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　 1 ． は じ め に

　戦後 学校 教育に お け る教科中心的な教育課程の デ メ リ ッ トを改善 しよ うとす る方法 の 模索 の 中

で
， 既存の 学 校 に学 習者中心の 経験的学習の 場 を保証 し よ う とす る 立場 か ら新設 され た 「総 合 的

な学 習 の 時 間」は ，教 師の 工 夫 ・裁量 に よ っ て ，学習 者 の 関心 や 意 欲 を高 め
， 学 校 や 地 域 の 個性

を生 か し た カ リキ ュ ラ ム デ ザ イ ン の 機会 と して捉 え る こ とがで きる 。 と こ ろ が
， 現行 教 育課程 か

ら の 移行期 に あた り，中学校で
一般 的 に試 行 され る 「総 合 的 な学習 の 時 間」 に 対 して は

， 特 別活

動 の よ うな
一

斉展開の 体験 と して マ ニ ュ ア ル 化 して しま っ て い る と い う批判 や
， 単 な る バ ラ バ ラ

な活動 を容認 し，休み 時 間や 放 課 後 を授 業 に 持 ち込 ん で い るか の よ うだ と い う批判 もある 。 「総

合 的 な学習 の 時 間」は ，その 展 開 に お い て 「時間 の 浪費 」や 「単 な る活動」 と い う段 階 に留 ま る

限 り，戦後新教育 が か つ て 辿 っ た足 跡 と 同様 ， 「這 い 回 る経 験主義」 と して 評価 され て し ま う危

険 を孕 ん で い る 。 必修 教科 の 時 間 を削 減 して 新た に 設 け られ た こ の 枠組み に対 して は ，賛否両論

の 評 価 が錯 綜 して い る が
， 少 な くと も実際 の 授業 を 「這 い 回 る経験主義」 に陥 れ な い ため に は ，

既存 の 学校 環境 の 拘 束 を解 い て い く作業 と，「時間 の 浪費」や 「単 なる 活動」で は な い 実質の と

もな う総 合 学 習単元 をデ ザ イ ン す る こ との 両方が 必 要 に な る 。 前者 は 主 と して制 度や 物理 的条件

な ど カ リキ ュ ラム の 外 的事項 に 関 わ る 改善で あ り ， 後者は ， 教 師の 工 夫 に委 ね られ る カ リキ ュ ラ

ム の 内 的事項 の 改善 を意味 する
1｝

。

　本 論 文 は ，こ うした状況 に あ る 「総 合 的 な学習 の 時間」に つ い て
， そ の カ リキ ュ ラ ム の 内的事

項 を美術 教育的ア プ ロ
ー

チ に よ っ て整 え ， そ こ に 生成 す る 子 ど もの 学 習課題 を ， 美術表現 を通 し

て ま とめ 上 げて い く過程 と し て単元化す る こ と ， 美術 科教 師が こ れ に積 極 的 に 関 わ る こ と の 意味

に つ い て 考 え る 。 そ して ， 中学生 を対 象 と した実践 の 評価 を通 じて
， 教科 と して の 「美術 」と 「総

合的な学習の 時間」との 有機的 な連 関 を図 る方法 を探 り ，
カ リキ ュ ラム を 規定す る 諸条件 の 改善

へ と結 び つ けて い く必要性 に つ い て述 べ る こ と を 目的 と して い る 。

2． 「系統学習」と 「問題解決学習」
一

「二 つ の 契機の統
一

的理解」の た めに

戦後 日本 の 学校教 育 を対 象 に 「総合 的 な学 習 の 時 間」 に 関す る経 緯 を概観す る と，デ ュ
ー

イ ら
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を 中心 と した経 験主 義 に も とつ い て
，

