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1 . はじめ に

本稿の 目的は
､ 米国の リ ン カ ー ン セ ン タ ー を舞台 と

して 3 0 余年 に わ た っ て 開発 さ れ て き た ｢ 美的教育｣

の 特徴を､ そ の プ ロ グ ラ ム の 基礎と な っ て い る マ キ シ

ン ･ グリ ー

ン の 芸術哲学お よ び ｢ 美的教育｣ の 哲学を

中心 に 読 み 解く こ と で あ る｡ こ れ ま で 筆者 は
､ 米国

19 7 0 年代の ｢ 美的教育｣ カ リ キ ュ ラ ム 開発 に つ い て

研究して きた. そ こ で は､
7 0 年代 ｢美的教育｣ が デ ュ

ー

イ の 芸術哲学を そ の 理 論的基礎 と して い な が ら､ 開発

さ れ た カ リキ ュ ラ ム の 次元 で はデ ュ

ー

イ の い う 芸術作

品 を経験す る 主体の 能動性を捉え る こ とが で きず
､

平

板 な カ リ キ ュ ラ ム に な っ て しま っ た こ とを指摘 し た
l

｡

こ れ に 対 し
､

グ リ ー ンの ｢ 美的教育｣ 論 と リ ン カ ー

ン

セ ン タ - で の 美的教育の 実践 は､ 同様 に 70 年代 に 始

ま り デ ュ
ー イ の 芸術論 に 深 い 影響 を受 け､ 学校 で の 芸

術教育実践をめ ざ して 展開し な が ら も
､

リ ン カ ー ン セ

ン タ - イ ン ス テ イ テ ユ
- トと い う社会教育組織 を ベ ー

ス と して ､ ア
ー テ ィ ス トと連携 し

､ 教師 と協働 で ワ ー

ク シ ョ ッ プ形式 の 授業を行 う と い う独特 の 教育方法 を

持 っ て お り ､
7 0 年代 の 美的教育 と は大 き く違 う もの

と な っ て い る｡ しか し こ の よ う な違 い を
､

単 に 実施組

織 や 人の 違 い に 帰 し て し ま う こ と で は､
こ の ｢ 美的教

育｣ の 特徴 は十全 に 把握 さ れ な い ｡ そ う した教育方法

を 要請す る も の と して の 美的教育哲学 の レ ベ ル で 何 が

違 っ て い る の か を 明ら か に す る こ と が本稿 の 課題 と な

る ｡

問題の 所在 : 芸術教育 の 意味

学校教育に お い て ｢ 楽 し い 授業｣ の 言説の 氾濫 と
一

体 とな っ て ､ 学問性や 芸術性の 追求が お ろそ か に なり

が ちで ある と い う 傾向が 生 じて い る の で はな い だ ろう

か ｡ と りわ け､
｢ 技能教科｣ で あり ｢ 活動中心｣ 型 の

授業で あ る と考 え ら れ る 音楽科教育 で は ､ も っ ぱ ら

｢ 楽 し む｣ が強調 さ れ た結果 ､
芸術作品の 出会 い を通

して ､ 子 どもの 何が どの よ う に 変わ っ た か ､ い か な る

成長 を め ざ して い る の か が 問わ れ な くな っ て い る 傾向

に あ る の で は な い か と い う 危 慎 が あ る ｡ 松 下

(20 0 3/ 2 0 0 6) は
､

8 0 年代 ､ 9 0 年代 の ｢ 楽 し い 授業 ･

学校｣ 論 が
､
｢ 学校制度 の 構造的 な危機や 矛盾を打開

し よう と す る 関心 に も支え られ｣ て お り､ ｢ 子 ど もが

喜ん で 受 け入れ る ソ フ トな 管理 の 道具 と して の 機能｣

を も持 っ て い く よ う に な っ た と指摘 し て い る
2

｡ 学問

や芸術 に本来的に 内在す る楽 しさ と は異 な る関心 に よ っ

て ｢ 楽 しさ｣ が 強調 され て きた の で あ る｡ そ の よう な

享楽的な 楽 し さが 肥大化す る 一

方､ 芸術作品と の 出会

い と呼 ぶ ほ ど の 芸術性 の 追求 は
､

授業内で 必ず し も行

わ れ な く な っ て き た と 考 え ら れ る｡ さ ら に
､

一 定 の

｢ 学習｣ が 保障 さ れ な け れ ば な ら な い ｢ 主要五 教科｣

の 授業 に た い して ､ ｢ 体験｣ を す る こ と で 楽 しみ を得

られ る ｢技能教科｣ と い う 誤 っ た 二 分法が あ る ゆ え に ､

｢ 技能教科｣ と さ れ る 音楽科教育 や 美術科教育 に は
､

こう した 問題点が 一

層濃縮さ れ て 表れ て くる と い え る｡

こ の こ と が､ 芸術教育 に お け る知性的な ア プ ロ
ー チ を

封 じ て い る だ け で は なく､ 芸術作品と の 出会 い を通 し

て 学 び手 が どう成長 して い く か を見 と る視点を封 じ た

ま ま､ 楽 しさ を追求す る風潮を 助長 して い る の で あ る｡

｢ 美的教育｣ の 理念 と カ リ キ ュ ラ ム

日本 の 学校教育 で は､ そ の 草創期か ら
､ 音楽科と 美

術科教育が 独立 の 教科数育 と して 位置づ け られ て き た｡

こ の 二 つ の 教科教育が
､

そ れ ぞ れ音楽､ 美術の 専門家

の 領域 を背景 と し て 存 立 し
､
｢ 芸術教育｣ を担 う も の

とさ れ て き た ｡ しか し､
こ の よう な 分科的ア プ ロ

ー チ

で はそ れ 以外の 芸術表現様式が カ リ キ ュ ラ ム に 入 っ て

釆な い ば か り で は なく
､

個別の 実技 を習う 時間 と い う

共通理 解が 生 じ る た め に ､ そ う し た実技の 向 こ う に あ

る芸術表現 へ の ア プ ロ ー チが 行 われ に くく な る｡ 目 に
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桂

見 え やす い 触知可能 な制作物 や パ フ ォ
ー

マ ン ス に よ っ

て 教科教育 の プ ロ セ ス や結果を捉 え が ち と な る の で あ

る｡ い い か え れ ば
､ 表現技能 や実技 と は相対的に 独立

し た芸術理 解､ よ り深 い 理 解 に 基 づ い た表現 と鑑 賞 と

い う､ 芸術教育 と し て の 方向性 が探究 さ れ に く か っ た

と い え よう ｡ そ の 結果､
｢ 芸術教育｣ は

､ 学校外 で 行

わ れ る よ り専門的 な習 い 事 や音楽教室 な ど に 任 され て

お り
､ 学校 で は そ れ よ り も､

す べ て の 子 ど も に 楽 しみ

と満足 を与 える こ と の で き る､ よ り大衆的 な活動型 の

授業が 望ま し い と考 え られ が ち と なる の で あ る｡

こ れ に 対 し
､ 戦後米国 に お ける ｢ 美的教育｣ の

一

連

の 研究 は
､ 音楽､ 美術､

ダ ン ス
､ 演劇 と い う よう に 専

門家 の 活動 に 併せ て 細分化さ れ た教科構成 をす る こ と

で 見逃 して きた
､ 芸術作品と の 遊遁 に よる ｢美的経験｣

に 着目 して き た
`

～

｡ 芸 術作品 そ の もの ｢ に つ い て｣ の

教育で はな く､ 楽 しむ と い う 主観的な 経験 で もなく ､

芸術作品と主 体の 相互 作用が もた ら し得る ｢美的経験｣

が 即 ち生 徒の 成長と して
､ 教育の 目的と 考え られ た の

で あ る ｡

本稿の 方法と 研究範囲 :

