
問 う こ と と し て の ペ ダ ゴ ジ ー
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は じめ に

教 育 学 の本 質 は、 様 々 に論 じ られ て き た が 、 筆 者 は 、 オ ラ ンダ 生 まれ で カ ナ ダ で活 躍 す

る教 育 学 者 ヴ ァ ン=マ ー ネ ン(MaxvanManen,1942-)の 議 論 を承 け つ つ 、 教 育 者 が 自 ら

の有 り様 、 自 ら の教 育 的 行 為 を 「そ れ で よか った の か 」 「ほ か の や り方 が あ っ た の で は な

い か 」 と問 う こ と(リ フ レ ク シ ョ ンす る こ と)に あ る とい う仮 説 を立 て た 。 教 育 は 、 そ の

帰 結 が す ぐに 目 に見 え て分 か る種 類 の 営 み で は な く、 何 年 か の ち に、 あ るい は何 十 年 後 か

に、 「あ の時 の あ の教 師 の 行 為 が そ の 人 に大 き な影 響 を及 ぼ して い た」 とい う こ とが 顕 現

す る こ と もあ り得 る の で あ る。 人 間 の 生 成 にか か わ る営 み と して の 教 育 に 与 っ て い る教 育

者 に と っ て、 自 ら の行 為 につ い て 常 に問 い続 け る こ とが 求 め られ て い る と言 え る。 この 点

に つ い て 、 田 中 智 志 の 「反 省 科 学 と して の教 育 学 論 」 、 村 井 実 の 「善 さ」 、 ガ ー ト ・ビ ー

ス タ の 「教 え る こ との復 権 」 な どの 議 論 を 吟 味 しつ つ 、 論 じて い く。

1.教 育 は善 き も の か

筆 者 は、 別 稿 で 、 ヴ ァ ン=マ ー ネ ンが英 語 圏 に お け るペ ダ ゴ ジ ー(pedagogy)と い う概

念 を再 編 成 し、 「新 しい ペ ダ ゴ ジ ー 」 と して そ の必 要 性 を提 唱 して い る点 につ い て論 じた

1)。彼 が提 起 す るペ ダ ゴ ジ ー概 念 は、 学 校 や 家 庭 とい っ た場 に 限 定 さ れ ず 、 「子 ど もの 幸

福 、 成 長 、 成 熟 、 発 達 の た め に行 わ れ る営 為 す べ て」 を表 す 非 常 に広 い概 念 で あ り、 なお

か つ 、 人 間 的 、 人 格 的 な 要 素 を含 む も の で あ る2)。 彼 は、 ペ ダ ゴ ジ ー(こ こで は 「教 育 」

と非 常 に近 い 意 味 と して 言 い 換 え る こ とが可 能 で あ るた め 、 本 稿 で は 「教 育 」 と呼 び 、 必

要 に応 じて ペ ダ ゴ ジ ー とい う語 を用 い る)が 、 そ の善 さ をつ ね に問 い続 け る営 み で あ る こ

と を主 張 して い る の で あ るが 、 と もす れ ば この テ ー ゼ は、 「教 育 は善 い こ とで あ る」 とい

う言 説 に 回収 され か ね ず 、 反 教 育 学 や ポ ス トモ ダ ンの教 育 に と って 批 判 の標 的 と もな りか

ね な い 。 本 稿 で は、 ヴ ァ ン マ ー ネ ン の ペ ダ ゴ ジ ー概 念 に備 わ る 「問 う こ と」 と して の 本
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性 に 焦 点 を あ て る こ と で 、 教 育 を 善 き こ と と し て 同 定 し て し ま う ナ イ ー ヴ な 議 論 に は 与 し