コ ア ・カ リキ ュ ラ ム 連 盟が 展開 した 戦後 新教 育運動 にお ける

「問題 解決学習」の 考え方に 辿 り着 く。 「教育 と生活の結合」を標榜 し，子 どもの 主体 的，総合 的 な

経 験 を重視 した 「問題 解決学 習」の 考え方 は ，その 後 の 「教 育 の 現代化 」の 動 きの 中で ，「教育 と

科学 の 結合」を標榜 し 「系統学 習」の 必 要 を主 張す る人 々 か ら
， 知識 の 系統性 の 欠 如 と教 師 の 指 導

性 の 後退 を理 由に 「這 い 回 る経験主 義」とい う批 判 を浴 び た 。
こ れ に 対 し，コ ア ・カ リキ ュ ラ ム 連

盟 は
， 「問題 解 決学 習」と， 「系統学 習」とは

， 互 い に他 を排 す る 関係 で はな く，
こ れ ら二 つ の契機

の 統
一

的理解 を求め る課題 の 追 求 こそが 大 切で あ る点 を強調 した 。 けれ ど も ， 折 しもス プ ー トニ ク

シ ョ ッ ク が世論 をあお る 中，学校教育の 基本的 な方向は ，次第に効率的科学の 学習へ と傾 き，昭和

33 年 学習 指導 要 領改訂 後 の 経 済成 長 と昭和 43
，
44 年改 訂 に と もな う教 育 の 現 代化 に 連動 す る学 習

内容 の 高 度化 や 画 一化 へ と結 びつ い て い っ た 。
こ うし た流 れ は

， 昭和 52年の 学習 指導要領改訂 に

み られ る カ リ キ ュ ラ ム の 人 間化 の 動 きを尻 目 に ， 現実に は 後期 中等教 育 ， 高等教育 の 大衆化に と も

な う受験 シ フ トの 強化 と
， そ れ に 起因す る諸種 の 弊 害 を生 み 出 しなが ら，

こ の 国独 特 の 学校教 育

モ ー ド2＞ を形 成 して きた 。 けれ ども，近年の 産業構造の 変化 （情報化や 国際化）に よ る雇用形 態

の 柔 軟化 ， 就学 人 口 の 減少 （少子化 ）に よる受験競 争 の 変容 な どに よ っ て ，こ の 学 校教 育モ ー ドは

強制 力 を弱め ，融解の 危機 に 瀕 して い る 。 平成元年の 学習指導要領改訂 は ，こ うした状 況 を越 える

た め に
， 教科 中心 主義 的 カ リキ ュ ラ ム を再考 し ， 社 会 と個 人 の 変化 に対応 す る こ と を重視 して い

た 。 そ して 平成 10年改訂に お け る 「総合的な学習の 時間」の 導入 は ，さ ら に変化 し続 ける社会 と

個 人 を前 提 に
， 平 成元 年改訂 の 考 え方 を具現す るための 方策 の

一
つ で あ る と い え る 。

　 こ う した経緯 をた ど っ て み る と，「総合的な学習の 時間」が 設 けられ た こ とは
， 「系統学習」を

重視 す る 教 科 中心 主義 的 カ リキ ュ ラ ム と
， 「問題解決学習」の プ ロ セ ス を大切 に す る 経験主義的カ

リキ ュ ラ ム と の 「二 つ の 契機 の 統
一

的理解 」を ，現代 の 学校 教育 の 場 に 再 び展 開 し よ う とす る 具

体 的 な機 会 と して 考 える こ ともで きる 。 そ して ， その 場合 ， 今後の 学校教育課程編成 に あた っ て

は ，そ の 全 般 を通 じ て 学習 者 の 主 体 性 を尊重 し つ つ ，「各教 科 の 学 習」と 「総 合 的 な学習」 と の 調

和 を図 る カ リ キ ュ ラ ム デ ザ イ ン を意 図的 に進 め る こ とが 求め られ る こ と に なる 。 年間総授業時数

と して ，中学校 1年 生 で 70 〜 100 単位 時 間 ，
2 年生 で 70 〜 105 単位 時 間 ， 3年 生で は 70 〜 130

単位 時 間 を費や す こ とに な る 「総 合 的 な学習 の 時 間」に は ，問 題 解決過程 を含 む多様 な 学習 内容

や 方法が 盛 り込 まれ る わ けで あ る が
， その た め に 構成 され る 様々 な単元 に は

， 「各教科の 学習」と

の 有機的 な連関 が 生 か され な け れ ば な らな い
。

　3． 「総 合 的な学習 の 時 間」を美術科 教師が デ ザイ ン する こ と に つ い て

　平 成 10 年改 訂 中学 校学 習指 導要領 で は 「総 合 的 な学習 の 時間」は ，生 徒，教 師，地 域性 な ど，

学校 の 状 況 を生 か した 個性 的 な プ ロ セ ス を大 切 に し ， 「自 ら学 び 自 ら考え る力 」を育 て 「学 び方 や

もの の 考 え方 」 を身に付 け る ため の 学習 と して位 置づ け ら れ て い る
3）

。
こ れ が 趣 旨や ね ら い に則

した 有効 な学 習 の 場 と して 展 開 され る た め に は ，教科 と して の 専 門性 が必 ず しも必 要 と され な い

場面 もあ るが ，逆 に機 に応 じた適 切 な情報や 方法論 を い か に提供す る か と い う点で は
，

どうし て

も専 門性 が 必 要 に な る場合 もで て くる 。
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総 合学 習革元 に お け る統合週程 と し て の 美術 の 方 法 に つ い で