｢ 美的教育｣ に つ い て は
､ 教科の 枠組み の 中で 考え

る 従来型 の 芸術教育 か､ 多様な芸術 を包含 して 実践さ

れ る総合芸術教育 か と い う領域概念 と して の 議論 は 存

在す る｡ しか し本稿 で は
､

カ リ キ ュ ラ ム に お ける領域

の 次元 で 論 じる の で は なく､ そ れ を考 え る基礎 と して

の 芸術教育哲学 と し て こ れ を論 じ た い ｡ リ ン カ ー

ン セ

ン タ ー イ ン ス テ ィ テ ュ
ー トの 美的教育 は

､
リ ン カ ー ン

セ ン タ ー か ら学校 に 派遣 さ れ る テ ィ
ー チ ャ

-

ア
ー

テ ィ

ス トと学校教師 が協働 で ワ
ー ク シ ョ ッ プ を実施す る と

い う 形式 を主要 な もの と し て お り､
7 0 年代 の ｢ 美的

教育｣ プ ロ グ ラ ム と見か け上 極 めて 異 な る もの に な っ

て い るが ､
こ う した ワ ー ク シ ョ ッ プ形式の 実践 ス タイ

ル を含 めた リ ン カ ー

ンセ ンタ ー

の 教育 プ ロ グ ラ ム に 方

向性を 与え て き た もの と して ､ グリ ー ンの 美的教育哲

学 が あ る｡ グ リ ー

ン は
､

こ の 美的教育 プ ロ グ ラ ム の

30 年来の 理 論的 な指導者 で あ り､ 現在 リ ン カ ー

ン セ

ン タ
ー

の 座付 き 哲学者 ( p hil o s o p h e r -i n - r e si d e n c e) で

あ る｡

そ の 著作から
､ ｢V a ri a ti o n o n a B l u e G u i t a r｣ を主 要

な対象 として 検討す る｡ こ の 書 は
､

リ ンカ ー

ンセ ンタ ー

に 集 っ た 教育者た ちを対象に ､ 毎年 の ワ ー ク シ ョ ッ プ プ

ロ グラ ム を念頭に お い て述 べ られた講演の ア ン ソ ロ ジ ー

で

あり､ 芸術哲学として 読ま れるだ けで はなく ､ 教育方法

に も言及す るもの とな っ て い るため
､

リ ンカ
ー

ンセ ンタ ー

イ ンス テ ィ テ ュ
ー トの 美的教育 プロ グラ ム ( 以下 L C I 美

的教育 プロ グラ ム と略記する) の特徴 を理 論的基礎の 次

元で 抽出する こ とがで きると考えられる｡

次 に
､

こ れ と 対応す る 19 7 0 年代型美的教育力 リ キ ュ

直 美

ラ ム研究 に大 きな影響を持 っ た理 論的支柱と して ､ リ
ー

マ
ー

( 主 と し て 音楽科教育) ､
ア イ ス ナ

- ( 主 と して

美術教育) の 両理 論 を取 り上 げ
､

こ れ と の 違 い を描出

す る こ と に よ り ､
L C I 美的教育の 特徴 を 明確 に す る

と 同時 に ､ そ れ が今 日 の 学校教育 に 対 し て 持 つ 示唆 に

言及 し た い ｡

2
. 美的教育と は何か

経験 主 義 か ら 学問中心 主義 へ の 転換 が 唱え ら れ た

60 年代 の カ リ キ ュ ラ ム 開発運動の 余波の 中で
､

デ ュ
ー

イ の 芸術哲学､
s . ラ ン ガ -

の 芸術哲学 な どを 源泉 と

した 哲学的研究 と
､ 総合芸術教育 力リ キ ュ ラ ム を 研究

発展さ せ た の が
､

7 0 年代 の ｢ 美的教育｣ 論で あ っ た ｡

こ の 時期 に 開発さ れ た カ リ キ ュ ラ ム に は
､

包括的な芸

術教育 力 リ キ ュ ラ ム を め ざ し た C E M R E L ( 中央中西

部地区教育研究所) に よ る ｢ 美的教育 力 リ キ ュ ラ ム｣
ヰ

や ､ 音楽と い う 単独の 教科の 中で の ｢ 美的教育｣ の 実

施 を め ざし
､

B . リ ー

マ
ー が指導的に 開発 に た ず さ わ っ

た シ ル バ ー バ ー デ ッ ト社 の 音楽教科書
5

､
E . ア イ ス ナ

-

が 中心 と な っ て 開発 さ れ た美術教育 プ ロ グ ラ ム ｢ ケ タ

リ ン グ ･ プ ロ ジ ェ ク ト｣
6

な どが あ る｡ 音楽､ 美術､

ダ ン ス
､ 演劇 な どの 個別 の 芸術領域 に と どま らず ､

そ

れ ら を総合的､
包括的に 扱 い

､
あ る い は相互 に 関連 さ

せ て 取 り上 げ る こ と に よ っ て ､ 芸術作品を芸術作品 と

し て ア プ ロ
ー チ し やす く な る と い う､ 総合芸術的 ア プ

ロ ー チ が ｢ 美的教育 力 リ キ ュ ラ ム｣ に 共通す る顕著な

特徴 で あ る と言 え る｡ 教育学研究事典 に お け る ｢ 美的

教育｣ の 項目を 執筆 した ア イ ス ナ
- は

､
｢ 美的教育 と

は､ 音楽教育 ･ 美術教育 ･ 舞踊教育 ･ 演劇教育 と い っ

た
､ 専門家組織 を もつ 人 々 が い る分野の 教育 (教科教

育) と は異な り､ そ れ ら多様な 領域の 人 々 が
一

つ の 共

通の 関心 を 寄せ る
､ 研究と 実践の 領域で あ る｣ と述 べ

る
7

｡ 他方､ 音楽科教育 の 領域内で 実施 す る ｢美的教

育と して の 音楽教育｣ を 提唱 した リ
ー

マ
ー は

､ 美的教

育の 要件と して ｢ 音楽教育の 本質と 内容が
､

芸術と し

て の 音楽 の 本質 と 内容 に よ っ て 決定 さ れ る｣
8

こ と を

あ げ て い る｡ こ の よう に
､ 総合芸術的ア プ ロ ー チ と は

､

必 ず しも カ リ キ ュ ラ ム 上 の 内容領域区分の 次元 で 定義

さ れ る の で は なく
､ 芸術教育 の 目的と方法 の 次元 で 新

し い 類型 を め ざ した研究 と実践 で あ る と い え よ う｡ そ

の 利点 は
､ 音楽､ 美術 と い っ た個別 の 表現領域 を越 え

て ｢ 芸術と は何か｣ と い う メ タ思考 を持 つ こ と に よ り､

個 々 の 作品を芸術 と し て 経験す る こ と を め ざ しや す く

な る と い う と こ ろ に あ る｡

第 二 に
､

一 つ の 芸術作品 を表現的に し て い る 特徴的

な表現要素 に 着目 し
､ 表現形式 の 美的 な感受 を育て る

と い う 教育方法上 の 特徴が
､ 美的教育 の 共通点 と して
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M . グ リ ー ン の 美的教育哲学