な い 立 場 を 明 ら か に し て い き た い 。

ま ず 、 「潜 在 し て い た 教 育 的 契 機(latencyofpedagogicalmoment)」 と 名 づ け ら れ る 事

象 を 示 す 一 つ の 事 例 を 引 用 す る 。

あ る心 地 良 い社 交 の場 で 、 幾 人 か の 友 人 達 が 輪 に な っ て座 り、 街 の交 響 楽 団 の 演 奏

につ い て語 り合 っ て い た。 引 退 実 業 家 の エ ドワ ー ドが 、 コ ンサ ー トマ ス タ ー へ の 賞 賛

を語 っ て い る。 演 奏 家 と して 成 功 す る こ との 大 変 さ につ い て 、 幾 人 か が 話 に加 わ っ て

きた 。 エ ドワ ー ドが再 び語 り始 め た 。

子 ど もの 頃 か らず っ と忘 れ られ な い思 い 出 が あ るん だ 。あ ま りに辛 い思 い 出 な の で 、

最 近 ま で誰 に も話 す こ とが で き な か っ た ん だ け ど。 大 人 に な って こ うや っ て み な さ ん

に話 す だ けで 涙 が溢 れ て くる。 私 は何 年 も ヴ ァ イ オ リ ン の練 習 を続 けて い た の だ け れ

ど、16歳 の時 に も うこれ 以 上 上 達 す る こ とは無 理 だ と気 づ い た 。誰 よ りも素 晴 ら しい

ヴ ァ イ オ リニ ス トに な るに は何 か が 欠 け て い る と気 づ き、 ヴ ァ イ オ リ ン を辞 め る決 意

を した。 父 親 は私 の 決 断 に ひ ど く失 望 し、 私 に思 い と どま る よ うに訴 え た。 に も関 わ

らず 私 は そ れ を拒 絶 し、こ の楽 器 を き ち ん と演 奏 す る こ とは も う無 理 な の だ と伝 え た 。

怒 りに震 え な が ら、 父 は私 の 手 か ら ヴ ァ イ オ リ ンを取 り上 げ 、 そ れ を リビ ン グル ー ム

の 壁 に 吊 り下 げ た 。 「今 後 、 こ の ヴ ァ イ オ リ ン を見 るた び に 、 お 前 は 自分 が どれ ほ ど

私 を失 望 させ た か を思 い知 る こ と にな る だ ろ う」 。 そ う告 げ た 。 私 は ひ ど く恐 ろ しい

と感 じた。

何 週 間 か の ち、 母 が そ の ヴ ァ イ オ リン を壁 か ら外 して くれ た 。 彼 女 は私 の こ と を可

哀 想 だ と思 っ て くれ て い た 。 しか し、 ぽ っ か り と空 い た 穴 を埋 め る こ と は で きな か っ

た 。私 は父 の 目 に失 敗 作 と して 映 って い た の だ とい う こ とに私 は ず っ と囚 わ れ て きた 。

この 時 の記 憶 が これ ま で の 人 生 に ず っ とつ き ま とっ て き た。 だ か ら、 私 は 自分 の 子 ど

も に対 して は常 々 こ う言 って 聞 かせ て い る。 彼 らは 父 で あ る私 の期 待 に応 え よ う とす

るの で は な く、 自分 自身 が正 しい と思 う こ と を しな さ い と。 私 が 大 会 社 の社 長 と な り

成 功 した の ち も、 私 が 失 敗 作 で あ る と い う言 葉 を父 は決 して撤 回 しな か っ た 。 けれ ど

も、82歳 に な っ た今 、 よ うや く私 は これ ま で誰 に も話 さ な か っ た胸 の痛 み と う ま く付

き合 え る よ うに な った し、 少 な く と も、 こ う して み な さ ん に話 す こ とが で き る よ うに

な っ た ん だ3)。

この 事 例 は 、 ず っ と潜 在 し続 けて い た教 育 的 契 機 が 、 い か に我 々 の残 りの 人 生 に大 き な

影 響 を与 え得 るか を示 して い る。 エ ドワ ー ドは実 業 家 と して十 分 な 成 功 を 収 め た に もか か
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わ らず 、 子 ど も の頃 に父 か ら受 けた 仕 打 ち と 「失 敗 作 」 と見 徹 され て い た とい う トラ ウマ

か ら離 れ る こ とが で きず 、82歳 にな っ て よ うや く他 者 に こ の 出来 事 を話 す こ とが で き る よ

う にな っ て い る。

ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ

ヴ ァ ン=マ ー ネ ンは、 こ の よ うな 「ネ ガ テ ィ ブ な教 育 的 契 機(強 調 は原 著 者)」 が 生 起

す る こ との重 大 さ につ い て 、 我 々 は容 易 に認 識 で き る し、 子 ど もの 頃 に受 けた 大 人 か らの

ネ グ レ ク トや ネ ガ テ ィ ブな 影 響 、 過 去 の有 害 な 行 為 とい っ た もの が 今 もな お 我 々 を悩 ませ

る と大 人 を非 難 す る こ と も あ るだ ろ う と述 べ る。 そ して 、 彼 に よれ ば、 この よ うに答 め た

り非 難 した りす る こ と も また 我 々 の 生 に お け る教 育 的 な 物 語 を形 作 っ て い る し、 そ こか ら

「我 々 自身 の ペ ダ ゴ ジ ー 」 が 作 り出 され る4)と 言 え る の で あ る。

「私 を失 望 させ た」 とい う父 親 の 言 葉 は 、 エ ドワー ド自身 の た め とい うよ りは、 父 親 の

欲 求 を満 た す た め に ヴ ァ イオ リ ン を辞 め る こ とを認 め た くな か った とい うこ とを示 して は

い る も の の、 こ の父 親 に と っ て は 、 エ ドワー ドが ヴ ァ イオ リ ンを 続 け る こ とが 「彼 の た め

に な る」 と考 えて の行 為 で あ っ た と推 察 され る。 これ は 自身 の行 な っ て い る 「教 育(子 育

て)」 にお け る 「善 さ」 を疑 わ な い こ とに よ る帰 結 と言 え るだ ろ う。

この よ う に、 子 ど もの 頃 の親 や教 師 か らの 「教 育 的 」働 き か けが そ の人 の 人 生 に 大 き な

影 響 を も た らす とい う視 点 は、 反 教 育 学 や ポ ス トモ ダ ン教 育 学 にお い て共 有 され 、 教 育 の

あ り方 自体 が批 判 的 に検 討 され て も き た。

和 田 は、1970年 代 か ら旧西 ドイ ツ を 中 心 に 叫 ば れ た 「反 教 育 学(ア ン チ ペ ダ ゴ ー ギ ク)」

が、 「(子 ど も の教 育 や養 育 が人 間 に と って 自然 で本 質 的 な営 み で あ る とい う)教 育 関 係

者 達 の 暗 黙 の 前 提 自体 を疑 わ しい もの と考 え、学 校 教 育 の み な らず 教 育 全 般 を悪 と見 倣 し、

学 校 と家 庭 に お け る意 図 的 な教 育 の 全 廃 を説 く」 もの と して現 れ 、 「か な りの反 響 を呼 」

ん だ と述 べ る。 和 田 に よれ ば、 この 背 景 に は、 「教 育 の 美 名 の 下 に行 わ れ て い る大 人 の 不

当 な 児 童 支 配 、 子 ど もの 人 権 の侵 害 に対 す る告 発 と抗 議 」 が あ り、 教 育 者 に よ る意 図 的 な

教 育 一 般 を無 条 件 に善 い も の と見 徹 し、 際 限 の な い児 童 支 配 に 向 う傾 向 を 助 長 す る もの と

して 批 判 を受 けた5)と 解 説 す る6)。

ま た 、 田 中 ら は、 ア メ リカ の教 育 学 、 教 師 教 育 に お け る 「ペ ダ ゴ ジ ー」 とい う語 の 用 法

に つ い て 丹 念 な歴 史 的 ・語 源 的 考 察 を行 な って い る。 田 中 らの立 場 は、 「ペ ダ ゴ ジ ー 」 を

「善 き も の と して の教 育 」 す な わ ち 、 「問題 設 定 ・研 究 方 法 ・表 現 形 態 が あ らか じめ 『教

育 は 善 い もの で あ る』 とい う前 提 命 題 に よ って 正 当化 され 、 そ う した正 当性 をつ う じて す

べ て の 教 育 実 践 を教 導 し よ う とす る言 説 、 … た と え イ デ オ ロ ギ ー批 判 を試 み て も、 イ

デ オ ロ ギ ー(言 説)を 生 産 して し ま う権 力 の 装 置(テ ク ノ ロジ ー)」 とす る もの で あ る7)。

序 章 「言 説 と して のペ ダ ゴ ジ ー」 の 中 で 田 中 は、 「子 ど も の心 を 善 い方 向 に導 く」 とい う
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内面 性 の人 為 的 操 作 が願 望 に過 ぎず 、 教 育 の 結 果 が あ くま で も偶 発 的 で あ る こ とを論 証 し