　中学校 に おけ る 「総合 的 な学 習 の 時間」が全 面実施 され る こ とに なる と，その ね らい や 特 徴 か

ら ， 体 験 や 調査研 究，もの づ くりな どを含 む多様 な課 題 の 追 求 を展 開 し ， 評 価す る こ とが 多 くな

る と考 え られ る。子 どもた ちは ，各 々 の 動機 に基づ い て 学習 主題 を設定 し，課題 に ア プ ロ
ー

チ す

る過程 で
， 各 自の 方法 で 問題 解 決を図 りなが ら，そ の ため に必 要な資 質 ・能力 ， 態 度 ， 方法 な ど

を身に 付け，発展 させ て い くこ とに な る 。

　こ の とき，「主 と して 視覚 を通 した 幅広 い 認 知活動」「思考 ・判断 を視覚情報 と して ま とめ 上 げ

る表 現」 な ど美術 に 特有 の 営 み は ，様 々 な学習 活動の き っ か け を提 供 し ， 共 同 的 な学習 を支 え，

さ ら に は そ れ を まとめ ，プ レ ゼ ン テ
ーシ ョ ン す る方 法 を提 供 す る な ど

， 学 習 単元 を構成す る上 で

多面 的 に 生 か され ，単 元 の コ ア と して 機能す る もの と考 え られ る 。 そ して ，こ う した特徴 を総合

学習 単元 の 構成に生 か そ うとする場 合，そ の 計画 ・
実践 の イ ニ シ ア テ ィ ブ を と る担 当者 と して は

当然 ， 美術 科教 師が 適任 で ある こ とは い う まで もな い 。 「総 合 的 な 学 習の 時間」の 趣 旨や ね ら い が

効果的 に実現 され る の で ある な らば
， 中学校 に お い て は

， 周囲の コ ン セ ン サス を得 つ つ
， 美 術 科

の 教 師が
， そ の 専 門的能力 と経験 を生 か して 単元構成 し ， 学級 や その 他 の 小 集団 を対象 に 授業 を

展開す る こ とに は ， 評価 す べ き教 育 的価 値 があ る の で は な い だ ろ うか 。

以上 の よ うな仮 説 に基 づ き，
以 下 は ，美術 の 方法 を生 か した 総 合学習単元構成 の 可 能性 を探 る た

め に，平成 12年度の 自らの実践 をふ り返 りなが ら，その 意味 に つ い て 考 え て み る こ とに する 。

　取 り上 げ る 実践 は
， （1）文化 祭 の 活 動 と関連 を図 っ た トピ ッ ク学習 お よ び そ こ に派生 した 目的的

活動 と して の 造形活動 （2）学習者の 共同的 な参画 を促 し，互 い の 考 え を出 し合 い なが ら進め る 目

的 的活動 と して の 絵 画制 作 ， （3）総合 学 習単 元 と して 美術 の方法 を コ ア に展 開 した 自然環境保 全 プ

ロ ジ ェ ク トの 3 つ で ある 。 （1）〜（3）は ，それ ぞ れ，筆者 の 勤 務校 の 学 校教 育 目標 お よ び
， その 具現

を 目指す 「総合的な学習の 時間」の 目標 と の 整 合 を考慮 し
， 子 ど もた ちが 互 い の 個性 を尊重 し，

学 び合 い
， 評価 し合 うこ と を通 じ て 彼 ら な りに知 的 に 満た さ れ ，自立 に 向けた歩み と し て 学 習経

験 を積 ん で い か れ る よ うに な る こ とを願 っ て実施 した もの で あ る 。

　4 ． 「総 合 的 な学 習 の 時間」 の 実際 に お け る総合 と美 術 の 関 連

（1 ）　 実 践 1 「演 劇 の 活 動 を コ ア に し た トピ ッ ク学 習 」

　本 校 で は
， 平成 12 年度の 移行措置期 間 に 「総合的な学習」の うちの 13単位 時 間 を，年 間の メ

イ ン イ ベ ン トで ある 文化祭の 発表内容 （全 貝で 行 う劇 お よ び合 唱 ）に 関連 す る主 題 を生 徒が 見 つ

け ，そ れ を各 自が 追 求す る トピ ッ ク学 習 と して 試行 した 。

　写真 1 は
， その 中か ら提 出 さ れ た レポ ー

トの
一

つ で ある 。 3 年生 の K 子 は 衣 装担 当 で
， 「権蔵

太鼓」 とい うものが た りに登 場 す る龍神 の 姿 をデ ザ イ ン す るス タ ッ フ に な っ た 。 劇 中の 龍神は ，

自然 の 猛威 の 象徴 で あ り舞台 に お い て 主役 と対立 する最 も重要 な役 回 りで あ る 。 その 姿 を表すた

め に ，K 子 は ，龍 に つ い て 調べ る うちに ，龍 は架空 の 動 物 で あ るこ と
， そ れ が 東 洋 と西 洋 で は違

う姿を して い る こ とな どを発見 し ，
レ ポ ー トを まとめ ，さ らに 龍神 の姿 をキ ャ ス トが 演 じる ため の

衣装 を デ ザ イ ン し
， 作成 した 。 K 子の 学習 をふ り返 っ て み る と，

・コ ア に した文化祭にお ける 自ら の 活動内容か ら「龍」と い うテ ーマ をつ む ぎ出すに い た る まで の
， 興
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　味や 関心の 働 きに基づ く意志決定 。

「龍」に つ い て の 知識獲得の方法を探 り，実

際 に資料 をあた っ て の 情報の 選択 と収集 。

・選択 され た情 報か ら の 感想 を も と に 思考
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ど の 認知 活 動 ，それ ら を視覚 情 報 と して　　 写 真 1　龍 1こ つ い て ま と め た K 子 の レ ポ ー ト

表現 し て い く統合 の 過 程 に よ っ て 成 り立 っ て い る
。

こ の 統合の 過 程の 中軸 は ，文字や 映像 の 情報

に よ っ て 表 した い こ とが 効果 的 に伝 わ る よ うデ ザ イ ン す る こ と で あ り， それ は
，

い くつ かの 情報

に感応 し， 集 め ， 選 び ， 止揚 す る価値創造の プ ロ セ ス と して 評価 する こ とが で きる 。

　 こ の 総 合学 習単 元 で は ，K 子 同様，多 くの 生徒 が 自 らの 課 題 と して 演 劇 の 舞 台装 置 の 作 成 と舞

台装 飾 に 関わ っ て い る 。 劇 づ く りの 過程で 分業体制 を と り，半数以 上 の 生 徒が 大道 具 ，小 道具 ，一

照 明 ，音響 ， 衣 装 な ど の ス タ ッ フ と して これ に携 わ る 。 彼 らは
， 「映像 や 実 際 の もの づ く り＝造形

活 動」を目的的 活動 と し て位 置づ け，そ の 活動 を よ り効果 的に達成する た め に モ ノ の 背後 の 歴 史 ，

材 質 や 構造 な ど に つ い て
， 図書 資料 や イ ン タ ーネ ッ ト，映像 作 品 の 鑑 賞 な どに よる 多様 な情報

ソ
ー

ス を も とに ま とめ 上 げ，立体 や 平面 ， 光や 音に 表 し
， 舞台上 に 象徴的 に 配 置 した り ，

キ ャ ス

トと の 関連 を は か っ た りす る 。 そ こ で 共 通 に 目指 され て い る の は 目 的的活動 （行事）と して の 演

劇 の 成功 で あ る が ，そ の プ ロ セ ス に は
， その 目的的 活動 か ら派生 す る 個 別 の 調 査 ， 思考 ， 判断が

あ り， それ らを ま とめ上 げる 造形活動 （学習）が ある 。 舞台上 の キ ャ ス トの 行為 と の 響 き合 い を

ね ら っ て 計画 され た舞 台 装置 や 舞 台美術 の 制作 は
， 現 在 の 彼 らに で きる 最 良 の 視 覚情報 と して ま

とめ上 げ られ て い る 。 そ して ，光，色 ，形，材料 に よ る これ ら の 表現 は
，

上 演 に よ っ て 多様 な直

接 的 フ ィ
ー

ドバ ッ ク を得 る こ と で
，

ス タ ッ フ
ー

人 ひ と りに と っ て の 感 応 ，認知 ，統合 ，
そ し て 評

価 の プ ロ セ ス と して 経験 され て い る 。

　学校 の メ イ ン イ ベ ン トを核 に した トピ ッ ク学習 と い う 「総合的な 学習」の 展 開 を改 め て 見 直 し

て み る と，各学級 の お よそ半 数 の 生徒 が取 り組 ん だ もの づ くりや 舞 台 の 演 出 な どは，そ の モ テ ィ

ベ ー
シ ョ ン で あ る と同時 に ，そ こ に 派生 す る学習 を通 じて知 り得 た こ と

，
わ か っ た こ と を視 覚化

す る 統合 の プ ロ セ ス と い う特 徴 を持 っ て い る 。

　そ こ で ，こ うした特徴 を，もう少 し角度 を変 えて 確 か め る た め に
， 生 徒 同士 ，あ る い は生 徒集

団 と教 師の 相 互作 用 か ら派 生す る 問題 解決 の プ ロ セ ス や ，学習者 の 主体的，創造的態度 の 湧 出 を

ね ら っ た 「総合的な 学 習」と し て
， 「話 し合 い に 重 点 を置 い た 共 同的 な絵 画 制作 」を実践 して み た 。

（2 ）　 実 践 2 「話 し合 い に 重 点 を置 い た 共 同 的 な 絵画 制作 」

　  主 題創 出の ための 話 し合 い 　本 実践は
， 3 年生 の 選 択 美術 で 校舎の ピ ロ テ ィ に 設置 す る壁
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総 合学 習革元 に お け る統 合週 程 と して の美術の方法 1こつ い て