あ げ ら れ る｡ リ ズ ム
､

色彩､ 形式と い っ た表現 の 要素

な い し特質は､ 多様な 芸術表現領域 の 間に 共通 し て い

る ｡ 個 々 の 領域 に 閉 じる の で な く､ 別の 芸術領域 の 作

品と 関わ ら せ 対照さ せ る こ と で ､ そ れ ら表現的要素 や

特質が 一

層着目 しや すく な る と考 え る の で あ る
9

｡

こ れ ら
一

連 の ｢ 美的教育｣ 研究の 貢献 と し て ､ 第
一

に デ ュ
ー イ の 芸術哲学 に 共鳴 しな が ら

､ 絶対表現主義

的美学の 立 場 を と り､ 日常 の 見慣 れ た光景 や事物 の 中

に も新た な側面 や 性質 を 開示す る と い う 点で
､
｢ す べ

て の 人 に と っ て の｣ 芸術 の 意義 を捉 え た こ と が あ げ ら

れ る｡ 第 二 に 美的鑑賞 に お け る芸術作品 の 構成要素 に

着目し た教育方法
､

カ リ キ ュ ラ ム の 開発 を通 して
､ 芸

術 に お け る美的経験 の 教育可能性 を強調 し た こ とが あ

る｡ ｢ 美的教育｣ 論 は
､ 芸術教育 の 目的 (芸術に よ る

教育) と 教育方法 ( 芸術 - の 教育) を示 し た の で あ

る
10

｡

し か し､ カ リ キ ュ ラ ム 開発 の 実際が 教材 と評価用具

の 開発 に 傾斜 し た結果､
カ リ キ ュ ラ ム や 教育実践が

､

美的教育哲学 に お い て 展開 さ れ た理 想 と帝離 した もの

と な っ て い っ た こ とが 指摘 さ れ る
1 1

｡

( 1 ) グリ ー ン の ｢ 美的教育｣ 哲学

グリ ー

ン の 理 論 に は
､

先 に 述 べ た よう な ｢美的教育｣

諭 と し て の 特質が 表れ て い る｡ 芸術の 経験が す べ て の

生徒 に 新 し い 視界 を開示す る と い う 意味 で
､

す べ て の

子 ど も - の 芸術教育の 目的 を示 した 点
､

ま た 作品を 芸

術 と して 経験す る た めの 導き を､
そ の 作品の 表現上 特

徴的 な表現要素 に 焦点を 当て る こ とで 行 っ て い こ う と

す る 点 で あ る ｡ こ の 理 論 に 示唆 さ れ な が ら､ お よ そ

30 年 ほ ど に 亘 っ て リ ン カ ー

ン セ ン タ ー を ベ ー

ス と し

た カリ キ ュ ラ ム 開発が 展開さ れ て き た ｡

グリ ー

ン は
､ 美的教育を次の よう に 定義す る｡

｢ 美的教育 とは
､

芸術作品の う ちに あ る 気づ か れ

得 る もの に 気づ く よ う に援 助す る こ とに よ っ て
､

ま

た 芸術作品が 生 徒た ち に様 々 な 意味で 意義 深い も の

と して 成就さ れ る よ う な 仕方で 作品に 命を 与え る こ

とに よ っ て
､ 芸術作品を鑑 賞す る 力､ 省察す る 力､

文化的､ 参加 的に 芸術 に か か わ る 力を育 て る意 図的

な 営み で あ る
｡

そ れ が 成る と き､ 経験 の 中に 新 た な

関わ り が つ く ら れ る
｡ 新 た な 型 か形 成さ れ､ 新 た な

視界が 開け る の で あ る
o ｣

1 2

こ こ に は
､

第
一

に 作品を知覚 す る力 を育 て る と い う

美的教育 の 目的､ 第 二 に
､ 芸術作品を､ ｢ 成就さ れ る｣

べ き もの と捉 え る ダイ ナ ミ ッ ク な芸術観､ 第三 に
､ 芸

術 の 経験 が拓く新 た な視界 と い う ｢ 美的教育｣ の 特徴

が述 べ ら れ て い る｡ こ の 三 点 に つ い て
､

より詳細 な記

述 を検討 し て い き た い ｡

1 ) 知覚 の 能動性

グ リ
ー

ン は､ ｢ 知覚 す る こ と｣ を 主 体的で 能動的 な

活動 と捉 え て い る｡ そ れ は鑑賞活動 を し て い る の か
､

創作活動 を し て い る の か と い う生 徒 の 活動 の レ ベ ル で

の 受動
一

能動 の 区別 に 対応す る もの で は な い ｡ グ リ ー

ン は言 う｡

一

つ の ダ ン ス や 絵画や カ ル テ ッ トと い っ た作品 を

知覚す る こ と ば
､

それ を取 り入 れ る と い う こ と で あ

り､
そ こ へ 出向 い て い く と い う こ とで あ る｡

こ こ で 求 め られて い る 活動と は､ われ われ の 時代の

特徴 とな っ て い る ような ( 中略) 受動 的な見 つ め方か

らは も っ とも遠 い もの だ｡ 知覚す る とは､ ある もの の

全体を 探 っ て い っ て それ が 目に見え る よう にな っ て く

る とい っ た
､

一

つ の 能動 的な活動なの で あ る
｡

1'i

芸術作品を知覚 す る( p e r c e p ti o n ) と い う こ と が
､

一

般 に 考え られ る よう な 受動的な もの で はな く
､

こ ち ら

か ら能動的 に 取 り込 む (t a k i n g i n ) の で あ る と い う ｡

こ こ に は
､

デ ュ
ー イ の ｢ 知覚｣ 概念が 響き合 っ て い る｡

デ ュ

ー

イ は芸術論 に お い て 次の よう に 述 べ て い る ｡

私た ちは
､

鑑賞者 は完成さ れ た 形に あ るもの を た

だ 取り入 れ るだ け だ と思い が ちで あ る｡
こ の 取り 入

れ る (t a ki n g in ) と い う こ と が創作 家の 活動 に も比

肩す べ き 活動を 含ん で い る の だ とは 考え な い
｡

しか し ､ 受 け入 れ る とは 単な る 受動性で は な い
｡

受 容性 も､

一 連の 反応的行為か らな る の で あ っ て ､

そ の 積み 重ね に よ っ て 客観的な 完成に い た る の で あ

る｡ そう で な け れ ば､ そ こ に あ るの は 知覚で は なく､

認 識 ( r e c o g n iti o n ) に す ぎな い ｡ こ の 両者 の 違 い は

莫大で あ る｡ 認識 とは ､ 知覚が 自由に 展開す る前に

止 め られ て しま っ た もの で あ る
｡

認識の 中に は
､

知

覚 す る 行為 の 端緒が 含ま れ る
｡

しか しそ の 端 緒は
､

認識対 象に つ い て の r
- 全な知覚 に 向か っ て 発展す る

の に 役立 つ と い う こ と は な い
｡

な に か 他の r川勺に 役

立 つ 地点 で ス ト ッ プ さ れ て しま う の で あ る
｡ ( た と

え ば
､ 通 り で 人に あ っ て 認識す る の は､ 挨拶 を す る

た め に
､

あ る い ほ そ の 人を さ け る た め に そ の 人を 認

識す る の で あ っ て
､

そ の 人の 様 子を 見よ う と す る の

で は な い よ う に
｡)

