 木 は 私 の と こ ろ に あ る こ と に な る｡

(『芸術新潮』 1 9 65 年 2 月号)

正 に ､ 日本人 の 職人気質 を 垣間見 る言葉 で あ る｡

｢ 本 物｣ を 手掛iナ た 木 工 家 で あ る が 故 の こ だ わ り

は ､ 倣慢 と も言 え る 程 の 説得力 を 持 っ て
､

' 読 む も

の へ 語 り 如ナる ｡ 彼 の 仕事 は ､ 素材 と し て の 木 を

最大限 に 活 か し､ 日 本 の 伝統技術 に裏打 ち さ れ た

合理性 が ｢ 用｣ と ｢ 美｣ の 極 み に 達 し て い る と 思

え る ｡ 彼 の 多く の 仕事 は ア メ リ カ で 発表 さ れ ､ 世

界 的 な 支持 を 得 た が ､ そ の ナ カ シ マ イ ズ ム を支 え

た も の は ､ 日 本 の 伝 統木 工 芸 が 脈 々 と 継承 し 続け

た ｢本物｣ へ の こ だ わ り に 他 な らない
.

こ の こ
■
と

を授業者 と＼し て 学生達 に 伝 え た い の で あ り ､ 日 本

独自 の 木 工 芸教育 が 存在 し て い る こ と を 忘 れ て は

な ら な い の で あ る ｡
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木材工 芸教育 の 指導方法論的考察
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