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1　 序

　最近 の 子 どもに つ い て 、イ メ
ージ の 貧 しさや 主体的 な 表現意欲が 薄らい で き て い る こ とが 心 配

さ れ て い る 。 そ し て そ の 要因 は 主 と して、子 ど もを と り ま く教育 ・文化の 状況 に ある とさ れ て き

た 。しか し問題 は そ れ だ け で な く、私た ちの 日常 の 教育実践の 構造そ の もの の 中に もあ る よ うな

気が す る。

　教育現場は こ こ 数年 の あい だ に 管理化が一層進ん で き て い る 。 そ の 中で 教師 の 主体性 ・自発性

を は ば む 風土 が 広が り、 子ど もが 生き い き と す る よ うな教育の 創造を ますます 困難 に して い る、，

「み ずか ら考え る」　fす すん で と りくむ」 な ど の す ば らしい こ とばを教育目標 に かかげ て い る学

校は多い が、皮肉な こ と に、教育実践 の な か み は む し ろます ます そ の 逆 の 方向 に 向か い つ つ あ る。

そ して
“

だ て まえ
”

と
“1まん ね

”

との 、 こ の どう し ょ うも な い 隔 た りが、教 師 の
“

シ ラ ケ 気分
”

を 生み、教育 へ の 展望をあき らめ さ せ て い る の で は な か ろ うか 。

　美術
・
図 工 の 授業 の 上 で は どの よ うに 現れ て き て い るの か 。

一つ に は 「ソ ツ な く授業を こ なす」

主義の 教師が ふ え て い る こ ど 、あま り苦労 し な い で 艮 い 絵を 「かか せ た い 」 とい う、こ の 何 で も

な い 日常的な 意識自体の 中に も そ れ が 潜 ん で い る よ うな気が す る。 絵 づ く りの ため の 指導技術が

一
人歩 き して い く傾向 も、同 じ根を もつ もの なの だ ろ うか 。 　「絵がかけな い の は 技術が 未熟だ か

らで あ る」 とい う、一
面的な理 由づ けか ら、　「技法」 の 機械的な習熟 に 子 どもを追 い た て て い く

な どが そ れ で あ る。

　 こ う した状 況 か らな ん とか脱皮 しよ う と し て、子 ど もた ちに 「現実を 見 つ め る 目を育 て る 」 た

め に 低学年か らの 「系統的 な 指 導」 の 積み あげが は か られ た り 、 す ぐれ た美的
・
内面的価値を も

つ ギ積極的 な生活体験」を組織す る 中 で、そ れを 「子どもに
“

発 見的に
”

獲得 さ せ る 」取 り くみ

な どが 行 われ て きた。主 として 民 間教育団体の 先進的な 実践家に よ る こ れ らの 実践は 、　「放任主

義」 「作品主 義 1 か らの 脱 却と して、あるい は 「発達 の 科学 に裏づ けられ た 実践」と して の 積極

的 な役割を持 っ て い る。 しか しこ れ らの 取 りくみ も 、 冒頭 に述べ た よ うな 状況 の もとで は 、

一歩

まちがえれば管理主 義的な
“
や らせ

”
に 近 づ く危険を もは らん で い る と言え そ うで あ る 。 そ れ を

避 ける た め に は 「教 え る こ と」 と 「育 て る こ と」 の 結合 に つ い て の 、 よ りき め こ ま か で 厳密 な 検

討 が 必要だ ろう e 中 で もい ま最 も大切 と思わ れ る こ と は、　「表 現 と は 何 か 」 「指導する と は ど う
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い う こ とか」と い う、 基 本的な原理 へ の 問い な お しで あ る。そ の 問 い を抜 きに は．、真 の 意味で 子

ど もの 発達を促す、すば ら し い 美術教育 は生 まれ な い よ うな 気が する。

　 こ の テ
ー

マ に迫 るために、こ こ で は、20世紀初頭 の fi　− u ッ パ を 中心 と した 「新教育 」運 動 の

流れを くむ 、フ ラ ン ス の
“

ブ レ ネ教育
”

の 理論と実践を
一

つ の 手が か りに し て み た い 。 歴 史的 ・

社会的な意味あ い の 違 い は多少あ ろ う と も、こ の 課 題 を 追及す る 上 で
一

つ の 契機 とな る と思 うか

ら で あ る 。

2　 フ レ ネ教 育の 基本理 念

　 セ レ ス タ ン ・
フ レ ネ （Celestin　Freinet　 1896−・−1966）は フ ラ ン ス の 教育家 で あ り、当時の フ ラ

ン ス 公教育 に
一

般的に 見 られた
es

ス コ ラ主義
” “

権威主 義
”

