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音の体験 にお ける子ども連 の ｢ 感 じる力｣

一 自由な発想 を促す空間 『音の館』 の創出 -

松本 金矢
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･ 奥田 博子
* 2

･ 日下 穏子
* 2

･ 根津知佳子
* 3

津市 K 地区合 同文 化祭に お い て
､ 子 ど も達 の ｢ 感 じ る力｣ を育 む た め の 体験展示 『音の 館』 を企画 ･ 実践 し

た
｡ 中学校美術室に お い て

､ 手作り ス ピ
ー

カ
ー

を 用 い て 日 常生活音を 再生 し
､ 子 ども達の 反応を エ ピ ソ

ー

ド と し

て 記述 した
｡ 子 ども達の 言語表現 や 行動 に 注目す る こ とで

､ 本活動 の 意味を 検討 した の で 報告す る｡

キ
ー

ワ
ー

ド : 感性､ 手づ く りス ピ ー カ ー

､
エ ピ ソ ー

ド記録

1
.

は じめに

本学で は教育目標 と し て ｢ 感 じ る力｣ ｢ 考え る 力｣ ｢ 生

き る 力｣ の 育成を掲 げ て い る｡ 教育学部 に お い て は
､ 特

に
､ 学ぶ こ と へ の 動機 づ け に か か わ る ｢感 じ る力｣ の 育

成が 重要 な テ
ー マ と な っ て い る｡ 著者 ら は

､
三 重大学学

長裁量経費プ ロ ジ ェ ク ト三 重大学 c o E ( B) (以下 K a n s ei

研 究会 とす る) の 一

環 と し て
､ 領域 の 異 な る実践 ･ 研究

者 と 学生が
､
｢ 感 じ る 力｣ を育成 す る た め の 教育モ デ ル

の 開発 に つ い て 研究 し
､ 教育隣接関連領域の 様 々 な現場

に お い て
､
｢ 感 じ る力｣ を 育 む た め の 実践を展開 して き

た｡ 津市 K 地区 の 保幼小中合同文化祭 に お け る 支援活

動もそ の つ な が り で あり ､ 『音 の 館』
1

は
､
『輪 ゴ ム の 部

屋』
l l

､ 『c o 11 a g e 作 品の 制作』
il

l

に 続 き 本年度 で 同文化祭

に お ける体験展示の 3 回目の 活動 と な る｡ ま た
､

こ れ は､

K a n s ei 研 究会 の プ ロ ジ ェ ク トと し て 3 年以 上 に わ た り

実践 して い る
､ 放課後学習支援活動の 延長線上 に あ る ｡

『音 の 館』 と は
､ 中学校 の 美術室 に 手作り ス ピ ー カ ー

を

配置 して
､

日 常生 活の 中で 聞 こ え て くる 音を 再生 し､ 参

加者が そ こ に あ る 音 ･ モ ノ ( 者､ 物) と 自由に 関わ れ る

よう な 場を 提供す る もの で あ る｡

こ の 活動を 『音 の 館』 と 命名 した の は ､ 学校 の 美術室

と い う 日 常的な空間の 中で ､ 参加者 に 非 日 常的な音 だ け

の 世界 に 浸り自由に 発想 して もらう た めの 安全 な
"

場
"

-

"

枠組み
' '