L +

デ ュ
ー イ が ｢ 認 識｣ と対比 し な が ら述 べ て い る よ う

に
､ ｢ 知覚｣ す る と い う こ と は

､ あ ら か じ め 分か っ て

い る も の を 再認 す る ｢ 認識｣ ( r e c o g n iti o n) と は お よ

そ 異 な り､ 創作家 が行 う よ う な動的な行為 で あ る｡ 知

覚す る こ と に よ っ て
､ 最終目的 と し て の 認 識 に 至 る と

い う通常 の 手段 と目的の 関係が
､

デ ュ
ー

イ に お い て は
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桂

知覚 が中絶 され た もの が認識 に 過 ぎ な い と い う よう に

転倒 させ られ て い るが ､ グ リ ー

ン も こ の よう な捉 え を

継承 し､ 既 に あ る もの の 再認 を越え て 自由 に 発展す べ

き知覚 を､ 教育活動の 中で 促 そ う とす る の で あ る｡ こ

の こ とが 次 の よう な記述 を生 み 出 して い る｡

知覚す る とい う こ とが進 行 して い ると き
､

そ こ に ま

だ 見ぬ もの が ある とい う 感覚､
い ま だ 開示され て い な

い もの が あり得る
､

とい う感覚があ る
｡

I
r
J

芸術作品 との 関わ り は グリ ー

ン に と っ て ､
つ ね に そ

こ に 向か っ て い くもの と して しか 捉え られ な い ､ 動的

な 概念 とな っ て い る ｡ す な わ ち
､ 固定的な 教育目標や

到達目標 に 準拠 した評価と い っ た概念と は相容れ な い ､

芸術経験の 性格が こ こ に 捉え られ て い る の で あ る ｡

2 ) 動的な芸術概念

こ の こ と を 作品の 側 か ら 考え る と
､
｢ 芸術作品｣ は

そ れ 自体と して す で に あ る もの で は な く､ 見る もの と

作品と の 間の 持続的な 相互 作用の 中で
､

ま た意図的 に

周到に 用意さ れ た 関わ り の 中で 初め て ､ 成就､ 達成さ

れ る もの と 捉え る こ と に な る｡ こ う した 動的な 性格を

強調す る 故に ､ 既に あ る もの か ら 目標 ･ 目的を 予め取

り出 して 教授活動を 構成 し
､ 目標 に 照 ら した評価を行

う と い う ス テ ッ プ が と れ なく な る｡
こ の よ う な 芸術の

概念 に 即 し て 考え る 時､ ｢ 教育｣ と い う概念も､ 現行

の 学校 に お け る 芸術教育力 リ キ ュ ラ ム と は異 な る もの

に な ら ざる を 得な い と い え る｡

そ れ ゆ え に
､

グリ ー

ン は
､

既存 の 学校 シ ス テ ム を前

提と す る こ と なく､ ま ず は ｢ 教育｣ と は何 か と い う 問

い に 戻 る の で あ る｡ L C I の た め の レ ク チ ャ
ー

に お い

て
､

グ リ ー

ン は次 の よ う に 述 べ て い る｡

私 た ち が興味 を も っ て い る の は ､ 学校教育 に で は

なく教育 に で あ る｡ 未 だ探究 され て い な い 可能性 に

で あ っ て ､ 予 見可能 な もの
､ 定量化可能 な もの に で

は な い
｡ 社会的制御 と考 え られ て い る と こ ろ の もの

に 興味が あ る の で は な い
｡

私た ちに と っ て は ､ 教 育とは､ 世 界を新 しい 仕方で

見た り
､

聞い た り､ 感 じたり
, 動い た りす る こ とを始

め るとい う こ とで ある｡ 教育とは
､ 特別な種類 の 省察

性､
表現性､ で あり ､ 新たな意 味に向か っ て い くこ と

で あり
､ 学ぶ ことを学ぶ とい う こ とで ある

｡

1 6

既存の 学校教育制度 に お い て は､ 教育内容が 予め 定

め られ
､ 事前 に 措定さ れ た 教育目標を 指標 と して 教育

の 結果を評定す る こ と が 求め られ る ｡ しか し グリ ー ン

の 言 う ｢ 教育｣ は
､
必 ず し もこ う した もの に 馴染ま ず

､

む しろ 新た な意味を 産み 出す と い う 営為を 学び と捉え

直 美

る こ とが こ こ に 表明さ れ て い る と い え よう｡

3 ) 所産 と して の ｢ 美的経験｣ の 意味/ 在り 方

｢ 美的教育｣ の 定義 に つ い て は､ 従来の ｢ 美的教育｣

論の 共通理 解を踏 ま えな が らも
､

そ こ に と どま ら な い ｡

芸術鑑賞教育 と して の 従来 の ｢美的教育｣ を越 え て 持

続す る 経験を 問題 に しよ う と して い る｡

も っ とも単刀直 入 に 言 え ば ､ 美的教 育と は､
い く

つ か の 芸術に 対 して ､ よ り 識別さ れ た鑑賞 と理 解 を

教育す る
､

とい う もの で あ る｡

美的教育に 従事 した我 々 の 最初の 関心 は､ 生 徒に

どう や っ て よ り能動 的な 感受 性を育 て る か と い う も

の で あ っ た
｡ ( 中略) しか しこ れ は､ 出発点で あ る :