に 反対 し、　「生活 の 技術」 と 自らが

呼ぶ 、新 しい 実践的教育理論を生み 出 した 。

　 20世紀 初頭 に は ヨ
ー

ロ ッ
パ や ア メ リ カ を 中心 に 、 ル ソ

ー、 ペ ス タ ロ
ッ チ ら に 思 想 的源

流 を お く、 さ ま ざ ま な 新 しい 教 育 の 運 動 が 起 き
、 や が て 世界 的 な広 が りを も っ て い っ た 。 堀

真一郎は、それ らの 教育改革運 動 に共通 して 見 られ る こ ととし て 、   子ど もの 自発性を信頼す

る  
一

人
一

人 の 子ど もを大切 に す る   教育と生活 の 統
一

  民 主的 な共同生 活 、 の 4 つ の 要

素を あげ て い る　｛1｝ そ の うち、私が フ レ ネ教 育 に 最 も興 味を ひ か れ た 理 由は、

e こ れ らの 課 題を フ ラ ン ス の 貧 しい 農村地 帯の 現 実に 適合さ せ 、独創 的 な形 で 実践 に 結 び つ け た

点

・ 中産 階級 の 観念的気ままさで は な く、 地域住民 の 社会改革や 教育要求 との 現 実的な接点を 持 ちつ

づ け た こ と

。 フ レ ネ亡 きあと もそ の 運動 が 脈 々 と受 け つ が れ、 7 ラ ン ス をは じめ とする ヨ ーロ ッ
パ の 公立学

校 に も
一

定の 影響 力を も っ て 生 きつ づ けて い る 。

な ど で ある 。

　 フ レ ネ教育の 最 も特徴的な 内容は 、子 ど もの 興味 一
身近 な 生活 の 事 実を もと にく表 現ず る 》

こ とを学 習 の 出発点 とす る こ とで あ る。そ れ は学校 に印刷器を持 ち 込 む と い う実践 の 方法論に 象

徴 的 に 示 さ れ る 。 教壇 の 、Lzか ら教師が 一方向的 に 知 識を注 入す る権威的教育 で はな く、 子 ど もた

ち の 生活上 の 具 体的 な 悶題、興味、願 い な ど 、 彼 らが じか に 感 じた こ とや 経験 した こ と が 学習の

素材 とな る 。 そ し て 、 表現 （は な し こ とば ・描画 ・作文 ・手仕事）を通 して それ らの 課 題を解 決

し た り、 願 い を 実現 さ せ て い く過程 こ そ が、子 ど もの 知的 世界を広 げ、生 活を発 展 させ て い くど

とに な る、と した の で ある 。 フ レ ネ に よれ ば、 「子供 は 自分 が役立 ち、自分 に 役立 っ て くれ る 理

性的共 同体 （学校） の 内部で 自己 の 人格を 最大限に 発展 させ る」  と い う こ とで あ り、 発達す る

生 命と して の 子ど もに 全 面的な 信頼を置き 、 そ れを現 実的に 保障す る た め の 具体的な 改革を一
貫

し て 追及 し た 。

・教壇 を取 り除 き、子 ども た ちが 共 同 で 学習 や 討議 が で き る大き な 机 と、一入 ひ と りが 個 別 の 課

題を や るため の 学習机 とを配 置す る。
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・教科書を排 し、子 ど もの 自由作文を 共同 で ね りあげ 、 手刷 りの 印刷器 で 印刷 し、生 き た 学習材

を つ く る。

・ 学校間 通 信で 他 の 地域 の 子 ど もた ち と の 交流 を す る 。

・ 教室 の 周囲 に 小 ア ト リエ 群 （印刷室 、木 工 室 、 実験室 、 資料室 など） 。 屋外 に畑 、 動物飼育場

な どが設置 され る。

・ 子どもの 組織 「学校共同組合」 に よ る生活の 自治 。

・ 地 域 の 農民 、職人 か ら仕 事 の 技術 を学 ぶ 。

　以下 、 1987年 3 月に 現 在 の フ レ ネ 学校 を訪 れ て 印象に 残 っ た事な ど を取 りまぜ な が ら、フ レ

ネ教育に お け る表現活 動 とそ の 指導 の 原理 に つ い て 考 え て み た い 。

’

◆　 自主的な 学習

　 ニ
ー

ス か ら少 し山寄 りの 、バ ン X の 町外れ の 丘 の 上に フ レ ネ学校は あ る 。 広 い 敷地 に は 白い 壁

の こ じん ま りと した校舎が 三 つ 四 つ と適 当な間隔をお い て あ り、そ の 間 に 農園や動物小 屋もあ る

そ の 雰囲気に う っ とりと して い ると 、 あ ち こ ちで 遊 ん で い た 子ど もた ちが 、
い つ の ま に か そ れ ぞ

れ の 教室 に 吸 い こ まれ る よ う に 入 っ て い っ て し ま っ た 。教室 の 中は 、チ ャ イ ム も先生 の 怒鳴 り声

もな い まま、遊び か ら学習に変わ っ て 、静か に 作業が くりひ ろ げ られ る 。 ある子は 算数の 計算を

し、 あ る 子 は読書 を し、少 し奥 ま っ た仕事部屋 で は 、二 、三 人 の 子 が 原 稿を見 な が ら活字を組 み 、

手刷 りの 印刷機で 「ジ ュ ル ナ ル （学校新 聞）」を刷 っ て い る 。 教師は そ う し た 子 ど もた ち に、さ

りげな く気を 配 っ て い て 、時 々、子 ど もか ら要 請 が あ る と そ こ に 行 っ て 相 談に の っ て や っ て い る。

教室 は 《仕事 場 》か 小 さ な 《研 究室 》と い っ た 雰囲気 で あ り、彼 ら は各 ts　Wh 週 間分 の 学 習計 画を

た て 、そ れ に 基 づ い て こ の よ うな 活 動 が 自発的 に 展 開 さ れ て い くの だ と聞 く 。 セ レ ス タ ン ・フ レ

ネ 、
エ リース  フ レ ネ （妻） 亡 きあと、娘 の バ ン ス ・フ レ ネ が 学校を ひ き つ ぎ、 カ ル メ ン 先生 は

かの 3 人 の 女性教師 が 、幼児 か ら小学生まで の 3 ク ラ ス （約 60 名） の 指導に あ た つ て い る 。

3　描画活動の 位置づけと指導の 方法

　 フ レ ネ学校訪 問 の 2 日 目の 午 後 は ち ょ うど 「ア ト リエ の 時間」（3）で 、多 くの 子 どもは絵 を描 い

て い た。 3歳前後 の 子ど もの 幼児 ク ラ ス で は
“

な ぐりが き
”

