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1 ．研 究 目的

「 子 ど も の 人 間 学 」 の 系 譜 （ 1 ）

　　　ランゲフェルト教育学の周辺と背景　
一E，　A，　A，フェルメール

ー

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 竹内 　順 子

　　　　　　　　　　　　 （お 茶の 水女子大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 療 が 始 め られ、学 生 た ち の 実習 の 場 と もな っ た 。 遊 戯

　前 々 回 の 本 学 会 で は 、オ ラ ン ダの 教育学者 ラ ン ゲ フ

ェ ル ト （igO5−S9） の 「子 ど も の 人 間 学 」 に お け る 「幼

児 」 の 概 念 に つ い て 考 察 した 。ラ ン ゲ フ ェ ル ト は 人 間

学的 、と き に は現 象学的 教 育 学 者 と し て 日 本 に っ と に

紹 介 さ れ て い る が 、そ の 理 論的背景 や 継 承 の あ り方 に

つ い て は ま だ
一
卜分 に 検 討 さ れ て い る と は い え な い 。本

論 で は ラ ン ゲ フ ェル トの 周 辺 に あ っ て 影 響 を 及 ぼ し合

った 研 究 者 の 業 績 に 目を む け な が ら、ラ ン ゲ フ ェ ル ト

の 「子 ど もの 人 間 学 」 を よ り多角 的 ・立 体 的 に 浮 き 上

が らせ 、そ の 意 味 を 再 検 討 す る こ と と した い 。今 回 は

そ の 第 一段 階 と し て 、ラ ン ゲ フ ェ ル トの 共同研究 者で

も あ り、教育 学 的 に 「遊 び 」 理 論 を 展 開 し た E ．E ．

A ．フ ェ ル メール （1ge8−） を 取 り上 げ る。

2 ．　 「ユ ト レ ヒ ト学 派 」

　第 2 次 大 戦 後 か ら 50 年 代 に か け て オ ラ ン ダ ・
ユ ト

レ ヒ ト大学心 理 学 科 を 中心 に 、人 間 行 動 を 現 象 学 約 に

記 述 す る 研 究 が 多数 の 研 究 者 か ら発 表 さ れ 、　「ユ ト レ

ヒ ト学派 ユ と よ ば れ る研 究運 動 が 形 成 さ れ た 。　r女

性 」 、 r人 闘 と 動物 ，Z な どの 訳 書 で 日 本で も知 られ て

い る ボ イ テ ン デ イ ク （当 時 ユ ト レ ヒ ト大 学 心 理 学 研 究

所 所 長） を 中 心 に 、ラ ン ゲ フ ェ ル ト、フ ァ ン ・レ 不 ッ

プ （犯 罪
・産 業 心 理 学 ） 、フ ァ ン ・デ ン ・ベ ル ク （精

神 医 学 ） な ど が こ れ に 参 加 して い た 。ラ ン ゲ フ ェ ル ト

が 1946年 に 創 立 し た 教 育 学 研 究 所 で の 共同研 究 者 フ ェ

ル メ
ー

ル も、こ の グ ル
ー

プ の ひ と り とみ な さ れ 、 治療

教 育 実 践 を も と に した 現 象 学 的 な 方 法 に よ る 「遊 び f

研 究 で 高 い 評 価 を 受 け て い る 。

3 ．フ ェ ル メ
ー

ル と ラ ン ゲ フ ェ ル ト

　　　　　　　ー 臨 床 教育 学 へ の 貢 献 　
一

　 ユ ト レ ヒ トの 教 育学 研 究 所 は ラ ン ゲ フ ェ ル ト の 強 い

指 導 力 の 下 で 、教育 の 基 本 的 な 事 実 か ら 出発 した 実 践

性 の 高 い 教育 学 理 論 の 構築 を め ざ して 、1947年 教 育 学

科 と して は 先駆的 に 遊 戯 室 を 設 置 した が 、こ の 直 接 の

発 案 者 は フ ェ ル メ
ー

ル で あ っ た 。 し か し 遊 び の 観 察 の

必 要 性 に 理 論 的 な 契 機 を 与 え た の は r人 間 と 動 物 の 遊