画の 原 型 を共同製作する と い う試 み と して 行 っ た 。
メ ン バ ーは 24名 で 全 員 が 女子 で あ っ た 。 単元

は ，主題 創 出 の た め の 話 し合 い に 重点 を置 き，主題 へ の 個 別の ア プ ロ ー
チ ，原画 の 決定 ，

ユ ニ ッ

トの 制作 と い う構成 に な っ た 。 生 徒た ちは，ガ イ ダ ン ス の 段 階 で 「共 同製作 に よ る絵画」 を行 う

こ とを知 っ た上 で ，積 極 的 に選 択 して きて い る の で
， 話 し合 い は ，そ こか ら始め る こ とが で きた 。

先ず ，会 議 室 に 集 ま り，作 品テ
ー

マ お よ び，制作 の 方法 に つ い て 教師を交 え て メ ン バ ーで デ ィ ス

カ シ ョ ン し，構想 を練 っ た 。 テ
ー

マ の 発 想 に つ い て は 生徒 それ ぞ れ の 個 性 に依拠 する た め ，い ろ

い ろ な発言 を求め る 中か ら多 くの 人が 共感する部分 を次第 に しぼ る こ とで メ ン バ ー
の 関心 を引 き

出 そ う とす る うちに 「私 た ち に必 要 な もの 」「な くて は な らな い もの 」
… 「幸せ に な る た め に …」

と い う具 合 に話が発展 して い っ た 。 概 念 の と もな う記号 と して の こ と ば に よ る テ
ー

マ 決 め が 半ば

煮詰 ま りつ つ あ る と こ ろ で
， 「じ ゃ あ シ ア ワ セ に な る た め に は や っ ぱ りお 金 だ よね 。 」「お金 の 絵 を

描 くの ？」「お金 じ ゃ な い よ ，や っ ぱ り愛で し ょ 。 」「愛の絵 … ど う しよ う 。 」… 「お金 も愛 もみ ん

な大切 ，
で も，時間，幸せ な時 間が流 れ て い る と い うこ とが 大切 ， 私 は ，時 間の シ ン ボ ル と して

の 時計 を描 い た ら い い と思 う。 」「うま くい え な い か ら描 い て み な い
… ？」

…と，次第に絵 に 表す

ため に は
， あ る い は絵 と して 表す 「幸せ 」 と は …と い うこ と に 話 し合 い の 方 向が 定 ま っ て い き

，

最終的 に は 「シア ワ セ に な る ため に
…愛 ・お金 ・時 間…」と い うテ

ー
マ に基 づ くア イ デ ィ ア ス ケ ッ

チ に移行 して い っ た 。

　  方法の 決 定の ため の 話 し合 い 　共 同 製作 をめ ぐ っ て
， 生徒 た ちか ら は じめ に提 案 さ れ た方

法 は次 の 三 つ に 大別 され る 。

　　
一

人 ひ と りの ユ ニ ッ トを決め ，テ
ー

マ を意識 して 個 別 に 表 した作 品 を その まま構 成 す る 。

　 ・全体の 図 を予 め決 め ，それ を分 割 して 分 担 し ， 色 と形 を忠実 に描 い て 後で それ を構成す る 。

　 ・全体の 図 を予 め 決 め て お き
，

み ん なで相談 しなが らテ
ー

マ に沿 っ た 一
つ の 絵 を描 い て い く。

　 コ ラ ボ レ ー
シ ョ ン の 方法 を巡 る話 し合 い の 焦 点 は

， 別 々 の モ ノ を集結 させ て 偶発的に で きあが

る イメ
ージ をテ

ーマ との 連 関で 捉 え る の か
，

テ ー マ に沿 っ た イ メ
ー

ジ をつ くり，そ れ を分担 し て

描 い て い くの か と い うこ と に な っ た 。 そ こ で ，「そ れ ぞ れ の 考 え方 の 人 で 二 つ の 作 品 に 取 り組 ん で

は どうか」 と提案 した とこ ろ ，「そ れで は だめ 。 全員 で や る こ と に意義 を感 じて い る 。」 とい う意

見 が多 く ， 「そ れ で は …」 とあ る生 徒 の 提案で ，「まず，テ
ー

マ に 沿 っ た原 画 を皆 で つ くり，それ

を分担 した 部分 を表すの に はそれ ぞれ の 人の イ メ ージ を生 か して 制作 し， それ を再構成 して み る 。

ユ ニ ッ 5 同士 の つ なが りに つ い て は細 か く合 わ せ る必 要 は な く
，

ズ レ た り，色が つ なが らな くと

もそれ を認 めて や っ て み よ う…原 画 の ア イ デ ィ ア は ，全員が テ
ー

マ を も と に 考え ， その 中か らい

くつ か を投票に よ っ て選 び ， 図案 を決め よ う」と い うこ と に な っ た 。
こ こ に は相対 立 する 二 つ の

考え を も とに ，両 者 の 折 り合 い を付 けて 新た な方法の 止 揚 を試み る弁証法的な意 識 の働 きを見て

取 る こ とが で きる 。

　  主 題 へ の 個 別 の ア プ ロ ーチ〜原 画 の 決 定 を め ぐる話 し合 い 　時間 をか けた話 し合 い か ら

生み 出 され た 共同絵画の テ
ー

マ に もとつ い て ，
一人 ひ と りが それ をどの よ うに絵 に表すか を検討 し，

ア イ デ ィ ア ス ケ ッ チ に番号 を付 けて掲示 し，その 中か ら良 い と思 うもの 2 点ずつ を投票する こ とに

な り， その 結果，A の ア イ デ ィ ア が 最 も多くの 票 を得 ，
そ れ に B

，
　 C の 2 点が準 じる形 に な っ た 。
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　 しか し，
こ こ で新 た な課題 が発生 した 。 それ は ，「一番多 くの 票 を