や
“

太陽人
”

がゆ たかな色彩 で 描か

れ、大きな子 どもた ち は それ ぞ れ の テ
ー

マ で 自由に 描 い て い る 。 工 作 室で は木工 に よ る
“

小鳥

の 家
”

を作 っ て い る子が い る かと思 えば、屋外 で は粘土細工 を し て い る 子 もい る 。 ア ト リエ の 時

間 で は 子ども の 希望 に よ っ て さまざまな造形活 動 が行わ れ る。題材 も テ
ー

マ も技法 も子 ども自 ら

が 選 択 し て 、 ど ん ど ん 進 め て い く。教師 は 前面 に 出て教え る こ と は 決 して な い が 、子 ど もと
一

緒

に な っ て 絵 の 具 の 効果を 試 し た り、 自分 の 絵に つ い て 語 る 子ど も の 相手を し て や っ た り し て い

る 。

　C ．フ レ ネ に よ れ ば絵画 や 工 作、畑仕事 な ど の 「手仕 事」 は 子 ど もの 発達 に と っ て 必要な す べ

て を 含 み ；他 の す べ て の 活 動 の 基礎 に 位 置 づ けら れ る よ うな もの で あ る 。 　従 っ て
、

フ レ ネ
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教育で は あ らゆ る表現活動 や手仕事 がそれ の み で 終 わ る こ とな く、子 ども た ち の 生盾の 発展
……

知的学習や 人格 の 社会化へ と結 びつ け られ て い る。そ れ は例 えば 、 描 画 活動をくデ ッ サ ．y （素描 ）

》 とく パ ン チ ュ
ー

ル （絵画 ）〉 と に別 け る考えか た の 中に も示 され て い る。
つ まり、〈デ ッ サ ン〉

｝言邇 常の 「素描」 とい う 意 味 に 加 え て 、 「か な らず しも美術的 な 目的 に 限 らず、知的な 学習の 中

で 必要 とな るあ らゆ る 表現 」 （4＞の こ と を 言 う 。 作文や 研 究発表物 に 添 え られ る 絵 や 版 画、特 別 な

テ ーマ で 共同制作 され る絵本な ど と 、 多様な 目的 の た め に 描 か れ る描 画 の す べ て を さ し て い る の

だ 。 そ れ に 対 して く パ ン チ ュ
ール 》 と は 、 前述 の 「ア ト リ エ の 時間 」 に 見た 、 フ レ ネ が 「芸 術 的

活動」 と呼ぶ 純 粋 に美的表現 の た め の 描画 活動 の こ とを さす 。

（1） 〈デ ッ サ ン 〉 の 指導 一 コ ミ ュ
ニ ケ

ー
シ ョ ン ・外在化

　は じめ に フ レ ネ の 発達観 に つ い て 見て おきた い 。 彼は主 と して幼児教育に現 れ て い る二 つ の 誤

っ た 傾向 一 一
つ はせ っ か ちな早期 教育 の 傾向、も う

一
つ は 幼椎な 段階 に い つ ま で も子 どもをお

しとど め る放任型 教育 （こ の 二 つ はそ の まま現 代 の 日本に も通 じる）一 に対 して 、子 ど もの 「生活力 の

生 きた 発 展」を保 障す る た め の 教育 の 展望を主張 した 。そ の 基 礎理論 ど して 、次 の 三 つ の 発 達段

階を 設定す る。 

　a 　 手さ ぐりの 下検問

　周 囲 の 環 境に慣れ る た め に 、探 し た り、調べ た り、試 して み た りす る こ と に よ り、大 き な 自主

性を獲得す る段 階で 、 2歳の 終わ り頃 ま で で あ る 。

　b　 据 え つ け

　子 どもは 自分の 生活を組織 しは じめ る 。 B分 に と っ て 必要な もの だ けを、 「自己中心 的」に 、

自分 の な か に 組織 〔据え つ け）す る 。 こ の 段階は お よ そ 4 歳 頃 ま で 続 く 。

　c 　 仕事 の 時間

　こ の 頃か ら子 ど もに は 世界を 征服 し に 出かけ て い く自由な 時間が で き る よ うに な る。そ の 「征

服」 とは仕事を 通 して で あ り、仕事 とは 「そ の 活動を通 して 個人 が そ の 大 き な 生 理 的、心 理 的欲

求を満た し、自己 の 運 命を全 うす る の に 不 可欠 な力 を獲得す る よ うな 、そ の 活動そ の もの 」 と言

う こ とだ 。 幼稚 園 と小 学校 の 1痔期が こ れ に 対応する 。

　 こ の 独特 の 用 語 は 、彼 の 理論 家 と して で な く運動家と して の 特質か ら くる もの と思 わ れ るが、

多分 当時 の 現場 教 師 や 地 域の 父母た ち に と 7 て 分か りや す い もの で あ っ た に違 い な い 。 また 現 代

の 発達心 理学 の 成果 と もお お む ね 矛盾する もの で は な い よ うに 思 われ る 。

　幼児 ク ラ ス で は 、デ ッ サ ン の 初歩の 段階は ま っ た く自由な 線の 遊 び か ら ス タ ー トす る。絵 とも

字と もい え な い 線 の 遊 び に 、子 ど もた ち は 興 じ て い た 。 フ レ ネは こ の よ うなくデ ッ サ ン 》を 「こ
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とば ceeき蕁読み）」 の 最初の 段階 と見て い る 。 素描 （デ ッ サ ン ）は 、 や が て くパ ン チ ュ
ール 〉