芸術が 何で あ り何 を意味 す る の か を 内側 か ら感 じる

とい う こ と ば｡ こ の 種 の 経験 は､ さ ら に そ の 向こ う

に あ る啓 発的経験 の た め の 基盤 と な る の だ｡

1 7

芸術作品 に ､ 芸術作品と して 向き合 う こ とを め ざ し､

そ の た め に 必要 な 感受性を育 て る と い う の が ､
7 0 年

代の ｢ 美的教育｣ 論 の 中心 的な 関心 事 で あ っ た｡ し か

し グリ ー

ン は そ れ を ｢ 出発点｣ と述 べ
､

そ の 向 こ う に

あ る も の へ と 向か お う と し て い る｡ す な わ ち､ グ リ ー

ン に お い て ｢ 美的経験｣ は単 に 作品の 知覚 に と どま る

も の で は なく
､

知覚 し た もの を具体化 し て 自分 の もの

に す る と い う局面 を含 む と考 え ら れ る｡ そ の 記述 に は

次 の よ う な部分 が あ る｡

｢
一

つ の 完全 な もの と し て の 芸術作品 そ の も の に

着 目す る こ と か ら､ 私 た ち が そ の 作品 に自分 と の つ

な が りを感 じ
､ 今 こ こ に あ る こ と を意識す る瞬間 へ

と 目を移す 時 に
､

そ こ に何 が あ るか に つ い て 思 い を

致す べ き で あ る｡
つ まり

､ 私 た ちが 知覚 した もの に

対 し て 自分 の 想像力を 働か せ る こ と に よ っ て
､

具現

化 し て
､ 自分自身 の もの とす る時 に

｡ ｣
1 8

7 0 年代 の 多く の カ リ キ ュ ラ ム が 示 し た よ う な
､ 作

品の 中の 知覚､ 感受さ れる べ き特徴 と い うの は
､

グリ ー

ン に お い て も強調さ れ て い て ､
そ こ に 着目す る こ とで

作品 を
一 つ の 総体 と して よ り深く味わ お う とす る｡ し

か し グ リ ー ン に お い て はそ れ は芸術経験の 出発点に 過

ぎ な い の で あ っ て
､ 自分の 想像力を 働か せ ､ 芸術作品

の 前 に たた ず む 自分の ｢ い ま ､
こ こ｣ に 目を移 す 時間

ま で が 含ま れ て こ そ
､ 芸術作品は 現実の もの と して 具

現化さ れ 成就さ れ た と 言え る の で あ る｡

( 2 ) カ リ キ ュ ラ ム 概念と教師の 役割

1 ) 創発的カ リ キ ュ ラ ム

す で に述 べ た よ う に
､ 芸術作品と は

､
第

一

に 人間の
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M . グ リ
ー

ン の 美的教育哲学

意識と の 出会 い の 中で 立 ち上 が る もの で あり成就され

る もの で あ っ た｡ ま た､ 美的経験は 作品の 前 に 立 つ 自

分自身の イ マ ジ ネ ー

シ ョ ン を どの よ う に 働か せ る かと

い う ､ 鑑賞す る者 の 主体的関与 に か か っ て い る も の と

考 え ら れ て い る｡ こ の よ う な 芸術の 本質 に 立 脚 し よう

と す る こ と か ら
､

カ リ キ ュ ラ ム 概念も変容 す る こ とと

な る ｡ グ リ ー ン は､ ｢ こ れ ま で 私 た ち が教 え ら れ て き

た よ う な通常の 教授計画 と い う の は
､ お そ らく再考さ

れ な くて は な ら な い だ ろ う｡ 予 め 目標/ 到達目標 を 決

定す る よ う な 方向性 は､ う ち棄 て ら れ なく て は な らな

い ｡ ｣ と い う ｡ 生 徒 の 経験 に 先 立 っ て 走 る べ き ト ラ ッ

ク を事前 に 想定す る と い う こ とば で きな い か ら で あ る｡

目標や そ の 作品の ｢善 さ｣ と い う もの が 子 ど もの 学習

活動 に 先立 っ て 既 に 決定 され て お り､ ま た 予 め決定さ

れ た 目標 を指標 と して 学習成果 を個人別 に 評価す る と

い う 近代学校 の 教授 - 学習 シ ス テ ム の 枠組 み と ､ ｢ 美

的教育｣ の カ リ キ ュ ラ ム は相容れ な い もの と な る｡ そ

れ は
､

｢創発的な もの で は なくて はな ら ない｣ と グリ ー

ン は 言う ｡

私た ち は教室 内で
､ 生 の

､
そ れ で い て 理 解に 基づ

い た芸 術 との 出会 い の 中に 生徒を 解き 放 つ
､ そ う い

う状況 を つ く り た い
｡ 可 能な 限り ､ も っ とも豊 か な

種類 の 経験 を させ た い
｡ 選択が 成さ れ る よ う に した

い
｡ ( 中略)

(教 室で) 起 こ る こ と ば ､ 創発的な で き ごと と考

え られ なく て は な ら な い し､ 可能性の 実現 と考 え ら

れ る べ き で あ る｡ な に が起 こ る か ば､ 事 前に計画 す

る こ と が で き ず ､ 予言 さ れ る こ と もで き な い
If'

｡

そ う で あ る ゆ え に
､
｢ 美的教育 に お け る カ リ キ ュ ラ

ム と は
､ 常 に プ ロ セ ス に あ る｣ もの で あ る｡ こ れ が

､

L C I 美的教育 に お い て
､

7 0 年代 の ｢ 美的教育｣ の よ

う な 9 学年 に わ た る 学習内容 や教材 を事前 に 定式化 し

た
､ 学習計画 と して の カ リ キ ュ ラ ム を持 た な い 理 由で

あ る ｡ どの 学年 レ ベ ル で あ れ ､
ア ー

テ ィ ス ト と教師の

連携に よ っ て
､ 子 どもた ちの た め に

一 つ の 芸術作品を

選び 出す と こ ろか ら は じま り､ そ の 作品を 巡 っ て 様 々

な 芸術表現様式を導入 した 活動が 計画さ れ ､ 子 どもと

教師と ア
ー

テ ィ ス トの 間に ワ
ー ク シ ョ ッ プの 形式で 経

験 さ れ る ､ そ う し た 学 び の 履歴全体 が ､ L C I 美的教

育 の カ リ キ ュ ラ ム と な る の で あ る ｡

注意 を 向 ける こ と に な る｡

デ ュ
ー イ はす で に ､ 美的鑑賞 の 中に 陶酔 と識別の リズ

ム があ る こ とを指摘 して い る｡ まず始 めに 陶酔の 段階が

あ る｡
これ は言 い 換えれ ば

､ 作品全体を貫き
､ 個性的な

全体 と して 作品をま とめ上 げて い る ような浸透的な質を

経験 す る段階 で あ る｡ こ の 段階は い つ ま で も続くの で は

なく､ もしもこ う して 全体 へ の 意識 とい う 個人的な 経験

を保持 し培う ならば､ おの ずか ら ｢識別｣ の 段階 に 移行

す るもの で ある｡ この 段階 は､ より高い 陶酔の 段階 へ 昇

る ための 中間的期間で あ る｡ デ ュ
ー イ は ｢ こ の 識別の 結

果が美的教育 に 決定的に 寄与す る｣
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と述 べ る｡

