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木材工芸技法 の 伝達 に お け る模型の 活用 を例 に
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辛

工 芸教育に おけ る技法 の 伝達方法 は
,

主 に指導者が ｢ 実際 に や っ て見せ る｣ 方法で あ っ た ｡ そ

れ以外に も様々 な形 で 教材が用意され
,
伝達 の 手段と して 利 用さ れ て きた ｡ しか し

,
指導者 の

｢ 動き｣ に よ る 指導方法 は初心者で あ る学習者に と っ て 必ずしも十分と は い えな い 問題 を含 ん で

い る ｡

一

つ は指導者の 内に蓄積された制作知や技能が
,
｢ 形あ る も の｣ とな っ て 外に 表さ れ な い

こ と
,

そし て指導者の や っ て 見せ る 方法 の 中 に
, 彼 の 能力を支援する も の と して ｢ 環境｣ の 存在

が隠れ て しま っ て い る と い う点で あ る ｡

指導者は技能を模型と い う形で 分解して 外に 出し
,

そし て ′e
-

れ を制作環境 の 中 に 置く こ と で 教

材となり得る こ と
, 更 に伝達 の 場面で使われ る模型 の 果たす役割 , そして それが置かれ利用 さ れ

る場と指導者が
一 体とな ら なければ

,
本当 の 意味で伝え る活動に ならな い 点を述 べ る ｡
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1 はじめに

わ れわれ が工芸技法と い う言葉を聞けば
,

そこ に な ん と なく凡人 で は近寄り難 い 神秘的

な感じを抱くも の で ある ｡ ｢ 匠の 技｣ な どと

言わ れると それ だけで 感心 し て しま っ たりす

る ｡ 事実,
工 芸の技や勘を伝える の に さまざ

ま な比喰が用 い られ る こ と がそ の感 を い っ そ

う増幅させ るもと に な っ て い る ｡ 蝋型鋳造 * l

で 行われる蝋の 流 し出し作業 で は
,

蝋を暖め

て 溶か すの に 必要な温度は
,
｢ 赤子 を抱 い た

時の 温かさ｣ と い う説明がなされ
, 鋼の焼き

入れ で行 われる焼きなまし
* 2

の 温度は
,
｢ 鋼

の 上 に 落と した水滴が球状 に な っ て 転がるく

ら い｣ と い う言 い 方が適切と され て きた ｡ ま

た刃物の研磨は
,
｢ ほ ん の 気持ち刃先 に力 を

い れる｣ と表現する以外に言 い 様がな い の か

も しれな い
｡

こ れ らは具体的な現象を目安に

したり
,

人間 に共通の 五感 に訴えたり, 微妙

な体 の 動きを何 とか言葉 で 説明しようとする

の で あるが
,

い ずれも相当に比倫的 で あり
,

匠と 同 じくら い 長 い 修行 を積 ん だ熟練者 で な

けれ ば理解する の は難し い
｡

長 い 修行を積まなけれ ば
一 人前の 制作者 の

仲間入りが で きな い 工芸の 世界で あ っ て も
,

初心者 に合理的, 科学的手法を駆使し て
, 作

業の 共通項をまとめ
, 或 い は作業を分解 し ,

区別し て模型 を作り工芸品制作 へ の 過程を逐
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解析するな ど の伝達方法を積極的に取り入

れ る こ となしに
,

工 芸技術を正 しく早く伝え

発展させ る こ とや
,

その基盤を拡大 して い く

基とはなり得な い の で はな い だ ろ うか ｡ 本稿

で は こ の ような危倶 の 念を持ち つ つ
, 初心者

( 学習者) にと っ て 工 芸の 世界が 分りや すく

魅力ある もの で あるため に伝統的な伝承方法

を見直し , 特に伝える こ とに必要な媒体と し

て の 作業環境 ( 共通項と い える) や作業分析

を通 じて 制作過程を解析 し て い く模型教材 の

役割に つ い て 言及 して み る ｡

その ため にまず ,
工芸全般 ( 漆芸

, 陶芸
,

染色 ,
金工

,
ガラ ス 工芸等) にお ける技術 の

伝達 にと っ て何が欠け て い る の かを明らか に

する作業か ら始め
,

次 い で木材工芸技法 の 伝

達場面 で 用 い た模型 の 在り方を例 に挙 げ, そ

の 有用性を述 べ る ｡

2 エ芸技法伝達の 問題点

2
. 1 伝統的な伝承方法 の 問題点

(1)精神論重視 と少量 の ヒ ン ト ( 示唆)

長 い 間行われ て きた伝統的な伝承方法は
,

｢ 師匠の 背中を見 て 学 べ｣ で あ っ たり
,
｢ 素材

に学 べ｣ な どの 具体性に欠ける い わ ば抽象的

で 精神論的な面が重視され て きた ｡ 確か に工

芸の 分野が伝承芸術 と呼ば れるように
, 学習

者が師匠や指導者の や り方を手本と し て 見習

い
, 師匠の や り方 の 残像 に自分自身を重ね て

その 違 い を徐 々 に狭め て い く方法は
,

一 つ の

伝承方法と し て 有効 で あるよう に思わ れる ｡

また扱う素材 の 特性を
, 素材か ら の フ ィ ー ド

バ ッ ク と い う形 で受け取り, 適切な道具を知

り , 理 に適 っ た技法を身に付 けて い く過程が

素材 に学ぶ と いう表現 で表されるの で あろう｡

しか し こ れ は学習者 の 学ぶ 姿勢ある い は態度

を厳 しく戒め
, 問 い 正すもの で あ っ た ｡

こ の

ような 旧来の 師匠と弟子と い っ た関係を引き

続 い だ伝承方法は今日も工芸技術教育 の 中に

垣 間見 る こ と が で きる ｡

もち ろ ん指導者は実際にや っ て 見せ たり ,
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見本を示 した りと い う努力を払 い
, 学習者 の

育成 に勤め て きた ｡ しか し
,

や っ て 見せ る こ

と は ｢ 動き｣ を見せ る こ と で あり
,

作業 内容

を分解 し , 形と して 外 に出す こ と は少なく
,

また示さ れる見本 は加工後の 完成品と し て見

せ られ て きた ｡
こ の こ と は既 にそこ に見えな

い 作業 の 過程を
,

そこ か ら読み取る と いう こ

とを強 い る の で あ っ た ｡ しかもそう した読み

取る力 こ そ が学習者にと っ て 必要な素養 で あ

り適性 で あると さえ考えら れ て きた ｡
こ の 方

法 は厳 し い 見方をすれ ば
, 指導者は長 い 修練

によ っ て 身に付 けた技術を懐に入れたまま
,

或 い は表現 の 方法を知らな い ままに して わず

か なヒ ン トを学習者 に与える 方法にすぎず ,

学習者は出さ れた課題を謎解きの よう に
,
倭

か なヒ ン ト ( 示唆) を頼りに推察し
,

試行錯

誤を繰り返す こ と で理解 しようとする ｡ 指導

者に悪意はな い にし て も , 彼が身に付けた長

い 道程を
,

学習者 にも繰り返させ る こ とを強

い て い るよう に思える ｡
こ の ような方法 で は

2 - 4 年間の ス パ ン で 工芸技法を学習させ る

に は間遠く , 少なくとも基礎技術 の 合理的な

伝承方法が必要となる所以 で ある ｡

( 2)指導者 の姿勢

得 て して 指導者は
,

手取り足取り で指導す

る こ とは本当 の もの 作りを育成する には相応

しくな い と し て
,

む し ろ積極的に教える こ と

に否定的 ですらあ っ た ｡ 長 い 期 間に亘 っ て 伝

承され
,

その 間に多くの 制作者 によ っ て経験

に磨きをか けて 精練さ れ て きた技法は
, 学習

者側 の 積極的 で
, 忍耐強 い 制作態度を当然 の

前提と し て
,

学習者自身が自ら盗み取 る もの

と さえ い われ て きた ｡

高 い 技術を身に つ けた指導者 の
,

それま で

の 修練 に費や した苦労 と試行錯誤 の 日 々 は
,

指導者 の確固たる自信 と信念 の拠り所と して

彼 の歴史を作り上 げて い る ｡ こ の こ とを察す

る と
, 今の 自分を作り上 げた こう した過程が

,

学習者 の 技術習得 にと っ て も最良の 方法な の

だと 固く信 じ る こ と は無理 か ら ぬ と こ ろ があ
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る ｡ さら に指導者は
,