の よ うな美 的活動に も転化 し て い くが 、 そ れ 以 前に は コ ミ ュ
ニ ケ ーシ ョ ン や知的構成物 と して の

言語 の 世界 の 基礎 とな っ て い る こ と を 注 目 し た 。 そ こ に描画 活動を全人格的能力 と結合 し て と ら

えよ うとす る先見性を 見 る こ とがで きる 。

　だ が、次 の 「表現」 の 段 階で の 指導 の 方法 は極め て 意図 的 で 組織的 で あ る こ と に 驚 く。 フ レ ネ

自身 の 言葉を借 りれば次の よ うで あ る。

「複写 器、あ るい は謄写 版 を購入 し な さ い 。 複写器は 多色 の絵を複写 で き る利点が あ る が 、こ れ

らの 色は安定性 に 乏 しく、複写 で き る枚数 も限 られ て い る 。 謄写版 は 黒
一

色 で ある が 、操作が 簡

単で 、枚数も多 く刷れ る。

　 こ の よ う な 器 具で 、も っ とも表 現性が高い とおもわれ絵 一 そ れは完全 な もの で あ る必要 はな

い L を毎 日 複製す る 。

一方、子供 の
一人 ひ と りが 、順次 自分も複製 の 栄誉に 浴す る よ う配慮 し

なければ な らな い。

　 もとの 作 品 が 自動 的 に 素 早 く再生 され る の をみ て 、子供た ち が どん な に 熱中す る か 。 作者 で あ

る 子供 た ち が ど ん な に喜 ぶ か 、 こ ん な驚異 的 な こ とを や っ て の け る道具を、自分 も操作 して み た

い とい う欲求 に か られ る の は お 分か り に な る だ ろ う。」（6）

　 こ れは 、 まさ に 「生 活 の 技術 」（technique 　de　vie ）の 最 初 の 発見
一

「皀由作文」 の 手法 で あ る 。

美 しい 黒 や 、 色彩 の 刷 り跡が 、 紙 の 白い 地 の 上 に 浮 か び 上 が る こ の 複製 の 効果は、子供 た ち を う

っ と り さ せ 、 表現す る 意欲を か き立 て 、 芸術的感情を育て て い くに ち が い な い 。 こ れ らの 複製 の

い くつ か は教室に飾 られ た り 、 家庭 に持 ち こ まれ て コ ミ ュニ ケ ーシ ョ ン の 道具 とな る。さ ら に 遠

く離 れ た 地方 の 同 じな かま と の 交流に も役立 つ （学校間通信） 。

　 フ レ ネ学校 で は 「コ ン フ ェ ラ ン ス 」 と呼 ば れ る発表会 が定 期的 に 行われ、絵や 工 作な ど の 作品を

つ か っ て 子ど もた ち に 話を させ る 。 そ こ は単な る発表 の 場 で はな く、自己表 現 の 響 き合 い の 場 で

あ る 。 聞い て い た 子ど もた ちは 質問や 意 見を言 うばか りで な く、あ る 子は絵に 触発 され て 即興の

詩 で 自分 の 気 持 ち を表 現 し t り、ま た あ る 子 は 思 わ ず ダ ン ス を踊 りだ した りする 。 表現や 作 品が

活動 の ゴ ー
ル とな る の で はな く、まさ に新た な表現 や 活動 へ の ス タ ー トと な る の で あ る 。 こ の よ

うに 、表現を生活、行 動、学習 の 全 過程 の 全体 的発 展 と結 び つ け て い く こ とを、 フ レ ネ は 「外在

化」あ る い は 「社会化」 と呼ん だ 。 （7）表現が こ の よ うに 位 置 づ け られ た とき、教育的価値や豊 か

さ が生 まれ る こ とを彼は実践の 中で 発見 して い っ た の で あ る 。

（2｝ 《パ ン チ ュ
ー

ル 〉 の 指導
一 芸術的表現 の 活動

　 フ レ ネ は 芸 術的表現 の もつ 形成 的機能 一
子 ど も の 心 の 内面 に 働 きか け、揺 り う ご か し、高揚

さ せ て い く あ の カ
ー

に つ い て 深 い 洞察を示 し、そ こ に 高 い 位 置づ け を 与 え よ う と し た 。 そ れ は

「情操 や 心 の 均衡 、行 動 や 力 強 さ の も つ 深 い 感情 に 触 れ る 部分」 だ と し、そ れを も し切 り離 した

ら 人格 に対す る真の 犯罪 と な る だ ろ う とまで 言 っ て い る。確 か に フ レ ネ学 校 の 子 ども た ち の 絵 は
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美レい
。 彼 らの 心 が 完全 な 均衡 と調和を保 っ て