こ の よ う に 作品に 出会 い 鑑賞す る 時の リ ズ ム の 捉え

は グ リ ー

ン の 美的教育も同様 で あ る｡ 最初は よ り受容

的 な出会 い が あ り､ 次 に テ ィ
ー チ ャ

-

ア
ー

テ ィ ス トが

フ ァ シ リ テ
一

夕
-

と して ワ ー ク シ ョ ッ プ を リ ー ド して

い く こ と に よ っ て ､ 生徒た ち は より能動的に ､ ま た 分

析的 に 作品 を見 る よ う 導か れ る｡ し か し従来 の ｢ 美的

教育｣ 研究 が こ の 分折的な 段階 に より集中 して い る よ

う に 見え る の に 対 して ､ グ リ ー ン は､ あ ま り言及 さ れ

て こ な か っ た そ の 前後の 段階､
す な わ ち作品と の 出会

い の 部分 に
､

より意識的 に 言及 し て い る よ う に 思 わ れ

る ｡ 例え ば最初 の 受容 の 段階 に つ い て グリ ー

ン は次 の

よ う に 述 べ て い る｡

大事な の は
､

そ れ らの 知識 は我 々 の 芸術 作品と の

出会い の 瞬間 に意識 の 前 面 に 出て い る必要 は な い の

だ とい う こ と で あ る
｡ も し前面 に出 て い る と､ 我 々

は意 識を そ ら し やす く ､
と らわ れ が ち に な る｡ 私 た

ち の ( 芸術作品 へ の) 注視は ､ 拡散 し が ち に な る の

で あ る｡

虚心 に 作品 と 向か い あ う こ との 重要性 を
､

グ リ ー

ン

は生 徒 に つ い て も教師に つ い て も説 い て い る｡ 受容 一

分析 一 受容､ あ る い は鑑賞一研究一鑑賞 と い う リ ズ

ム の 面 だ け を 見 る と ､ 7 0 年代美的教育 と共通 して い

る と い う こ とが で き る が
､

グリ ー

ン に お い て は力点 の

置 き方 と そ の 時間 の 広 が り と い う 点が 違 っ て い る｡ グ

リ ー ン は さ ら に ､ ｢ 生徒が 教室 を離 れ た と き に ､ 素晴

ら し い こ と が 起 こ る｣ と言 い
､ 学 びの 時空間 を､ 授業

の 時間と教室 と い う 空間に 限定 して い な い ｡

2 ) 学びの リ ズム と､ 学びの 空間の 拡大

美的教育 プ ロ グ ラ ム に 共通 す る 特徴と して ､

一

つ の

作品を表現的た ら し めて い る特徴的な 要素 を取り上 げ

て 生徒 に 着目さ せ る と い う教授上 の 方法 が あ る｡ 生 徒

が ま ず 作品 そ の もの に 向か い 鑑賞 した 後､ 主 要 な学習

内容 と して
､

そ の 作品 に つ い て 学ぶ べ き表現要素 へ と

- 2 1 1 -

芸術家が
､ 芸術作品 (中略) に つ い て の ワ ー

ク シ ョ ッ

プ を行 う 時､ 素晴 ら し い こ と が 起 こ る｡ ま た ､ 芸術

家が 去 っ た 時に も､ 素晴 ら しい こ とが 起 こ る｡ わ れ

わ れ は
､ 生 徒が 丑室を 離 れ た とき ､ 彼 らが 教え られ

た こ と を越 え て 進む 時 に
､ 何 が 起 こ るだ ろう か と

､

た だ た だ興 味を もた ず に お れ な い
｡ 学 びの 多くが 後

か ら起 こ る とい う こ と を私 た ち は よく知 っ て い る
｡

若 い 人が 例 え ば ､ 廊下の 端 ま で 歩い た ときふ と ジ ェ



桂

ス チ ャ
ー

を や っ て み る ､
だ れ か が ピア ノ や ギ タ

ー で
､

モ ー

ツ ァ ル トの テ
ー

マ を 弾 い て み た り して い る ｡
だ

れ か が 家の 鏡の ま え で ､ 対話 を ま ね て や っ て み よう

とす る｡
こ の よ う に 解放 され る 瞬間を 人 々 に 与え る

よ う な状 況 を ､ どう や っ た ら つ く る こ とが で き る だ

ろ う か
∠】

｡

こ の よ う に 述 べ て
､ 芸術作品と の 避遁 に よ っ て 個人

の 中で 起 こ る 変容ま で を芸術教育 と考え る グ リ ー ン に

お い て は
､ 学 びの 時間 ･ 空間も 授業時間 と教室 に は 閉

じな い ｡ そ れ は
､

グ リ ー ン が 芸術の 意味 を､

一

人 ひ と

り の 実人生の 中 に 統合 さ れ た 姿で 見 よ う と し て い る と

い う こ と か ら必然的に もた ら さ れ る もの で あ る と 言 っ

て 良い ｡

3 ) 教師の 役割

した が っ て ま た
､ 教師の 役割 に も変容 は及 ぶ こ と に

な る｡ 生徒 に 芸術作品に 対面 さ せ る時 の 教師の 役割を､

グリ ー

ン は ｢ 批評家
一

教師｣ と い う 呼称 で 表現 して い

る｡ 生 徒が 芸術作品に つ い て より よ く気 づ く よう に す

る た め に 教師 が教室で 語る 語り は
､

あ る意味で 批評家

的な 役割 の も の に な る か ら で あ る｡ 例 え ば
､

生徒た ち

が 作品 そ れ 自体 に 注目す る の を援助 で き る 言葉を 持 た

な くて は な ら な い ｡ 様式 に つ い て の 知識 ､
そ の 作品 を

表現的 な も の に して い る
一

つ の 要素 が どれ だ け特徴的

で あ る か を語 る こ と が で き な く て は な ら な い ｡ 芸術 が

何で あ り､ 何 で あ り 得る の か と い う 明噺な 考え を も っ

て い なく て は な ら な い ｡ 芸術作品を注意深く見 る こ と
､

ま ず は教師自身 が ｢ 気づ か れ る べ き もの｣ に 気 づ い て

い る こ とが 前提 と な る ｡ 批評家 と 呼ぶ に 値す る ほ ど､

教師自身が そ の 芸術作品 に 真撃 に 向か い 合い そ れ を を

自分の もの に し て い る こ と を､ グ リ
ー

ン は 要求 し て い

る の で あ る｡

さ ら に グ リ ー ン は ､ 教師自身 が授業に 望む 時 の 資勢

に つ い て
､ 教師 と して 教室 に 行く前 に は 既 に 知 っ て い

る 作品 を改 め て 読 み 直す と い う 例 を 出 して
､ 次 の よ う

に 述 べ て い る｡

そ れ は
､ 私 自身 を 2 0 世紀 の 通常世 界か ら 引 き離

す た め だ け で は なく ､
こ れ ま で に 読 ん だ 多く の 批評

を ､ 脇に 押 しや る た め にで あ る ｡ ( 中略) 最 初の 印

象ほ ､ 何年 もた っ た 後 で さえ も､ 矯 正 す る こ と は で

き る
｣ ソ

o

グリ ー

ン に と っ て 教師 は
､

生 徒 に 対 して ｢ 自分自身

が そ の 作品 を旅 す る｣ よ う に と促 す 役割を も つ 者 で あ

る が
､

そ の た め に 教師が そ の 作品の 表現的 な意味 を ､

自分自身 で あ ら た め て 探 し 出そ う と す る こ と が必要 な

の で あ る｡ 既 に 知 っ て い る作品で あ っ て も､ 教室 に 行

直 美

くま え に ､ 自分自身 の こ の 作品 へ の 反応 を も う 一 度沈

思黙考 す る｡ こ れ ま で に 読ん だ多 く の 批評 を と りあ え

ず頭 か ら追い 出し､ 脇 へ 追い や る こ と が必要だ とい う｡

教師自身が先入 見 を 取り去 っ て
､

い か に 虚 心 に 向か い

合う こ と が で き る か ｡ 予 め持 っ て い る 知識 を 振 り回す

こ と な く､ 子 ども た ち と同 じ よ う に
､

そ の 作品 に 向か

い 合う と 同時に 素の 自分 と 向か い 合う ､
と い う 厳 し い

要求を教師は つ き つ け ら れ て い る と い え る ｡ グ リ ー

ン

はさ ら に 言う ｡

私た ちが 美学的 な思考 に 親 しん で く る ほ ど に
､ 私

た ち は
､ 自分の 批評 的な判 断の 下 に よ こ た わ っ て い

る仮定を 見 つ め る こ と に熟 達 して く る｡ す なわ ち､

芸術の 本質や 芸術 の 場 所に つ い て の 仮説 で あ り ､ あ

る い は美 や意味や 主 題や形 式に つ い て の 仮説で あ る｡

私 た ちが 教室 で 行 う語 りと して の 批評 は､ 常 に こ の

種 の
一 定の 仮説 の とに 立 っ て い る ｡ そ の こ と を 明瞭

に 知 る こ と は
､ 啓 発的で あ り自 ら を 自由 に す る こ と

で さ え あ っ て
､ 私 た ち が ど こ に 立 っ て い る の か を 明

確 化す る こ と に な る の で あ る
｡

ソ
r

'