得た A は 確か に い い が ，少 し物足 りな い
。 せ っ か くだか ら B，C の

作 品の 良 い 点 をA と合成 して 画面 をつ くる こ とは で きな い か 。 」と い

うの で あ る 。 こ こか らは
，

A の ア イ デ ィ ア を尊 重す べ きだ とす る意

見 と，合 成 し て み て さ ら に効果 が 上 が る の な ら や っ て み よ うと い う

意見 が 対 立 した が ， 結果 的 に は A の 発 案者が後者の 意見 を支持 した

こ とか ら全 体 の 考 えが 複数の 画面 を合 成 す る方 に傾 き ， A を ベ ース

に A ，B ，　 C を合 成す る こ とに決 ま っ た 。 画 面の 合 成 は
，
　A の 発案 者

が 担 当 し， そ れ ぞれ を ス キ ャ ナで コ ン ピ ュ
ー

タ に取 り込み ，ペ イ ン

ト ソ フ トを使 っ て 再構成 する こ とに よ っ て 原画 の 形 が で きあが っ た 。

　  主題 へ の ア プロ ーチ 〜
ユ ニ ッ トの 制 作 　各 々 の 生 徒が 担当す

る ユ ニ ッ トは
， 原画 を拡大 コ ピ ー

し
，

こ れ．を 25 等分 した もの に番号

を付 け ，抽選 に よ っ て決め た 。 決定 した 自分の ユ ニ ッ トを表す方 法

は
， 各 自に 委ね られ る 。 生徒 は思 い 思 い に ユ ニ ッ トを制作 した 。 制作

の 過程で 隣 り合 うユ ニ ッ トと の 線の つ なが りや色の つ なが りを相談す

る姿 も見 られたが，敢 えて 合 わせ る こ とは しな い 生徒 もい た 。 こ うし

て作 り上 げ られ た ユ ニ ッ トを原画 に基づ い て 組 み合 わせ ，部分 か ら全

体 を構成 し ， 共 同の 原 画作成 を終えた 。

藩織羅黨孅
図 した話 し合 い や イ メ ー

ジづ く りを行 っ た が ，　

その プ 。 セ 。 に お い て は
，t，il者 との 相互作用 力、

らの 感応 ， 認知 の連 続が あ り，そ れ を，個人で

は な く共 同的に 統合す る問題解決過程 と して の

意味があ る の で はな い か と考え られ る 。

「実践 L2 」に お け る 造形 醐 は ，総合 学 　
習単元 と し て の 個別 の トピ ッ ク 学 習 や ， 共 同

写 真 2 　A の 作 品 （部 分 ）

写真 3　 B の 作 品 （部分 〉

　 　 る

藤鑞 i魚一藪 灘
写真 4 　 C の 作 品 〔部分 ）

写 真 5 　話 し合 い に よ り決定 し合成された共同 製作原 図

的 な相互作用 を生 み 出す話 し合 い な ど の 経験 的学 習 を ， 動 機付 け ， ま とめ上 げ る過程 と して 機能

し て い た 。 こ の こ とか ら ， さま ざまな問題 解 決の 過程 を美術 的表現 で展 開 し，締 め くくる と い う

統 合 過程 と して の 美術教育的ア プ ロ
ー

チ は
， 「総 合 的 な学習」を構 成す る上 で 有効な学習 経験 と し

て の 価 値 を もつ の で は な い か と考え られ る 。 そ こ で ， こ うした特徴 を さ ら に 明確 化 す る ため に，

中学校 1 年生全 員 を対象に 学級 単位 で 展 開す る 総合 学 習単元 を計画 ・実践 して み た 。

（3 ）　 美術 的表 現 を コ ア と して 位 置づ け た 「総合的 な学習の 時 間」 に お け る学 習 の 実践

　現在 の 日本 に お け る 「総合 的な学 習 の 時 間」に お い て は ，「個性 の 発達」とい う視点か らは
， 個

別 的 な リ ア リテ ィ の 追 求が 求 め られ る し
， 「社会の 変化」と い う視 点 か ら は

， 情報社会，国際社会
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総 合学 習単元 に お け る統合週 程 と して の 美術の 方法に つ い て

