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2尋騒

フ レ 〜
ベ ル の 労 作 思 想 に っ い て

　　橋 本 　 信 子

（安 田 女 子 短 期 大 学 ｝

亙 。　は じ め に

　 7 レ
ーベ ル は、神性 の 発露 を 重 要 な 課 題 と し、行 為

へ の 教 青 を 推 進 し た。彼 は、内 界 か らほ と ば し り 出 る

創 造 的 衝 動 や 形 成 衝 動 を 萎 縮 さ せ た り損 失 さ せ た り す

る こ と の な い よ う、年 齢 に 応 じ
劉
行 為 す る こ ピ を要 請

し た。遊 戯 と 労 作 は、そ の た め の 教 育手 段 で あ っ た。

　 フ レ
ーベ ル は．幼 児 期 に お い て は 主 と し て 遊 戯 を．

児 童 期 以 後 に お い て は 主 と し て 労 作 を 掲 げ て い た た め

に 、彼 の 幼 児 教 育 を 考 え る ど き、遊 戯 に 比 べ 労 作 が 見

落 と され が ち で あ っ た と 思 わ れ る ．

　 今 回 の 発 表 は 彼 の 労 作 思 想 に つ い て 概 観 し．労 作 に

対 し て ど う い う取 り 組 み を し た か を明 ら か に す る と と

も に 、幼 児 期 の 労 作 教 育 の 痕 跡 を 探 っ て い き た い と 思

う。

砠 。　フ レ ーベ ル の 労 作 観

　 フ レ
ー

ベ ル の 労 作 観 は．神 性 に も と つ く 世 界 観 や 人

聞 観 に よ っ て 宗 教 的 労 作 観 を 展 開 し で い る と い わ れ て

い る n

　 森 羅 万 象 をす べ て 神 の 創 造 物 と 考 え る フ レ
ーベ ル は．

神 を 創 造 し て や ま な い 存 在．常 に 働 く 存 在 と し て い る u

神 の 仕 事
・
行 為

・
創 造 は．神 の 本 性 と して の 行 い で あ り．

そ れ は ま た 神 の 模 像
・
肖 應 で あ る 人 間 の 本 性 で も あ る と

考 え る．「
よ く 勤 め よ く鋤 く と き は、わ れ わ れ は 神 の よ

うに な る こ と が で き、す で に 紳 に 似 た も の と な れ ば、

ま す ま す 純 真 に 神 を認 め る こ と がで き．よ く神 の 本 質

を 洞 察 す る に 至 る の で あ る 、（‘i3）と 述 べ て い る よ う に 、

フ レ ーベ ル に と r〕 て 労 作 （仕 事 ・行 為 ・創 造 ）と は
．一

っ に

入 間 の 本 徃 を 外 界 に 発 現 さ せ る こ と で あ り．二 つ に 神

の 本 質 を探 る こ と で あ る。

  創 造 的 衝 動 に 基 づ く 労 作 観

　 フ レ
ー

ベ ル に よ れ ば、行 為 は 認 識 に 先 だ っ て 行 わ れ

る も の で あ る か ら 、神 の 本 質 を 遊 戯 ・労 作 な ど の よ う に

身 体 的 行 為 を 伴 う も の を 手 が か り に し て 洞 察 し よ う と

試 み た e

　そ の 点 に お い て L フ レ
ー

ベ ル は 遊 戯 と 労 作 と を 同 系

列 の 教 育方 法 と し て 位 置 づ け て い る。両 者 は と も に 自

己 の 内面 を表 現 し た も の ．自 己 の 内面 的 本 質 を 外 界 に

あ ら わ し た も の だ か ら で あ る 。「
乳 児 が 感 官 を 働 か せ た

り．手 足 を動 か し た り す る の は．そ の 最 初 の 萌 芽 ．最

初 の 身 体 的 活 動 で あ り、そ の 創 造 的 衝 動 の 発 芽 で あ る。