を 表す た め で あ る ｡ 本研究で は､ 『音 の 館』 と

い う場 で 参加者 が どの 様 な反応 ･ 行動 を示す の か に 注目

し
､

音 か ら想像 し た もの を言語化
､

あ る い は動作 に 表出

す る 瞬間に 焦点 を 当て て ､ 子 ども達 の ｢感 じ る力｣ に つ

い て 検討す る と と も に
､ 本活動 の 意味 に つ い て 考 え る｡

* 1 三 重大学教育学部技術教育

* 2 三 重大学大学院教育学研究科修士 課程 1 年

* 3 三 重大学教育学部音楽教育

2
. 活動の概要

2 - 1 . 活動 の 位置 づ け

K 地区は 1 小 1 中の
一

貫教育特区モ デ ル 校区で あ る｡

こ こ で 行 われ る合同文化祭 は､ 小学校児童 と 中学校 の 生

徒 に よる合同実行委員会形式で 運営さ れて お り､ 保育所､

幼稚園 だ け で なく老人会や 福祉施設 の 人 々 も参加す るな

ど､ 地域全体 の 行事 と して 定着 し て い る｡

文化祭 の 午前 の ス テ
ー ジ発表 に 続く体験展示 は

､ 中学

生が 保育所 ･ 幼稚園 の 幼児を引率 し て
一

緒 に 楽 しむ もの

で あり､ 保幼小中合同の 文化祭 に ふ さ わ し い 特徴的な 企

画で あ る｡ こ の 企画の 一 つ と して ､ 大学生 に よる 体験展

示が 位置 づ け られ て い る ｡

2 - 2
. 活動の 条件

会場 は
､

H 中学校校舎 2 階の 美術室 ( 8 m X 8 m X 2 .6

m ) で あ る｡ ( 図 1 参照)

プ ロ ジ ェ ク トを 企画す る 上 で 重視 した こ と は次 の 2 点

で あ る｡

① 音 の 聴き方を指定 し な い ｡

② 音響装置以外 に 特別 な材 を持 ち込 ま な い ｡

活動 で 最も参加者 の 目に ふ れ る もの は音響 ス ピ ー カ ー

で あ る｡ 音 の 出所 と し て 注意 を 引く た め
､ 実際に 手 で 触

る な どの 行動も想定 され る｡ 著者 ら は､ 教育隣接関連領

域 の 様 々 な現場 に お い て ､ 音響装置 を用 い た実践 を行 な

い
､ 対象者 に 与 え る影響 を考慮 し て ､ 木目を活 か し た手

作り ス ピ ー カ ー

に よ る音響装置の 開発 を行 な っ て き た
1

｡

今回の 企画 に お い て も､ 手作り ス ピ ー カ ー を用 い る こ と

で ､ 児童 ･ 生徒が 親 しみ を 持 ちな が ら も
､ 視覚的 に 受 け

る 刺激が 小さ く､ 音 に 集中で き る もの と考え た ｡

ー 4 7 -



松本 金矢 ･ 奥田 博一-I
.

･ Fl 下 底 子 ･ 根津 知 佳イ･

園 1 F 青 の 館』 会場の 美術室

〟冬
h 姦表

写真 1 当E] の 活動の様 子

2 - 3 . 音 の 創作

者の プ ロ グ ラ ム を 企画す る に あ た っ て 以 下 の 点 を 重視

し た ｡

① 個人 の 噂好 や 聴取経験 に よ る差か 大 き く影響 す る 音

楽は 用 い な い ｡

(2 ･ 単 に 何 の 音 で あ るか を当て る だ け で なく､ 音 を 聴く

こ と で 新 た な 見方 か出来 る よ う に す る ｡

@ 様 々 な 年齢 の 人が音 を聴 童
､

発想 の 違 い を楽 し め る

も の とす るo

以上 の こ とか ら
､

プ ロ グ ラ ム で 使用 す る の は 身 の 回り

の 生活音 に 限定 し た o そ の 理 由 と して 2 点 あ げ ら れ るo

l 点目は ､ 楽曲を使用 して 検討 し た 際､ 体験 した 学生や

教員が
､

曲を
``

聴く
"