と い っ た状 況の 中で の 環境 福祉 ，人権 な どの 現代的 な教 育 課題 へ の 接 近 が 求め ら れ る 。 こ こ で

は
， 「実 践 1 ， 2 」に おけ る 美術 表 現 の 統 合 過程 と し て の 効果 を踏 ま え，20 世紀 初頭 の ア メ リカ

進歩主義教 育の 実践 4｝ を参考 に，現代 的な教育課題 へ の 取 り組 み と して 総合 学 習単元 を構成，試

行 して み た 。 単元 は 本校 の 地域 に流 れ る 川 や そ れ に 関わ る 人 々 を生 か した 「総合 的 な学習」＝ 「い

た ち川環 境保全 プ ロ ジ ェ ク ト」 と して デ ザ イ ン し，観察 ・調査 ，情報 の 収 集 と分 析 ， 視 覚表現 を

統合過程 とす る教 材 の 方 法的配列に よ っ て 実施 した
。 実践の あ ら ま しは次 の   か ら  の よ うな も

の で あ る 。

　  地 域 の 環境を取材 しよ う　 環 境 ア セ ス メ ン トに 基づ い て 改修 され た学 区 の 川 や 森 に
，

カ メ

ラ を持 っ て 取材 に 出 か けた 。 取材の ポ イ ン トは ，「こ れか らも残 した い 風 景 」「改善 した い 風 景」

な ど
， 学習者の 生 活感覚か らプ ラ ス イ メ ージ で 捉 え られ る 映像 と，マ イナ ス イ メ ージ で 捉 え られ

る 映像 の 両方 を後で 選ぶ と い う前提 で 工 夫 して撮影す る よう伝 え ， 撮 影 され た 写真 の 中か ら プ ラ

ス
，

マ イナ ス の 相対 立す る イ メ ー
ジ の 作品 を各 1 点ず つ 選 び

， 提 出 さ れ た もの を掲示 した 。

　  作 品鑑賞 と講話 　美術 科 の 授 業 で 地域教 育 力 と して授業 へ の 協力 をお 願 い した こ と の あ る

地域在 住 の 版 画家 ， 宗 森氏 S） の 作品 で ある 地域 広報誌の 表紙絵 や ， 地域 の 民話 を も と に作 成 され

た 「版 で 表 され た 紙芝居」な どを廊下 に 掲示 し ， その 感想 や そ こ か ら興味 を感 じた こ とな どを発

表す る場 面 を持 っ た 。 さ らに ，地域の 自然環 境や 伝統芸能に 詳 しい 宗森 氏 か ら，改修 され た 地域

の 川 と その 環境保護の た め の ゴ ミ集め の 活動 に つ い て 講話 を して い た だ き，生 徒 に は そ の 感想 を

もとめ た 。

　  レ ポー トの 作成 写 真 に よ る取材 ， 宗森氏 の 講話 な どか ら持 っ た感 想 を きっ か け に ，レ ポー

トを作 成 した 。
コ ン ピ ュ

ー
タ教室に 図 書 資料 を持 ち込 み

， 必 要 に 応 じて ，多様 な情報 検索 が で き

る よ うに し，取材や 鑑 賞 ， 講話 な ど の 学習 活動 を もとに t 写 真入 り レ ポ ー トを作 成 す る場 を設 け

た 。

  ビジ ュ ア ル に ま とめ よ う　 ポ ス ターの 制作 に 先 駆

け，本 単元 に お け る こ れ ま で の 経 験か ら プ ラ ス イ メ
ージ

の 色 ，
マ イ ナス イ メ

ージの 色 と題 して 生徒 一人 ひ と りの

感覚か ら ペ イ ン トソ フ トに よ る 共通課 題 と し て の 色面 構

成 を行 い
， 発 想 の た め の 資料 と し て 全員の 作 品をつ な い

で 掲 出 し ， そ こか ら感 じ取 られ る色 彩の 特徴 に つ い て 考

える 時間 を持 っ た後 ，そ れ まで の 取材 ，講話，調 べ 学習 ，

レ ポ ー ト作 成 の 活動 を もとに 主題 を決め ，それ に基 づ い

た ポ ス タ
ー

や絵画 の 表現 を行 い
， 視 覚情 報化 した 。 その

制作 に際 して は こ れ まで の 美術 の 学習 を生 か し，今 回の

単元 の 意味 を考 えな が ら モ テ ィ ベ ーシ ョ ン の 高 い 統合過

程 と して経験 さ れ て い た と考え られ る 。

　  地 域 に 発信 しよ う　生 徒が つ くり出 した 情報 と し

て の ポ ス タ
ー

を ，地 域 に 向けて発 信 す る ため ， 地 区 セ ン

写翼 6 　写真 に よ る地 域 の川 の 取 材

写真 7 　 レ ポ ー ト の 作 成
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タ
ー

，区役所 と の 連 携 に よ り，実物 を京浜東北線 「本郷

台」駅 に展 示 し，地 域の 川 の 環境保全 や ，川 と子供 との

関 わ りに つ い て
一

般 の 人 々 に伝 える こ とを試 み た 。

　美術教育的ア プ ロ
ー

チ を軸 に
， 美術 科教 師が 展開す る

総合 学習単元の 方法の 模索 と して 試行 した本 単元 は
，  

ま で で
一

段落 で あ る 。 こ れ まで の 表現 や 調査，体験 な ど

を通 して 感 じた り，考えた こ と を ，地 域清掃 な ど実 際 の

ボ ラ ン テ ィ ア 活動 と して 展 開 した り，学年や全校規模 の
写 真 8 　京浜 東 北 線 本 郷 台 駅 で の 展 示

体験 的 総合学習単元 へ と結 び つ け て い くこ と な ど，今後に 向け た課 題 の 発展性 も考 え られ る
。 全 校

あ る い は 学年 とい っ た大規模 な学習 集団 を対象 とす る 単元 と の 密接な つ な が りを つ く り出 しなが

ら
， 学 級 な ど の 中規模 の 学習集団 ， さ らに 課題選 択 的に 構 成 した小 集 団 を対象に ，

こ うした単元 構

成 を工 夫 して い くこ とは ，本論 文 の 目的 に接近 す る ため の 有効 な実践 と して 考 え る こ とが で きる 。

　 5 ． 実践 を ふ り 返 っ て

　 4 ．の （1）
〜

（3）の 実践で は ，そ れ ぞ れ の 問題解 決過 程 を通 じて 知 り得 た こ と，わか っ た こ と な ど

を視覚化す る統合 の プ ロ セ ス と して 造 形活動の 特徴が 生 か され ，単 元 の コ ア と して機 能 して い る
一

点 で 共 通 して い る 。
こ れ ら統合 の 過程 で 用 い られ る 光 ，色 ，形 ，材 料 な どを，子 ど もた ちが それ

ぞ れ の 場 面 に応 じ て 適切 ， 有効 に活 用 で きる こ とは
， 言語 や 文化 を超 え て 情 報化 ， 国際化が 進展

す る こ れか らの 時代 を生 きて い くの に 欠かせ な い リ テ ラ シ ーと して の 側 面 を もっ て い る と考え ら

れ る 。
つ ま り ， 例 え ば

， 光 ， 色 ， 形，材料 な ど様 々 な造形 要素 の 意 味 や ， その 適切 な用 い 方 な ど

を 「美術 」の 内容 ・方法 と し て 予 め 知 っ て い る こ と ， あ る い は そ れ らが 経験 的 に学 習 されて い る

こ とが
， 総合 学 習単元 に お け る 学習者の 個性的 な主題 へ の ア プ ロ ーチ を可 能 に し，そ こ で の 思考 ・

判 断 ・表現 を下 支えす る と い う事実 は
