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一

　「個性」の 問題 は ， 教育 を考え る場合 ，
あ る い は個 々 人

の 成長 ・発達 を考え る場合 ， 基本的な意味を持 っ 。しか

し ，
こ の 「個性」 と い う概念 自体 が 必ず し も明確で な い

。

単なる個人特性 を問題 とす る もの ， 個人差を問題 とする

も の か ら ， 個 々 の 独 自性 ，ユ ニ ーク さ を問題 に す る もの ，

主体性 ・実存性を問題 と す る もの ま で様々 で あ る。した

が っ て ， 「個性の 教育」 と言う場合 も，

1）一人 ひ と りに テ ス トや調査 を実施 した上 で
，

そ の デー

　 タ に 基 づ い て 指導す る。

2）指導や規制 を排除し ， 自分の 心 の赴 くま ま自由に 活動

　す る場 を設定す る。

3）他の 人 と違 うこ と を 発言 し ， 自分だ け の や り方 で 行動

　す る よ う工 夫す る こ とを奨励す る。

4）自分 自身 の 内面 を掘 り下 げ る場を 設定し ， 自分 の 内的

　土台 （実感 ・納得 ・本音） に 基 づ い て 発 言 ， 行動で き

　る よ う奨励 す る 。

な ど ， 多様な発想 とな る。

　われわれ は，「見か け」の個性 ， 「見せ か け」 の 個性 で

な く， そ の 人 自身 の 内実 と し て の 個性 ， そ の 人 の 生 き る

原理 と して の個性を大事に した い
。 そ して ， 個性教育 と

い う こ とで ， 「そ の 人 が その 人 に な り き っ て い く」過程 を

援助す る営み を考 え た い 。

　そ う し た 発想 に 立 っ と，私自身の 考え方で は ， 個性教

育は必然的に 「内面性の 教育」に な らざ るをえない 。

　 い ずれ に せ よ，こ の シ ン ポジ ウ ム に お い て は ， 教育心

理学的な観点か ら 「個性教育」 に つ い て の 概念的な 混 乱

を整理 し ， 理 論的 ， 実践的な前進 の ため の 手掛 か りを提

供した い と願 う もの で あ る 。

「個性 の 教育」 と は何か ？

　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉 田　章宏

「個性 の 教育」を考え る に 当た っ て は ， 適切 な問 い を問

う こ と が極めて 大切 で ある 。 「「個性 の 教育』と は何か ？」

と問わ ずに 「個性 の 教育」を論ずる こ と はで きな い 。哲

学か ら独立 して 以来，「・・。 と は何か ？」 と い う問 い

は，心理 学 に と っ て最 も不得手 な問 い とな っ た。しかし，

こ の問い を敢 え て 問 う。

　「個性」は抽象的で 曖昧な概念で あ る。 辞書的定義 で は

役立 たな い
。 まず ， 抽象概念 の 「個性」 と 「こ の 人 の 個

性」 に お ける 「個性」 と を区別す る必要があ る 。
こ の事

情の 理 解に は ， 概念形成研究 が助け に な ろ う。フ ッ サ ー

ル の 「現象学的心理学』に 「色」概念の釈明が あ る 。 「こ

の も の」， 「こ の もの の 色」 （赤，黄，青 ・・） と 「色」 の

関係 は，「こ の 人」， 「こ の人の個性」（…　 ） と 「個性」

の 関係 と，構造 的 に 同型 で ある。先天盲者 に と っ て の「色」

概念 は，想像す るに ， 抽象的で 曖昧 ， 無内容で あろ う。

色彩画家 の 「色 」概念 は具体 的 で 微妙 な多 くの色彩で満

た さ れ て い よ う 。 前者 と後者で は ， そ の 「色」概念 の 内

容 は極め て 異な る。「個性」概 念に も同様 の 事情 が あ る 。

こ こ で
， 他者 の 個性 を豊か に と ら え る に は ， 自ら の 個性

が豊か で な くて は な らな い
， とい う困 っ た事情 が 現れ る。

さ ら に，「彼の 心 理学」，「汝 の 心理 学」，お よ び，「我 の 心

理 学」の 「三 つ の 心理学」問題が加 わる。現代 の 主流心

理学 は，「彼 の 心理学」で あ り，個性 を個人差 と同
一

視す

る傾向と限界をもつ
。 人 間を豊 か に と らえね ぼ

， 「個性」

概 念も貧 し くな ら ざ る を得な い
。 「個性」は「す べ て の 人」

に あ る と す る立場 と 「個性的 な人」 に の み あ る と す る 立

場 の 両者 も視野 に 入 れ ね ば な ら ぬ 。 文学は ， 個性 を豊 か

に と ら え て い る。「本人 に とっ て の 実存的 に 重要な 問

題」，「何を拒否す る か 」， 「何を信 じて行 うか 」がそ の 個

性を定め る ， とす る その 思想 に 学 び た い 。心理学者／教

育者が 豊か に な らなけれ ば個性の 理解 も貧 しくな る 。 歴

史的 に規定 された自 らの 立場 を越 えて ，も ろ もろ の 他者

の 立場 ， 更 に は ， 普遍的な 立場を と る こ と が 出来 る 時 ，

人 は真 に 個性的と な る 。

　 で は，1個性 の 教育」 と は何 か ，そ の 解釈は 「個性」，

「の 」， 「教育」そ れ ぞ れ の多義性に よ り多義的 となる。幾

つ か の 例 を挙 げよ う。第 1 に，個人差 に 対応す る教育が

ある 。 初め に個人差が あ り， 個人差 を少 な くす る の を 目

指す の が 「個性の 教育」だ と言う。 第 2 に ， 個人差 それ

ぞ れ に応 じた教育 。
た と え ば

， 能力別，学力別 ， 進度別

の 教育に よ り ， 個人差に 適切な目標 の 達成 で 安 ん じるの
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が それ だ と言 う。第 3 に ， 多様 な個性 に発 して ， 教育に