指導者自身の 中に 蓄積

した多くの経験や勘に よ っ て 当面する困難な

問題を解決 して きて い る ｡ しか し こ の こ とが
,

指導者 の 作業が周辺に配置され た道具や環境

へ 多くを依存 し
,

環境と 一 体 にな っ て 制作し

て い る事実を自覚する こ と なく
,

その重要性

に気 づカ
′

､ な い で い られる と い う側面を作り出

し て い る ｡

(3)初心者 へ の 思 い や り

確か に上 に述 べ た工芸技法 の伝承に はそれ

なりの 利点が あ っ た の は確か で あろうが
,

こ

の よう な方法は他面初心者 に戸惑 い と無力感

を抱かせ る こ とも考えられる ｡ こ れか ら工 芸

品制作 の喜 びを学ぼう とする初心者 に 与える

逆効果も看過 で きな い 点で ある ｡ 指導者 の 果

たす役割 , 取る べ き態度 , 伝達するた め の 工

夫に はまだまだ考慮 の 余地が ある よう に思え

る ｡ 何よりも初心者 に は作品が完成 したとき

の ｢ 達成感 ･ 満足感｣ を与える こ とが重要 で

ある ｡ そ し て そこ に至る過程 の 中で は実は指

導者 の 誘導と補助が欠かせ な い
｡

(4)工芸品使用者 の 反応

さ て
, 作られ た作品を観賞 したり実際 に使

用 したりする側の 人 々 も
,
｢ 匠 の 技｣

,
｢ 名工

の技 と勘の 冴え｣ な ど
, 賞賛を持 っ て こ れを

称え
, 近寄りが た い 崇高なと こ ろ - と祭り上

げて しま っ た感がある ｡ こ れら の 技術獲得過

程 ( 伝承 と呼ん で もよ い) と工芸品使用者 の

受け止 め方の 相互作用 に よ っ て 工 芸品 の 制作

技法は益 々 一 部の熟練者 に の み可能な技と し

て 日常的な世界か ら切り離され て い っ た こ と

も見逃せ な い
｡

2 . 2 作業環境 へ の 関心 の低 さ

工芸の 作業場 , さ ら に は教育実技室 に は
,

そ の 作業環境 - の 無関心ある い は軽視が
一 般

に 見られ る
1)

｡ こう した風潮が学習者 の 技能

習得 に多大な非効率と 困難さを助長して い る｡

こ れ に気 づ い て い る指導者が余り に も少 な い

の に驚か される ｡
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こう した環境 - の無関心さを作り出す
ー

つ

の理由と し て次の ような点が挙げられ る ｡ 制

作者 で もある指導者が
,

芸術的な制作活動や

工 芸品の 制作活動とは
, 制作者が頭の 中で イ

メ ージ したもの を形と し て 外に作り出す こ と

が ｢ す べ て｣ で あると い う思 い に強く縛り付

けら れ て きたか ら で はな い か
,

と い う点 で あ

る ｡

しか し
,

例えば
一

本の 角材 ( 木材) を 一

定

の 寸法 に仕上 げる作業を詳細に観察 して みよ

う ｡

･ カ ン ナ を手に取る ｡ カ ン ナは手に取りやす

い 高さ の棚 に置かれ て い る ｡

･ 弦能を持ち
,

カ ン ナ の 刃を調整する ｡ 弦能

は カ ン ナ の 近くの 棚 に置かれ て い る ｡

･ 材料を万力 で 固定し て 切削する ｡ 作業台に

万力が セ ッ トされ て い る ｡

･ 定規を使 っ て切削した材料の 精度を測る ｡

定規 は壁 に掛けて ある ｡

･ 作業 の 途中 で研 ぎ場 に移り
t

カ ン ナ の 刃を

研磨する ｡ 研ぎ場は作業台の 横に用意さ れ

て い る()

･ 摩耗 の程度に応じた砥石を選び
,
研 ぎ台に

セ ッ トする ｡ 数種類 の 砥石が研 ぎ台 の 前に

用意され て い る ｡

･ ラ イ トを引き寄せ手元を明るくする ｡ ル ー

ペ 付き の ゼ ッ ト ラ イ トが研 ぎ台 の 横に用意

され て い る ｡

こ の 場面 で は
, 制作者は目的に集中して様 々

な道具や 環境を利用 し て い る自分自身に は気

づ い て い な い かもしれ な い
｡ しか し観察する

側からみ る と
,
｢ カ ン ナ , 棚 , 弦能, 作業台 ,

万力
,

定規
,

壁の フ ッ ク
,
研 ぎ場

,
砥石

, 研

ぎ台, ラ イ ト
,
水 ,｣ な ど

,
実に 多く の 道具

が実際 に 使われ
◆

,
そ の 使 い やすさはそ れ ら の

配置 に多くを依存し て い る ( 図 1 ) ｡

つ まり制作活動は
,

こ れら の 道具や 配置と

い っ た環境 がお膳立て し て くれ て い る レ ー ル

にうまく乗りなが ら
, 刻 々 と変化する状況 ,

外界 , 対象 に注 目し軌道修正 を行 っ て
, そ の
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図 1 作業者 の 動きと道具 の 配置

場 に適切な活動をそ の都度作り出す過程を経

て い る の で ある ｡ しか し多くの場合制作者は
,

こう した制作活動が周辺 に 配置され た道具や

その 配置, そし て それらを取り巻く環境 へ 依

存し, 環境と 一 体 にな っ て 活動がなされ て い

る事実 に つ い て の 関心が低 い
o 指導者自身が

こ れ ほ ど多くの 道具や環境に依存して い る事

実を自覚すれば
,

不便な環境が学習者に い か

に多くの 困難と戸惑 い を与え て い るか が理解

で きよ う ｡ 特 に教 育 の 場 で の 作業環境 は
,

｢ 作業 の場｣ で ありまた同時 に ｢ 伝達 の 場｣

で ある ｡ 実際の 作業が使 い や すく考慮された

多くの 道具や環境に支えられ て い る の と同様

に
,
学習者 に対する伝達は

,
伝達 の た め の 具

体的な道具 や環境を
,

人為的 に 配置す る こ と

で支援する こ とが で きる の で ある ｡

3 伝える活動を支接する媒体

工芸品 の 制作は伝統的な技法を伝承 し ,
こ

れ に創造 , 創作が加味さ れ て い くこ と に よ っ

て 長 い 伝承が引き継がれ発展 し て い く ｡

こ の ｢ 伝える｣ と い う活動 の 機軸と なる事

柄 に触れ て考え て み る ｡

3 . 1 伝える活動 に必要な配慮

( 1)受け身 に させ な い

工芸品制作 の 技術指導や発想段階 で の 指導

も多くの 場合
,

指導者が
一 方的に知識や技能

を伝え
, 指導を受ける学習者 はそれをた だ受

け取るだ けと い う関係 になりやす い ｡ こ の よ

うな受け身を作り出し て い る の は
, 指導と い

う伝達 の 方法が
,

人と人が直接 向か い 会う方

法 に重きを置 い て い る点 に原因がある の で は

な い か と考えら れる ｡
こう した方法 は ｢ 知 っ

て い る者｣ から ｢ 知らな い 者｣ へ の
, 言 い 換

えれ ば上 か ら下 へ の 知識 の 伝達 であり, ｢ 知 っ

て い る者｣ が
,

その 知識を形にし て外に出し
,

そ れ を介 し て ｢ 知ら な い 者｣ へ 伝え る と い う

活動と は異なる ｡ U . ナ イサ ー の 言葉を借り

て 認知的に表現すれば 『知覚と認知は
一

般 に

頭の 中の 操作 で は なく , 外界 と の や り取り

(t r a n s a cti o n) で ある ｡ こ の やり取り は単 に

知覚者 を形 造る( i n f o r m ) の み な らず
,

彼を

変化さ せ る( t r a n s f o r m ) の で ある ｡ わ れ わ

れ の 誰もが自分が 関与する認知活動 に よ っ て

ま さ に 創造さ れ る の で ある2)
｡』 こ れ は

, 知
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ると言う こ とは頭の 中だけで理解 で きるもの