こ と に 集中 し
､ 無意識 の[EE 界を 賦

?舌さ せ て い る よ う に 思 わ れ た か ら で あ る o 2 点目 は ､ 青

葉 を使う と休験者同士 の か か わ りが 見 られ ず ､ 発 言や 会

話 が なか っ た た め 個人的 な 体験 に 留 ま っ て い る よ う に み

え た か ら で あ る ｡ ｢ な ん の 音 だ ろ う ? ｣ と 考 え る 時間を

持 つ こ と や. さ ま ざま な 年齢 の 人か 参加す る 合同文化 祭

の 特性 を活 か し､ か かわ り を持 て る よ う に す る た め 楽曲

に 聴き 入 る の で は なく ､ 色 々 な イ メ ー ジ を膨 ら ま せ る こ

と が で 畠 る よ う に 日 常 の 音 に 限定 した G

音源 作成に あ た ･･, て ､
マ イ ク ロ フ ォ ン を用 い て ポ ータ

ブ ル M D デ ッ キ に 録音し ､ 個別の 昔 に 切 り分 け､
C･D - 氏

に 編集し た o 活動 に 使用 した音 の プ ロ グ ラ ム の 例を 表 1

に 示 すo

蓑1 音の プ ロ グ ラ ム の 内容

プ ロ グ ラ ム(I

"

食 べ る
' '

】t o t a , 4
′

, ,
,
,

ポ テ ト ス ナ ッ ク

せ ん 一 くい

お に ぎ り

チ ョ コ ス ナ ッ ク

麺類

質 の 沌

プ ロ グ ラ ム.至
∴

･

L 一

錠 f の 調 理
､ ､

t o t a 】 6
′

一o
′′

キ ャ ベ ツ を 封｣ む

盟を 開 ける

ニ ラ を洗う

ニ ラ を刻 む

調 味料を 人 れ て 混 ぜ る

水を 人れ で 焼 く

蛍の 光

※以 上 の プ ロ グ ラ ム の ほ か に
､

"

季節
' '

(動物 ･ 昆 虫 の 鳴

き 声) ､

"

水
■
'

( 生活 で 聞 こ え る 洗濯 や ト イ レを 流す 音

な ど) も 合 わ せ て
､ 計 4 つ の プ ロ グ ラ ム を 用 い て 実

践 し た ｡

2 - 4 . 音響空間の 構成

『音 の 館』 の 音響空間を 設定 す る に あ た っ て
､ 実践者

か ら設計
･

製作者 に 求め ら れ る条件 は
､

次の 通 りで あ る D

･甘 く つ ろ い だ 状態で 音を体験 で き る こ と
｡

② 音を振動 と し て も感じ ら れ る よ う に す る こ と｡

③
一

方向か ら 音が 聞 こ え る の で は な く､ 音 に 包ま れ る

よ う に す る こ と｡

こ れ ら の 条件 か ら､ ま ず 美術室中央 に 3 .6 m X 3 .6 m

の カ
ー ペ ッ トを 敷 い て 周 り に 椅+ を並 べ

､ 参加者か く つ

ろ い だ状態で 音 を聴 い て も らえ る よう な場所を 準備し た ｡

(至:･ お よ び官
･ の 条件 を 満足す る音響装置を 構成す る た め

に
､ 事前 に 異な る タ イ プ の ス ピーカ ーを 準備 し､ 面積 な

どの 条件 が 近 い 教育学部技術棟 2 僻 の 製図窒を 使用 して ,

3 回 試聴 を 行 っ た o 子 どもの 耳 の 高さ や
､ 聴く 賓勢 を イ

メ
ー

ジ し て 試聴 を 行 っ た 結果､ 最初 に 準備 し た 2 0 c m

バ
ッ ク ロ

ー デ -

/ ドホ
ー

ン 型 ス ピ ー

カ
ー

( D- 5 8 E S ) で は
,

中高昔 の 音圧 が 相対的に 高く 活動 の 目的に 合致 しな い こ

と か わ か っ た ｡ そ の た め
､

1 0 c m バ ッ ク ロ ー デ ッ ドホ
ー

ン 型 ス ピ - カ - ( D- l o t s ) と 3 0 c m バ ス レ フ 型 ス
- パ ー

ウー フ ァ ー 1 台を 3 D j T

一

式 で 接続 す る よ う に 改善 し た o

こ れ に よ り 人間 の 可聴域 (20 - 2 0 k H 乞) に 近 い 範開 を

再生 で き る よ う に し た
L
l ま た

, 音 の 広 か り を 作る た め
､

1 2 c m バ ス レ フ 璽 リ ア ス ビー カ - を マ ト り .