よ り， 同
一

化 ，

一様化で あ る社会化 に 向か うの が それだ

と言 う。そ して，第 4 に ， 同じ く， 多様な個性 に 発して

も ， さ ら に豊か で 多様な個性化 に 向か う，多様化 を目指

す教育 が それ だ と言 う。社会化 と個人化の問 ，

一
様化と

多様化 の問を ， 教育 は揺れ 動 い て 来 た 。

　で は， 「真 の 個性教育 」 とは何 か 。 そ の 理解そ の もの

が ， そ れ を 理 解す る者 の 個性 の 表現 で あ ろ う。 私 は
， 個

人 と して は，第 4 の 立場 を採 りた い
。 そ の原理 は ， 「多様

性 を通 じて の統
一一一
性」（Unity　through 　Diversity），「多

視 点性」（Multi−perspectivity＞， そ して ， 「事柄へ の忠実

性」（Fidelity　 to　 Phenomena ）で ある。そ うした教育

の た め に は
， 教師自らが豊 か で個性的で あ る こ とが求め

ら れ る 。 教師 と は 「子 ど も と共 に 自らも豊か に育 つ こ と

を仕事 とす る人 」で あ る か ら だ 。

　「個性の教育」を研究す る研究者 に もまた ， 真 に 個性的

で あ る こ と を通 して の 深 く豊 か な 入間理 解が 求 め ら れ て

い る 。 多様な素材か ら均質 で 上質 の 製品 を生産 す る，品

質管理 の 行 き届 い た高能率の工 場 の イ メージで は な くて ，

福岡正信氏 の 『自然農法』 に よる，多様 な草木が互 い に

助 け合 っ て そ れ ぞ れ が生 か さ れ て 生 き て い る 農園 の イ

メ
ー

ジ ，
こ れが私個人 の 「個性の教育」の イ メ ージ で あ

る 。

　個性 の 教育は 同行 （ど うぎょ う）の 教育で

　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 伊藤　隆二

　ほ とん ど本能 に よ っ て 生 き て い る 生物 は 「自分を自然

に 合わ せ て 」生 きて い くの に 対 し，本能 の ままで は生 き

て い けない 生物で ある人間は 「自分に 自然を合わ せ て」

生 きて い くこ と に 成功 し た。それは 「教育」 に よ る。

　と こ ろ で 「教育」に は 万人に共通の普遍教育 （general
education ）と 一

人 ひ と り の 個 性 教 育 （individuality

education ）と い う二 面性が あ る 。 前者は主と し て社会適

応 を もた らす の で あるが，その 中心 をなす の は 「能力」

と 「協調性」で あ る た め ， 普遍教育は人 間の 「社会」に

と っ て の有用性な い しは効用性 の度合に よ っ て そ の価値

が は か られ る。

　 しか し ， 今 ， 社会適応 とい う と きの 「社会 1 が何 を目

指 して い るか が問われ て い る。社会 を形成 しよう と した

人間は ， は じ め か ら 「産業 をお こ し ， 商業 をすす め ， よ

り多 くの富を得 ， くらしを豊 か に す る，便利 に す る ， 快

適 に す る　 　そ う い う方向 へ す す め ばす す む ほ ど人 び と

は幸せ に な れ る」 とい っ た パ ラ ダイ ム を描 い て い たよう

で あ る。現在 で も， 人 び との い とな み の す べ て は こ の パ

ラ ダイ ム の実現 に ど の程度 ， 貢献し て い る か で 評価さ れ

て い る 。 い え，人 間 そ の もの が そ の 貢献度で 評価 さ れ て

い る ， と い っ て も よ い 。