教 師は､ 教え る 一 教 え られる とい う 関係 で 生 徒 に 向

かい 合う よりも､
まず 芸術作品に 向か い あう ｡ その 芸術

との 対話や批評や美学的考察 が､ 教師自身 に と っ て も､

生 徒 に と っ て と同 じよう に
､ 自 己省察 に つ なが るもの と

なるはず で ある｡ 自分自身 の 持 つ 仮定や前提 へ の 気 づ き

に よ り､ 人 はよ り自由 に な ると グリ ー

ン はい う｡ 芸術の

意義は グリ
ー

ン に おい て
､

こ の ような 自 己省察 と自 己変

革の 次元で 捉えられて い る こ とが わかる｡

3
.

70 年代 ｢ 美的教育 力 リ キ ュ ラ ム｣ と の

違いから見え るもの

( 1 ) 芸術作品との 出会 い : ｢ 一

つ の 作品｣ へ の 焦点化

一 つ の 複雑 な 全体 と し て
､

丸 ご と の 芸術作品と 出会

う こ と が 強調 さ れ て い る の が ､
L C I 美的教育 の 第

一

の 特徴 で あ る と い え よ う｡ ｢ 一 つ の 作品｣ に 焦点化 す

る ア プ ロ ー チ は
､

7 0 年代美的教育 よりも は る か に 明

確 で ある

70 年代の カ リ キ ュ ラ ム は
､ 学 ば れ る べ き概念､ 要

素 な どが ､ カ リ キ ュ ラ ム 内容や カ リ キ ュ ラ ム の 構成原

理 と し て 重視 され た｡ そ れ が 一 つ の 作品に 先行 して お

り
､

そ の 内容 に 併せ て 作品が 選ば れ る､ とい う よう に ､

学習目的に 対 し て 作品が 二 次的 で あ っ た｡ グリ ー

ン に

お い て は
､ 学習目的は

一

つ の 芸術作品の 経験に 先立 っ

て 決定 さ れ得 な い も の で あ る｡ そ の 作品を 作品 と して

最 も深 く味わ う た め に
､

ど の よ う な 表現要素が 特徴的

で あ る か､ と い う こ と が 二 次的に 決ま っ て はく るが
､

そ の 逆 で は な い ｡ 教師 と テ ィ
ー チ ャ

ー

ア
ー

テ ィ ス トが
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M . グリ ー

ンの 美的教育哲学

作品を選 ぶ 原則 は､ 子 ど も た ち が より意味深く経験が

で き る作品は何 か と い う も の で あ る｡ 子 どもた ち の 先

行経験 や現在 の 経験 に 照 ら し て ､ 教師 と の 相談 で 決定

さ れ る こ と に な る｡

ま た
､

一

つ の 作品に ア プ ロ ー チす る際の 入 り 口 を､

教師と テ ィ
ー チ ャ

ー

ア
ー

テ ィ ス ト の ブ レ
ー

ン ス ト ー

ミ

ン グ で な る べ く多く探す と い う こ とが 心 が け られ る｡

多様 な生徒 と の 授業 に お い て は
､ 作品 へ の ア プ ロ

ー チ

も多様 で あ る 方が 望 ま し い
｡

こ う した 考 え も
､

7 0 年

代 の 美的教育 力 リ キ ュ ラ ム に は なか っ た もの で あ り､

一 つ の 芸術作品 と い う 存在自体 を重視 した 故の 特徴で

あ る と い う こ とが で き る ｡

( 2 ) 数値化や 標準化を 拒む 動的なプ ロ セ ス

す で に 見 て き た よう に
､

グ リ ー

ン は私た ちが 慣れ 親

し ん で き た カ リ キ ュ ラ ム の 概念 を変え な く て はな らな

い だ ろう と指摘 し
､ 数量化さ れ る 評価 よ り も はる か に

大事 な も の が ある と言う ｡

批評的な プ ロ セ ス
､ わ か るよ う にす るプ ロ セ ス は ､

重要な もの で あ る｡

わ れ わ れ が さ い ご に た どり着く結び の プ ロ セ ス よ

りも は るか に重要で あ る し､ ま して や ､ 測定可能な

成果 よ り もず っ と重要で あ る-
2 1

｡

米 国 70 年代の 美的教育論 は
､

6 0 年代 に 始 ま っ た 大

規模 な カ リ キ ュ ラ ム 改革 ･ 教材開発運動の 余波の 中 に

あ っ て ､ 目標 ･ 学習内容 ･ 到達度の 評価と い っ た もの

を 目 に 見え る 形で 言語化 して 記述 した り､ 定量的な 把

握 をす る こ と が 求め ら れ た ｡ ベ ネ ッ ト ･ リ ー マ ー

に よ

る 美的教育力 リ キ ュ ラ ム ( 教科書と 教材を セ ッ トで 開

発 し たもの) で は
､

各単元毎の 評価用 具と して チ ェ ッ

ク リ ス ト付き の リ ス ニ ン グテ ス トが 作ら れ ､ 行動目標

と い う 言葉さ え 用い ら れ て い る ｡
こ の 時代の 美的教育

力 リ キ ュ ラ ム研究 に お い て は､ 既存の 学校数育カ リキ ュ

ラ ム 制度が 大前提と な っ て お り
､

グリ ー

ン の よ う に 芸

術の 性質か ら カ リ キ ュ ラ ム の 在り 方を 問い 直 す と い う

ス テ ッ プを 持 ち得な か っ た｡ 逆 に
､ 教え ら れ る こ と と

教え ら れ な い こ と が あ る と して ､ 芸術作品と 対面 した

最初と
､ 分析的な 学習活動 を 通過 した あ と に も う 一

度

芸術作品 に 向き 合う経験 の 部分を ､ 教師の 手 の 触 れ ら

れ な い もの と して しま い
､

そ の 中間に お か れ る分析的

な 活動だ けを教育 で き る範囲と した の で あ る｡ す な わ

ち､ 既存の 制度 に あ わ せ た た め に
､ 芸術教育 に お け る

｢ 教 え る｣ t e a c hi n g と い う 言葉 の 意味 を壊小化 し て し

ま っ た と い う こ と が で き る｡

( 3 ) 美的経験概念

そ う した 70 年代美的教育 力 リ キ ュ ラ ム と は 対照的

に
､

グ リ ー

ン の 美的教育 に お い て は
､ 分析的 な活動 は

美的経験 の
一

部 に しか す ぎず ､ 作品 と対面す る経験の

も っ と も始 め の 部分か ら
､ 分析的検討を 通過 した 後の

経験ま で を含む ｡ グ リ ー

ン に お い て ｢ 美的経験｣ は単

に 作品の 知覚 に と どま る もの で はな く､ 知覚 した もの

を具体化 して 自分の もの に す る と い う 局面 を含む の で

ある ｡ さ ら に