い る こ と の 表れ ζ見え る 。 図  を描い た ジ ョ ア

ン ナ とい う女 の 子 （11 歳）は、私た ちが ち ょ

うど参観 して い る時、子どもた ちの 前で 1時間

近 くに わ た る研究発表を し た 。 テ
ー

マ は．「無痛

分娩」 で 、自分 が生 まれ た ときの こ とを母親か

ら聞 い て 、そ こ か ら こ の 研究が始 ま っ た の だ と

言 う 。 母親を ア シ ス タ ン トと して の 実に た の も

し く科学的 で堂 々 と した発表であ っ た 。 そ の ジ

ョ ア ン ナ が以 前 に か い た ζ の 絵が壁 に は っ て あ

っ た の で ある。 明 る く透 明な色彩で 心 の な か の

感情の世界を うた い あ げ て い る 。 研究発表 の あ

の 緻 密な論理性 と、 こ の 絵 に お け る感情 の み ご

とな燃焼 とが響 きあ っ て、7 レ ネ教育の 一
つ の

到達 を示 して い るよ うに息 わ れ る。

　 フ レ ネは言 う。 「絵や版画を判断するため に
図 1 ジ ョ ア ン ナ （11 才 ）

は、教師は新 し い 感性豊かな魂 に な り、ぎご ちな い エ ン ピ ツ の 線の 奥 に み え る 人 格 、そ こ に 表現

され て い る一瞬 の 感覚、そ こ に表れ 、 高揚する 存在を 感 じとらね ば な らな い 。」 ｛8に の ゆた か さ

が今 も フ レ ネ教育を 支え て い る よ うな 気が す る 。

4　 「指導 」を め ぐる問題

く表現 一 そ の 発達 的意義 〉

　表現す る こ とと子どもの 発達 とは、少な くとも次 の 4 つ の 側 面で 強 い か かわ りがあ り、 そ れを

ゆ た か に保障す る こ とは、子ども の発達 に と っ て か け が え の な い 重要な こ と と思われ る 。 （図 2 ）

・ 伝達機能の 獲得

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・｝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一▼一一一一一・一一一一『

　 ・ 認識 、思 考の 獲得　　1→ 外界や 自我に つ い て の 認 識 、 お よ び そ の 操作能力．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一i−一一寸
鴣一一一±陶一一一一富一駲一t甲一一’一’一一一　一一n曹一一富一一　一一t−一　＋v−t帰一　甲一t−一一

・ 行 動 の 調 整

じ

i→ コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 道具と して の 表現手段

i（。 とば ．絵 歌 ．身aSXi」）

　　　　　　　　−　　　　　　　　　　　　　　IL 　　　　　　　　　　　　　　ココ　　　　“−　　−−−ロココ　−−’tm　ロ　−H’−　　　−−コ＋　　

　 ・美 的感情 の 形 成

　

t−−t 目的意識 的活動、見 通 し の 能 力
卩

1→ 美的情緒か ら美的情操 へ の 転化
1

図 2 表現 の 機能

　そ もそ も子ど も の 発 達 へ の 内的動機 は どの 段階に おい て も 「よ り強 く ・よ りゆ たか に生 きた い 」

とい う、 「
“

生 き る こ と
”

へ の 基本的欲求」で ある 。 「強 く」 とは 、 外界 に働 きか け、 変化 させ 、

探求 した り、技術を獲得 し た り、つ くり変え た りす るカの こ とで あ り、 「ゆ た か に」 とは 、 心地

よさ、楽 しさ、面 白 さ、均衡
・
調 和な どを さ して い る 。 こ うした 「欲求 」 こ そが さま ざまな 能力
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の 発達 を促 して い く。 人間は能力 の 獲得に よ っ て 生 き る の で は な く、生 きる意欲 が人間 に能 力を

獲得 させ て い くの で ある 。 そ れ が 発達の 臼己 運 動と し て の 姿だ と い えよ う 。

　表現 す る こ とは何 よ りもまず 、 こ う した
“
欲求

”
に 基 づ く集団 の 中で の 心 の 伝 え あい で あ り、

外界 を認識 し、美的な 感情を ふ く らま して い く人 間的な 活動 で あ る 。 こ の 活動 は 、子 ど もが 成長

し て い く過程で 、そ の 発達を促 して い く原動力 とな るも の で あ り、同時に 将来の 主権者 と して の

基本 的資質 と も言 え る も の だ ろ う。

　表現力 を こ の よ う に と らえ た 時、子ど もた ち が 、そ の 絵 で 本 当 に 自分を表現 して い る の か ど う

力丶 ま た 、表現 した こ と に よ っ て 、彼 ら に 何 が得 られ た の か を 問 い な お し て み る 必 要 が あ る 。

〈 指 導 の 方 法 の 問題 点〉

　次に 、 実践 の 方法上 の 問題点 に つ い て 、前述 の 視 点 か らの 検 討を加 え て み る こ とに す る e

　（1） 教 師 が テ
ー

マ や モ デ ル を示 して 描 か せ る こ とが 、 従来か らの 一般的な 指導の方法で あ り、

そ れが 当然の こ と と さ れ て き た 。 共通の テ ー
マ と造形課題 に基 づ い て 、みん な で 話 し合 い 、深 め

あ う こ と が で きる 。 だ か らこ そ 授業 な の だ、とい う立場 で ある。

　 6 月 は 「歯み がき の 絵」 7 月は 「プ
ー

ル の 絵」秋 は 「物語 りの 絵」な ど な どと
……、そ こ で は

「何 をか か せ る 」 か の 判断や 決定権 は教 ［liiiが に ぎ
．
っ て い る。

“
共 通 の テ

ー
マ
”