そ れ か ら 遊戯 を し た り．、も の を 立 て た り 形造 っ た り す

る の は 、子 供 が 咲 か す 優 し き 最 初 の 花 で 、こ れ は ま た 、

人 間 が 将 来 の 勤 労、勤 勉 ま た は 生 産 活 動 に 対 し で 準 備

さる べ き時 期 で あ る、（46）と 述 べ て い る。す な わ ち．創

造 的衝 動 や 形 成 衝 動 を 外 界 に 表 現 す る こ と に お い て 幼

児 期 の 遊 戯 と 児 童 期 ・少 年期 ・青 年 期 の 労 作 は 同 義 な の

で あ る。

　 こ の よ う に 労 作 の 教 育 的 価 値 を大 い に 認 め た 結 果．
「
児 童 と い う も の は．ま た さ らに 進 ん で 少 年 も 青 年 も、

ど ん な 地 位 や 素 質 の も の で も 少 な く と も 日 に
一時観 や

二 時 間 は、　 一
定 の 外 部 的 作 用 を造 り 出す 貝 面 目 な活 動

に 従 事 す べ き も の で あ る a （4G）と 述 べ た り、授 業 学 課 と

並 ん で 純 粋 作 業 （作 業 的活 動 ）を 数 時 間 導 入 す る こ と を

要請 し て い た。こ の よ う な 考 え は、ヘ ル バ の 計 画案 や

カ イ ル ハ ウ の 学 校 で の 実 践 に 見 られ る 。

  宗 教 教 育 と し て の 労 作 観

　先 に 述 べ た よ う に フ レ
ー

ベ ル は、労 作 を 単 な る 労 作

と し て 終 わ ら せ ず i ら に 宗 教 教 育 に ま で 発 展 さ せ て 考

え て い るn 「
作 業 や 鋤労 を伴 わ な い 宗 教 は や や も す れ ば

空虚 な 夢 想 と な り．無 意 味 な 迷 信、内容 な き 幻 想 に 走

る よ う な 危 険 に 陥 り や す い ．が．ま た 同 様 に 宗 教 を 伴

わ な い 勤 労 や 作 業 は ．人 間 を し て 駄 獣 や 機 械 に も 等 し

き も の と な
．
ら せ る 作 業 と 宗 教 と は、神 す な わ ち 永遠 者

が 無 窮 に 創 造 し た る
…

の 同 時 的 の も の で あ る 、（4S）と 述

べ て い る が ご と くで あ る。。

　彼 の 労 作 思 想 が 宗 教 （彼 の 場 合 キ リ ス ト教 〕と 轡 接 な

関 わ り を 持 っ て い る こ と が 明 ら か に な っ た が．キ リ ス

ト教 に お け る 労 働 観 は、「日約 聖 書 の 「創世 記 、に 端 を 発

し て い る。

　 旧 約 聖 書 の
「
創 世 記、に は、．神 に よっ て 創 られ た ア ダ

ム と X バ の エ デ ン の 楽 園 物 語 が 描 か れ て い る。こ れ に

よ れ ば
τ
主 な る 神 は、人 を 連 れ て 行 っ て エ デ ン の 園 に 置

き、こ れ を 耕 さ せ ．こ れ を 守 ら せ ら れ た．（創 世 記 2 ：15）

と記 さ れ て い る e 人 が 労 鋤 し．そ の 働 き 場 所 を 守 る こ

と は、神 の 召 命 で あ る と 同 時 に ．嗣 業 で あ る と され て

い る の で あ る．さ て 、あ ま り に 有 名 な 出 来 事 で あ る が

「
善 悪 を 知 る 木 か ら は と っ て 食 べ て は な ら な い 。（創 世 記

2 ：17）と い う 神 の 残 め に も か か わ ら ず、蛇 の 誘 惑 に よ リ

エ バ ．ア ダ ム は 禁 断 の 木 の 実 を 口 に して し ま う。こ れ
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が．最 初 の 人 閔 が 最 初 に 犯 し た 決 定 的 な 罪、　 r原 罪 』