て い く。 「教 育 の好 きな教 師 が し ば しば学 生 に とっ て 有 害 で あ」 り、 さ ら にそ れ だ けで は

な く、 「そ の 『教 育 の好 き な教 師」 が 善 意 の ま ま遂 行 して い る教 育 行 為 が 、 ペ ダ ゴ ジ ー と

い う言 説 の構 築 物 」で あ る と。そ して 、 「教 育 者 は子 ど も の未 来 に責 任 を もつ べ きで あ る」

とい う教 育 者 固 有 の職 業 倫 理 が生 まれ 、 この職 業 倫 理 が 、 教 育 者 に 「教 育 者 は あ るべ き子

ど もの 未 来=可 能 性 を知 って い る」 とい う妄 想 を抱 か せ る こ と にな っ て しま うそ の不 幸 な

帰 結 を指 摘 す る。 さ ら に、 教 師 が 、 「生 徒 を 自分 に従 属 す る存 在 と して措 定 しな が ら、 同

時 に 自律 す る存 在 と して も措 定 して い る」 教 育 関 係 もま た 、 「教 師 の権 威 性 を維 持 した ま

ま、r愛 』r教 育 的 配 慮 』 に よ って 生 徒 と親 密 な関 係 を結 ぼ う とす る」 とい う矛 盾 にお い

て議 論 の姐 上 に挙 げ られ る8)。

「そ の子 ど も の た め に」 「そ の子 に と って よか れ と思 っ て」 行 な っ た結 果 、 子 ど もの 未

来 にそ れ が どの よ うな影 響 を与 え得 る か、 「潜 在 して い た 教 育 的 契 機 」 が 近 い 将 来 、 あ る

い は遠 い未 来 に、 そ の子 ど も に どの よ うな ポ ジテ ィ ブ/ネ ガ テ ィ ブ な帰 結 を も た らす か に

思 い を馳 せ る こ との な い教 師 は、 田 中 の批 判 す る よ う に 「教 育 は 善 い もの で あ る」 と捉 え

て疑 うこ との な い ナ イ ー ヴ な教 師 だ と言 え るだ ろ う。

ヴ ァ ン マ ー ネ ン も 自 ら の教 育 が 完 壁 で あ る と信 じて い る教 師 達 に つ い て 次 の よ うな 批

判 を行 っ て い る。 「彼 ら は 自明 だ と受 け取 られ た 一 連 の 信 念 と価 値 を無 理 強 い し よ う とす

るだ ろ う。 こ の よ うな 『教 育(education)』 は 、大 人 が 子 ど もを 支 配 す る権 威 的 な形 式 と

して の 抑 圧 と操 作 へ と繋 が る こ と は避 け られ よ う もな い 。r完 壁 な 』 教 師 は、 子 ど も を不

完 全 な も の と見 徹 しが ち で あ り、 子 ど もか ら聴 く こ との 必 要 性 を解 せ ず 、 よ っ て子 ど も か

ら学 ぶ こ とが で き な い9)」 。

しか し、 教 育 は全 く も って 善 い もの で は な い の だ ろ うか 。 次 章 で は、 村 井 実 の議 論 を取

り上 げ る こ とで 、 教 育 と善 さ との 関 係 を 明 らか に し、 次 に ヴ ァ ン=マ ー ネ ンが 教 育(ペ ダ

ゴ ジ ー)の 善 さへ の問 い につ い て論 じて い る点 を検 討 す る。

2.教 育 の善 さへ の 問 い

ヘ へ

村 井 実(1922-)は 、 「r教 育 』 とい う言 葉(あ るい は概 念)が 、 本 来 、 子 ど も を善 く

す る(強 調 は原 著 者)こ と を意 味 した 」 と規 定 す る。 村 井 に よれ ば、 「人 間 は善 くな ろ う

とす る生 物 」 で あ り、 これ は他 の 生 物 と違 って 、 人 間 の も っ て 生 まれ た独 特 な性 質 だ と言

え る。 そ の独 特 な生 き方 、 つ ま り、 人 間 固有 の さ ま ざ まの 文 化 を作 り出 す とい う、 ま さ に

人 間 ら しい 生 き方 を実 現 して き た10)。 この 意 味 で 、 単 に 「教 え る」 、 「育 て る」 とい う

原 始 的 な行 為 と は別 の、 格 段 に複 雑 で 、 そ れ だ け に独 特 な 困難 が 予 想 され ざ る を え な い 行
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為 な の で あ る。 こ の、 子 ど も を 「善 く し よ う とす る意 欲 」 を全 て の 大 人 が もつ と され る。