y ク ス 接続 し

- 4 8 -



音 の 体験 に お け る 子 ど も達 の ｢ 感 じ る 力｣

た o 再 生装置全体 の 回路 を 図 2 に 示す o こ れ ら の ス ピ-

カ
ー

回路全体 の 合成 イ ン ピ
ー

ダ ン ス は 2 E? と な り､ 最初

に 準備 し た デ ジタ ル ア ン プ で は
､ 保護回路 が作動 し て 音

量 を上 げる こ と か 困難 で あ っ た た め､ 低 イ ン ピ - ダ ン ス

に 対応 した ス テ レ オ ア ン プ を準備 し た G

図 2 音響装置 の 回 路

3
.

こ ども達 の体験

本研究で は
､ 子 ども遷 の 言動を エ ピ ソ ー ドと して 記述

し
､ 都甲

｣

の 言及す る 『感性 の 表現 の 過程』 に 焦点をあ

て ､
ラ イ フ ス テ ー ジ の 違 い な どの 視点か ら 活動 の 意味を

考 え た い
L ､

o

以 下
､
『普 の 館』 に お け る 参加者の 様子を ､

エ ピ ソ ー

ドと 図で 示すD な お､ 国中 の 記 号の 表す意味は 次の 通 り

で あ る｡

○
-

幼児､ ◎
･ ･ ･

/｣ ､ 学 生
､

● -

中学生

◆ ･ . . 保 護者､ ◇
-

教師､
★ ･ ･ . 大学4 =

.

最 初の エ ピ ソ ー ドは
, 文化祭 に 参加 し た 母 親 た ち の も

の で あ る D

4 9

母親た ちが 詞稚 の 音 をあ る 程 度言 い 当 て る こ と は 想定

して い た が
､ 袋を 開 ける 音な ど の よ う に こ れ ほ ど正 確に

聴き 分 け ら れ る こ と は 予想外で あ っ たo 母 親逮 は , 調三哩

の 音 と 身体感覚が 一致 して お り､ 台所 で の 様子を再現 し

て い る か の よ う で あ っ た ( 下線部) ｡ 母 親た ち は ､ 普段

調理 中の 音をさ ほ ど意識し て い な い と 思わ れ る｡ しか し､

『昔 の 館』 で 普の み を聴 い た と き に ､ 実際 に 自 ら 調理 し

て い る よ う に 手を動か す こ と に よ っ て 調 理 中の 細か な 音

を思 い 出そ う と し て い る よ う で あるo

昔 を 知覚 し音 の 記憶 と照合 す る こ と で
､ 何の 音で あ る

か を認 知 す る と と も に
､ 動作 ( 身体 の 記憶) と も 照ら し

合わ せ な か ら正 確 な イ メ - ジ を形成 して い る D ( 囲 3 参

照)

図 3 母 親た ちの 認 知 とイ メ ー ジ

で は
､ 経験 か母親 よ り も少 な い と考 え ら れ る 子 ども逮

は
､ 音 を き い た 際､ どの よ う な 反応 を示 して い た の だ ろ

う か｡
エ ピ ソ ー ド 2 か ら は

､
そ れ ぞ れ年齢の 異な る子 ど

も た ち の 様子 に つ い て 記述す るD



松本 金矢 ･ 奥 田 博子 ･ 日下 瑞子 ･ 根津知佳子

"

ポ
､

ポ
､

ポ
､

ポ ー

ン
"

と開始 の 合図が な る と 驚 い

て さ っ と ス ピ ー カ ー か ら離れ た ｡ 周りの 園児 はそ れ

を見 て 笑 っ て い た ｡ そ の 反応 を 見て か ､ もう 一

度

A 君 は ス ピ ー カ ー

に 寄 っ て い っ た ｡ 音 が 聞 こ え て

く る と
､ 背を低く し

､
ス ピ ー カ ー

に 耳を 近付 けて 聴

い て い る｡ ① - ⑦ と ス ピ ー カ ー

中心 に 場所を移動 し
､

ス ピ ー カ ー

に 耳 を近付 けな が ら聴 い た ｡

A 君 は ス ピ ー カ ー

の 真 ん 中 に 頭を 入 れ て は
､ 音

に 驚 い て 転 げる よう に ス ピ ー カ ー か ら離れ る こ と を

何回か 繰返 した ｡ 学生が ｢近 づ い て い い よ｣ と い う

と前方左 の ス ピ ー カ ー

の と こ ろ に い き耳 に 手を 当て ､

聞 き耳 を立 て て い る よう だ っ た ｡ しか し突然聞 こ え

て き た
` `

バ リ バ リ !
"