， 教科 と して の 「美術」で 扱 わ れ る 学習 内容 ・方 法 の 質的

充 実 を 図 る こ とが，今後 の 学校教 育課程 にお い て ，い わ ゆ る 「生 きる 力」を育 む上 で 重 要 な課題

となる 可 能性 を示 唆 して い る 。

　 6 ． お わ り に

　情報化，国際化，少子 高齢化 が 進 む こ れか らの 社 会 を前提 とす る学校教 育課 程 を
， 人 々 が 生涯

に わ た っ て 学 び 続 け なが ら生 きて い くた め の 「基礎 ・基本」課程 と して 考え る と き，教師の 課題

は
，

一人 一
人 の 学習 者が ，感 覚 ，感情 ， 知識 ，技 能 な ど，そ の 学び の も と と な る様 々 な要 因 を総

合的 に 自 らの うち に ま とめ 上 げ，多様 な機会 を通 じて そ れ らを統制 しなが ら生 活 して い くこ とが

で きる よ うに彼 ら を扶 ける こ と で あ る と考 え られ る 。 学校教育に お い て は
， そ の た め に個 に応 じ

た個 性 的 カ リキ ュ ラ ム を展 開す る こ と と，さ ま ざ ま な関係 の 中で 他者 理 解を促 し
， 個 性 を生 か す

術 を獲得で きる よ うに す る こ と の 両 方が 大切 な課題 に な っ て くる 。 こ うした 課題 に接近 す る ため
，

筆者 は ，教 科 と して の 美術 の 個 別 的 な 展 開 を重視 し， 子 ど もた ちの 共同的な造 形 活動 6） をデ ザ イ

ン した り，美術 に よ る 共 同の 輪 を地域 へ と広 げた 学 び合 い 7） を展 開 した りす る こ とに よ っ て ，学
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総 合学 習車元 に おけ る統合週程 と し て の 美術 の 方 法 に つ い で

校教育課程 全 般 を活性 化 させ る方策 を探 りなが ら実 践 と考察を く り返 して きて い る
。
こ れ ら美術

を生 か した 学 び の 展開 は ，学 習者 の 全 人 的 な 「基礎 ・基本」更新 の 方 策 と して 造 形 ・美術 が 柔 軟

で 拡張性 を もつ 極 め て 優 れ た ツ
ー

ル で ある 点 を浮 き彫 りに し， そ の た め に 多様 な 「美術 の 教 育」

が 必要で あ る こ と を焦点化 して い る 。

　今 回 は
，

こ うした流 れ を受 け，実際 に授業 と して 計画 され る 「総 合 的 な学習 の 時間」を動 機 付

け ， まとめ 上 げ て い く統合 の プ ロ セ ス と して の 美術 の 意味 と今後の 可 能性 に つ い て考 えて み た 。

「総 合 的 な学習」に お け る様 々 な学習 動機 を提 供 し
，

そ こ に展開 され る情報 収 集 ・思考 ・判断，表

現 ， 評価 を，ひ とま とま りの 時 間 の 流 れ と して構成 し て い こ うとす る と き
，
「光 ，

色 ，形 ，材料 な

ど の 諸 要素」に 支 え られ た 美術 の 表現 お よ び鑑 賞 に お ける 「み る こ と」「デ ザ イ ン す る こ と」「え

が い た りつ くっ た りする こ と」 は ，そ う した プ ロ セ ス を展開する ため に 欠 かせ な い 感 応，認知 ，

統合 の 営み と して の 側 面 を も っ て い る 。 総 合学習単元 に おけ る美術 教育 的 ア プ ロ
ー

チ が 豊 か さを

増 す こ とに よ り， そ こ に 求め ら れ る こ れ らの 能力 の 充 実が 今後 を見据 えた リテ ラ シ ー と して 人 々

に 求め られ る よ うに な れ ば，教科学習 と して 展 開 さ れ る美術 科教 育 は
， 必 然 的 に 学校教育 に不 可

欠 の 価値 と して 現在 よ りも重視 され る必 要 が 出 て くる 。 そ し て
，

こ の こ とは，学校教 育 課程 を制

度の 面 か ら規 定す る カ リ キ ュ ラ ム の 外的事 項に 対 す る ，カ リキ ュ ラ ム の 内 的事項 か ら の 訴 え と し

て ，その 改善 に も結 び つ い て い く可能性 を もつ もの と考 え られ る 。

　取 り上 げ た 実践 は
， 特 定 の 学校 ，教師，生 徒 に よ る い うな れ ば特殊 な性質の もの で あ る 。 け れ

ど も，こ うした特殊な実践 の事実 を評価 ， 分 析 しつ つ ，そ の 実践 を支 え るた め に 学習 者に と っ て

欠 くこ との で きな い 美 術 の 知 識 や 技能を紡 ぎ出 し，その 中か ら教授 内容 と して
一般 化 が求 め られ

る美術 科 教育 に お け る 内容，方法 へ の 示唆 を汲 み 取 り，必修教科 と して の 「美術 」 と の 有機的な

連 関 を形 成 して い くこ とが大切 で あ る と考え られ る 。 美術科 の 教 師 に よ る 「総 合的 な学習 の 時 間」

へ の 積極 的な 関与 は
， 教 科 と して の 美術科 に お け る 構造 （デ ィ シ プ リ ン ）の 再 構 成 を彼 岸 に お い

た実践 的研 究課題 の
一

つ と して も捉 え られる の で は な い だろ うか
。

註

1） 中内敏夫 『教 育学 第
一

歩』岩波書 店 ，1988 ，38−41 頁，中内 は ，教育 施設 の 整備 や 教育費の支出 な どを

　　「外的事項」教育 課程 の 編 成 や 実 際 の 授業 な どを 「内的事項」 とする 国家管掌限 界説 を取 り上 げ，カ リ

　　キ ュ ラ ム の 内的事項 と外的事項双方 へ の 国民 の 関 与 に よ る 公教育 の 計 画化 が 重 要 で あ る と述 べ て い る 。

2）金子 元久 ・小林 雅之 『教 育 の 政 治経 済学 』放送 大学教育振興会 ，2000
，
192−200 頁 ．戦 後 日 本 の 学校 教 育

　　は，子 ど もの 健 や か な成長発達 を促す場 と して 機 能す る一方で ，彼 ら を人材 と して 考え ， 社会 的役割 に

　　向け て 分 配 する た め に 機 能す る…とい う二 重構造 を もっ て い る 。 そ して 現 在 ， そ の 後者 が 大 きく膨ら み ，

　　前者が意味 を失 い かけ て い る こ とへ の 批判が高 ま りを見 せ て い る 。 金子 元久は ，こ うした 二 重構 造 の 原

　　因 と な っ て きた 日本特有の 教育 シ ス テ ム を 「Jモ
ー ド」 と し て示 して い る 。 「Jモ

ー
ド」 は

， 経 済成長 と

　　福 祉 の 実現 を図 る 装置 と して ，あ る程度有効に 機能 し，二 重構 造 の 弊 害に 対する批判 を長 い 間押 さえ込

　　ん で き た 。 け れ ど も 近年 ， 就学人 口 の 減 少 （少子化 ）に よ る受験競争の 変容，産業構造 の 変化 （情報 化

　　や 国際化 ）に 伴 う雇用形態 の 柔軟化 な ど に よ っ て
，

そ の 強制力 を弱 め ，批 判 を増 幅させ て い る 。
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3）平成 10年改訂 中学校学習指導 要領総 則編