そ れ で は、 「善 くす る」 と は い か な る こ とな の だ ろ うか 。

村 井 は、 次 の よ うに分 析 す る。 子 ど もに 多 少 の狩 猟 や 農 耕 の知 識 ・技 術 を教 え、 そ の 社

会 の 習 俗 に従 わ せ る こ とが 子 ど もへ の 親 の仕 事 で あ った 狩 猟 採 集 や 原 始 農 耕 社 会 の よ うな

生 活 か ら、 時 代 は急 速 に変 化 した 。 子 ど もが 「善 く」 生 き う るた め に必 要 と され る知 識 ・

技 術 は急 速 に 多様 化 し、 増 大 した 。 そ の 中(急 速 に 多様 化 し、 増 大 した知 識 ・技 術)の ど

れ を、 どれ だ け学 ばせ る こ とが 「善 くす る」 こ とで あ るの か。 ま た 、 社 会 生 活 の組 織 や 秩

序 も複 雑 化 し拡 大 して い った そ の 中 に あ って 子 ど もが ど うい う人 格 と して 、 ど うい う役 割

を、 ど うい う仕 方 で 果 た す こ とが 「善 く」 生 き る こ とで あ るの か 。 ま た、 そ も そ も、 子 ど

も を 「善 くす る」 とは、 親 が あ らか じめ描 き うる 「善 さ」 の イ メ ー ジ に従 って 子 ど も を形

づ くる こ とな の か 、 あ るい は む し ろ、 子 ど も 自身 が描 き出 す 「善 さ」 の イ メ ー ジ に 向 か っ

て、 子 ど も 自身 の成 長 を刺 激 す る こ とで あ るの かll)。

村 井 は、 人 間 が 「善 くな ろ う とす る生 物 」 で あ り、 子 ど も もま た 「善 くな ろ う」 と して

い る と い う人 間観 ・子 ど も観 を前 提 と して議 論 を始 め るの で あ るが 、 そ の 「善 さ」 が 、 大

人 に よ っ て所 与 の もの と して 規 定 され るべ き も の で は な い こ とを 強 調 して い る。 「私 た ち

に と って の善 さ は、 必 ず しも そ の ま ま に子 ど も(相 手)に と って の 『善 さ』 で は な い の で

あ り、 む しろ 、 そ の こ と を心 得 た うえで 『善 さ』 を決 定 ・指 令 す る と ころ に、 教 育 思 想 の

独 自の 性 格 が あ る の で あ る12)」 。 こ の よ うに村 井 は 教 育 に お け る 「善 さ」 へ の問 い の 意 義

を提 示 して い る。

この 善 さが 、 快 さ と混 同 され る時 、 「とん で もな い 悪 い 結 果 」 が 惹 き起 こ され る こ とに

な り得 る。

「私 た ち は 、 わ が 子 を学 校 に や る こ とに よ って 、 そ の 子 を善 くす る つ も りで い る。 国 は

学 校 を拡 大 充 実 す る こ と に よ っ て 、 国 を善 くす るつ も りで い る」 。 しか し、 これ は村 井 の

言 葉 を借 りれ ば 「とん で も な い考 えち が い」 か も しれ な い 。 この 「考 え ち が い 」 は 、 「善

さ」 と 「快 さ」の 混 同 に起 因 す る。 「頭 を使 って 働 い て 、お 金 を も うけ て、 ど こ まで も 『快

い」 生 活 が実 現 で き る よ うに な れ ば、 人 は 『善 い』 人 な の で あ り、 そ う した 「快 さ」 を国

が最 大 多 数 の 国 民 に保 障 さ え で きれ ば、 国 は最 高 に 『善 い 』 」 とい う考 え か た で あ る。 言

い換 えれ ば 「国 を富 ませ 、 力 を蓄 え る こ と、 そ の た め に必 要 な 思 想 や 知 識 や 技 術 を子 ど も

の こ ろ か ら国 民 につ け させ る こ と、 これ が 国 を善 く し人 々 を善 くす る こ と に他 な らな い 」

とい う 「殖 産 興 業 ・富 国 強 兵 」 の考 え か た に繋 が る。 「善 さ」 「快 さ」 で あ る と考 え て

しま っ た と き、 「人 間 は個 人 と して も社 会 人 と して も。 教 育 に つ い て とん で も な い考 え ち

が い を して し ま っ た の で は な い か13)」 。 「快 さ」 を求 め る限 り、 人 々 は 当 然 、 そ れ が ま

す ま す 大 き くな る こ と を求 め 、 しか も そ れ が永 劫 に つ づ く こ と を求 め る こ と に な る14)。
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プ ラ トン が ソ フ ィ ス トた ち の主 張 を批 判 して 行 っ た警 告 を、 村 井 は往 時 の教 育 の あ り様 に