び 』 を 著 した ボ イ テ ン デ イ ク で あ った と い う。

　 こ こ で は主 に 情緒 的 な 問 題 を 抱 え た 子 ど もの 遊 戯 治

観 察 は す で に ユ ト レ ヒ ト大 学 附 属 病院 の 精 神 科 で も行

わ れ て い た が、医学的 な見 地 か ら は、遊 び は 子 ど も の

異 常 な 点 を 発 見 す るた め の 診 断上 の 手 段 と し て み な さ

れ て い た 。こ れ に 対 して 教 育学研究所 の フ ェル メール

ら の グ ル ープ で は 、遊 び 自体 の 意 味、遊 び を創 造 す る

状 況 と 子 ど も の 締 神 発 達 と の 関 係 、そ し て 遊 び を とお

して 了
Lど もの 十 全 な 発 達 を 可 能 に す る た め に 大 人 は ど

の よ うな 援助 が で き る の か
一一な ど、あ くま で も教 育

学 的 な視 点 か ら の 「遊 び 」 研 究 に 観察 の 眼 目が あ った。

フ ェ ル メ
ール は 博 t 論 文 r遊 び と 遊 び教 育 学的問題 』

を 1955年 ラ ン ゲ フ ェ ル トの も と で 著 し た 。そ の 理 論 は

お もに オ ラ ン ダ、ドイ ツ に 広 が りを み せ て い る。

　 イ メ
ー

ジ コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン を 基 盤 に お く彼 女 の 遊

戯 治 療 理 論 は 、ラ ン ゲ フ ェ ル トの 教育学の コ ン テ キ ス

ト に 合 致 しな が ら も、後 継 の 遊 戯 治 療 の 実 践 の 場 に よ

り直 接 的な 影 響 を 与 え て い る 側 面 も否 め な い 。

　 ラ ン ゲ フ ェ ル ト、フ ェ ル メ
ール らが 治 療 的 遊 び の

一

手 法 と し て 考案 した r コ ロ ン ブ ス 』 テ ス トは、．一
種 の

投 影 法 の テ キ ス ト と して 広 く普 及 した が （蘭
・英 ・

仏

・独版が あ る ） 、そ の な か の 数 枚 の 絵 は フ ェ ル メ
ー

ル

自 身 の 手 に よ る も の で あ る。

4 ．遊 び の 教育学 的 研 究

　　　　　　
一
　 1子 ど もの 遊 び 』 よ り

．・

　今 回 は フ ェ ル メ ール の 「遊 び 」 理 論 に つ い て 論 じ る

た め に 、教 育 関 係 者 や 学 生 に む け て っ く られ た テ キ ス

ト 『子 ど もの 遊 び 』　（1974．Utrecht ） を 主 な て が か り

と す る （ 「幼 児 の 教 育 」 フ レ
ーベ ル 館 1986年 4 ，6 。

7 ，8 ，9 ，10，11月号 、198T年 i月 号 に 拙 訳あ り ）。

  「遊 び 」 に つ い て の 基 本 的 理 解

〔世界 に 意 味 を 与 え る こ と 〕

r 「遊 び 」 と は遊 び 柑手 もし くは 遊 具 と意 味 を 与 え 合

う関 係で あ る。　（中 略 ） 普 通 の 日 常的 世界 （私 た ち が

共 有 して い る
一

般 的 現実 〉 を子 供 は親 の 援助 を うけ て

知 る よ う に な る と い う こ と 、子 供 の 世 界 は 親 が 子 供 に

指 し示 す 意 味 か ら で き て い る 領 野 で あ る こ と、そ れ で

も な お か つ 子供 は 自 ら も探 索 を 開 始 し、自分 の 世 界 を

自分 の 目 で 見 よ う と す る こ と、っ ま り 子供 は 世 界 に 自

分 か ら意 味 を与 え よ う とす る と い う こ と だ。』　（傍 線
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筆 者 ）