　 とこ ろ で ， 今地球規模で の大汚染 （地球破壊） が 問題

に な っ て い る が，そ の み な も と に は 上 の パ ラ ダ イ ム が

あ っ た の で は なか ろ うか 。 「経済発展」そ の もの が 汚染源

に な っ て い る こ と，そ し て ，大量生産，大量消費 の社会

の 中で 人問性 （human 　nature ）そ の も の が 侵されて い

る こ と ， つ ま りは人 間性の 重要 な柱 で ある，エ ゴ を超 え

た 人類愛・平和創造と い っ た 目的意識 を支え て い る 「魂」

（Seele）ま で が汚染さ れ て い る こ と に ， 気づ か ねばな ら

な い 。

　今 ， 個性教育が 大切 だ と い われる の は， 人間 の 個 々 人

の 人権 （wholesome 　and 　 cultured 　 lifeを い と な む 基

本的権利）が著 し く侵され て い る こ とに よる。

　個性教育の前提は
一

人 ひ とり は独自で あ る こ と それ

ゆ え に一
人 ひ と りは超絶 して い る こ と，

い い か え ると
一

人 ひ と りが そ の ままで 尊 い こ と， 他 と比較 も代替 もで き

な い こ と ， ま とめ て い う と「尊厳性」は 絶対 で あ る こ と を

認 める こ とで あ る。

　教師 （親）は みずか ら個性教育者 で あ り，生 徒 の み ず

か らの 個性教育の 実践 を尊重 し， 同行 （どうぎ ょ う）す

る一
こ れ が個性教育の 真髄 で ある。同行 と は同 じ心 で

道を求め る こ とで あり， 求道 と い い か え て も よ い 。

　普遍教育 で は 「人間 の 普遍性」 が 尊ばれ，入間 を能率

よ く（効 率よ く）， 社会適応 へ 導 くこ とが 眼 目 と さ れ て い

る た め，科学 ・技術に 依拠す る。そ こ で は 「同一
」 （反

復 ， 複製 ， 同結果） と 「合理性」が最高の価値 と な る 。

教育科学 ， 教育技術 は ， 「法則」を求め ， そ の 「法則 」ど

お りに行 えば ， だれ がや っ て も 「同
一

」と 「合理性」が

得 られ る こ と を究極 の 目標 と して い る 。

　個性教育 は
一

人 ひ と りの 「そ の 人 ら し さ」（分割で きな

い 全体 と して は じめて そ の 意味 をもつ 独 自性）が花 を咲

く こ とを願 っ て い る の で ， 「人間の普遍性」を尊ぶ 普遍教

育 を支 える 「同
一

」 と 「合理性」 はな じまな い 。 個性教

育は芸術 に通 じる。

　芸術で は 「同一一
」 と 「合理性」 は 否定 さ れ る。芸術 は

「法則 」 を必要 としない 。芸術は 自由 の 中で の創造性 に

よ っ て も た ら さ れ る 。 芸術 は感動 （内面 の 世界 か らの 叫

び） で あり， 美 で あ り， 精神で あ り， 宗教で あ る 。

　つ きつ め て い け ば個性教育 は宗教教育 と大き く重な り，

深 くつ な が っ て い く。

　産 業をお こ し， 商業をすす め ， よ り多 くの 富を得 ， く

ら し を 豊 か に す る一 そ の こ と で 人 び と は 幸せ に なれ る

とい うパ ラダイム で は将来 に お い て 人間は い っ そ う貧 し

くな り ， 遂 に は 自滅す る一 そ う見通 して い た 人 は過去

に も い た 。 た と えば コ ン コ ード派 （R ．W ．Emerson や

Henry ，　D ．Thorean ）の 人 び とは ， そうした見か け の うえ
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