で はなく , 目に 見える物を介 して の やり取り

によ っ て 理解され
, その 理解に よ っ て 人は変

化する こ と が で きると い う こ とを表して い る｡

指導者 にはその ような意識はな い に しても,

学習者にと っ て は圧倒的な技術を目 の 前で 見

せ られ た時
,
希望を与える 目的で示され た指

導が逆に到底適わ ぬ絶望感を感じる結果にな っ

て い る こ と さえある ｡ 学習者 の 消極的とさえ

見える受け身の 姿勢 は
,

指導者 によ っ て 知ら

ず知 らずの 間に 強 い ら れ て い る の か もしれな

い
｡

(2)作業環境による支援

工 房を持 つ と い うの は相当に熟練 した制作

者 に しか許され て い な い
｡ そ の 工房で は制作

者が自分 の 制作が ス ム ーズ に運ぶ よう に
,

さ

ま ざまな材料や道具が適切 に配置され て い る｡

部外者から見る と
一

見乱雑そう にしか見えな

い 物の 配置は
,

よく観察すれ ば計算 し尽くさ

れ た合理的なもの で あ っ たりする ｡ こ こ まで

なる の に長 い 経験と時間がか かる と い う の は

確か に そう な の で あるが
,

初心者 に は使 い や

す い 環境 な ど用意する必要が な い と い う こ と

に は ならな い
｡ さ まざまな道具が入 っ た道具

箱が
一

つ と い うの は問題外 で ある ｡ 環境 の 重

要性や制作 の 方法を知らな い 初心者 で あるか

ら こそ
,

それ を知 っ て い る指導者 によ っ て 制

作技術や作業工 程の 理解を授 けて くれ る道具

や環境 が考え抜か れた形で 用意され なければ

ならな い
｡

こ こ で
, 作業環境 に つ い て わ れわ

れ は ど の よう に 考え て い る の か に つ い て 一 つ

の 例示をも っ て 説明 して み た い ｡

様々 なもの を加工 する 工場や 木材を加工 す

る現場 で は 工具類が保管され て い る場所 が必

ずある ｡ こ の 工 具保管室 の役割は何か に つ い

て 考えて 見よう ｡ 次の ような工具室 に対する

二 つ の 受け取り方が ある ｡

一

つ は
, 疑う こ と

なく工 具室 を様 々 な工 具が保管 して ある部屋

と し て しか見なか っ たり, それ以 上 の 説明を

あえ て 求めようと しな い 態度 で ある ｡ 工 場や

9 3

作業場 に置ける様 々 な構造に
, ある秩序を与

える機能単位 と い う位置 づ けで立派にその 役

目を果た して い ると い う考えが そ こ には感じ

取れる ｡ 整理整頓 の 行き届 い た保管室と し て

の 工具室 の イ メ ー ジが
一

番び っ たりする ｡ 工

具室があたかも組織 の 中で の 人の 配置を示す

組織図の ある
一

角を占め て い る か の よう に受

け取ら れ て い る ｡

もう
一

方は
,

工具室の 役割を必要とする直

前に作業者 の 手元 に
,

正しく研磨さ れ
, 適切

に調整 された工具が届くような活動全体と考

えよう とす る態度 で ある ｡ 単なる整理整頓 の

行き届 い た保管室と して で なく , 使用時ある

い は工 具の検査時に
, 適確 に対処 できる こ と

が重要な機能 で あると考える ｡

例えば
,

a) 工 具は で きる だけ最短 時間 で

取り出せ るように し て おく ,
b ) 検査 の 時 に

は
,

工 具の研磨状態などがよく分る よう に並

べ て おく
,

c) 工具を工具室 に保管 し て い る 間

は ｢ 捜す｣ ｢ 見 つ ける｣ ｢ 選ぶJ ｢ つ か む｣ と

い っ たような動作サイ ク ル の 要素 の 無駄を最

小 に する
,

な どがある ｡ こ の よう に見ると
,

工具室の 役 目には工具を研磨 し , 使用条件を

整え , 運ん だり t 収納 したり
,

検査すると い

う活動が浮か び上 が っ て くる ｡ そし て
, 作業

者が まさに作業に取り掛か る時その 作業を最

大限に支援 しようとする こ とが工 具室の最も

積極的な役割 とならなけれ ばならな い
,

と考

える ｡

こう した後者 の考えに立て ば
,

工具の種類 ･

分類
,

工具の 使 い 方
,

工 具の月対内 ･ 保管場所,

工具の 手入れ
,

工 具の移動な どが す べ て標準

化され て い なければならな い し
,

標準がなけ

れ ばす べ て の こ とが ス ム ーズ に 運 べ なくな る ｡

また
, 最も良 い 工 具と最も良 い 工具の 整備方

法を決め る こ と が重要 ( こ の ため には専門家

の 分析が必要) で あ っ て
, 貧弱な工 具や使 い

慣れ た工 具を作業者 に勝手に選ばせ る と い う

こ と はもは や 得策 で はな い こ とが分 っ てくる｡

つ まり 一

つ の標準化が で きれ ば
,

それが次の
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標準を生み 出すき っ かけに なり ,
そ の こ と が