　 人格 の 発 達 は 自 己 と い う 「内 ユ の 世界 と 「外 」 の 世

界 （す で に 大 人 た ち に よ っ て 意 味付 け され て い る 世

界 ） と を 徐 々 に 分 化 さ せ て 認 識 して い く 過 程 に 生 じる

が 、子 ど も は 自分 の 個 人 的 な も の の 見 方 ・感 じ方 （私

的 意 味付与 ） が 大 人 た ち の 見 方 ・感 じ方 （共 同的意 味

付与 ） と くい ち が うの を く りか え し体験 し 、 そ の 軋轢

を ど の よ うに 最 小 限 に と ど め よ う か と 模 索 して い る。

そ して 子 ど も は そ の と き 私 的 意 味 付 与 を犠牲 に し て 公

共 的 意 味 付 与 に 身 を 投 ず る の で は な く、2 っ の 意 味の

世界 の あ い だ に 独 立 し た も うひ とっ の 世界 を 呼 び 起 こ

して 、二 重 の 意 味 付与 を主 体的 に 体験 し、ア ク テ ィ ヴ

に 共 同 的 意 味 を 受 け 入 れ る （再 編 す る ）。こ れ が 「遊

び 」 と い う世 界 で あ る 。

〔子 ど もの 「自 由．1 一
大 人 の 「責 任 」 〕

　 『子 供 が 自 ら 自 由 に 世 界 に 意 味 を 与 え る こ と が で き

る よ う に す る の も、PtQjStiEiで あ る 。 問題 は こ の 自 由

が お か さ れ た と き に 生 じる 。大人 が 課 題 と して 、子 供

の 遊 ぶ 自 由 に 心 が け よ う と す る と、そ の よ う な 配 慮 の

下 に 、遊 び は 変 わ って い く。』　（傍 線 筆 者 ）

　子 ど もの 発 達 （ア ク テ ィ ヴ な 意 味 付 与 ） を め ぐ っ て

教 育 学 的 に は ど の よ う な 問題 が 提起 さ れ る の か。こ こ

で ラ ン ゲ フ ェ ル トは 「自 由 1 、　「責 任 1 と い う 、西 洋

個 人 主 義 の 良 心 を代 表 す る 概 念 を 掲 げ、フ ェ ル メ ール

もそ の 論 脈 に 沿 って 教 育 学 的 「遊 び 」 論 を展 開 す る 。

教育 の …
端を に な う大 人 の 「責 任 」 に は、ラ ン ゲ フ ェ

ル トに よ る と 「権 威 」 と い う教育 学 的 概 念 が裏 打 ち さ

れ て い る の だ が 、フ ェ ル メ ール は こ の 語 を 使 って い な

い 。

　 「遊 び 」 世 界 は テ リ ト リ
ー

と し て は 、自然 と 文 化 の

あ い だ に 固有の 位置を占め て い る と い う。っ ま り子 ど

も は そ の 欲 動 牲 や衝 動 （自然 ） か ら 距離 を と り （自 由

に な り） 、大 人 が 提 示 す る 文 化 的 な タ ブ ー
な ど か ら も

一
定 の 解 放 を 許 され て 、は じめ て ア ク テ ィ ヴ な 活 動 に

取 り組 め る の だ 。恐 怖 や 不 安 や 興 奮 な ど の 欲 動 性 が 強

す ぎ る と 子 ど も は 「遊 ぶ 」 こ とが で きな くな る し、逆

に 大人 が 遊 び を コ ン トロ
ー

ル しす ぎ る と 子 ど も の 自我

は 存 否 の 危 機 に さ ら さ れ る こ と に な る 。した が って

1
．
自 由 」 と は 自 然 と文 化 を 媒 介 す る テ リ ト リ

ー
を 保 証

す る 条 件 な の で あ り、そ の た め の 「
．
責 任 」 を に な うの

が 「大 人 」 と い う存在 な の で あ る。

  遊 び の 諸 位相

　 フ ェ ル メ ール に よ る と、　r遊 び と は あ る 「な に か コ

と の 対 話 の 中 で 自 己 証 明 を お こ な う』 もの で あ る。こ

こ で い う 「
．
対話 」 と は 自然 も し くは 文 化 を 相 手 と し て

交 わ さ れ る もの で 、ど ち ら か に 巻 き込 まれ た り融 合 し