と い う 音 ( せ ん べ い を食 べ る

普) に 驚き飛 び上 が り､ 倒れ る よう に 最初座 っ て い

た 場所 に 戻 っ た ｡

ま た 音が 聞 こ え る と ( ス ナ ッ ク の 袋を 開 ける音)

今度 は 右前 の ス ピ ー カ ー

に 近 づ い た ｡ A 君 は ｢ 歩

き ? ｣ と 学生 の 方 を 向い て 聞い た｡ 学生 が 答え を言

わ な い で い る と
､ 今度は 足踏み を して ｢ あ

､
る

､ き｣

と言 っ た｡ ｢ こ わ し と る｣ と ス ピ ー カ ー

を 指差す こ

と もあ っ た｡ A 君 は
､ 音 の 出所 が と て も気 に な る

よ う で
､ 再生機 の 回 り も ウ ロ ウ ロ し た｡ そ の 後 は

｢ か じ ? ｣ ｢ か い じ ゅ う ? ｣ と立 て 続 け に 答 え を求 め

た ｡ 学生が ヒ ン トを与 え な が ら 答え を言 う と､ 安心

した の か ､ 自分の い た場所 に 座 っ た
｡

A 君 は
､

ス ピ ー カ ー の 振動 や 音 を感 じ な が ら
､ 音 に

よ り運動感覚を呼 び起 こ さ れ て い る ｡
A 君 は ､ 闘う よ

う な し ぐさ を し た り
､

ス ピ ー カ ー が 出した 音に 驚 い た り､

ス ピ ー カ ー

そ の もの との かか わりを楽 しん で い る よう だ っ

た｡ ス ピ ー カ ー と 自分 と の 様 々 な距離 の と り方 で (下線

部) ､ 音 に 興味 を持 ち
､ 何の 音 な の か考 え て い た｡ A 君

に と っ て は
､ 始 め に 見 た と き の ス ピ ー カ ー

そ の もの の 印

象 が手伝 っ て 最終的に 怪獣 な どの 特撮の イ メ
ー

ジ に な っ

た よ う に も思 わ れ る｡ ス ピ ー カ ー

自体手作り と い う こ と

もあり､ 木目の 持 つ 優 し さや 形の 面白さ に 惹か れ た と い

う こ と もあ っ た の だ ろう ｡

A 君 は
､ 音 と の 関わ り と 共 に そ の 場 の ス ピ ー カ ー や

再生機 とい っ た モ ノ との 関わ り に より運動感覚を 呼び 起

こ さ れ 空想の 世界 が 広 が っ て い っ た と考 え ら れ る ｡ A

君 はイ メ
ー

ジ が 固定さ れ る こ とな く ｢ 食 べ る｣ と い う プ

ロ グ ラ ム 音か らそ れ と は 別の 様 々 な イ メ ー ジを 膨 らま せ

て い っ た｡

【エ ピ ソ
ー

ド 3
. 積 み木】

小 ･ 中学校の 先生に 連れ られ て ､ 小学校 1 年生の

B さ ん が や っ て 来 た｡ ス ピ ー カ ー の ほ う を 向い て 座

り､ ひ とり の 先生 が B さ ん と 向か い 合う よ う に ､

もう
一

人の 先生 は横 に 寄 り添 う よ う に 座 っ た｡ B さ

ん は 何が 始ま る か わ か ら な い が 楽 しみ に して き ち ん

と 正 座 して ス ピ ー カ ー と 向か い 合い
､

プ ロ グ ラ ム が

始ま る と ､ そ れ ぞ れ の 耳を す ま す よ う に 顔を 伏せ て

聞い て い る先生 の 顔 を毎回覗き込 む よう に ｢ え ー

? ｣

と 言 っ て
､

ス ピ ー カ ー と先生 を 交互 に 見 て い た｡ B

さ ん は 先生方が 渋い 顔をす る の を見る た び に 笑 っ て

い た｡ 先生が ｢何や っ た ? 言 う て み ? ｣ と 促す と
､

｢ - つ みき ? ｣ と答え
､ ｢ こ う い う - こ こ ? ｣ と 積み

木を積ん で い る 時に 聞 こ え て い る音を思 い 出 して い

る か の よ う だ っ た｡

B さ ん は と て も小 さ い 声で 答え ､ 動作も首 をか し げ る

な どし て
､ 自信 が な さ そ う に 毎回先生 や学生 を見 な が ら

話 し て い た｡ こ こ で の 発言も､ 先生 が い な けれ ば聞 け な

か っ たか もしれ な い ｡ 先生 の 顔 を覗 き こ ん で い る 様子 も

み ら れ
､

` `

先生 と 一

緒 に い る か ら
''

と い う 安心 感 か ら 言

語化 で き た の で は な い だ ろう か ｡

再生音 に 対 して A 君 は
､ 運動感覚 ( パ ン チ ･ 足音)

を 中心 と した 反応 を して い る ｡ 『音 の 館』 と い う 同 じ空

間 で
､

A 君 は ス ピ ー

カ ー と い う モ ノ ( 物) と 関わ っ て

い る の に 対 し､
B さ ん は 音空間 の 中で 教員 と い う モ ノ

( 者) と 関わ っ て い る｡ A 君 も B さ ん もモ ノ と の 関係 か

ら運動を イ メ
ー ジ して い る こ と が わ か る｡

- 5 0 -



昔 の 体験 に お け る 子 ども達 の ｢ 感 じ る 力｣
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図 4 園児
･ 小学校低学年児童 の 音の イ メ