また他の 標準作成 の 動き へ と つ なが っ て い く｡

例えば工具室の 標準化は材料 の 保管や移動に

対 し て も新たな標準化を要請する ｡ さら に
,

作業環境 の標準化 は安定した作業 の 予想を可

能に し
,

その 土台の 上 に立 っ て 新 し い 標準化

の 進展が はか られる ｡ 標準と標準は常に影響

を与え合 い
,

標準 の 改良
,

改善や新 たな標準

- の 欲求な どの うねりとな っ て 様 々 な形 で波

及 し て い く ｡ 標準が標準を生むと いう正 の サ

イ ク ル が生まれ , 作業環境 を考えれ ば
,

そ の

軽視な ど で きる はずが な い ｡

(3)伝 わらな い こ とを前提 とする

個人的 で あれ複数 で あれ , 学習者を前 に し

て技術指導を行う指導者が
,

シ ー

ン と静まり

返 っ て話を聞 い て い る様子を見 て ｢ 自分 の 説

明がよ く伝わ っ た｣ と感じ て 満足感に浸る の

は時と して 錯覚に近 い 思 い 込み で あ っ たと後

に振り返る こ と がある の で は な い だ ろう か ｡

D . A . ノ ー

マ ン は ｢ 誰 の た め の デ ザ イ

ン ? ｣
3) の 第 5 章 ｢ 誤る の は人の常｣ の 中 で

,

｢ むしろ
,

イ ン タ ラク シ ョ ン は全体と し て
,

人と機械 の 共同作業 で あり , 思 い 違 い はその

両方で起 こ りう ると考える べ きで ある｣ と い

い
, 間違 い が起 こ らな い ような ｢ ユ ーザ中心

の デザイ ン シ ス テ ム の 考え方｣ をする べ きだ

と い う｡ ｢ 伝わ らな い こ と を前提 に｣ しな い

限り , ｢ 学習者中心 の 伝達方法 の 考え方｣ の

重要性に つ い て 気 づく こ とは で きな い
｡ 工芸

品制作 に関する西洋 の技術書4 ) は
,

リ ア ル な

イラ ス トを多用 して 経験者にと っ て は単純と

思 える加 工 で さえ
, 細かく分け , 手の動きと

併せ て 措き , 作業を安全 な どの 側面か ら支援

する補助的な道具 で あ っ ても詳細に解説する｡

こう した工夫 は単 に本と し て の 体裁を整える

もの で はな い
｡

こ の ような表現は
,

伝達と い

う活動が い か に 困難なも の か と い う こ と に対

する理解 の深 さと
,

それ に対する深 い 考察と

配慮 の 表れ で ある ｡

例えば
,

言葉や文化 の 異なる人 々 に 工芸品

小 郷 直 言

制作 の技法を教えたり
,

説明したりする こ と

を考え て み よう ｡ そうす れ ば さ ら に多く の

｢ 伝える ため の 工夫と努力｣ が必要 に な る こ

と は明らか で あろう ｡ 指導者 は身振りや手振

り, 書 い て示 したり, 片言 の 言葉 で 意思を伝

えたり意味を交わそうと したり ,
と相当な努

力を払う筈 で ある ｡ 同じ文化を共有 し て い る

と い う安易な思 い 込み は全く通じな い こ とが

起 こ る可能性が ある ｡ 同じ人間だか らと い う

こ と は確か にあるかも しれな い が
,

だから と

い っ て伝達 の 手段 に無頓着 で い られなく なる

だ ろう ｡

( 4)実物 ･ 模型 に語らす

作られ た作品は ど こ か の 棚 に飾られ たり ,

模型は教える時以外 は ど こ か の 隅に しま い 込

まれ て い たりする ｡ 普通 の制作活動 の 近くか

ら は段 々 と遠 ざけられ たと こ ろ に追 い やら れ

て しま っ て
,

肝心な時に人目 に触れる と い う

こ と がなくなる ｡
こ の こ と の 重大性 に気 づ か

な い で い る点に つ い て は後で 詳しく述 べ る ｡

3 .2 道具と 一

体にな っ た制作活動を伝える

何かもの を伝 えようとする時に
,

われわ れ

が無意識 にや っ て しまう こ と は
,
｢ 自分 の 内

部にあるもの｣ をなんとか外 に出そうと し て

努力する こ と で ある ｡ 通常の こ とは言葉 で ほ

ぼ伝えられ
,

言葉 で 間に合わな い 時は身振り

を交え て 伝える こ と が できるた め に益々 こ の

感を強くし て しまう ｡ 言葉 に し て も身振りに

して も, 自分自身と い う実体以外 にそれを生

み出す ( 外 に出す) と い うこ と は考えられな

い か ら で ある ｡ こ と工 芸で は相手を意識 した

ジ ェ ス チ ャ
ー とは い かず

,
む し ろ 自分 の 制作

して い る姿 を他人の 前 にさらす こ と によ っ て

伝え て い ると表現す べ きな の で あろうか ｡

しか し,
は た して こ れ がす べ て な の だ ろう

か ｡

一

つ の例を引 い て もう
一

度考えて みた い
｡

例えば
, 家庭 の 主婦が毎日 の 料理を作る台所

を考えて み よう ｡ こ の 時 ,
主婦の 家事 の 中の

重要な料理能力は
, 長 い 時間をかけて しだ い
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に形成され て きた台所 の 様 々な道具配置と 一

体で ある ｡ キ ャ ベ ツ を切る包丁さ ばきだ けで

料理 能力を量る こ とは で きな い
｡

こ れまで に

料理をする過程 で 蓄積さ れ て きた
, 料理に関

わ る全て の 道具 の 台所空間 で の 配置が主婦 の

料理行動能力を支援 して い る ｡ 無論 , 料理 の

美味 しさ や盛り付 けの 美しさな どは個人 の選

択力 , 計画力な どの 知識や 能力
,

さらに深 い

愛情によ っ て 左右さ れる ｡ しか し主婦の 料理

能力や有能さ は
,

こ の ような個人の 属性 に拘

る以上 に
, 状況 の 属性と い えるもの なの で あ

る ｡ 人間の 活動とその活動能力を論じる際に
,

人間が人間 の 活動 の 場 ( 状況) と どう相互作

用するかを抜きには語れな い し
,

その 時の 道

具の さ りげな い 支援を抜きに は語れ な い 5)
｡

主婦が自分 の 料理能力を誰か他の 人に伝え

ようと し て
, 言葉や身振り で こ の よう に状況

に依存した活動をうまく伝える こ とが で きる

の で あろうか ｡
い やむ し ろ こ う した自分 の 台

所空間 に対 し て 自分が どの よう に助けられ て

い るか ,
と い うような こ とは ほと ん ど意識 に

すら上 らな い と い える で あろ う ｡ 人 に 伝える

時に は テ レ ビ の料理番組 の ような
,

調理する

手元だけを説明する仕方を無意識 に取 っ て い

る場合が多い の で はな い だろう か ｡

台所 の 空間を適切に配置され た道具 の 集ま

りと し て 見る と
,

広 い 意味 で の ｢ 道具｣ の 果

たす役割が 見直され る こ と に つ ながる ｡ 単に

対象に加工 を加える こ とが で きる ｢ モ ノ｣ と

し て の 道具 ｢ 観｣ は
, 道具をそれ が置かれ た

作業環境と切り離 して 見て しま っ て い る ｡ 制

作者
,

道具 , 作莱場/ 課題と いう全体と
,

機

能的な関係を考慮 に い れ た 見方が 必要 で あ

る
6)

｡

こ れ と同じ こ と は先の 工 芸技法の 伝達 に つ

い て も言え る の で は な い だ ろ うか ｡ 指 導者

( 指導的な位置にある制作者) の 制作技法は
,

そ こ で 使われ る道具と作業環境を 一

体と した

活動 の 過程全体 で あり, 決 して 個 々 に 分解し

て 個別 に伝えられ るもの で は な い
｡

9 5

一 度
,

工 芸品制作がそれを作 る作業環境 と

一

体で あると気付けば
,

工芸技法を伝える側

の 態度も大幅に変更を余儀なくされる こ と に

なる ｡ そし て 現状を振り返れば
, 理解しやす

い 教材が作られ て い なか っ たり
,

理解 で きな

い の は初心者 の 態度 で ある と して それを責め

たりする こ と に終始しがちで あ っ た こ とに気

付く｡

工芸技法 の伝達が
,

それを作る作業環境と

一 体で あ;5 ベ きこ とをさら に強く示唆する例

と し て ア メ リ カ で 出版され て い る木工 に 関す

る技術書
,. ｢ T H E C O M P L E T E M A N U A L

O F W O O D W O R K I N G ｣
4) と

, 日本 で 出版

され て い ;5 ｢ 図解木工技術｣
7) を取り上 げて

,

そ の 特色 を挙げて み た い
｡ なお こ こ に挙 げら

れる特色は
,

こ の 書に だけ見られる独自の 工

夫で なく , 木工 に関する多くの 技術書
* 3 を参

考に した上 で
,

こ れら の 多くに共通する点を

述 べ る ため に取り上 げた書で ある ｡

さ て
,

西洋 の技術書を日本の もの と比較す

る と
, 前者だ けに見られ る特色は次の ような

点が挙げられる ｡

a) リ ア ル なイ ラ ス ト の 多用

( 以下イ ラ ス ト によ る解説)

b) 加工 の 工 程 が細 かく分 けられ
,

作業者 の

手の 動きと
一

体に な っ た解説 ( 図 2 )

c) 作業を支援する周辺の 道具や環境 の解説

( 図 3 )

d) 作業者 の 構 え , 目線
,

手の 表情 な ど の 解

説 ( 図 4 )

e ) 作業環境 の作り方
, 使 い 方の 解説 ( 図 5 )

∫) 道具の 収納 ･ 保管 ･ 手入れ方法 の 解説( 図6 )

g ) 失敗例 の 解説

h) 作業を安全面か ら補助す る 道具 の 解説

i) 作例 の紹介

こう した特色 の 中か ら
,

こ の 善が ｢ 道具と

一

体に な っ た制作活動｣ を伝えようとする意

思を読み取る こ とが できる ｡ 特 にイ ラ ス ト の

表現は
,

単な る配置や寸法を示す製図的な表

現 で なく
,

作業と環境 , 作業者 の 手の 表情
,
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図 2 手の 動きと加工 の 過程