　 …総合 的 な学習の 時 間 の趣 旨 （第 1 章第 4 の 1 ）

　　1　 総合 的 な学 習 の 時 間 に お い て は，各学校 は ，地域や学校 ， 生徒 の 実 態等 に 応 じて ，横断的 ・
総 合的

　 な学習や 生徒の 興味 ・
関心 に基づ く学習 など創 意工夫を生 か し た教育活動 を 行 うもの と す る。

　
…

総 合的 な学習 の 時 間 の ね らい （第 1 章第 4 の 2 ）

　　2　総合的な 学習 の 時間 に お い て は ，次 の よ う な ね ら い を も っ て 指導 を行 うもの とす る 。

　 （1）自ら課題 を見付 け，自 ら 学 び，自ら考 え
， 主体 的 に 判断 し，よ りよ く問題 を解決 す る資 質 や 能力 を育

　 て る こ と 。

　 （2）学 び方や もの の考 え方 を身 に 付 け ， 問題 の 解決や探求活動に 主体的，創 造 的 に 取 り組 む態度 を育 て，自

　 己 の 生 き方 を考 える こ とが で き る よ うにす る こ と 。

4）佐藤学 『米国 カ リ キ ュ ラ ム 改造 史研究』東 京大学出版会，1990 ，110−114 頁．造形表 現的行為 を統合過程

　 と して 取 り入 れた総合学習単元 の 形 は ，且900 年代 初頭 よ り現在 まで に 幾筋 も の 試 み が あ り， それぞ れ が

　 社会状況 と の 相互 作用 の 中 で 教 材観 ，学習 観 を変化 させ な が ら試 み られ て きて い る が ，そ れ らは い ずれ

　 もデ ュ
ー

イ ・ス ク
ー

ル に お け る テ
ー

マ で あ っ た 「子供の 経験 と表現 を軸 と して 学校教 育 を再構成 し，自

　 己実現 の 成 長過程 が 同時に 社会的 目的 の 実現 過程 と なる教 育 の 方法 を探求する こ と」に 通底 す る 部分 を

もっ て い る 。 例え ば 1900 年代 初頭 ， 「社 会的効率主義」へ の批判 を子 供 の 要 求 に 即 した教 科 の統合 と総 一

合単元 の 開発 に よ っ て 展 開 し た ジ ュ ニ ア ス
・L ・

メ リア ム （Junius．L．Meriam）に よ る実践 は ，

  子供の 直接的 な興味 に応 じる こ と

  一
般 的な事項 と して で はな く具体的な活動 と して 表現す る こ と

  個性 に応 じ る こ と

  柔軟 な配 列 で あ る こ と

  作 業と余暇 の 両 者 を 含 む こ と

…
な ど を カ リ キ ュ ラ ム の構成 課題 に 位 置 づ け ， そ の 具体的 な 展 開 と し て 当時 の 「産業 的知性 」の 発達 を

ね ら っ た ト ピ ッ ク 学習 を，実験，観察，調査 ，参考資料 の 収集 と分析 ，数 量的 な比 較，討論，地 図 の 作

成 ， 絵 画表現 な どの 多様な学習 活動 と して 組織 して い た 。 当時は ，第 2 次産 業構造 を中心 とす る進歩 の

時で あ り，そ の 産業社 会 へ の 参入 を前提に ，子 ど もた ち に は 「個 性 の 発達」と 「社会 の 変化 」 の バ ラ ン

ス を原理 とする カ リキ ュ ラ ム を用意 して い く必要が あ っ た こ とか ら，実際 の 単 元 は ，蒸気機関車や 船，町

作 りな ど を学 習題材 と して こ れ ら の ト ピ ッ ク の 選択 的追求 ともの づ く りや 絵 画 が そ の プ ロ セ ス に 位置づ

け られ て い た 。 こ うした実践 的研究 は ，今 日 の 日本 に お け る 「総 合 的な学習 の 時間」の 基礎 を成す もの

と して ，本研 究 の 目 的 と も 深 く関連す る もの で あ る。

5）平成 12年 10 月 に
， 地域教育力 と して ，美術 科 の 授業 に 参加 して い ただ い た地域在住 の 版画作 家 。 地元

　 広報誌 を は じめ ，地域 に 密着 した様 々 な印制 物 の表紙や 挿 し絵 を 担 当 して い る。また，川 の 環境保全 の

　 た め に 清 掃活動 や 諸調査 を行 う地 域ボ ラ ン テ ィ ア と して も積極的 に 活動する 地域 の 人材 で あ る。

6）拙稿 「中学校 に お け る 共 同的造 形活動 に 関す る
一

考察」『美術 科教 育学』第 21号 ，2000 ，255 −264 頁，

7）拙稿 「美術 に よ る 学 び の ネ ッ ト ワ ーキ ン グ の 可 能性 」 『美術 科教 育学』第22号，2001 ，247−257 頁 ．
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The Method  ofArt  Education  to Constitute `Synthetic
 Learning'

-Some  Practices of  
`Synthetic

 Learning'Approached  from  
`Art'

 at  Junior High  School-

MATSUBARA  Masatoshi

    In the new  elements  of  school  curriculum,  
`Synthetic

 learning' is regarded  as  an  important

factor, It is `The
 vvay  of  curriculum  organized  by experience',  There are  various  approaches  to

`Synthetic

 learning' to make  it effective.  Several ways  from art education  have  some  pessibilities

that constitute  
`Synthetic

 learning'. For  example,  people can  combine  many  elements  of  their learn-

ing by 
`images',

 and  make  their relationships  through  
`arts

 and  crafts'.  I consider  these characteris-

tics of  arts  have functions to motivate  various  experiences,  and  to realize  individual thinlcing. There-

fore, we  need  many  epportunities  of  art education  for the future,
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