対 して 続 け る。

人 間 は、 「好 き」 で あ って な お か つ 「善 い 」 か ど うか を言 い つ つ 生 きて い る の で あ り、

時 に は、 「好 き」 で あ って も必 ず し も 「善 く」 な い とす ら言 うの で あ る。 「好 き」 とい う

主 観 の 問 題 で あ る。 だ が 、 「善 さ」 を言 う と き に は、 人 間 は 明 らか に客 観 的 な何 か を問 題

と して い る15)。

この よ う に、 我 々 が善 さ を問 うて い るつ も りで 、 快 さや 好 き嫌 い との混 同 が な され て い

な い か 、 そ の 区別 を厳 密 につ け る必 要 が 見 い だ され るの で あ る。

ヴ ァ ン マ ー ネ ンは、教 育 の 善 さ へ の 問 い に つ い て どの よ うに考 えて い る の で あ ろ うか 。

彼 に よれ ば、 教 育 の本 質 は 「神 秘 」 「謎 め い た 」 もの で あ り、 そ こ に必 然 的 に問 い が 呼 び

寄 せ られ るそ の性 質 を 見 出 して い る。 彼 は 、 教 育 の本 質 を問 う際 にマ ル セ ル の 「神 秘 」 と

い う概 念 を用 い る16)。 マ ル セ ル に よれ ば 「問 題(prob16me)」 は、 私 の面 前 で そ の す べ て

を あ らわ す もの で あ るが ゆ え に、 そ れ を と り囲 み 、 解 体 す る こ とが で き る。 しか し 「神 秘

(myst6re)」 は 、そ の本 質 が 全 部 私 の 前 に さ ら さ れ る と い う よ うな こ との な い もの で あ る

17)
。 ヴ ァ ン=マ ー ネ ン は ま た、 「謎 め い た(enigmatic)」 とい う形 容 詞 を 用 い て教 育 の 本

質 を言 い表 そ う と もす る。 彼 は、 子 ど も と大 人 との 関係 にお け る教 育(ペ ダ ゴ ジ ー)の 意

味 を リフ レ ク シ ョ ンす る こ とは根 本 的 に謎 め い た もの で あ る と述 べ る。 教 育 的 な 関係 とい

う端 緒 的 な現 象 は、人 間 存 在 にお け る最 も基 本 的 な側 面 で あ るが ゆ え に、教 育 的 な 関係 性 、

状 況 、 行 為 に お い て 経 験 され る倫 理 的 な要 求 に対 して 、 生 物 学 的 か つ 文 化 的 、 古 代 か つ 現

在 、 世 俗 的 か つ神 秘 的 、 そ して鋭 敏 か つ 敏 感 で あ る とい う こ とな の で あ る と18)。

こ こ で用 い られ る倫 理 と は、 レ ヴ ィナ ス が 『存 在 の彼 方 へ19)』 にお い て 述 べ て い る、

人 間 の もつ 「他 者 へ の 責 任 の 訴 え に 発 せ られ る要 求 に対 す る倫 理 的反 応20)」 を指 して い

る と言 え る。 レ ヴ ィナ ス を援 用 して ヴ ァ ン=マ ー ネ ンが 論 じ る教 育 責 任 論 に関 して は 別 稿

で主 題 的 に扱 った2Dた め、 こ こで は 詳 述 を避 け るが 、我 々が 子 ど も に対 峙 す る と き、 そ の

子 ど も を 自 ら に訴 え か け る他 者 と して 経 験 し(レ ヴ ィナ ス 的 に 言 え ば 「顔 」 の到 来)、 応

答 せ ず に は い られ な い状 況 に見 舞 わ れ る。 我 々 は そ の 状 況 を 回避 す る こ とが で き な い(何

も しな か っ た と して も、 そ れ は何 も しな か った とい う状 況 へ の対 応 とな る)。 なぜ 、 そ の

対 応 を した の か 、 なぜ しな か っ た の か 。 ど うす れ ば よか っ た の か 、 それ で よか っ た の か 。

この 子 ど もの未 来 に と って 、 この状 況 は どん な 意 味 を もつ の か 。 こ うい った 問 い へ と我 々

は投 げ込 ま れ る。 ヴ ァ ン=マ ー ネ ン は次 の よ うに この事 態 を説 明 す る。

子 ど もが 大 人 と と も に生 き る よ うに な る と、 子 ど も は反 省 的(リ フ レ クテ ィブ)な 問

い を我 々 に対 して どん どん 促 す よ うに な る。 言 い換 え れ ば、 親 で あ る こ と、 教 師 で あ る

一52一



問 う こ と と して の ペ ダ ゴ ジ ー

こ と にお け るペ ダ ゴ ジ カ ル な質 を 我 々 が 生 き られ た形 で 得 る よ うに な る とす ぐに 、 我 々

は 自身 に問 い か け 自身 に対 して疑 問 を もつ よ うに な る とい う こ と な の だ 。 ペ ダ ゴ ジ ー は

ヘ ヘ ヘ へ

この 間 う こ と、 こ の疑 問 に思 う こ とそ の もの な の で あ る。 我 々 は思 い迷 う。 「正 しい こ

とを 出 来 た だ ろ うか?」 「こん な ふ うに違 っ た や り方 で 子 ど も に教 え た り子 ど も を し

つ け た りす る人 が い る の は ど う して だ ろ う?」 と(強 調 は現 著 者)22)。

親 に な っ た り教 師 に な った りす る と同時 に、 上 に述 べ た よ うな 我 々 は子 ど も か ら 「反 省

的 な 問 い」 を 投 げ か け られ る こ と にな る。 そ して ヴ ァ ン マ ー ネ ン は、 ペ ダ ゴ ジ ー が 「こ

ヘ ヘ ヘ へ

の 問 うこ と、 こ の疑 問 に思 う こ とそ の もの」 で あ る と言 い 切 るの で あ る。

我 々 は もち ろん 、 子 ど も と と も に あ る我 々 の 毎 日の 生 活 の 中 で 、 我 々 は 子 ど もに と っ て

何 が 善 くて何 が 善 くな い(あ ま り善 くな い)か を行 動 的 、 反 省 的(リ フ レ クテ ィブ)に い

か に して 区別 す るか を常 に知 っ て い る訳 で はな い23)。 我 々 は善 さ とそ うで な い もの の 区 別

を常 に知 っ て い るわ け で は な い とい う、こ の事 実 を認 め る こ と は重 要 で あ る。さ もな くば、

我 々 は前 に見 た 「完 壁 な 」 教 師 の 罠 にや す や す と陥 って しま う。

重 要 な の は、 この疑 い や 不 確 か さが 教 育 に属 して い る の で あ り、 そ れ が 我 々 に教 育 的

な 思 考 と行 為 の倫 理 的本 性 を深 い仕 方 で示 して くれ る とい う こ とな の だ 。 教 え る こ と、

親 で あ る こ と、 そ して 子 ど もを ケ アす る こ とはル ー ル や レ シ ピ とい っ た 手 段 を用 い て 取

り扱 い で き る よ うな シ ン プル な 営 み で は な い 。 テ クニ ック や 手 続 き に よ って 「解 決 」 で

き る よ うな状 況 的 な苦 境 は倫 理 的 な 苦 境 と は言 え な い 。 そ して 、 教 育 は 我 々 の行 為 の う

ち 、 タ ク トフル で 倫 理 的 な実 践 で も あ り、 ま た 同 じ く らい 自分 た ち の行 為 と実 践 に対 し

て 疑 い深 く、 問 い を含 ん だ 、 そ して 反 省 的(リ フ レ ク テ ィ ブ)な も の で も あ るの だ24)。

こ う して、 ペ ダ ゴ ジ ー の もつ 疑 い や 不 確 か さ、 神 秘 とい っ た性 質 が 明 らか に され 、 そ れ

は 問 うこ とを 必 然 的 に要 求 す る とい う こ とが 見 出 され る。 次 に 、 「問 う」 とい う営 為 につ

い て ボ ル ノ ウ と ビ ー ス タ を参 照 しつ つ 考 察 を加 え る こ とで 、 そ の 意 味 を さ ら に探 究 して い

く こ と にす る。

3.問 う こ と の 意 味

ド イ ツ の 教 育 人 間 学 者 ボ ル ノ ウ(OttoFriedrichBollnow,1903-1991)は 、 問 い を 人 間

に と っ て 本 質 的 な 営 み で あ る と 措 定 す る 。 人 間 は 世 界 に 開 い た 存 在 と し て 、 問 う こ と が で
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き、ま た 自分 の 問 い に答 え る こ と に よ って 自分 の世 界 を広 げ る こ とが で き る。問 い に は様 々

な種 類 が あ り、 人 間 の本 質 に達 す る深 さ も多様 で あ る と彼 は分 析 す る。 ま ず は イ ン フ ォ メ

ー シ ョン を求 め る問 い が あ る が、 これ は、 情 報 、 知 識 を求 め、 手 に入 れ よ う とす る種 類 の

問 い で あ る。 しか し、 これ も ま た 、 情 報 が受 け取 られ る こ とで完 結 す る問 い と、 絶 え間 な

く続 行 され る問 い とに分 け る こ とが で き る。

この イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン を求 め る問 い と区別 され る も の と して 、 内省 の 問 い が提 示 され