図 4 作業者 の構え , 目線 な どの 表情

小 郷 直 言

図3 作業台 の 機能と使 い 方

図 5 工房の 解説

図 6 の み の保管方法

目線 , 構え
,

な ど道具と作業者が なす べ き作

業に対し て
一

体とな っ て 向か っ て い る その 全

弥と し て 措かれ て い る の で ある ｡
こ の 書の 中

から は
, 常に 制作者 の 姿が中心 に居て

,
そ の

司辺に用意され た ( 用意す べ き) 道具や環境

と 一 体に な っ て
一

つ の 作業が行 われ て い る様

子が は っ きりと伝わ っ て くる ｡
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さて
,

こ こまで は指導者に よ る工芸技法 の

伝達が
,

教師 の ｢ 動き｣ に重きが置か れ
, 伝

達の ため の 具体的な道具 に つ い て 関心が払わ

れ て こ なか っ た 点 , そ し て 伝達 は指導者 の

｢ 動き｣ を支援 し て い る道具や 環境 と
一

体 で

ある こ とを示す必要性 ,
さ らに伝達 の 場と し

て の 作業環境 で は伝達を支援する具体的な物

を配置する必要性 に つ い て 述 べ て きた ｡ 次の

章で は
,

知識を形と し て外 に出す方法と して

模型を取り上 げ, 模型 の果たす具体的な役割

を述 べ る ｡ そ し て 模型 の 新 し い 役割 に つ い て

実例を紹介 し て解説する ｡

4 伝えるための道具と しての

模型や教材の 在り方

4 . 1 模型はどの ように 作る べ きか

( 1)作業過程を分ける

図 7 は木材工芸の 分野 で額繁に用 い られ る

ほぞ継ぎ加工
* 4 の ほぞ側を作 っ た見本 である ｡

そし て こ の 模型 は加 工 され た結果と し て の 形

で ある ｡
こ の 模型を見せ る こ とだ けで は

,
加

工作業が どの ような工程に分けて なされ た の

か
, そ の各工程 で は ど んな道具が

,
ど ん な場

で使われ
,

そし て 制作者は何を用意しながら

自らを正確な次 の 作業 へ と導 い て い る の か
,

な どの 事実を正確 に読み取る こ と は難 し い
｡

図 7 ほぞ継ぎ加 工 の ほぞ部分

と こ ろ で
, 分ける と い う こ と は

,
もともと

一

つ で あ っ たもの を分解す る と い う こ と であ
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る ｡ 分け;5 と い う こ と は全体と して あ っ たま

とまりを壊 し
,

もと の もの か ら切り離 して し

まう こ と で ある ｡ もともとあ っ たある性質や

美 しさな ど多くの もの を失う こ とになる ｡ し

か し
,

理性 は こ の 現実か ら目をそら さな い ｡

そ こ にし っ かりと目を据え , それによ っ て
,

もとあ っ たもの を ｢ わか る｣ の で あり , 理解

される の で ある
8)

｡

人間は こ の 分ける と い う作業を 二 様にや っ

て きた ｡

一 つ は
,

人 の頭の 中 にある現象の 内

容を外化し て 科学と し て作り上 げて きた ｡ 外

化 された科学 は自ら の 世界を意識内の 世界と

して で なく
,

意識外 の 世界 と して 対象化して

示す｡ もう 一

つ は
, 手の働きによ っ て 行 っ て

きた ｡ 道具や機械
,

それにさ まざまな生産物

は手みずか ら の 働き によ っ て 外化 され生 み 出

され て きた ｡
こう した考えに基づき, 手によ っ

て外化され たもの を誰か他の 者が理解しやす

い よう に工夫する試みを ｢ 模型｣ を使 っ て行 っ

て みた ｡

手の 働き に よ っ て 外化 される制作過程 の 断

片を時間経過に従 っ て幾 つ か の 模型の 形で 残

し て みた ｡ 学習者 は こう し て対象化さ れた操

作 の手続きを今度は自分 の 手の 働き ( 外化)

で 結び付け , 分化され たもの を結合 し
, 自分

の 中で 理解しようと ( 分か ろう) とする ｡
こ

う した考えに基づ い て 先の ほぞ加工 の 制作過

程を細かな工 程に分けて 作り模型と し て 説明

した の で ある ｡ 完成品に重点を置 い た説明と
,

模型を示 し て の 説明と の 効果に つ い て
,

実践

例に基づ い て 説明し て み よう ｡

例1) ほ ぞ加工 の 工 程模型

こ れまで 木材工 芸にお ける技術指導は
,

そ

の 作業全体を理解させ るた め に
,

作業を各工

程に分解し て
, 実物を見せ

,
解説する努力を

重ね て きた .｡ そし て 各工 程で は指導者 で ある

筆者が実際にや っ て 見せ る中で
,

さら に詳 し

い 説明を加えて きた ｡ しか し実際 に制作 され

たもの を見ると
, 説明が十分に理解され て い

な い こ と を読み取 る こ と が できる ｡
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こ の 間題点 の 解決方法と し て
, それまで に

見せ て使 っ て い たほぞ加工 の 見本をさ らに14

の 工程に分けて 制作 し
, 作業現場に置 い て 加

工 方法を伝達する道具と した ( 図8-1 ,
8-2) ｡

図8 - 1 工 程に分けられ た模型

図8 - 2 途中 で止め た切削

こ こ で こ の 模型に語らせようと した点は次の

通り で ある ｡

･
一 連 の作業が各工程 に分けられ て 作業が進

むと い う事実 ｡

･ 制作者は次の 工程の ため に何を用意 しなが

ら自らを正確な次 の 作業 - と導い て い るか
,

導くため に取 られ る行為 を
, 痕跡と し て 見

せ る ｡

･ 材料 の切削を途中で止め
, 切削の 瞬間をは っ

きりと形で残す こ と で 刃物の動きを見せ る｡

一 前後 の 比較 ,
工程 と工 程の 間に何が行われ

て い る の かを想像 させ る ｡

こ の 模型を使 っ て 各工程ご とに解説を加え
,

そ の 後指導者が実際にや っ て 見せ
, 流れを示

した ｡ そ し て 学習者は こ れ と同 じ要領 で 実際

小 郷 直 言

に制作 した ｡ 結果 は
,

精度 の 高 い 加工 にな っ

て 現れ
,

その 過程 で の 戸惑 い は激減した ｡

一

つ 反省点と し て 挙 げら れ る の は模 型 の 中に

｢ 失敗 の 例｣ を織り込む 必要が あ っ た の で は

な い か
,

と い う点 で ある ｡ 明らかな失敗作や

し て はなら な い こ とを示 した模型は
,

なす べ

き こ とを い っ そう明確 にする効果がある ｡

や っ て 見せ る方法 は
, 確か に多くの 解説が

加わり
,

作業 の 流れが直 に見られ ると い う点

で は非常に多くの情報を放 つ
｡ しか し振り返 っ

て み れば
, 指導者 によ る流れるような作業 の

中には
,

実は作業が正確 に進むような ｢ 工程｣

を自らが ｢ 分ける｣ こ と で作り出し,
工 程に

分 ける こ と で 今やる べ きこ とを明確 に して 次

の 工程 に繋げ て い る の で ある ｡ 澱み な い 流れ

るような作業は
,

こ の事実を自覚する こ とな

く,
まさに流れ て しまう｡

図8-1 ,
図8-2 は

, 間違 い なく作業を行 っ て い

る自分が
,
実は自分自身で用意した工程に従 っ

て 作業 し て い る こ とを模型と し て 外に出した

もの で ある ｡ 指導者が伝達 に つ い て 考慮 しな

ければ なら な い 点は
, 内に蓄積 した技能を

,

単なる動きと して で なく , 知識と し て 形に置

き換え
, 流れを止め て 分ける こ と で 明らか に

する努力 で はな い だ ろうか ｡

(2)手に触れ る

手に触れ る こ とが で きる模型 と い う教材 は

技術を伝える非常 に有効な道具 で ある ｡ 弦能

の 柄を作 ると い う作業を通 して こ れを説明し

て み る ｡

例1) 弦能 の柄を作る

同じ週 の 中で
,

は じめ に行 っ た授業は ｢ 弦

能の柄 の形の 意味と柄の 制作｣ で あ っ た ｡ こ

の 授業 は板書による詳細な解説と
,

出来上が っ

た柄を見本と して 示 しなが ら筆者自身が実際

に制作 して 見せる方法 で あ っ た ｡ そ の 後 , 学

習者 らは
一 本の 角材を同 じ切削方法 で 制作 し

た ｡ そ の 結果 , 学習者ら の 制作 した柄 は多く

の 点で見本とは異な っ た形に な っ て現れ た ｡

もち ろ ん
,

使用に耐えられ れば良 い と考えれ
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ば どんな形 で も柄と し て の 機能は果たす ｡ し