､ その 局面 に 働き か ける 教師の 役割を 具

体的に 捉え て い る と こ ろ が 70 年代 の 美的教育 プ ロ グ

ラ ム と の 違 い と し て 重要 で あ る｡ そ れ は 70 年代 の 美

的教育 力 リ キ ュ ラ ム 開発運動 に お い て
､

｢ 教 え る こ と

の で き な い｣ 局面 と して 分 ける こ と に よ り､ 事実上 教

師か ら の 関わ りか け を切り捨 て て しま っ た部分 で あ る｡

リ ー マ ー は次の よう に 述 べ て い る ｡

こ う した 要素､ す な わちメ ロ デ ィ
ー

､
- - モ ニ ー

､

リズム
､ 音色､ テク ス チ ェ ア ､ 形 式の 表現的な質 は､

ま っ たく客観 的なもの で あ っ て ､ 特定 し､ 名前を つ け ､

操作 し
､

討議 し､ 文脈か ら取り出 し､ また 戻 したりす

る こ とがで きる｡ ( 中略) 音楽の 美的要素 へ の 感情 に

満ちた 反応は実 に言語 に絶 した もの であ るけれ ど､ そ

の 反応を喚起す る要 素はそうで は ない
｡

L' 5

リ ー マ ー は物的世界に 属す る と い う 意味で の 表現形

式の 客観的側面を ､
デ ュ

ー イ の 考 え 方に 依拠 しな が ら

強調 した
一

方 で ､ 主 体の 参与を そ れ と 切り離 して 捉え

て い た｡ リ ー

マ
ー が い う よ う な

､ 文脈か ら 切 り離 して

取り出 し
､
記述的な 言葉で 説明 し操作す る と い う 活動

は ､ む しろ ｢ 経験 か ら 遊離 した 存在を 背負わ さ れ て い

る よう な事実
一

般｣ へ 向か う活動 となりや すく
､

デ ュ
ー

イ の い う 再認 ( r e c o g n iti o n ) に お わ る活動 と なり か ね

な い ｡

筆者 は か つ て 次 の よ う に 述 べ た｡

児童 が 作品と 出会 っ た 時の ｢ 私的経験 を 保持 し
､

培 う｣ と い う 重要な プ ロ セ ス を教師は どの よ う に 見

取 る の か
､ 理 屈抜 き の 直接的ErJ 象が最 初に 生 じ､

そ

れ を 育む こ と で 自然に 識 別の 段 階 へ 移行す る とい う

こ と を どの よ う に 保障 しよ う と す る の か｡
こ う し た

意識 が 教師や カ リ キ ュ ラ ム 作成者 の 側に な い 場合､

デ ュ
ー

イ が警 告す る う よ う に ｢ 手段 の 分析 が 目的の

享受 に 取 っ て か わ｣ り
､

あ る い は ｢ 制作の 手法の 点

だ け か ら絵 画を 見て
､ 手段 が 目的か ら遊 離 した も の

と な っ て
､ 美的認識と な ら な い｣ と い う状態 に 陥り

やす い と い え る
二l '

｡

こ の よ う に
､

7 0 年代美的教育が そ も そ も 教師 の 関

与の 及ばな い もの と決めて しま っ た部分に
､

ワ ー ク シ ョ ッ

プ と い う形式 で 教師と ア
ー

テ ィ ス トが働 き か け よ う と

I--･･
l
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桂

して る の が ､
L C I の 美的教育 プ ロ グ ラ ム で あ る と考

え る こ と が で き る ｡ こ の こ と が 70 年代 の カ リ キ ュ ラ

ム に で き ず､ グリ ー ン 等の カ リ キ ュ ラ ム に お い て 可能

に な るの は何故 で あ っ た の か｡ そ れ は
､

グリ ー

ン等 が､

芸術作品を成就 され る べ き も の と して と らえ た た め に
､

カ リ キ ュ ラ ム 開発 も学校授業空間に 限定 さ れ な い
一

般

の 芸術享受体験 や､
ア

ー

テ ィ ス トた ち が 自分自身芸術

作品と どの よ う に 出会 い 向か い 合 う か と い う こ と を モ

デ ル と して ､ 子 どもの 芸術経験 が プ ラ ニ ン グ さ れ て い

く プ ロ セ ス と な っ た か ら で あ る｡ ゆ え に ､ 予め設定 さ

れ る 目標､
あ る い は知識 や ｢善 さ｣ を教師が子 どもに

伝え る と い う近代学校教育制度 に 埋 め込 ま れ た概念 シ

ス テ ム に と ら わ れ なか っ た｡ ま た
､ 仲間 と協働で 学 び

､

集合的な 美的経験 を 追求す る形式と な っ て い る の で ､

生 徒を 個別に 測定す る
､ 個人間の 競争 を前提 と す る評

価 シ ス テ ム も こ こ で は 斥け ら れ て い る の で あ る｡

まとめ

グリ ー

ン の 理 論 と､ そ れ に 基 づ く L C I 美的教育 プ

ロ グ ラ ム は ､ ア
ー

テ ィ ス トや
一

般の 人が 芸術に 向き合

う 美的経験を プ ロ トタ イ プと して ､ 芸術の 本質 に 忠実

に 子 どもの 学 びを構成 し よう とす る カ リ キ ュ ラ ム づ く

りで あ る こ と が わ か っ た ｡ 7 0 年代 の 美的教育 は
､

既

存の 学校教育の 枠組み を 疑う こ とな く
､

そ れ に 合わ せ

た カ リ キ ュ ラ ム を発想 した た め に
､ ｢ 芸術教育｣ の 概

念を 矯小化す る 結果 とな っ た ｡ デ ュ
ー イ の 芸術教育の

理 念 に 基づ い て い な が ら､
そ れ を 表現 し具体化す る 芸

術教育実践 と カリ キ ュ ラ ム に はな り え な か っ た の で あ

る ｡ しか し L C I の カ リ キ ュ ラ ム は ､ 芸術経験作品そ

の もの ､ な い し鑑賞者の み に 帰す る こ とな く､

一 つ の

芸術作品を
､ 作品 と見る 人の 間の 継続的な 相互 作用の

中で 成就さ れ る べ き もの と捉え た ｡ そ の た め に
､ 批評

家や ア
ー

テ ィ ス トの 芸術 との 関わ りを モ デ ル と して ､

芸術の 教育的な 力 と は何か を問う と こ ろか ら出発す る

こ とが で き ､ 芸術経験を よ り深め る た め の 学 びを 組織

し よう と した ｡ そ の こ とが ｢教育｣ と は何か と い う 問

い を もた ら し
､ 教授 - 学習シ ス テ ム と い う現行の ス キ ー

ム の 不十分さ を照 ら し出 して い る の で ある ｡
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