た り して しま わ な い 、距 離 の あ る 「自由．1 な 関 係 で あ

る 。そ の 対話 は 、現 実 的 な 世界 に 触発 さ れ な が ら、子

ど もの 私 的 な 意 味付与 に 契 機 づ け られ た、独 自の イ メ

ージ化 に 色 ど られ て い る。た と え ば い っ た り来 た り や

反 復的 な 運 動 性 に 特 徴 づ け ら れ る遊 び は 、動 き な が ら

生 き られ る 空 間 に 向か っ て イ メ ージ 像を 与 え る 「遊

び 」 だ。ま た 水 や 砂 の 遊 び に 代表 さ れ る感 覚 受 感 的 遊

びで は 、イ メージ 化が 感覚的印 象 と い う 自然 欲動性 に

ひ き づ られ すぎる と遊 び の 自 由 が 阻 害 さ れ て しま う と

い う。そ の 他 ル ール の あ る 遊 び 、競 走 遊 び、造 形 的 遊

び な ど も論 及 さ れ て い る の だ が 、幼児 期 の 発 達 に お い

て と くに 教育学 的 意 味 を も っ の は 「イ リ ュ
ージ ョ ン 的

（空 想 的 ） 遊 び ．1 で あ る 。

一
才 半 くら い に な る と 子 ど

もは 1
．
の よ うな J と い う二 重 の 意 味 を もっ 世 界 と 遊 ぶ 。

公 共的 な 意 味 も知 り な が ら r シ ン ボ ル 的 な 所 作 を 通 し

て 自分 の 印 象 を も 認 知 す る と い う、人間 学 的 な 自 由 を

も見 出 す の で あ る 2 。こ れ は 「遊 び 」 の な か で も 「人

間 の 子 ど も」 特 有 の 行動 で あ り、　r子 ど もの 人格を形

成 す る と 同時 に 未来 へ と 投 企 さ せ る 、挑 戦 的 な 場 に な

っ て い る 』 。こ の 遊 び は 児 童 期 に は 「秘 密 」 の 世 界 を

招 来 し、や が て は 子 ど も期 の 終 了 と 同時 に 消 滅 す る と

い っ 。こ の 「子 ど も期」 と は 何才 ま で 、と い う よ うな

発達 区 分 で は な く、教育 と い う関 係 を介 して 大人 の 援

助 （遊 ぶ 自由の 保証 ） を 必 要 とす る 遊 び を お こ な う時

期 と 考 え るの が 妥 当 で あ る と 思 わ れ る。

5 ．フ ェ ル メ ール の 「子 ど もの 人間 学 」

　彼 女 の 「遊 び 」 論 は 、　r驚 嘆 す べ き豊 か な 世界 と し

て 自 らを 出現 さ せ る』 もの と して ま ず 「遊 び ｝ の 世 界

に 踏 み 込 む と こ ろ か ら 出発 す る 。　「遊 び と は 何 か に っ

い て 前 意 識 的 に 抱 い て い る概 念 」 を 起点 と し て 、　「自

分 た ち も遊 ん だ こ と が あ る 」 と い う事 実 、つ ま り子 ど

もの 生 活 世 界 の 探究 、 と い う意 味 で 現 象学的な 方 法 を

と る。した が っ て 「遊 び 」 を よ り根 源 的 な 行 動 へ と 還

元 し よ う と す る従 来 の 「遊 び 」 論 の 多 くを．一時 棚上 げ

す る 立 場 と な る 。 彼女 の 場 合、そ の 豊 富 な プ レ イ セ ラ

ピ ー
の 体験 か ら、子 ど もた ち が 真 に ア ク テ ィ ヴ な 意 味

付与 を お こ な え る よ う に な る 過 程 で 情 緒 的 問題 か ら解

基さ れ る と い う こ と （自由 の 獲 得 ） が 確 証 さ れ る か た

ち と な る。　「遊 び J は 「治 療 」 と い う 目的 に 仕 え る も

の で は な く、了 ど も も大 人 もそ の 人 間 と して の 存在様

式 全 体 を か け て 取 り組 む も の と して 、広義 の 「教 育 」

学 的 課題 と し て 問 題 を 投 げ か け る もの で あ る、
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