か し
, 多くの 手道具が そう で ある よう に

, 柄

の 形もまた長 い 間に 使われる 中で 様 々 な工 夫

によ っ て 完成され て きた
｡ ｢ 見単純 に 見える

棒状 の 形態 は
,
｢ 打 つ｣ と い う 行為をよ り効

果的なも の に する ため の 知識 の 表れと し て 見

る こ と が で きる ｡ こ こ で学習者 に伝えたか っ

た点は こ の 形態 に込め られた意味 で ある ｡ こ

こ で
, 学習者 の 制作 した形と見本と の 違 い を

明らか にする ため に
,

柄の 形態 の 意味を 一

つ

紹介 し
,

そ の 違 い を述 べ た い
｡ それ は打撃力

を有効 に加えるため の 工夫で ある ｡

弦能の 打撃力は
,

使用者 の 振り下 ろ す力だ

けで なく
,

柄の形を工 夫する こ と で弦能の 重

さを有効に使う こ と が で きる ｡ 例えば ゴ ル フ

の ウ ッ ドを考え て み ると
,

グリ ッ プと ヘ ッ ド

を つ なぐシ ャ フ ト に は個 々 の技 能や体力 に合

わせ た剛性があり, 柔軟性を与える構造が大

きな打撃力を生む ｡ 柄の 形に つ い ても同様に
,

図9-1 模型( 上) と学習者が作成 した柄の 形

図9-2 上 か ら見た フ ォ ル ム の違 い
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そ の 中央が僅かに薄く作られ
,

こ の 形態によ っ

て 力学的 に も大きな打撃力を加える こ とが で

きる の である ｡

学習者 の 制作した柄は ( 図9-1 ,
9-2) で示す

ように , 細すぎたり太す ぎたり
,

適切 な厚さ

に な っ て い な い
｡ 学習者は見本か ら の 情報を

単 に印象と して 捕らえ , その こ と が形を極端

に変形させ て しまう ｡

そ こ で 切削加工 の 過程を8 つ の 工程 に別け

図10 工 程に分 けられ た柄の 模型

図1 1--1 模型( 上) 使用後 ,

学習者が製作 した柄の形

図1 1-2 上 か ら見た フ ォ ル ム
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て 制作 し ( 図10) , 指導現場 の 中央 に置き ,

｢ よ く見 て
,

手に取 っ て 触り
,

そ っ くりに作

る こ と｣ を強く指示 して 同じ授業を行 っ た ｡

学習者は各自の 作業工程に応 じて 必要な模

型を手に取 っ て 見
,
作業の脇 に置 い て 比較を

繰り返し て 切削 し て い た ｡ 結果は作業 に 区切

りが生まれ
, 仕上 が っ た形は提示 した模型に

より近 い もの で あ っ た( 図1 1-1 ,
l l-2) ｡ こ の 変

化は ｢ 手に取 っ て み る こ とが できる｣ と い う

模型が果た した役割が極め て 有効な こ とを示

し て い る ｡

こ こ でもう
- 度坂本賢三 の 言葉を引用 した

い
｡

『｢ わか る｣ とは ｢ 分けて ある｣ と い う こ

と で ある ｡ 分か る こ とも ｢ て｣ の働き であり
,

｢ 分け｣ ( 訳) が ｢ わか っ て｣ はじめ て ｢ わか っ

た｣ と言える のである ｡ 手の 分析 の 結果を目

が見て と っ て 知る こ とが ｢ わかる｣ である ｡
-

｢ こ とわり｣ ( 理) は
,

目な い し心だ けが見て

と る の で はな い
｡ ｢ こ とわ り｣ は何 よりも手

によ っ て 知られ る の で ある ｡

･ こ の よう

に手は
,

われわれ の想像以上 に認識能力を持 っ

て い る の で あ っ て
, 盲人の 認識能力を見 て も

わか る ｡ 実 は手は目以上 の もの で ある ｡ 目

が ｢ ひろが り｣ しか見れな い の に対 し て
,

辛

は
,

重さをみた り,
堅さをみ たり ,

きめ の 荒

さや温かさをみ る ｡ しかも
,

目で は ｢ 見える｣

もの を見る の で あるが
,

手は
,

手に取 っ て
,

見る の で ある ｡
つ まり受動的 で はなく能動的

な の で ある ｡ こう して 対象 の量的 ･ 質的な性

質を ｢ と らえる｣ こ とによ っ て は じめ て
,
辛

は
,

他の もの に ｢ 働きかける｣ こ とが で きる

の で ある ｡ 』9)

学習者 にと っ て ｢ 触れる｣ こ と の できる模

型の 存在 は
,

そ の もの を理解する上 で非常 に

大きな役割を担 っ て い る ｡

( 3)本物 に 近 い 高精度 の 模型 で見る

デザイ ン や工芸品制作 の 分野 で作ら れる模

型は
,
｢ ス ケ

ー ル模型｣ ,
｢ モ デ ル｣ と呼ばれ

,

限界の ある平面上 で の 思考を縮小
,

ある い は

小 郷 直 言

原寸 で 立体的に作り ,
｢ ア イ デ ア を試 し て 制

作 に つ い て 学ぶ｣ 機会とする
,

い わ ば思考 の

ため の ツ ー ル と して 考えられ て い る ｡
つ まり

平面上 で の 表示と違 っ て
, 手に触れ て空間的

に確かめ る こ とが できる の で
, 機能と操作と

の 関係を明らかにする効果がある｡ また制作 ･

生産途中か らは第3 者 に制作 の 意図や機構 を

説明す る の に模型が必要となる ｡ しか し
一

般

的な模型 の理解は
,

本物 の ある部分を切断し

て構造を見せ たり, 飛行機や車を縮小 して 雛

形 と したり , また複雑な機構を拡大 ･ 分解し

て 分りやすく示 したりする物を模型と して 考

えて い る の で はな い だ ろ うか ｡

E . S . フ ァ ー ガ ソ ン は ｢ 技術屋 の 心眼｣
1 0)

の 中で 『19 7 0 年,
宇宙飛行士 の フ レ ッ ド ･ ヘ

イズ は
, 数時間にわ たる始め て の宇宙飛行で

,

目を見張るよう な地球 の 眺め に興奮を覚えた ｡

眼下 には
,

実物大 の 地図の ごとくオ ー ス ト ラ

リ ア と ニ ュ ー ジーラ ン ドが広が っ て い た ｡ だ

が どんな地図にも ,
こ れ ほ どリ ア ル で鮮明 で

はあり得な い ｡ こ れま で に見 たS F 映画
,

飛

行 シ ュ ミ レ ータ
-

,
以前 の ミ ッ シ ョ ン で得 ら

れた写真 ,
その どれ

一

つ と し て
, 本物と い う

驚異的な体験 に備えさせ て はくれ なか っ た ｡

( 中略) 本物に は
,

適当な代替品や 代用品な

どあり得な い
｡』 と述 べ

,
本物の リ ア リ テ ィ ー

に勝る物はな い と主張する ｡ そ し て さら に

『･ -

た だ マ シ ン を じ っ と見 つ め る ｡ そ い つ に

は悪 い と こ ろ は何もな い
｡ しばらく じ っ と我

慢 して そう して い る ｡ 釣り の とき糸を見 つ め

て い るよう に見る ｡ 興味を持 っ て い る の なら
,

き っ と小 さなあたり
,

つ まり小 さな事実が
,

お ずおずと つ つ ま しく訴えか けて くる の がわ

か る ｡』 と い う エ ン ジ ニ ア の 言葉を借り て そ

の物を ｢ 本当に見る｣ こ と によ っ て重要な情

報が物か ら発せ られ て い る こ とを知る こ とが

で きると述 べ て い る ｡ 模型とは い え
,

限りな

く本物に近く制作され たな らば
,

見る者に語

りかける複雑な情報を作り出す こ とが で きる

の で ある ｡
こ の よう に考えると

, 模型を単 に
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解説 の 手段や何か の 雛形と し て 安易 に考える