の 中で 子 ど もた ち

は、そ れ ぞ れ 自分 な りに 努力 し て イ メ
ー

ジ を わ か せ る。努 力 し な い 子 や 、努 力 し て も イ メ
ージ が

わ か な い 子 は
“
絵 の 下手な 子 ども

”
と い うこ と に な る 。 そ こ で 「落 ち こ ぼ れ 」を だ さ な い た め に、

や さ しい もの か ら高度 な もの へ と
“
造形課題

”
を 系統的に学習さ せ て い けば、ど の 子 も到達 で き

る と い う方法論が生 まれ る 。

“
造形課題

”

とは、そ の 年 令 の 子 ども た ちの 最 大公 約数的 な 表 現の

形式 に ほか な らな い 。しか し、 それを足 し算 し て い けば
“一人前

”
の 表現が で き る よ う に な る の

だ ろ うか 。

　 こ こ で は こ れ らの 疑 問は そ の ま ま に し て お い て 、こ の よ うな指導の もとで は 、子 ど もた ち は い

つ ま で も 「指示を 待つ 身」 とな らざ る を え な い こ と は確 か だ ろ う。

　  　 こ う した 指導 に対 して 、　「ザ リガ ニ を飼 う」　「稲を育 て る 」 な ど の 、よ り積極 的な 「生 活

（労 働）学習」を組 織 し、そ の 活 動 の 中 で 子 ど もに 「内 的価 値 （ね う ち ） 」 を 発 見 さ せ 、 集団 の

ダ イ ナ ミ ズ ム の な か で 「表現 の 方法を 工 夫」 し あ い な が ら描 か せ る 実践 が生 まれ て い る。そ こ で

は 前者 よ りも は る か に 子 どもの 表 現 の 主 体性が 生 か され る 。 まず教師が 子ど もた ち と共に生活を

耕 し 、 《値打 ち の ある生活》 を つ くりだ す とい う明確な 立場に た つ
。 こ こ に はく生 きい きと した

生活か ら、生 き い き した表現 が生 まれ る》 とい う テ
ーゼ があ り、　「臼然 の 生 命との 出会い 」 「労

働生 産 的活動 」 を学 校 の 生 活 に 組 織 しな が ら、そ こ で 起 き る さ まざま な ド ラ マ を通 し て 、子 ども

た ちの 感性や 知性が深め られ、そ れ が 必然的に表現 力を 高め て い くとい う見通 し に 立 っ て い るの

で あ る 。

　 こ うした 実 践 で の 最 大 の 成 果 は、な ん と言 っ て も共 通 の 生活体験の 中で 、共感 しあい 、発見 し

あ う 、 子ど も集団の 高揚 の 姿が 見ら れ る こ と で あ る 。 ま た 、他 領域 ・
他 教 科を も包 み こ ん で い く
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造形 活動 の 展開 の 中で 、子 ど も の 多面的な 能力を 引き出す可能性 を も っ て い る こ とに も意義 があ