で あ り、被 造 物 で あ る 人 間 が、創 造 者 で あ る 神 の 如 く

な る と い う 大 そ れ た 傲 慢 が．そ の 罪 の 根 源で あ る と さ

れ て い る ．

　 こ の 行為 に よ っ て 二 人 は 楽 園 か ら逼 放 さ れ て し ま う e

こ の 時．神 は 二 人 に 言わ れ た 。「
あ な た は

一
生、苦 し ん

で 地 か ら 食 物 を 取 る。（略 ）あ な た は 顔 に 汗 し て パ ン を

食 べ 、っ い に ：ヒに 帰 る J （創 世 記 3 ：17〜L9．｝。労 働 に よ っ ．
て パ ン （日 々 の 糧 ）を 得 る こ と は、神 の 祝 福 の し る し で

あ る と 同 時 に、人 間 が 犯 し た 罪 （原 罪 ）へ の 呪 わ しい 呪

縛 な の で あ る 。し た が っ て 、労 働 に は 喜 び と 嘆 き が伴

う と解 釈 さ れ て い る。

　 キ リ ス ト 教 は、原 罪 をき び し く受 け と め、人 間 の 罪

の 許 し を請 い つ つ 労 働 す る こ と を 信 仰 の 重 要 な 柱 と し

て い る e そ れ ゆ え、怠 慢を禁 じ て パ ウ ロ は 次 の よ う に

述 べ て い る。「
つ と め て 落 ち 着 い た 生 活 を し．自分 の 仕

事 に 身 を い れ、手 ず か ら 働 き な さ い 、（テ サ ロ ニ ケ 14 ：

lD 。「
働 こ う と し な い 者 は、食 べ る こ と も し て ば な ら

な い 」（テ サ ロ ニ ケ ll　3 ： kO）。

　 フ レ ーベ ル も 同 様 に 怠 慢 を 禁 じ、「
自 己 の 力 を神 の 力

と して 外 部 に 実 現 し た り 、何 ら か の 仕 事 に 現 わ し た り

す る こ と を 怠 っ た な ら ば、（略 ）彼 は い つ れ の 日 に か 必

ず 欠 陥 を感 ず る で あ ろ う・〔45）と 述 べ 、さ ら に 怠慢 の 結

果 は い っ か 必 ず 現 れ る こ と ば 地 上一般 の 法 則 で あ る と

ま で 言 及 し

．
て い る。

　 キ リ ス ト教 で は、労 働 は
「
内 な る 人 、に 肉 体 を 支 配 さ

せ る 手 段 で あ る と い っ た 考 え 方 が 根 底 に あって 、近 代

資 本 主 義的 な 意 味で の 経済 的労 働、つ ま り利 殖 と 結 び

っ い た 商 品 ・貨 幣経 済 的 な 労 働 に っ い て は、き わ め て 消

極 的 で あ る 。フ レ ーベ ル も 同 様 に 利 殖 と し て 労 作 は 好

ま な い 。「
今 日 の 人 々 は

一
般 に 仕 事 と か 勤 労 と か、．す な

わ ち 外 的 生 産 に 対 す る 活動 生 産 事 業 と か に つ い て 全 く

誤 っ た 考 え を も っ て い る 、 （42）。「
人 間 が 働 い た り事 業

を し た り創 造 し た り す る の は、た だ 自分 の 身 体 を 保 持

す る た め 、す な わ ち 衣 食 住 の た め で あ る と い う よ う な

考 え は、一
応 黙 認 す る こ と は で き る が、し か し 実際 妄

想 に 過 ぎ な い の で あ っ て 、広 く普 及 さ せ る こ と の で き

な レ丶 卑 し い 考 え で あ る。入 間 は．．．一・
つ に は 自分 の う

．

ち に あ る 糟 神 的 神的 の も の を 自分 の 外 に 形 造 る た め 、

二 つ に は、こ れ に よ っ て 自 分 自 身 の 精 神 的、神 的 本 質

お よ び 神 の 本 質 を 知 る た め に 、創 造 す る の で あ る 。そ

の こ と に よ っ て 人 間 に え ら れ る と こ ろ の 衣 食 住 と い う

も の は 第 二 位 の も の で あ っ て．主 な 目 的 に 伴 う 無意 味