ー

ジの 表出

次 の エ ピ ソ ー ドは
､

｢ プ ロ グ ラ ム 『鮫子 の 調理』 ( 表 1

の ｢ プ ロ グ ラ ム厚)キ ャ ベ ツ を刻ん で い る 昔｣) で ､ ｢ レタ

ス｣ ｢ に ん じん｣ ｢ 白菜! ｣ な ど の 声 が飛 ん で い る 時 の 小

学校 6 年生の E 君 と 中学生 F 君の 様子で あ るo

5 1

図に 示 した 通り､
F 君 は ス ピ ー

カ
ー か ら

一

番遠い 場所

に 座 っ て い た｡ ま た
､ 体験展示 の 時間も 残りわ ず か で

,

た く さ ん の 参加者が い た た め ､ 『昔 の 館』 に は再生音 だ

け で は なく ､ 話し声､ 物音な どの 様 々 な音で 溢れ て い たo

そ の よ う な 空間で
､

F 君 は 台所 か ら匂 っ て き た か の よ う

な発 言を し て い る ｡

4 . まとめ

本活動 を実践す る 上 で ､ 日 常 の 学び の 空間 で あ る 美術

室 と い う場 を荒 ら す こ と が な い よ う に ､ 音響機材や そ の

配置､ 音源 の 選択 に 配 慮し た が
､ 結果的に 美術室と い う

日 常的な 情景を保 つ こ と が 視覚 へ の 刺激を最小限に 抑え ､

子 ども達 に 音 に 集中し て もら え る環境 を提供す る こ と に

つ なが っ た｡ ま た
､ 参加者が 安心 して 活動 し､

モ ノ ( 者 ･

物) と じ っ く り 関 わ る こ と が で き た の は
､ 本活 動 が K

地区と大学 と の 継続的7
L

i 関 わ り の 延 長線上に あ り
､ 放課

後学習支援等を通 し た 子 ども達 と大学生 と の 信頼関係 が

確立 さ れ て い る こ と に よ る と こ ろ が大き い ｡

子 どもた ち は
､ 本活動 の 企画段階で 想定 して い た 以上

に 音や モ ノ ( 物､ 者) と 相互 に か か わ り な が ら 『普 の

館』 の 中 で 過 ご し て い た｡ 経験豊富 な母親 た ち は言己憶を

呼 び起 こ す だ け に と どま っ た か､ 子 ど もた ち は 聞 こ え て

く る の が何 の 音で あ る か を正 確 に 言 い 当 て る こ と は で き

な い か
､

そ の 分青 か ら多く の 言葉 や 動き を イ メ
- ジ し そ

れ を表現 し て い た ｡ 運動感覚 を 呼 び起 こ し た り
､ 痛 み や

匂 い を感 じ た り
､ 聴覚以外 の 感覚 も活 用 し て 『音 の 館』

を楽 しん で い た
｡

一

方 ､
エ ピ ソ

ー ド中 に は登 場 し な い が
, 全く わ か ら な

い
,

と い う 表情 を浮か べ る 子 ど もや ､ ｢ な ん の 音だ ろ う｣

と 考え て い る 子 ど も も い た o 正 解 の 音 が わか らず ､ 残念