るの で あ るが 、 こ の種 の 問 い は、 「だ れ か も っ と よ く知 っ て い る他 の人 間 に問 うの で は な

く、 ま た 自分 で 探 求 して答 え を手 に入 れ よ う とす るの で も な くて 、 わ た し は問 い の な か で

わ た し自身 を ふ り返 る」 とい う点 にお い て 、 前 者 とは 全 く異 な って い る。 こ こで 問題 とな

るの は、 「人 間 に とっ て 、 これ ま で 自明 的 で あ っ た こ とが 疑 わ し くな っ た と き」 に成 立 す

る もの で あ り、 こ の際 、 「関 連 枠 そ の もの」 が 問 い に付 され る こ とに な る。 す な わ ち 、 人

間 が そ の うち に生 み 出 され 、 自明 な も の と して 受 け取 って き た世 界 の秩 序 そ れ 自体 が 問 わ

れ る こ とに な る。 ボ ル ノ ウ に よれ ば、 「人 間 は 自 明 な こ と と して 受 け取 って き た束 縛 か ら

自由 に な り、 … み ず か らの生 を 自分 で獲 得 し、 自分 で 責 任 を 負 うた基 盤 の上 に も とづ

け る」こ とが 可 能 とな り、 「こ の 問 い の な か で は じめ て人 間 は 自己 自身 に な る」の で あ る。

この 内省 の 問 い は孤 独 な営 み で あ り、 や が て 自分 の 省 察 の 限界 に ま で導 か れ 、 そ の 可 能

性 の 限 定 を経 験 す る こ とで 、 他 の 人 間 の助 力 を必 要 とす る。 こ こ に、 「ほ ん と うの対 話 」

が生 ず る余 地 が み られ る。 「ほ ん と うの対 話 にお い て は双 方 の側 が 交 互 的 な 問 い と答 え、

異 論 と補 完 の な か で 、 生 きい き と した 対 話 にお い て は じめ て生 ま れ る よ うな 新 た な着 想 に

よ って 、 問 題 提 起 を予 想 し得 な い よ うな仕 方 で 継 続 し、 ま た深 め て い く25)」 。

本 稿 で我 々 が 問 題 と して い る 「教 育 の善 さへ の問 い 」 は、 ボ ル ノ ウ の 内 省 と して の 問 い

に位 置 づ け られ よ う。 「教 育 」 とい う、 我 々 自身 が そ の 営 み に お い て 生 を 亨 け、 問 い を立

て る よ うな存 在 に な っ た そ れ 自体 を問 う こ と、 そ れ は 「関 連 枠 そ の もの」 を問 う こ と と同

義 と言 っ て よい だ ろ う。 そ して この 種 の 問 い は、 最 終 的 な解 答 へ と辿 り着 く こ とは期 待 で

きな い 開 か れ た 問 い で あ る。

問 い 続 け る こ と とオ ラ ン ダ の教 育 学 者 ビー ス タ(GertBiesta,1957-)が 示 して い る対 話

との 関 係 を以 下 に検 討 して み た い 。

ビー ス タ は 、 教 育 に と って 重 要 な こ と と して 、 「世 界 の 中 に 、 世 界 と と も に成 長 した 仕

方 で存 在 す る こ と」 を設 定 す る。 そ の た め に は、 他 な る も の や他 者 の多 様 性 と統 一 性 を認

め る必 要 が生 じ る の で あ るが 、 私 た ち は、 そ の 存 在 に 「抵 抗 」 と して 出会 う こ とに な る。

この 抵 抗 へ の 出 会 い にお け る3つ の 選 択 肢 を ビー ス タ は準 備 す る。 ま ず1つ 目は 「世 界

ゐ破 壊(強 調 は原 著 者 、 以 下 に 同 じ)26)」 で あ り、 抵 抗 に 出会 った と き に強 い意 志 や 意 図
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で抵 抗 す る もの を責 め た て る こ とで 、 破 壊 して しま う可 能 性 を秘 め る。 次 に想 定 され る の