べ きで はな い
｡ たとえ模型 で あ っ て も素材 の

選択か ら加工 の 精度
,

さら に仕上 げの 処理 に

至るまで 実際 の 作品や製品と同等 の完成度 で

作る必要がある ｡

4 .2 模型 ･ 教材 に つ い て の 新 し い 考え方

( 1)模型 ･ 教材は疑問や悩み に無言 で答えるよ

き師となる

問題
,

課題が発生 したまさ にその とき,
目

の 前 に模型 ･ 教材が存在する ( もしそう で な

ければ
, 意識にすら上 らな い で はな い か) よ

うな状況
,

環境が初心者にと っ て は特に大切

で ある ｡ 指導者はその こ とに重々思慮を重ね
,

模型 ･ 教材を配慮する重 い責任がある ｡

( 2)発想 - の刺激を与える

模型や教材 に出会 っ た瞬間 に
, 新 し い 世界

が開かれ る
, そんな状況が学習者 の ため に用

意さ れ て い る こ とが理 想的な環境と呼 べ る ｡

い まま で の モ ヤ モ ヤや 疑問が氷解され て い く

ような ｢ 感動の 瞬間｣ を学習者らが自分 の 苦

しみ の 中か ら発見 で きるように ｢ 導く｣ 意味

を持たされ た模型や教材が
, 本当に 目指す べ

き模型 であり, 教材 で ある ｡ こ れ もまた
,

模

型 ･ 教材を用意する者の 勤め で ある ｡

(3)作業を自然 に誘導する見え ざる力

模型 ･ 教材が ｢ 活動の 中に｣ う まく配置さ

れ て い れば
,

そ れはまさ に学習者 に ｢ 語りか

け誘導する｣ と い える ｡ ｢ 語 りか けて く る｣

ま で に考え抜かれ た模型 , 教材 で あ っ て こ そ

本物と い える ｡ こ こ でもまた
,

指導者の 責任

は重 い
｡

4 .3 工芸 に お ける模型や教材 の 役割

こ こ で模型 の 効果的な役割を果たす例と し

て 二 つ の 場面を紹介 した い ｡

( 1) カ ペ ラ ･ ゴ ー デ ン 美術工芸学校
* 5

の 考え方

と役割

始め に
,
模型が ｢ 伝える道具｣ と し て 作ら

れ
, 実際 の作業環境 の 中に 配置され て い る教
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育現場の例として ス ウ ェ
ー

デ ン の カ ペ ラ ･ ゴ ー

デ ン 美術工 芸学校と
, 高岡短期大学 の 木材工

芸で の 模型を使 っ た実践例を紹介 した い
｡ カ

ペ ラ
･ ゴ ー- デ ン 美術工 芸学校 の 木材工芸専攻

で の 模型 の役割
11 ) は次 の ような特色を持 っ

て い る ｡

a) 作業場 に
,

見えるように 置か れ て い る

( 図1 2)

b) 作業内容 と対応し て 配置さ れ て い る( 図13 )

c) 手 で触れ て
,
外 し て 中の構造を見る こ と が

できる ( 図1 3)

d ) 実際と同じ精度, 寸法 で 作 られ て い る

( 図1 3)

図1 2 作業場 に掛 けられ た模型

図13 製図室に置か れた模型

こ れ ら の模型は
, 制作者が

一

つ の作 品を完

成 させ るまで の 間に通過する工程の 中で発生

する 問題に対 し て
,

その 工程 ごと に
, そ して

工 程 ご と の作業場所 に用意され て い る ｡ 制作

者 にと っ て は関心を示す必要がなか っ た模型

が
, ある 工 程の 中で 問題が起 こ っ た時, 始め
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て 制作者 の前 に教材 と し て たち現れ て くる ｡

( 2)高岡短期大学 ,
木材工 芸専攻 で の 実践

高岡短期大学 の 木材工 芸専攻 で も
, 筆者等

は カ ペ ラ ･ ゴ ー

デ ン 美術工芸学校 の 例を深く

考察 し
12)

,
また現実 の教育現場 の 中か ら問題

点を発見し , 模型 に対する役割を検討 した上

で多くの 模型を制作 , 配置 して きた ｡

最も大きな問題点と し て , 学習者が全く の

初心者 で ありt 素材や道具 に対 して の 基礎知

識をほと ん ど持ち合わせ て い な い と い う状況

が挙げられ
,

こ の こ とが技術や知識 の伝達を

より困難なもの に し て い る ｡ さら に切削手道

具を機能面か ら解説する には微妙な構造 の仕

組み が目に見え にくく
,

木材 の 木目と形の 関

係を解説する には 図や板書 で は具体性 に欠け

る ｡ また指導者の や っ て 見せ る方法は各工程

が形あるもの と し て残 らず
,

工程を潤 っ て 手

に取 っ て理解する こ とが で きな い ｡

筆者等は こう した問題点に対 して 具体的な

模型を制作 し
,

こ れを媒介と し て 伝達活動を

行 っ て きた ｡ 模型制作 に際し て 配慮 した点は

図1 4 木目 の 利用方法に つ い て の 模型

′ト 郷 直 言

次の 通り で ある ｡

a) 目に見え にく い 構造や 変化を肉眼 で 見え

る よう にする

b) 手 で触れる こ とが で きるようにする

c) 接合部分な どの 加工 方法 の 手順をそれぞ れ

細かく工程 に分け, 各工程毎の 変化 の様子

を実物 と して 残す

d) 切削を途中 で 止め て 痕跡 を残 し
,

道具 の

動きを示す

e) 外観か ら は見えな い 接合部分 の 構造を分解

し て 見られ るよう に作る

f) 成功例と失敗例を セ ッ ト で作る

例と し て
,

刃物の 研磨作業 の 解説 で は刃物

の 形を木型 で 作り,
こ れを砥石に見立て たサ

ン ド ペ ー パ ー の 上 で研磨し て
,

本来なら ば微

小 で 目に見えにく い 刃 先の研磨状態を目に見

えて触れ る こ とが できるよう にした ｡ また
,

図1 4 は木目 の ライ ン が形の 変化に沿 っ て 現れ

るよう に加工する方法を示す模型 で あり
,

図

1 5 は木材 の 幅を接 ぐ際 に必要な加工方法を示

した模型 で ある ｡ それぞ れ成功例と失敗例を

図15 幅接 ぎ方法 に つ い て の 模型
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作り
,

その 違 い を強調 した ｡ なお模型を使 っ

て 意味を伝える場面 で は
,

その 加工 に 関連す

る道具を示 し
,

加工を支援する作業場 の 環境

をも含め て解説し なが らそ れらと 一

体にな っ

た指導者の 動きを見せ た ｡

5 おわりに

工 芸教育における技術や知識の伝達方法は
,

徒弟制度や内弟子制度 に み られ る伝承方法 の

影響が色濃く残され て い る ｡ こ の伝達方法 に

はそれなりの 効果 はあろ うが
,

短く限られ た

条件 の 中で は
, 必ずしも十分 な方法と は言え

な い ｡ 指導者自身の 願望と し て その 方法を踏

襲する の で なく, 初心者を相手 にした短期間

で の 教育に有効な新 し い 方法を考える必要が

ある ｡ その 一

つ は
, 指導者 は制作知や技能を

模型と い う形 で 分解 して 見せ
,

その 制作過程

が多くの 工 程から構築さ れ て い る事実を示す

役割がある ｡ また
一

つ は
, 伝達 の 場面 で 使わ

れ る模型 の 果たす役割 , そ して それが 置か れ

利用され る場 と
一

体とならなければ
, 本当 の

意味 で伝える活動にならな い 点を述 べ て きた ｡

木材工芸技法 の 伝達場面を例に考察 した模型

の 有刺生は
, 扱う素材や それ に伴う技法 の 違

い はあ っ て も
, 指導者 の や っ て 見せ る方法が

中心 に伝承 される漆芸 , 陶芸 染色
,

金工
,

ガ ラ ス 工芸な どの 広く工芸全般 の 技法伝達 に

と っ て も共通性があると思われ る ｡

さ て
,

指導する側が至れ り尽くせりの 作業

環境
, 指示通り に やれ ば必ず で きると い う教

材や模型を用意し過 ぎれば
,

必ず次 の ような

批判が 出てくる ｡ 親切すぎる作業環境や教材 ･

模型は
, 学 ぶ者の 工 夫する力を失わせ て しま

う の で は な い か
,

と ｡ こ の も っ ともら し い 批

判 に対 し て 答える こ とはなかなか難し い よう

に 思える ｡ しか し こう した批判 が前提 に し て

い る こ と は
,

簡単 に容易 に で きて しまえば人

間の 思考力 は 自然と弱ま っ て い くもの で ある
,
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と短絡的 に考えて しま っ て い ると こ ろ がある ｡