の 附 加 物 で あ る に 過 ぎ な い 、（44）と い う記 述 か ら も こ の

こ と は 読 み 取 れ る。

　 っ ま り．労 働 を 人 間 の 使 命 と し て 受 容 す る 積 極 的 側

面 と 社 会 経 済 的 労 働 と い う 意 味 を も っ た 労 働 に 対 す る

消極 性 の 二 面 的 な 考 え 方 を も っ て い る こ と を指 摘 で き

る。書 い 替 え る な ら ば、werken に た い す る 積 極 性 と ar

biten に た い す る 消 極 性 で あ る 。

皿 ．労 作 へ の 取 り 組 み

  母 の 歌 と 愛撫の 歌

　 遊 戯 の 歌 の な か に、労 働 賛 歌 を見 い だす こ と がで き

る。具 体 的 に は、「
足 をば た ば た ．

「
チ ッ ク タ ッ ク 」

「
草 刈

り 」
「
た て に よ こ に 」

「
お 菓 子 づ く り・「炭 焼 き 小 屋．「大 工

さ ん 、「小 さ な 橋」「小 さ な 園 丁 、「車 屋 さ ん、「建 具 屋 さ ん 、

を 挙 げ る こ と が で き る。

  園芸

　 フ レ ーベ ル は、幼稚 園 に 園 芸 の で き る 庭 を っ く る こ

と を奨 励 し た，庭 に た い す る 文 献 に は 部 分 的 全 体 の 思

想 が全 面 に 出 さ れ て は い る も の の 、実際場面 で 子 供 が

植 物 の 世 話 に あ た っ た こ と を 考 え れ ば、幼 稚園 に お け

る 労 作 の
一

環 と 択 え る こ と が で き よ う。

  カ イ ル ハ ウ の 一般 ド イ ツ 学 園

　 子 ど も 達 は そ れ ぞ れ ± 地 を与 え ら れ 単 独 あ る い は共

同 で そ れ を 耕 し、収穫 さ れ た 生 産 物 は 市 場 価 格 で 買 い

上 げ ら れ た。ま た、i823 ，24ti 冬 学 期 の 時 間割 の な か で

毎 日 の 夕 食 後、年長 の 生 徒 た ち の た め に は 自 由 な仕 事

を す る 時 間、年 少 の 生 徒 た ち の た め に は ド イ ツ の 民 族

説 話 の 朗 読 あ る い は 物 語 を 聞 き な が ら 機 械 的 な仕 事 を

す る 時 間 を 組 み 入 れ て い た。

  マ イ ニ ゲ ン 侯 爵 に 提 出 し た ヘ ル バ の 学 園 計 画 案

　 通 常 の 学 習 （授 業 ）だ け で な く、肉 体 労 働 や 指 物 細 工

や 縱 み 物 や 板 紙 細工 等 も 教 育 乎 段 と し て 時 間 割 に 綿 成

さ れ て い た。こ の 計 画 案で は 、授業時間 の 半 分 （午 前 中）

が 授 業 に あ て ら れ、残 り半 分 （午 後 か ら夕 食 ま で ）は 仲

間 と
一

緒 に 作 業 をす る こ と に あ て ら れ て い た．こ の 計

画 は 実 践 に 移 さ れ る こ と は な か っ た も の の 、そ の 背 景

に ば 労 働 へ の 積 極 的 な受 容 が あ る こ と を指 摘 す る こ と

がで き る。

IV、ま と め

　 フ レ ーベ ル は 労作 を二 っ 点 で 奨 励 し て い た。第一
に

は、人 間 の 本 性 を 外 界 に 発 現 さ せ る こ と で あ り、二 っ

に 神 の 本 質 を探 る こ と で あ る ．特 に 児 童 期 以 降 の 子 供

に 蛍 作 を要 請 し て い た が、幼児 に も お ぼ ろ げ な が ら の

予 感 を与 え る も の と し て 母 の 歌 と 愛 撫 の 歌 の 作 品 の な

か に ．あ る い は 園 芸 と い う形 で 労 作 に 取 り組 ま せ て い

た こ と が 明 ら か に な っ た。

＊本 文 中 の dl’vコ 内 の 数 字 は 、フ レ ーベ ル 全 集 2巻 に よ る
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