が 「白 已 ゐ破 壊 」 で あ る。 抵 抗 の経 験 に直 面 した と き に、 そ の状 況 が あ ま りに も複 雑 で 難

解 で あ る た め に、 そ う した 抵 抗 に耐 え う る活 力 や 意 欲 を も て な くな り、 抵 抗 を示 す もの と

の 出会 い か ら身 を引 く こ と を意 味 して い る。この 両極 の 中 間 点 と して提 示 さ れ る も の を「対

話 」 と読 み替 えて い る。 対 話 は、 「す べ て の 人 が か か わ る こ との で き る正 義 が 探 究 され る

よ うな 、 と も に あ る仕 方 」 で あ る。 勝 者 と敗 者 を もた らす こ とを 目的 とす る競 争 とは 異 な

り、対 話 は 「け っ して 終 わ る こ との な い 、ど こま で も続 く挑 戦 」で あ る。 この 対 話 の場 所 、

中 間 点 に と ど ま る こ と は、 容 易 な こ とで は な い が 、 世 界 の 破 壊 と 自 己 の破 壊 の極 端 を理 解

す る こ とを助 け、 世 界 の 中 に、 世 界 と と も に存 在 す る こ との 困難 か ら逃 れ る道 を示 して も

くれ る。 対 話 か ら と き に は一 時 引 き下 が り、 充 電 した り、 対 話 の 中 で 出会 った こ と に対 す

る新 た な観 点 を得 た りもす る。 私 た ち の存 在 が 可 能 とな る この 中 間 点 は 「私 た ち の 自 己表

現 が制 限 され た り、 中 断 され た り、 応 答 され た りす る場所 」 と して あ る27)。

自 ら の有 りよ うを決 定 して しま わ な い こ と、 そ こ に止 ま らな い こ とが 問 う こ との本 質 で

あ るな らば、 そ れ は ビー ス タ の 中 間 点 に あ た る の で は な い だ ろ うか 。 例 え ば 、 「教 育 は善

い こ とで あ る」 とい っ た 自 らが そ こ に生 ま れ 落 ち て慣 れ 親 しん で しま っ て い た 自明性 へ の

疑 義 で あ り、 そ こ に は抵 抗 が 生 じ るだ ろ う。 そ の時 に、 世 界 を破 壊 して し ま うで も、 自 己

を破 壊 して し ま うで もな い 第 三 の道 と して の 対 話 の位 置 に止 ま り続 け る こ と、 そ れ は 「私

た ち の 自 己表 現 が 制 限 され た り、 中 断 さ れ た り、 応 答 され た りす る場 所 」 に あ る こ と と し

て痛 み を伴 う こ と もあ るだ ろ う。だ と して も、そ れ に もか か わ らず 中 間 点 に と どま る こ と、

ビー ス タ に お け る教 育 の課 題 は こ こ に あ る と言 え るの で は な か ろ うか 。

4.問 い 続 け る こ と の 困 難 さ 、 回 り 道

ヘ ン リー ・ジル ー(HenryA .Giroux,1943-)は 、 「変 革 的 知 識 人 と して の 教 師 」 の あ り

方 を提 示 し、 現 状 の教 員養 成 に お け る教 師 の 自律 性 の 剥 奪 、 専 門性 の倭 小 化 につ い て 警 鐘

を 鳴 らす 。 技 術 的 な専 門 知 識 の み を強 調 して きた 教 員 養 成 プ ロ グ ラ ム が、 教 授 活 動 の 性 質

や 彼 ら の生 徒 に とっ て は害 に な って い る と彼 はデ ュ ー イ を参 照 しな が ら指 摘 す る。 学 生 生

活 や 実 践 を構 造 化 す る原 理 に 向 けて の 反 省 を学 習 す る代 わ りに 、 教 員 養 成 の 学 生 は 、 批 判

的 思考 に ま さ に必 要 とな る よ うな 要 素 を 明 らか に否 定 す る よ うな 教 授 法 を教 え られ て き た

の だ28)。

「管 理 運 営 」 や 「効 率 性 」 、 「ハ ウ ・ツ ー 」 、 す な わ ち 「与 え られ た知 識 体 系 を教 授 す

るの に最 善 の 手 法 を どの よ うに マ ス タ ー す るの か 」 が優 先 され て き た これ まで の教 師 教 育
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プ ロ グ ラ ム に代 えて 、 ジ ル ー は批 判 的 な視 点 を持 たせ る プ ロ グ ラム を提 起 す る。 そ れ は、

「学 校 の イ デ オ ロ ギ ー 的 、 物 質 的 な 実 践 を構 造 化 す るあ ま りは っ き り と しな い 条 件 」 につ

い て 「批 判 的分 析 」 を す る も の で あ る。 ジ ル ー の描 く 「変 革 的知 識 人 と して の教 師」 は、

「変 革 的 知 識 人 」 を育 て る こ とを 目的 とす る29)。

「何 を彼 ら は教 え、 そ れ を教 え るた め に彼 ら は どの よ うに す るべ き な の か 、 そ して どの

よ うな 大 目標 に向 か っ て逼 進 す るの か 、 こ う した こ と に関 す る真 剣 な疑 問 を挙 げ るた め の

主 体 的 な責 任 を教 師 は と ら な くて はい け な い 」。そ れ は、学 校 が 「社 会 生 活 の 特 定 の形 態 」

を子 ど も た ち に紹 介 し、 そ れ を正 当 化 す る場 とな っ て い る こ と に 「政 治 や権 力 か ら隔 離 さ

れ た 客 観 中立 の 装 置 な どで は な く、権 威 の諸 形 態 、 知 識 の 型 、 道 徳 的 規 則 の 諸 形 態 、 過 去

の見 方 や 未 来 の 展 望 な どの うち の どれ を正 当化 して子 ど も に伝 えて い くべ きか とい う問 題

を め ぐる闘 争 を具 体 化 して 表 現 した 論 争 的領 域30)」 と して 、 存 在 す べ きだ か らで あ る。

ジ ル ー が指 摘 す る よ うに、 現 下 の 教 員 養 成 の シ ス テ ム にお い て 、 教 育 の本 質 に つ い て 問

うた め の批 判 的 思 考 力 が 十 分 に養 成 され て い る とは言 え ま い。 この こ とに よ り、 「教 師 の

仕 事 を単 純 作 業 化 して し ま うだ けで な く、 熟 慮 や 反 省 の 過 程 か ら も彼 らを遠 ざ け る こ とに

な る31)」 と ジル ー は そ の問 題 を指 摘 す る。 しか も、 ビー ス タ の と こ ろで 見 て き た よ う に、

問 う こ と、中 間 点 に と どま り続 け る こ と は我 々 に あ る種 の痛 み を もた らす の も事 実 で あ る。

そ れ で もな お 、 我 々 は教 育 の善 さ につ い て 問 い続 けな けれ ば な ら な い。 な ぜ な ら、 善 き

に つ け悪 し き につ け、 我 々 の生 成 にお い て教 育 は重 大 な 、 決 定 的 な 影 響 を及 ぼ し得 るの で

あ り、 しか もそ の影 響 はす ぐに表 れ る もの で は な く潜 在 的 で あ る可 能 性 が 高 い 。 教 育 者 の

立 場 で 見 た時 、 自 ら の(教 育 的)行 為 の影 響 、目 の前 にい る この 子 ど も、 この 生 徒 へ の 我 々

大 人 の働 き か け(あ るい は働 き か けす ら して い な い か も しれ な い)、 そ こ に子 ど も と と も

に い る有 り様 が 、 驚 くほ ど あ とか ら現 わ れ る可 能 性 が あ る とい うこ とは、 我 々 に強 い 責 め

を 負 わ せ 得 る。 「この子 に否 定 的 な 言 葉 を か けて しま った 。 この 言 葉 が この 子 を ず っ と苦

しめ る こ とに な っ た ら ど う し よ う」 。 「あ の 時 、 なぜ あ の 子 の訴 え を聞 い て あ げ な か っ た

の だ ろ う」 。 教 師 や 親 は、 自 らの有 り様 の 帰 結 が 重 大 な 影 響 を及 ぼ す 可 能 性 に気 づ き立 ち

煉 む 。

そ れ で もな お 、 我 々 は子 ど も と と も に あ り、 子 ど もの 前 に立 つ 。 む しろ 、 この 「そ れ で

もな お 」 を通 り過 ぎ な い ま ま に、 教 師 や 親 を続 け る こ と に こそ 、 問 題 は な い の か。 「私 は

教 師 と して子 ど も の た め にや っ て い ます 」 。 「親 な の だ か ら、 子 ど もの た め に行 為 す る こ

とは 当 然 で す」 。 この 「子 ど もの た め 」 を 問 わ な い こ との 怖 さ に こ そ、 我 々 は立 ち煉 む べ

きで あ ろ う。

「子 ど もの た め に」 良 か れ と思 って 行 な った 行 為 が 、 今 この 時 、 そ して 長 い 目で 見 た 時

に、 本 当 に そ の 子 ど も に と っ て どの よ うな 帰 結 を もた らす の か 、 そ の こ と を まず 問 うて み
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る こ と の意 味 に気 づ く こ と。 そ して 、 長 い 目で 見 た 時 に、 この い ま の行 為 が どの よ うな帰