こ の 意見は
,

人 間が常に容易に で きる土台

の 上 に立 っ て
,

より困難な課題に立ち向か っ

て い くと い う こ とを文明 の発祥以来続けて き

た歴史 の こ とを ど こ か で 忘れ て い る ｡ 自分自

身が長 い 年月か けて 努力し て ｢ 工夫 した｣ 成

果が
,

あまりにもたや すく初心者によ っ て 達

成された の で は確か に空 しく思えるかもしれ

な い
｡ ｢ 工夫 した力｣ が外化 さ れ た ｢ もの ･

こ と｣ になる こ とによ っ て
, 初心者 で も

,
あ

る レ ベ ル の 成果ま で 達成可能 に な っ た の で あ

るか ら ｡ あえて い えば外化さ れな い うち は決

し て 文明 へ の貢献はな い
｡

ホ ワ イ ト ヘ ッ ド ( A . N . W hit e h e a d ) は

『自分の して い る こ とをよく考え る習慣を つ

ける べ きだ
,

と い う広く信 じられ て い る意見

はま っ たく誤解 で ある ｡ 事実はまさに逆で あ

る ｡ 文明 の進歩は考えなくて も実行 で きるよ

うな重要な操作 の 数を増やす こ と に よ っ て な

され て きた の で ある』 と い う｡ こ の ｢ 重要な

操作｣ と い う中には
,

操作それ自身の ほか に
,

作業環境
,

教材
, 模型な ども含め て 考えら れ

る こ と は こ れ まで の 議論か ら明らか で ある と

思う ｡
こ の 操作 の 知識体系を正確に伝え

,
令

理的に効率よく使用する こ とを訓練 し
, 未来

の 発展 に つ なが るより困難な ｢ 課題｣ を提案

して やる こ と で
,

工 夫する力を養う こ と が可

能になる ｡ 現在最大限に利用 で きる良好な操

作の 環境 の もと で 当の 学習者 に と っ て 適切 で

あると思わ れる ｢ 課題｣ の提示 こそ , 指導者

が引き受ける べ き最も困難な仕事であると言

える ｡

謝辞

今 回 の 研 究 に あた り, 高 岡短 期 大 学 の

C h ri s t o p h e r . 氏 . C o v e y 氏 に は貴重 な ご助 言

と示唆を頂きました ｡ 深くお礼申し上 げます｡
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注 釈

小 松 研 治 ･ 小 郷 直 言

辛 1 臓型鋳造

鋳物技法の 一 つ で
,

製品となる形を臆 で作り
,
鋳型 で 覆 っ た1& , 加熱 して こ れを流しだ し

,

代わり に金属を流 し込ん で製品とする ｡

* 2 焼きなまし

刃 物の 製造過程 で
,

鋼を焼き入れ した後 ,
粘りを出す目的 で行わ れる加熱処理 ｡

* 3 木工 に関する多くの 技術書

J a m e s K r e n o v : ｢ T h e l m p r a cti c a l C a bi n e t m a k e r｣ ,
B N R

,
19 79 ･

A F i n e W o o d w o r k i n g B o o k : ｢ T a g e F r上d T e a c h e s W o o d w o r k i n g ｣ ,
T h e T a u n t o n P r e s s

,

1 98 1 .

s a m A ll e n : ｢ W o o d J oi n e r
'

s H a n db o o k ｣
,
St e rli n g P u blis h i n g C o .

,
I n c

,
1 990 ･

s c o t t L a n di s : ｢ T h e W o r k sh o p B o o k ｣ ,
T h e T a u n t o n P r e s s

,
1 99 1 ･

J i m K i Ⅲg s h o t t : ｢ W o o d w o r ki n g T o o l s ｣ ,
G uild o f M a s t e r C r a f t s m a n P u bli c a ti o n s L T

D
,
1992 .

J o h n B e n n et t : ｢ M a ki n g L i ttl e B o x e s F r o m W o o d ｣ ,
G u il d o f M a s t e r C r a ft s m a n

P u b li c a ti o n s L T D
,
199 3 .

A lb e rt J a c k s o n
,
D a vid D a y ,

Si m o n J e n ni n g s : ｢ W o o d w o r k i n g ｣ ,
A lf r e d A ･ K n o p f ,

1 993 ･

R e a d e r
'

s D ig e s t B o o k : ｢ S k ill s & T o ol s｣ ,
T h e R e a d e r

'

s D ig e s t A s s o ci a ti o n
,
1 993 ･

c h ri s Si m p s o n : ｢ T h e C o m pl et e G u id e t o W o o d w o r ki n g ｣ ,Q u a rt o l n c
,
199 4 ･

D a v id S h a t h S q u a r e : r T h e V e n e e ri n g B o o k J ,
T h e T a u n t o n P r e s s

,
19 95 ･

s a n d o r N a g y s z al a n c z y : ｢ W o o d w o r k i n g M i s t a k e s｣
,

T h e T a u n t o n P r e s s
,
19 95 ･

文部省 : ｢ 工芸工 作 ( 木材工 作) 1
,

2 ｣ , 実教出版株式会社
,
19 7 1 ･

秋 岡芳夫 : ｢ 木工 ( 道具 の仕立)｣ ,
美術出版社 ,

1 9 76 .

技法業書編集室 : ｢ 木工 の 道具と使 い 方｣ ,
美術出版社 ,

198 0 .

秋岡芳夫 : ｢ 木工具 ･ 使用法｣ , 創元社 ,
19 80 .

永雄五十太 : ｢ 図で わか る木工 道具｣ ,
理工 学社

,
1 98 6 .

鳥海義之助 : ｢ 図解木工 の 継手と仕口｣ ,
理工学社 ,

1 98 7 .

伴泰幸 : ｢ ウ ッ ド ･

ク ラ フ ト の 基本｣ ,
山と渓谷社 ,

1989 .

成田寿
一

郎 : ｢ 日本木工技術史の 研究｣ , 法政大学出版局
,

1 990 ･

梅田総太郎 : ｢ 木工 の 伝統技法｣ ,
理工学社

,
1 99 4 .

橋本元広 : ｢ 木象軟 の歴史と技｣ ,
日貿出版社 ,

1 9 9 5 ･

* 4 ほぞ継ぎ加工

木材加工 の接合法法 の
一

つ
｡ ほ ぞと ほぞ穴 の組み合わせ によ っ て 部材を組み合わせ る方法 ｡

* 5 カ ペ ラ ･ ゴ ーデ ン 美術工 芸学校

ス ウ ェ ーデ ン の エ ー ラ ン ド島に ある美術 工芸学校 o 木工
, 陶芸

, 染色
,

菜園の 4 コ ー ス があ

り ,
カ ー ル ･ マ ル ム ス テ ン に よ っ て1 95 8 年に 設立され た ｡
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B y w a y o f ill u st r a ti o n
,

t r y t o u tili z e m o d el a t e d u c a ti o n i n t h e w o o d c r a ft

K e nji K O M A T S U a n d N a o k o t o K O G O U

( R e c ei v e d J u l y 1
,
1 99 6)

A B S T R A C T

E d u c a ti o n i n t h e A r t s & C r a f t s h a s t r a di ti o n all y r eli e d h e a v il y ,
b u t n o t e x cl u si v el y ,

u p o n

t h e c u r s o r y d e m o n s t r a ti o n o f t e c h n i q u e s r e l e v a n t t o t h e p a r ti c ul a r s p e c i a l t y . T h e e ff e c-

ti v e n e s s o f t h i s k i n d o f i n s t r u c ti o n i s li m it e d b y t h e f a c t t h a t s t u d e n t s t e n d t o I g n o r e t h e

s u r r o u n di n g w o r k e n vi r o n m e n t
,
a n d t h e d e t a ile d s e q u e n c e o f s t e p s n e c e s s a r y t o p r o d u c e

th e fi n a l p r o d u c t ･ A m o r e e ff e c ti v e m o d el o f i n s t r u c ti o n m i g h t b e t o s u p p ly s t u d e n t s w it h

d e t a il e d e x p l a n a ti o n s o f th e u s e s o f i m p o r t a n t t o o ls
,
a n d m o r e el a b o r a t e d e m o n s t r a ti o n s

t h a t cl e a r ly s h o w s t u d e n t s all o f th e i m p o r t a n t t e c h n i q u e s .

K E Y W O R D S

w o o d c r a f t ･ th e c r e a ti o n o f a r ti s ti c w o r k s
, p r a c ti c a l i n s t r u c ti o n

,

w o r k i n g e n v ir o n 皿 e n t
,
i n s t r u c ti o n a l m e t h o d s

,
i n s t r u c ti o n al m o d e l .