る とい え よ う。

　フ レ ネも こ う し た 「生 活 の 表現 」 を 教育 の 基礎 に 置 い た 。 　 し か し彼 の 場 合 は そ れ を 直

接 、

一
斉指導 の 形 で 表 現 の テ ー

マ に は し て い な い 。 む し ろ こ う した 体験 を個 々 の 子 ど もの 興味 の

向 く ま ま に 、さ ま ざ ま な 学習 へ と転 化 させ る方向を と っ て い る 。 こ の 点、 こ うした ダ イ ナ ミ ッ ク

な と りくみを今後 さ ら に ゆ た か に し て い く上 で
一

つ の 示唆を与 え て い るよ うに 思 われ る 。

　  　前項で 述 べ た よ うな 実践 の 方法は確か に 実 りの 多 い もの で あ っ た 。 しか し、現実 の 事態 は

さら に新た な方・法論 を要 求 し て い る よ うに 思われ る 。

　 「生活＝労働」　「生活＝あ そ び」 とい う、今 ま で の 概念 で は と らえ られな い 事態が 急速 に 広が

りつ つ あ る 。 生活 の な か に 「あ そ び が な い 」　「労働が 見え な い 」 と力丶 　「疑似体験化 」 の 拡大 と

か、人 間関係を含む 「生 活破壊 」 の 問題 な どが、子 ども た ち の 世界に も大き くの しか か っ て きて

い るか らで あ る 。
つ ま り、子ど もの 発達 の 土壌 とし て の 「労働 」や 「自然」 や そ こ で の 「人 聞関

係」の 回復が、一
筋縄 で は い か な い 事情 が生 まれ て き て い る 。した が っ て 、 こ こ らで 教 師 の 側 に

は、子 どもの 生活 の 場 と して の 現実を 、 そ の 実態 に 照 ら して と らえ直 し、
“
意 味の再構築

”
をす

る こ とを求 め られ て い る の で は な か ろ うか 。 そ の 際重要 な視 点 とな る もの は次 の 三 つ で あ ろ う。

・ 「あ そ び」 や 「労働」 の 回復 、再発 見 の 視点を ひ き続 き 追及する。

・ 「生活」と 「学習」とを 結合 させ る。 　（学習 も生活 の
一

部 で あ る と い う観 点）

・国に 見え る世界 ば か りで な く、感情 の 世界 に も リア リテ ィ が あ る。

　 「生活」の 概 念を こ うし て 広 げ て み た と き、現 代に お い て 真に 、表 現 を 「子 ど もの 生活 を 発展

さ せ る こ と に役立 っ 」よ うな もの に 変 え る方法 が生 み だ さ れな けれ ばな らな い
。

こ うし た 観 点 か

ら、 「表 現」 の 教育 とそ の 「指導」の 方法に つ い て 、 次 に 試案 的 な提起 を試 み て み た い
。

5　 課 題
一

結 論に か え て

A 、表現を通 して の 自己実 現

　 「表現 」は 子 ど もの 自己実現 の た め の 道具 で あ る 。 表現 の 機 能を獲得す る こ と は 、思考 や感 性

や 社会性を育 て る有効 な 手だ て と な り、子 ど も 自ら に 生 活を発 展 させ て い く エ ネ ル ギ ーを生み だ

す 。 　（フ レ ネは こ の こ とを 人 絡 の 「社 会化 」、 「外在化 」 と 呼ん だ ） 。

　表現を真に 機能 させ るた め に は、まず第一に 、 表現活動を 子 どもの 日 常 的 な 文化 と し て 位置 づ

け る こ とで あ る。そ れを （現在 に お い て ）充分に
“

機能さ せ る
”

こ と が 、本 当 の 意 味 で そ れ を
“

獲得 させ る
”

こ と に つ な が る もの で あ ると い う立 場 に た ち た い
。 や が て い つ か の た め に 表現 の 基

礎 的 能力 を育て て お くよ うな もの で は な い か らで あ る 。

　第二 に 、そ れ を個 々 の 子 ど もの生活の 総体 一 認識 ・感情
・社会 性 の 発 達 と 深 くか か わ らせ る

こ と で あ る 。
つ ま り 、 表現 が子 ど も の 日常生活 の な か に あ る さ まざま な知 的欲 求、感情の 動き な

ど の 、全体的 な
“
生 き ざま

”
と結 び つ い た時、子 ど もに と っ て 「生 き る」 ため に そ れ が 本当に必

要 な も の とな る 。 た とえ ば、絵と こ と ば の 結 合に よ る 絵 日 記 の 表 現 は 、そ れ が い つ も個 々 の 子 ど
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もの生活の リア リテ ィ か ら出発 す る もの で あ ると い う点で 、た とえそ れが造 形 的 に 見 て 劣 る もの

で あ っ た と し て も、教 師 の 授業過程 に よ っ て
“

描 か さ れた
”