結 を も た らす の か を我 々 は知 り得 な い こ と を認 め る こ と、 そ れ で も な お、 そ の こ と を理 解

しつ つ 、 「子 ど も の た め に」 行 為 す る こ と。 こ の 「回 り道 」 を あ えて 通 過 す る こ と。 そ こ

に は 、 教 育 学 や反 教 育 学 とい っ た単 純 な 図 式 で は描 き きれ な い逡 巡 の過 程 が 存 在 す る と言

え るの で あ る。

お わ りに

田 中 は、 教 育 学 の学 と して の あ り方 と して 、 反 省 科 学 とい うカ テ ゴ リー に向 け て進 む 方

向 を提 起 す る。 田 中 に よれ ば、 教 育 学 は以 下 の 三 つ の理 由 で実 証 科 学 で は あ り得 な い 。 ま

ず 、 教 育 学 が 、 人 間 の可 能 性 や 道 徳 性 とい った 価 値 規 範 を前 提 とせ ね ば成 立 が 困難 な 「教

育 実 践 」 の うち に生 み 出 され る知 で あ る点 、 そ して教 育 学 が 教 育 を分 析 対 象 で は な く達 成

課 題 と み な して き た こ と に あ る とい う。 さ ら に、 教 育 は 「タ ク ト」 や 「経 験 」 とい った 言

葉 で 語 られ て きた 「実 践 的 なセ ンス 」 、 複 雑 で 身 体 的 ゆ え に充 分 な 解 像 度 を もつ とは 言 え

な い理 論 に も とつ い て きた こ と にあ る。

これ に代 わ って 、 「これ か らの教 育 学 は 、 教 育 や 人 間 生 成 を フ ィ ール ドと し、 実 証 科 学

と反 省 科 学 の両 面 を もち あわ せ る こ との で き る トラ ンス ・ア カ デ ミ ッ クな 学 問 領 域 へ と再

編 成 」 され て い く。 反 省 科 学 と して 示 さ れ て い る の は 、 「教 育 を 遂 行 す るた め の実 践 知 、

ま た そ の知 を 生産 す る知 をふ るい にか け、 そ の 成 り立 ち を説 明 す る営 み」 で あ る。 この 営

み の特 徴 と して 以 下 の3点 が 挙 げ られ て い る。 まず 、 従 来 の教 育 学 の よ うにテ クス トの 解

釈 や新 しい独 自 の教 育 的 な 価 値 の定 立 を行 うの で は な く、 「そ う した解 釈 ・価 値 の成 り立

ち を明 らか に す る」 、 す な わ ち 「よ り よい教 育 」 そ の もの を研 究 対 象 とす る こ とで あ る と

い う。 ま た、 社 会 的 な伝 統 、 趨 勢 的 な 現 実 に対 す る懐 疑 の 可 能 性 に開 か れ る と され る。 こ

の意 味 にお い て 田 中 が 「反 省 科 学 」 と認 め て い る の は フー コー の 系 譜 学 、 ル ー マ ンの 社 会

シ ス テ ム理 論 の 教 育 の応 用 で あ る。 さ らに 、 共 時 的 な 比 較 と して 、 教 育 シ ス テ ム に 見 られ

る事 態 が 経 済 、 政 治 、 家 庭 とい った社 会 的 な領 域 に も見 られ るか を確 認 す る こ と、 通 時 的

な比 較 と して、 これ ら の各 社 会 的 な領 域 の 言 説 の 時 系 列 上 の 変 化 を比 較 す る こ とで あ る32)。

ヴ ァ ン マ ー ネ ンの 問 う こ と と して の ペ ダ ゴ ジ ー(教 育)論 が 、 田 中 の い う反 省 科 学 の

範 疇 に入 るべ き も の な の か ど うか を判 断 す る技 量 は筆 者 に は欠 けて い る。 しか し、 自 らの

か か わ っ て い る教 育 の善 さ につ い て 、 つ ね に問 い続 けて い く こ との 必 要 性 は、 や は り強 調

して しか るべ きで あ ろ う。 中間 点 に と どま り続 け、 問 い 続 け る こ とは痛 み を伴 うパ トス 的

な行 為 で あ り、 そ こに教 育 実 践 にお け るパ トス 的 な質 を見 い だ す こ とに な る。 に もか か わ

らず 、 教 育 の 営 み の善 さ とそ の意 味 を問 い続 け る我 々 の 行 為 を根 底 か ら支 え る の は 、 人 間

一57一



京都女子大学教職支援センター研究紀要(第3号)

の本 性 へ の希 望 で あ ろ う。 ヴ ァ ン=マ ー ネ ンが 、 人 間 に は子 ど も を育 て よ う、 善 くし よ う

とす る 「知 って い る身 体33)」 と して の本 性 が あ る と して い る こ と、 村 井 が 提 起 す る 「善

くな ろ う とす る存 在 と して の人 間」 、 そ して 以 下 に和 田 が 指 摘 す る生 命 の連 続 性 、 これ こ

そ が 問 い続 け る我 々 の基 盤 に あ る と強 調 して本 稿 を 閉 じた い。

酒 々 た る反 禁 欲 、 反 教 育 学 の 時流 と、 己 れ 自身 が不 完 全 で あ る こ との や ま し さ に もか

か わ らず 、わ れ わ れ が そ れ で も な お子 ど も を生 み 、子 ど も を教 育 しよ う と思 うの は、 わ

れ わ れ が 自分 の 中 に宇 宙 的 な生 命 の 連 続 に対 す る負 目 を直 覚 す るか らで あ る。わ れ わ れ

の 「教 育 す る勇 気」 は 、 この 生 命 の連 続 と発 展 を ね が う宇 宙 的 な意 志 を 自覚 す る こ とが

人 間 の倫 理 の 基 本 で あ り、この 意 志 に応 えて 生 きた 先 人 達 の 不 断 の努 力 と犠 牲 の お か げ

で今 の 自分 が あ る こ と を知 っ て 、自分 も ま た 、この 宇 宙 的 な 生 の連 関 の 中 で 新 た に生 れ

出 ず る者 の た め に進 ん で 献 身 す る こ とが 、人 生 の 、 した が って 存 在 の 究 極 の意 味 で あ り

責 任 で あ る こ とを直 覚 す る こ とか ら生 ま れ る の で あ る34)。
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