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「子 ど もと文 化」 とい う視 点 に立 っ て

本 　田 　和 　子

（聖 学院大学）

　｛1） 前提 と して の 「子 と も文 化」概 念。

　先ず．は じめ に、近 年著 し い 「文化」とい う用語 と

概 念の 変化 に 注 目 して お きた い 。最近 の 辞書的定義 は，

文 化 人 類 学 な どの 影響 もあ っ て か 、集団の 成員 と して

の 人 の 生の 様式全体 を対象化 し、な お か つ 、「文 化相対

主義」の 立 場 に 立 っ もの か 多い 。私 も、こ の 文化概念

に 依 mo　L、こ こ で は、子 ど もの 生の 様態すべ て を視野

に 入 れ つ っ 、そ れ ら を文 化全体 と 相対的に 位 置 さ せ っ

つ 、その 相互 関係 を考え る こ と を課 題 と した い 。

　（1） 現代 文 化 の 動 向 と子 と もの 生 の 横態 。

　  現代文化の 動向を、こ こ で は 、「情報化」と 「都市

化 （消費社 会 化 ）」と把 握 し、それ に 伴 う諸問題 を、子

ど もとの か か わ りで 整理 して お きた い
，

　生 活 世 界 の 情報 化 は 、
一
｝測 を遙 か に 上回 る速度 で 進

行 し、い まや 人 は 、電 子 メ デ ィ ア の ネ ッ ト上 に 自 身の

座 標 軸 を 設 定す る こ と を要請 さ れ て い る。電子 メ デ ィ

ア は、単 に 情報伝 達 の 手段 で あ る こ と を越 え て ．人 に

新 しい 自己 と世 界の 探 索 ・構 築 を可 能に し、か つ 、人

と 人の 結 び 付 き に 奉仕す る新 し い 場 と化 した の で あ る．

　都市化 と都 市 型 ラ イ フ ス タ イ ル の
・・一一

般化に つ い て は、

次の 諸点 を押 さ えて お くこ とが 必 要 で あ る。先ず、地

球は、全世界的規模 で都市化 へ の 途を辿 り、人もまた、

全世 界的 に 都市的存在 へ と変貌 を遂げつ つ あ る と い う

こ と で あ る。こ こ で 言 う都 市 化 とは、土 地 と直 接 関 係

しない 産業に 依拠す る社会集団 の 在 り方 と、そこ に 基

盤 を 置 く人 々 の 生 活 様 式 を総 称 して い る。

　  情報化社 会 に お itる都 市型 生活 の な か で、成長 の

歩み を歩む 現代以降 の 子 ど もた ち に 関 して、その 必 然

として 次 の ような 傾向を措定す る こ と が 出来 る。す な

わ ち、「身体性 の 希薄 化」と 「自他境界の 溶解化］で あ

る、過 剰 な ま で の 情 報 、と りわ け 電子 メ デ ィ ア に 依 拠

しつ つ 展開 さ れ る生 活 は、「ヴ ァ
ーチ ャ ル ・リア リ テ ィ 」

の 増幅 に 伴 っ て 生身の 身体 の 意味 を希薄化 させ 、また、

情報 に依 拠 す る都 市 型 生 活 形 態 は、「ワア ル ワール ド」

に お け る存在 者意識 を希薄化 させ る ため 、自分 と他者

（人 も もの も含 め て ）の 境 界 を曖昧化 さ せ る方向に 働

く。

　〔3｝ 現代文化 の なか で の 「児童文学 ・絵本」 の 意味 。

  希薄化す る身体 性 や 自他溶 解傾 向 を 踏 ま え て、児

童文学
・
絵本の 機能 し得る特質 を考える なら、先 ず、

両 者 に 付 与 さ れ た 「もの 的特質」に 注 Eす る こ とが 肝

要 で あ る。なぜ なら、両者 ともに 電子 メ デ ィ ア で は な

く、印 刷 メ デ ィ ア で あ り、文 字 あ る い は 文 字 と絵の 「印

刷 され た本」で あ る。した が っ て 、彼 らは、それ ら紙

の 集積 を手 に 取 り、その 重量 や 匂い を確 か め つ つ 、自

身の 好 む場所に 携え て い き、好み の 時間に 好 み の ペ ー

ス で
一

枚
一

枚ペ
ー

ジ をめ くりつ つ 読み 進む こ とに な る e

つ ま ］）、手 に 触 れ る とい う触 覚 を通 して その 世 界 と関

係す る。こ の 点 に お い て、電子 メ デ ィ ア か ら提供 され

る 物 語 情 報 と は 異 な り、同 じ想 像 世 界 の 出 来事 で あ っ

て も、「リア ル ・ワ ー
ル ド」に 位置す る手掛 か りを実感

しっ っ 、物語世 界 に 参入 す る こ とに な る。そ の 意味で、

「ヴ ァ
ー

チ ャ ル 」と 「リア ル 」 の 違 い を身体感覚 と し

て 体験 しつ つ 想像 界 を ト 1丿ッ プ す る こ と を余儀な くさ

れ る。

　  世界の 物語化は．人が 言葉を獲得 して 以来の 現象

に 他 な らな い が 、記 号 化 意 識 の 高ま りの な か で 従来 に

勝 っ て その 意味確認 が なさ れ つ つ あ る 。
こ の こ とを踏

ま え て、子 ど もの 生 の 「物語的把握」 と 「児童書」 と

の 関連を考 える場合、次 の 点 に 焦点 を合 わ せ た い 。す

なわち、文学者 と読者との か か わ り とは 、f物語」と し

て 提 示 さ れ た他者に よ る創造世 界 に、自 ら もま た 想像

力を駆 使 して参 入 し、「他老の 物 語 」と して の 認 識 に 立

ちつ つ ．そ れ を共有す る と い うこ と で あ ろ う。他者の

創造物 で あ る こ と を自覚 しつ つ そ れ を 共有 し、そ の 結

果 と して 自身の 物語 をも豊か にする。自他の 境 界 の 溶

解 しつ つ あ る 現代に お い て は、こ の こ との 意義は 再確

認 され ね ば ならなし  

　従来、保育研 究 の 場 で 「児 童 文 学 ・絵本」が 主 題 化

さ れ る と き、とか く、メデ ィ ア と して の 特性 は 捨 象さ

れ が ち で あ っ た が 、「現代 文 化」と い う切 リ ロ に 依 る な

ら、こ の 問 題 は 不 可 避 で あ ろ う。 そ して、訪 れ つ つ あ

る メ デ ィ ア 状 況、す な わ ち 「文 字文 化
・
印刷 文 化」の

退潮 傾向の なか で 、児童文 学 ・絵本 な ど 「本」の 形態

で提示 され る 「もの 」 た ちが 人 と取 り結 ぷ 関係 の なか

で、特 に 「幼児期」に 委 ね ら れ る意義 ・役割 に 対 し て、

よ り鋭敏 で あるこ とが 望 まれ よう。
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