絵 よ りも 「主体的 」 な表 現 だ と見 る

べ きだ ろ う。

　表現 活動を頁 に 子 どもの 自己発達 ・自〔i実現 に役立 た せ る た め の 実際的な 手だ て は ど うあ る べ

き だ ろ うか 、そ れ に は 、目新 しい 方法 論 と い うよ りも む し ろ 、あ りふ れ た 授業形態 で の 教師 の 意

識変革で あ る よ うな 気 がす る 。 た とえば 「表現を通 し て の 家級会」 と い っ た 、ご く 日 常 的 な 活 動

と し て そ れ を 考 え て み た い
＠

  自由な 自己表現
……絵や 工 作、詩な ど の 作品に つ い て 友だ ちの 前で 自由に 発 表す る 。

（順番や 強制 は な く、 発 表 は 1 日 に 何 人 で もよ い 。 生活 の な か で 気づ い た こ と、感 じた こ と か 作

品 を と お し て 語 られ る 。 ）

  討論 に よ る
“
み が き合 い 批 評

” ……子ど も た ち が そ れ ぞ れ意見 を言 い 合 う 。

（対立 した り触 発 しあ う中 で 、 しだ い に 、美 しい もの 、純 枠な もの 、独創的な もの 、 個 々 の 生活

の 発 展 に役立 つ もの が 撰択 さ れ る 。 ）

  価値 の 共 有
……一

人 の 子 の テ ー
マ や 技術が 、共通 の 興味を生み 、価値が共有化さ れ て い く。

　（個 々 の 表現 の レ ベ ル が高 ま り、深化 し、時 に は共同制 作 や共 同研究 に発展 す る。 ）

  社会 化……表現 され た 絵 日 記 ・絵本 ・版画集 ・壁面装飾な ど が 、み ん な の 財産 とな り、社会

　 的有 用性を も つ も の とな る 。

B
、 感情の表現

　 「感情」 は 目 に 見 え な い リア リ テ ィ で あ る 。 表現 の 中で そ れを 大 切 に し な け れ ばな らな い 事 は 、

だ れ で も分 か っ て い るはずな の に 、美術教育の 実践 で 、そ れ が 意外 に 大事 に さ れ て こ なか っ た の

で は な い だ ろ うか。たとえ小 さ くと も
一

人 の 生活者 と して の 子 どもは、人間 関係 の 中 で さま ざま

な精神的葛藤を も ち つ つ 生 きて い る 。 喜び ・悲 しみ ・あ こ が れ ・愛 ・友情 ・怒 りな ど と……子ど

も の 生 活 の 基盤 で あ る現実 もま た 、実在 と虚構 とで な り立 っ て お り、 リア リテ ィ は 目に 見 え る事

物 に だ け で な く、目 に 見 え な い 感 情 の 世界 に もあ る 。 そ して そ の 発信 源 は 、子 ど もの 個 々 の 生活

に あ る 。 集 団 の ひ び き合い も教師 と子 どもと の 共 感 も 、
こ の 発信源を共有 して い る こ と か ら生 ま

れ る もの で あ る。した が っ て 予 どもの 主 体的 な表現 の 問題 は 、実は こ こ か ら掘 り起 こ し て い か な

け れ ばな らな い 。

　 フ レ ネ学校 で は そ れ は どの よ うに 指導 さ れ て い る の だ ろ うか 。 例 え ば 、 こ こ数年間の あ い だ に

作 られた 三 さつ の 絵本が あ る。幼 児 と低 学年 の 子 ど も た ち に よ る 「あか ち ゃ ん 』、低
・
高学年 の

こ ど も た ち に よ る 「うつ く しい 愛 』『離れ て い く心 』の 三 さつ で あ る。い ず れ も 7 〜 8 人 の 子 ど

も た ちが グル
ープ で 話 じ合 っ た り調 べ た りして 内容を つ くり、絵も分担 しあ っ て 描 い た もの で あ

る 。 「あか ち ゃ ん 』で は 幼 い 子どもたちの 、人間 の 生命 の 誕 生へ の 驚き が 、あ どけ な くみ ずみず し い

絵 と こ と ば で 語 られ る。お 母 さ ん 、お ばあ ち ゃ ん か ら聞 い た こ とや 、本 で 調 べ た こ と な ど が 、幼

い 子 ども た ち の 中に 感情 に あ ふ れ た 知 的世界を構 成 して ．い く 。

　　「い つ か 誰か を 、自分の お父 さ ん や お母 さん よ り好 き に な っ て し ま う っ て こ と が 、わ た し に は

わ か らな い わ
……

」 と い う、一人 の 子 ども の つ ぶ や きか ら、何人 か の 子 ど もた ちの 話 し合 い が は
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じ ま る 。

　 6 歳か ら 9 歳 まで の 子 ど もた ち の真剣

な
“
愛 の 哲 学

”
が 、美 しい 絵 とみ ご とな

パ ロ
ール で 語 られ る 『うつ く し い 愛 』。

（図 3 ） そ して 、 『離 れ て い く心 』で は、

両 親 の 離婚 とい う こ の 重 い テ ー
マ に つ い

て 、捨て ば ち に な る の で もな く、絶 望的

に な る の で もな く、冷 静 に 鋭 く心 の 内 面

に わ け い っ て い く。一方、こ う し た 絵 に

は 説 明 的 な ぎ こ ち な さ は な く、こ の 矛 盾

に 満 ちた感情 の 世 界 を 、こ の 年 齢 の 子ど

もた ち な りの 、秩序あ る 造形形象 に 昇華

し て い る。

図 3 　「美 しい 愛 」よ り （フ レ ネ学校 ）

　 こ の 実践 は 、私 た ち に リア リズ ム の 概 念 の 転換 を迫 っ て い る よ うに 思 わ れ る 。 生活 の リア リ ティ

を 、今 まで 私 た ち は 、外 に 現 れ た 、日 に 見 え る 世界 だ け に 求 め て き た よ う な 気 が す る。 し か し こ

の よ うな 心 の 内面 の 問題 も 、 子 どもの 生 活 の リア リテ ィ の 重要 な部分 だ と す る と、そ の 表現 を 保

障す る た め に 、教 師 は 固定 化 し た 価値感情を い
っ た ん 捨 て 、よ り柔 軟 に よ り繊細 に 子 ど も の 心 の

動 き に 寄 りそ っ て い か な けれ ばな らな い 。

　表 現 の 主体性 を育 て る うえ で 必 要 な こ と は 、ひ と り ひ と りの 子 ど もが 自分の 感情や 意 志 を 自由

に 表現 し、友 だ ち と心 が つ な が り合 う こ と で あ ろ う、そ こ で 育 つ 「生 活 に根 ざ した思考 」、　「イ

メ
ージ を構築 す るカ 」、 厂共感 し あ う力 」、そ れ らが 自由な 個性を も っ た 主体的な 人間 に 、欠 か

す こ と の で きな い 能力 だ と 言え る。

　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 〈 冫王 〉

〔D　堀 真
一郎編 著 f世界の 自由学校 』　 東京 ，麦秋社 ，1985年 ，P ，17− 30

  　 C ．Freinet，BEcole 　Moderne 　Fran （廁 se ．6d　 Rossignole，1957， （宮 ケ 谷徳三 訳 『手仕事を

　学校 へ 』名古屋 ，黎 明書房 ，昭和 55 年 ，p．17．

〔3）　 「ア ト リ エ の 時間」 と は 、 フ レ ネ学校 の 時 間割 の 呼 び 名 で あ り、主 と し て 造形活動をす る c、

（4） フ レ ネ学校 の カ ル メ ン 先生 の 囗 頭 の 説明 に よ る。

〔5） G ，Freinet　，L
’

　Ecole　Moderne 　Francaise．6d　 Rossignole，1957．（宮 ケ 谷徳三 訳 『手仕事を

　学校 へ 』名 古屋 ，黎 明書房 ，昭和 55 年 ，p ．39− 41．

（6｝ 同一．F／．　 P ．50

｛7〕 同上 　p ，51

｛8）　同 上　P．58 − 59
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