そ う に して い る こ ともあ っ た が
､

正 解を当て た り､
イ メ

ー

ジ す る だ けで は なく
､

そ れ ぞ れ が 自由 に 過 ご し
､

じ っ く

り考え た り向き 合 っ た りす る こ と もそ の 場の 目的 で あ っ

た ｡ 日 常 の 場所 に お い て
､

こ れ ま で 経験 した こ と が な い

で あ ろ う 今回 の 体験を 通 して
､ 感 じ る 力が 育ま れ た 子 ど



松本 金矢 ･ 奥 田 博子 ･ 日下 壌子 ･ 根津知佳子

も もい る の で は な い か と考 え る｡ 文字通り 『音の 館』 は､

そ れ ぞれ の 自由 な発想 を促す 空間 で あ っ た と い え よ う｡

子 ど も達 の 感 じ る力 を育 む た め に 必要 な も の は､ 安心

し て 参加 で き る
` `

場
"

と
､ 積極的 に 参加 し な い こ と も含

め
､ 自由 なか か わ り を保証す る活動 で は な い だ ろ う か｡

そ の 際 に 重要 な こ と は､ 言動 な ど子 ど も達 の 表現行為を

引 き出 そ う とす る こ と で は なく､ 感 じ た こ と を じ っ くり

と味 わう と い っ た時間や ､ 表現 に 至 るま で の 過程 を大切

に す る こ と で あ る と考え る｡
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i v 都 甲は ､ 感性を ｢静 か な 感情｣ と捉 え､ 理 性 で コ ン

ト ロ
ー

ル で き ､
そ れ を 生 む 感受性を 磨く こ とが で きる

と して い る ｡ ま た 感性を 表現す る た め に は
､

そ の 創出

の プ ロ セ ス を理 解す る こ とが 大切で あ る と して い る｡

す な わ ち､ 聴覚 に つ い て 都甲の 表現 (図 3 ) を 用い れ

ば ､ 外界か ら受 けた あ る 音刺激を ｢感覚｣ と して 受 け

止め
､

脳 で 音の 大 き さや 音色を ｢ 知覚｣ す る｡ さ ら に ､

｢ 記憶｣ と照 ら し合 わせ な が ら､ そ の 昔そ の もの が 何

を 表 し て い る の か を ｢認知｣ す る 一

方で
､
｢ 記憶｣ と

の 照合 か ら
､ 音 を発 す る もの の ｢ 心 象 ( イ メ

ー ジ)｣

を 想起す る｡ さ ら に そ の 昔を
"

美 し い
' '

とか
"

不快 で

あ る
' '

と い う よ う な ｢ 感情｣ を も ち
､

そ の こ と を言葉

や 行動で ｢表現｣ す る ､ とい っ た 一

連の 過程を 辿る こ

とで 感性を 表す こ と が で き る ､
と い え る ｡
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